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■

六
条
三
筋
町
か
ら
島
原
西
新
屋
敷
へ

京
都
の
公
許
の
遊
廓
は
、
豊
臣
秀
吉
の
政
策
に
よ
り
、
一
五
九
八
年
〔
天

正
十
七
年
〕
に
二
条
　ま
で
の
こ
う
じ

万
里
小
路　
（
今
の
柳
馬
場
通
）
に
「
二
条
柳
町
」
と
し

て
開
設
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
通
称
「
新
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

徳
川
時
代
に
な
っ
て
二
条
城
が
造
営
さ
れ
た
た
め
、
一
六
〇
二
年
〔
慶
長
七

年
〕
に
二
条
柳
町
は
移
転
さ
せ
ら
れ
、
六
条
柳
町
と
な
り
ま
し
た
（
こ
の
年

は
、
東
西
の
本
願
寺
が
分
派
し
た
年
で
も
あ
り
ま
す
）。
通
称
は
、
六
条
三

筋
町
。
本
シ
リ
ー
ズ
第
6
回
「
消
え
た
六
条
三
筋
町
」
で
詳
し
く
説
明
し

た
通
り
で
す
。

そ
の
あ
と
、
一
六
四
一
年
〔
寛
永
十
八
年
〕
に
移
転
が
京
都
所
司
代
か

ら
命
令
さ
れ
ま
し
た
。
命
令
が
で
た
直
接
の
経
緯
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
多

分
、「
六
条
柳
町
」
が
東
本
願
寺
の
北
で
、
周
囲
の
市
街
化
が
進
ん
だ
た
め

だ
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
こ
の
移
転
で
は
、
六
条
三
筋
町
の
西
「
西
洞
院
」
に

あ
っ
た
「
太
夫
町
」
と
所
在
地
不
詳
の
「
中
堂
寺
」
に
あ
っ
た
茶
屋
も
集
め

て
、
京
都
の
西
南
の
は
ず
れ
　す
ざ
く
の

朱
雀
野　
に
遊
廓
を
設
営
し
ま
し
た
。
正
式
名
は

西
新
屋
敷
柳
町
。
通
称
島
原
。『
色
道
大
鏡
』（
一
六
八
〇
年
頃
）
の
挿
絵
に

し
た
が
っ
て
、
そ
の
概
略
を
示
し
ま
す
。
大
門
は
、
東
側
の
塀
の
北
隅
に
あ

り
ま
す
。

『
京
都
市
の
地
名
』
に
は
、
移
転
直
前
の
寛
永
十
七
年
〔
一
六
四
〇
年
〕

島
原
遊
廓
の
概
略
（
一
六
八
〇
年
頃
）

七
月
十
二
日
付
の
証
文
（
　か
え
ち
う
け
と
り
し
ょ
う
も
ん

替
地
請
取
証
文　
）
が
引
用
さ
れ
て
い
て
、
発
足

当
時
の
島
原
の
概
要
が
わ
か
り
ま
す
。
お
も
し
ろ
い
の
で
、
引
用
し
ま
し
ょ

う
。
亀
甲
括
弧
内
に
は
、
メ
ー
ト
ル
へ
の
換
算
と
坪
数
の
検
算
を
心
覚
え
の

た
め
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
振
り
が
な
を
つ
け
ま
し
た
が
、
我
流
な
の
で

間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

請
取
申
替
り
屋
敷
之
事

一
、
東
西
　
九
拾
九
間
〔178m

〕

一
、
北
南
　
百
弐
拾
三
間
〔221m

〕

　
　
　
　
此
坪
壱
万
弐
千
百
七
拾
七
坪
〔99×

123
=

12177

〕
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一
、
長
四
百
五
拾
間
〔2×

(99
+

123
+

3)
=

450

（
堀
外
周
）〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
廻
り
堀

　
　
　
は
ゞ
一
間
半

　
　
　
　
此
坪
六
百
七
拾
五
坪〔2×

(99+
3+

123)×
1.5

=
675

〕

一
、
長
百
五
拾
三
間
〔275m

〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
波
海
道
よ
り
東
の
入
口
迄

　
　
　
は
ゞ
三
間

　
　
　
　
此
坪
四
百
五
拾
九
坪
〔153×

3
=

459

〕

一
、
長
九
拾
九
間
〔178m
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
の
そ
と
か
は
の
堀

　
　
　
は
ゞ
壱
間
半

　
　
　
　
此
坪
百
四
拾
八
坪
半
〔99×

1.5
=

148.5

〕

　
　
惣
坪
数
合
壱
万
三
千
四
百
五
拾
九
坪

右
之
間
数
六
尺
五
寸
棹
に
て
少
し
も
　そ
う
い
ご
ざ
な
く
う
け
と
り
も
う
し
そ
う
ろ
う

相
違
無
御
座
請
取
申
候　
、
地

割
の
儀
は
中
間
と
い
た
し
古
し
へ
の
屋
敷
之
ご
と
く
　わ
り
ま
え
つ
か
ま
つ
り

割
前
仕　

　も
う
し
ぶ
ん

申
分　
　こ
れ
な
き
よ
う

無
之
様　
に
　
つ
か
ま
つ
る
べ
く
そ
う
ろ
う

可
仕
候　
、
　そ
れ
か
く
の
ご
と
く
な
し
て

為
其
如
此　
　ご
ざ
そ
う
ろ
う

御
座
候　

　
寛
文
十
七
年
　
　
　
　
　
　
柳
町
上
ノ
町
　
喜
左
衛
門

　
　
辰
七
月
十
二
日
　
　
　
　
同
　
中
ノ
町
　
源
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
下
ノ
町
　
円
　
雪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
　
夫
　
町
　
三
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
堂
　
寺
　
次
郎
兵
衛

『
京
都
市
の
地
名
』、
平
凡
社
、
一
九
七
九
、
九
四
二
ペ
ー
ジ

こ
の
証
文
の
記
述
で
は
、
東
側
の
堀
が
二
重
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、『
色

道
大
鏡
』
の
挿
絵
で
は
、
す
で
に
あ
り
ま
せ
ん
。
多
分
埋
め
立
て
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
ま
た
五
名
の
連
署
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
揚
屋
町
の
代
表
の
署

名
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
揚
屋
町
が
他
の
五
町
の
揚
屋
だ
け
を
集
め
て

新
た
に
作
っ
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

■

西
新
屋
敷
を
島
原
と
呼
ぶ
由
来

こ
の
遊
廓
を
な
ぜ
島
原
と
呼
び
始
め
た
か
に
は
、
諸
説
あ
り
ま
す
。
宮
川

政
運
『
俗
事
百
工
起
源
』（
一
八
六
五
年
刊
行
）
で
は
、「
島
原
と
云
え
る
始

め
」
と
題
し
て
、

「
島
原
と
云
え
る
始
め
」

あ
る
書
に
云
う
書
名

失
念
、
寛
永
十
八
年
、
今
の
　す
ざ
く
の

朱
雀
野　
に
移
さ

れ
、
一
つ
の
門
の
み
に
し
て
他
の
道
な
し
。
先
に
事
あ
り
し
肥
前

の
島
原
の
城
に
似
た
り
と
て
、
俗
に
島
原
と
呼
び
け
る
よ
り
名
と

は
な
れ
り
と
云
う
。（
後
略
）

宮
川
政
運
『
俗
事
百
工
起
源
』
巻
之
中
、
一
八
六
五

『
塵
塚
談
・
俗
事
百
工
起
源
』
神
郡
周
校
注
解
説
、

現
代
思
潮
社
、
一
九
八
一
）

『
俗
事
百
工
起
源
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
八
六
五
年
こ
ろ
に
は
、「
書
名
失

念
」
と
し
た
「
あ
る
書
」
の
説
が
広
く
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

し
た
が
、
こ
の
「
あ
る
書
」
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
？

著
者
宮
川
政
運
が

実
際
に
参
照
し
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
多
分
、『
浮
世
物
語
』（
一
六
六

五
年
頃
）
か
『
色
道
大
鏡
』（
一
六
八
〇
年
頃
）
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
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『
浮
世
物
語
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
傾
城
の
事
」

京
の
　け
い
せ
い
ま
ち

傾
城
町　
は
、
六
条
の
　み
す
ぢ
ま
ち

三
筋
町　
、
　に
し西　
の
　と
う
い
ん

洞
院　
、
　ち
う
ど
う
じ

中
堂
寺　
と

て
あ
り
し
を
、
　さ去　
ん
ぬ
る
　こ
ろ比　
よ
り
ひ
と
つ
に
合
せ
て
、
七
条

　に
し
し
ゆ
じ
や
か

西
朱
雀　

　た
ん
ば
か
い
だ
う

丹
波
街
道　
の
北
に
　し
ま
ば
ら

嶋
原　
と
て
、
　ひ
ぜ
ん

肥
前　
の
　あ
ま
く
さ

天
草　
　い
つ
き

一
揆　
の
と

り
こ
も
り
し
、
嶋
原
の
　じ
や
う城　の
ご
と
く
、
三
方
は
ふ
さ
が
り
て
一
方

に
　く
ち口　
あ
る
故
に
、
か
や
う
に
な
づ
け
侍
べ
り
。

浅
井
了
意
『
浮
世
物
語
』
巻
第
一
の
五
、
一
六
六
五
頃

（
谷
脇
理
史
、
岡
雅
彦
、
井
上
和
人
校
注
訳
『
仮
名
草
子
集
』

新
編
日
本
古
典
全
集
64
、
小
学
館
、
一
九
九
九
）

『
色
道
大
鏡
』
に
も
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
一
六
八
〇

年
頃
に
は
通
説
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
し
、『
色
道
大

鏡
』
で
は
、
一
応
こ
の
説
を
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、
別
の
説
を
述
べ
て
い

ま
す
。

「
第
一
　
各隹
陽
傾
城
町
来
由
」

　だ
い
ゆ
ふ
ゐ
ん
で
ん

大
猷
院
殿　
の
　ご
だ
い

御
代　
、
　く
わ
ん
ゑ
い

寛
永　
十
八
年
　し
ん
し
の
と
し

辛
巳
年　
、
又
六
　で
ふ條　
よ
り
今
の

　し
ん
や
し
き

新
屋
敷　
に
　う
つ遷　
さ
る
。　こ
の
と
き

此
時　
よ
り
、此
所
を
　し
ま
ば
ら

島
原　
と
も
い
ふ
。　
あ
る
人
の
い
は
く

或
曰　
、

　ひ
ぜ
ん
の
く
に

肥
前
國　
　し
ま
ば
ら
ぢ
ん

嶋
原
陣　
　ら
つ
き
よ

落
去　
の
　み
ぎ
り砌　と
し
て
、　く
は
く郭　の
　か
ま構　
へ
一
　く
は
く郭　一
　も
ん門　
に
し
て
、

　し
ほ
う

四
方　
　か
き
あ
げ

按
揚　
の
　ほ
り堀　
な
る
が
　あ
り
ま

有
馬　
の
城
に
　に似　
た
り
と
て
、
か
く
い
ひ
し

と
き
け
ど
、
　こ
れ是　
は
お
ぼ
ろ
け
の
　た
と譬　
へ
と
や
申
べ
か
ら
ん
。

藤
本
箕
山
『
色
道
大
鏡
』
巻
第
十
二
・
日
本
遊
廓
總
目

新
版
色
道
大
鏡
刊
行
会
編
、
八
木
書
店
、
二
〇
〇
六

こ
の
よ
う
に
通
説
を
否
と
し
た
あ
と
、「
鳥
羽
天
皇
の
在
世
の
と
き
に
い
た

と
い
う
　し
ま
の
せ
ん
ざ
い

嶋
千
歳　
・
　わ
か
の
ま
え

和
哥
前　
が
遊
女
の
最
初
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の

嶋
を
と
り
、
原
は
広
い
心
の
意
味
で
、
嶋
原
と
名
づ
け
た
」
と
い
う
説
と
、

「
肥
後
國
に
　た
わ
れ
じ
ま

風
流
嶋　
と
い
う
の
が
あ
り
、
伊
勢
物
語
に
も
　た
わ
れ
じ
ま

遊
嶋　
と
あ
る
の
で
、

戯
れ
る
境
地
と
い
う
こ
と
か
ら
嶋
原
と
名
づ
け
た
」
と
い
う
説
を
立
て
て
い

ま
す
。

同
じ
島
原
の
乱
に
由
来
す
る
と
い
う
説
で
も
、
す
こ
し
違
っ
た
も
の
も
あ

り
ま
す
。
島
原
の
乱
（
一
六
三
七
年
〔
寛
永
十
四
年
〕
〜
一
六
三
八
年
〔
寛

永
十
五
年
〕）
の
余
燼
く
す
ぶ
る
な
か
で
、
六
条
三
筋
町
か
ら
あ
わ
た
だ
し

く
移
転
（
一
六
四
一
年
〔
寛
永
十
八
年
〕）
し
た
こ
と
か
ら
、
移
転
騒
動
が

島
原
の
乱
の
騒
動
を
思
い
出
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、
島
原
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
説
で
す
。

も
う
す
こ
し
、
異
な
っ
た
説
も
あ
り
ま
す
。『
色
道
大
鏡
』
に
は
、「
　て
き敵　
」

と
い
う
廓
用
語
に
、「
客
よ
り
傾
城
を
さ
し
て
い
ふ
、
傾
城
よ
り
客
を
さ
し

て
い
ふ
。
と
か
く
、
相
手
の
き
は
ま
り
た
る
を
さ
し
て
い
ふ
詞
な
り
。」
と

い
う
説
明
が
付
い
て
い
ま
す
。
廓
の
中
に
い
る
傾
城
を
、
島
原
城
に
た
て
こ

も
っ
た
敵
に
見
立
て
て
、
遊
廓
に
通
う
こ
と
を
「
い
ざ
島
原
へ
攻
め
込
ま
ん
」

と
洒
落
た
の
が
も
と
で
、
島
原
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
の
も
も
っ
と
も
ら
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
六
条
三
筋
町
か
ら
朱
雀
野
へ
の
移
転
を
命
じ
た
所
司
代
は
板

倉
重
宗
〔
在
職
一
六
一
九
〜
一
六
五
四
〕。
島
原
の
乱
で
討
死
し
た
板
倉
重

昌
は
そ
の
弟
。
そ
こ
で
、
島
原
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
珍
説
を
も
う

一
つ
。「
板
倉
重
昌
に
攻
め
ら
れ
る
側
の
島
原
城
」
対
「
板
倉
重
宗
に
移
転

を
無
理
強
い
さ
れ
る
（
島
原
）
遊
廓
」
と
い
う
図
式
。
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遊

女

「
所
司
代
の
板
倉
は
ん
の
御
沙
汰
で
、
こ
の
廓
に
閉
じ
込
め

ら
れ
て
、
六
条
三
筋
町
の
こ
ろ
が
な
つ
か
し
お
す
。」

客

「
　せ
ん先　
に
終
わ
っ
た
島
原
の
　そ
う
じ
ょ
う

騒
擾　
と
お
ん
な
じ
や
。
さ
し
ず
め
、

お
ま
え
は
、
篭
城
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
み
た
い
な
も
ん
や
な
。」

遊

女

「
ほ
ん
と
う
に
。
四
方
は
塀
で
出
口
は
一
つ
。
討
死
に
す
る

よ
り
、
こ
こ
を
逃
れ
る
道
は
な
い
。」

客

「
そ
う
そ
う
。
島
原
の
騒
擾
で
、
板
倉
は
ん
の
弟
さ
ん
が
亡

く
な
ら
は
っ
た
そ
う
な
。
キ
リ
シ
タ
ン
を
篭
城
す
る
ま
で
に
追
い
込
ま

は
っ
た
さ
か
い
、
　ば
ち罰　
が
あ
た
っ
た
ん
や
ろ
な
。」

そ
し
て
、「
遊
廓
を
急
に
移
す
よ
う
な
無
理
強
い
を
こ
れ
以
上
す
る
と
、
島

原
で
討
死
し
た
弟
さ
ん
の
よ
う
に
な
り
ま
す
よ
。」
と
い
う
当
て
こ
す
り
。

つ
ま
り
、
所
司
代
に
対
す
る
あ
て
こ
す
り
で
「
島
原
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
も
の
で
す
。「
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
幕
末
に
至
る
ま
で
、
島
原
遊

廓
の
移
動
は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
」
と
い
う
落
ち
も
付
け
加
え
て

お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
じ
つ
け
に
近
い
珍
説
で
す
が
、
わ
れ
な
が
ら
、
も
っ
と

も
ら
し
い
説
が
で
き
ま
し
た
。

■

島
原
へ
の
ア
ク
セ
ス
今
昔

本
シ
リ
ー
ズ
第
17
回
で
、
丹
波
口
大
宮
か
ら
丹
波
街
道
を
通
っ
て
、
島

原
に
い
た
る
古
い
道
筋
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。
島
原
あ
た
り
は
、
明
治

時
代
に
至
っ
て
も
田
畑
が
広
が
っ
て
い
た
土
地
で
、
比
較
的
新
し
く
（
京
都

の
時
代
尺
度
で
は
）
市
街
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の
道
筋
が
現
在
の
ど
こ
に
あ

た
る
の
か
は
、
言
葉
で
説
明
し
た
だ
け
で
は
わ
か
り
に
く
い
。
そ
こ
で
、
略

図
を
描
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

本
シ
リ
ー
ズ
第
17
回
で
の
べ
た
『
　し
き
ど
う
お
お
か
が
み

色
道
大
鏡　
』
の
「
　こ
ん
か
く

坤
郭　
　や
け
い

野
徑　
　の之　
　づ圖　
」（
藤

本
箕
山
『
色
道
大
鏡
』
巻
第
十
二
・
遊
郭
図
上
。
翻
刻
版
、
新
版
色
道
大
鏡

刊
行
会
編
、
八
木
書
店
、
二
〇
〇
六
、
三
五
〇
ペ
ー
ジ
）
は
、
一
六
八
〇
年

頃
の
様
子
を
示
し
た
も
の
で
す
が
、
あ
ま
り
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
す
ぎ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
ほ
か
の
資
料
と
引
き
比
べ
な
が
ら
、
一
六
八
〇
年
頃
か
ら
島

原
の
最
盛
期
の
様
子
を
、
略
図
と
い
い
条
、
も
う
す
こ
し
き
ち
ん
と
作
図
し

ま
す
。

参
考
に
し
た
図
は
、『
京
都
指
掌
圖
文
久
改
正
』〔
一
八
六
二
年
〕
で
す
。

こ
の
図
は
、
日
文
研
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://

tois.nichibun.ac.jp/

chizu/im
ages/002813426.htm

l)

に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
で

も
、
島
原
付
近
は
概
略
し
か
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
同
じ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（002462430
o.htm

l)

の
『
最
新
實
測
京
都
新
地
圖
』
二
万
分
の
一
〔
一
九

〇
八
〕
と
付
き
合
せ
て
補
正
し
ま
す
。

『
　し
き
ど
う
お
お
か
が
み

色
道
大
鏡　
』
の
図
に
載
っ
て
い
る
地
名
の
う
ち
、
目
印
に
な
り
そ
う
な

の
は
、
　に
に
ん
つ
か

二
人
塚　
、
　
え
び
す
の
も
り

夷
杜　
、
　え
も
ん
の
ば
ば

衣
紋
馬
場　
、
壬
生
川
。
一
方
、『
京
都
指
掌
圖
文
久

改
正
』〔
一
八
六
二
年
〕
に
載
っ
て
い
る
目
印
に
な
る
場
所
は
、
稲
荷
神
社

（「
い
な
り
」）、
二
人
塚
（「
二
人
ツ
カ
」）、
諏
訪
神
社
（「
ス
ハ
キ
ン
」、
後

半
の
「
キ
ン
」
は
？
）
で
す
。
稲
荷
神
社
は
現
在
の
「
豆
之
子
稲
荷
神
社
」

に
相
当
す
る
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
諏
訪
神
社
は
、
平
安
高
校
の
西
に
現
在
も

残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
作
成
し
た
、
一
六
八
〇
年
〜
一
七
五
〇
年
頃
の
様
子

を
、
略
図
と
し
て
載
せ
ま
し
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
地
図
の
年
代
を
一
時
期
に

特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
有
体
は
、
幕
末
の
頃
の
略
図
（『
京
都
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島
原
遊
廓
へ
の
ア
ク
セ
ス
（
一
八
六
〇
年
頃
の
地
図
に
一
六
八
〇
年

頃
の
ア
ク
セ
ス
を
重
ね
た
も
の
）

指
掌
圖
文
久
改
正
』〔
一
八
六
二
年
〕）
に
一
六
八
〇
年
〜
一
七
五
〇
年
頃
の

様
子
を
書
き
入
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
略
図
で
、
丹
波
街
道
の
概
略
が
わ
か

り
ま
す
の
で
、
本
シ
リ
ー
ズ
第
17
回
の
「
丹
波
街
道
は
島
原
へ
の
道
」
を

も
う
一
度
読
み
直
し
て
く
だ
さ
い
。
文
芸
作
品
に
出
て
く
る
島
原
は
、
こ
の

こ
ろ
の
様
子
を
踏
ま
え
た
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
か
な
り
あ
り
ま
す
の
で
、

よ
り
深
い
理
解
の
た
め
に
は
、
こ
の
略
図
が
き
っ
と
役
に
立
つ
で
し
ょ
う
。

初
期
の
島
原
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
大
宮
通
よ
り
丹
波
街
道
町
（
丹
波
口

通
大
宮
）
を
抜
け
て
、
丹
波
街
道
を
辿
り
、
二
人
塚
の
分
か
れ
道
で
、
島

原
に
向
か
う
道
筋
で
す
（『
　し
き
ど
う
お
お
か
が
み

色
道
大
鏡　
』
で
「
古
道
」
と
記
さ
れ
た
道
筋
）。

『
　し
き
ど
う
お
お
か
が
み

色
道
大
鏡　
』
が
出
版
さ
れ
た
一
六
八
〇
年
頃
に
は
、
花
屋
町
通
に
相
当
す

る
道
が
開
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
丹
波
街
道
か
ら
花
屋
町
通
を
辿
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
島
原
の
全
盛
期
は
、
元
禄
期
〔
一
六
八
八

〜
一
七
〇
四
〕。
さ
ら
に
時
代
は
下
っ
て
、
享
保
十
七
年
〔
一
七
三
二
年
〕
に

西
門
が
作
ら
れ
、
千
本
通
か
ら
も
入
廓
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら

に
明
和
三
年
〔
一
七
六
六
年
」
に
、
島
原
大
門
が
、
東
塀
の
北
部
分
か
ら
中

央
部
分
（
胴
筋
あ
る
い
は
道
筋
と
呼
ば
れ
る
中
央
東
西
路
の
東
端
）
に
移
動

し
ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
大
宮
通
（
今
の
島
原
口
）
か
ら
花
屋
町
通
を

進
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

さ
て
、
現
在
の
ア
ク
セ
ス
。
阪
急
電
鉄
の
大
宮
駅
か
ら
、
市
バ
ス
の
二
〇

七
番
（
そ
の
他
大
宮
通
を
南
下
す
る
路
線
）
に
乗
り
、
島
原
口
の
バ
ス
停
で

降
り
て
、
花
屋
町
通
（
島
原
商
店
街
）
を
西
に
進
む
道
筋
。
も
う
一
つ
は
、

本
シ
リ
ー
ズ
第
17
回
の
よ
う
に
、
J
R
丹
波
口
で
降
り
、
徒
歩
で
千
本
通

か
坊
城
通
（
五
条
坊
城
の
西
南
か
ど
に
あ
る
京
都
中
堂
寺
坊
城
郵
便
局
が
目

印
）
を
南
下
す
る
道
筋
。
千
本
通
は
中
央
卸
売
市
場
に
出
入
り
す
る
車
が
多

い
の
で
、
坊
城
通
の
ほ
う
が
お
す
す
め
。
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■

二
人
塚
と
二
人
司
町

な
お
、『
　し
き
ど
う
お
お
か
が
み

色
道
大
鏡　
』
の
「
　こ
ん
か
く

坤
郭　
　や
け
い

野
徑　
　の之　
　づ圖　
」〔
一
六
八
〇
年
頃
〕
と
『
京

都
指
掌
圖
文
久
改
正
』〔
一
八
六
二
年
〕
と
で
、
共
通
す
る
目
印
は
、
　に
に
ん
つ
か

二
人
塚　

で
す
が
、
現
在
は
あ
り
ま
せ
ん
。
亡
く
な
っ
た
島
原
の
太
夫
二
人
を
埋
め
た

塚
で
あ
る
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
多
分
後
世
の
付
会
で

し
ょ
う
。
ま
っ
た
く
の
推
測
で
す
が
、
道
祖
神
の
塚
か
も
し
れ
な
い
。
丹

波
街
道
か
ら
島
原
へ
の
道
の
分
岐
点
に
な
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
に
道
祖
神
が

あ
っ
た
と
い
う
の
は
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
す
。
双
体
道
祖
神
は
、
男
女
二
神

が
睦
み
あ
う
姿
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
い
か
に
も
島
原
へ
の
分
か
れ
道

に
ふ
さ
わ
し
い
。
た
だ
し
、
こ
の
妄
想
に
は
、
ま
っ
た
く
根
拠
は
あ
り
ま

せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、「
二
人
塚
」
は
現
在
の
町
名
「
　に
に
ん
つ
か
さ
ち
ょ
う

二
人
司
町　
」
の
由
来
と
な
っ
た

地
名
で
す
。
京
都
市
に
編
入
す
る
前
は
、
も
と
も
と
「
　か
ど
の

葛
野　
郡
　お
お
う
ち

大
内　
村
　お
お
あ
ざ

大
字　

　は
ち
じ
ょ
う

八
条　
　こ
あ
ざ

小
字　
　に
に
ん
つ
か

二
人
塚　
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
地
域
で
す
。
八
条
村
と
周
辺
の
村

は
、
町
家
が
建
つ
と
す
こ
し
ず
つ
京
都
市
に
編
入
さ
れ
て
ゆ
き
、
残
っ
た
部

分
と
他
の
村
を
合
わ
せ
て
、
明
治
中
期
に
は
、
大
内
村
と
な
っ
て
い
ま
し
た

（
明
治
二
二
年
〔
一
八
八
九
年
〕
の
市
制
・
町
村
制
施
行
）。
も
と
の
村
（
八

条
村
、
東
塩
小
路
村
、
西
九
条
村
、
朱
雀
村
、
中
堂
寺
村
）
は
、
大
字
と
し
て

地
名
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
大
内
村
の
全
域
が
京
都
市
に
編
入
し
た
の
は
、

大
正
七
年
〔
一
九
一
八
年
〕
の
こ
と
で
す
。
大
内
の
地
名
は
、
大
内
学
区
と

し
て
、
現
在
に
残
っ
て
い
ま
す
。
学
区
の
中
心
で
あ
っ
た
大
内
小
学
校
は
、

安
寧
小
学
校
と
統
合
さ
れ
て
、
梅
小
路
小
学
校
と
名
前
を
変
え
て
い
ま
す
。

現
在
の
町
名
に
「
　え
び
す
の
ば
ん
ば
ち
ょ
う

夷
馬
場
町　
」
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
　
え
び
す
の
も
り

夷
杜　
と

　え
も
ん
の
ば
ば

衣
紋
馬
場　
が
一
緒
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
現
在
の

地
図
で
　に
に
ん
つ
か
さ
ち
ょ
う

二
人
司
町　
、
　え
び
す
の
ば
ん
ば
ち
ょ
う

夷
馬
場
町　
、
　す
わ
び
ら
き
ち
ょ
う

諏
訪
開
町　
の
境
界
付
近
を
仔
細
に
み
る

と
、
正
面
通
と
壬
生
川
通
の
交
差
点
と
微
妙
に
ず
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
と
く
に
二
人
司
町
と
夷
馬
場
町
の
境
界
は
、
正
面
通
の
す
ぐ
南
の
東

西
の
路
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
路
地
が
、
丹
波
街
道
か
ら
島
原
に
至
る

分
か
れ
道
（「
　す
ざ
く

朱
雀　
の
　ほ
そ
み
ち

細
道　
」）
の
名
残
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
二
人
司
町
、

夷
馬
場
町
、
諏
訪
開
町
の
接
点
（
正
面
通
と
壬
生
川
通
の
交
差
点
よ
り
東
南

十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
地
点
）
が
、
二
人
塚
の
あ
っ
た
三
叉
路
で
は
な
い
か

と
推
定
で
き
ま
す
。

こ
の
結
論
は
、
こ
の
回
の
冒
頭
に
引
用
し
た
「
替
地
請
取
証
文
」
の
記
載

か
ら
も
傍
証
が
え
ら
れ
ま
す
。
二
人
塚
（
現
在
の
壬
生
川
正
面
の
交
差
点
付

近
）
で
丹
波
街
道
か
ら
分
か
れ
て
、
島
原
に
至
る
畦
道
約
九
〇
メ
ー
ト
ル
が

「
　す
ざ
く

朱
雀　
の
　ほ
そ
み
ち

細
道　
」。
島
原
の
東
塀
に
そ
っ
た
「
衣
紋
の
馬
場
」
約
一
八
〇
メ
ー

ト
ル
（
大
門
が
東
北
端
よ
り
約
四
十
メ
ー
ト
ル
南
に
あ
っ
た
と
仮
定
）
を
歩

く
と
大
門
に
着
き
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
約
二
七
〇
メ
ー
ト
ル
。
こ
の
回
の
冒

頭
に
引
用
し
た
「
替
地
請
取
証
文
」
に
あ
る
「
丹
波
海
道
よ
り
東
の
入
口
ま

で
長
さ
百
五
拾
三
間
〔275m

〕」
に
ほ
ぼ
合
致
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、「
　す
ざ
く

朱
雀　
の
　ほ
そ
み
ち

細
道　
」
と
「
衣
紋
の
馬
場
」
が
島
原
開
設
時
に
新

た
に
開
か
れ
た
道
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■

島
原
へ
の
ア
ク
セ
ス—

浮
世
草
子
・
仮
名
草
子
で
は

西
鶴
の
浮
世
草
子
『
好
色
一
代
男
』（
天
和
二
年
〔
一
六
八
二
年
〕
刊
行
）

に
も
、
丹
波
口
か
ら
島
原
へ
の
道
中
の
様
子
が
で
て
き
ま
す
。
主
人
公
の
世

之
助
が
、
島
原
の
太
夫
初
音
を
揚
げ
る
場
面
。
結
局
、
大
尽
客
の
正
月
買
い
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の
あ
お
り
で
、
二
六
、
七
日
ま
で
は
会
う
こ
と
は
か
な
わ
ず
に
過
ぎ
て
し
ま

し
ま
す
。

「
　な
が
め詠　は
　は
つ
す
が
た

初
姿　
」

　す
が
た姿　の
入
物
、
お
ろ
せ
が
い
そ
げ
ば
、
　た
ん
ば
ぐ
ち

丹
波
口　
の
　は
つ
あ
さ

初
朝　
、
小
六

が
　ま
か
り
い
で

罷
出　
て
、「
　ぎ
よ
け
い

御
慶　
」
と
申
　お
さ
め納　、
　し
ゅ
じ
ゃ
く

朱
雀　
の
　の

べ
野
辺　
　ち
か近　
く
、
は
や
　
う
ぐ
ひ
す
鶯　
の

　は
つ
ね

初
音　
と
い
ふ
太
夫
の
け
ふ
の
礼
を
見
い
で
は
と
、
出
口
の
　ち
や
や

茶
屋　

に
、
　こ
し
か
け

腰
懸　
な
が
ら
、（
後
略
）

井
原
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』
巻
六
、
一
六
八
二

（
前
田
金
五
郎
『
好
色
一
代
男
全
注
釈
』
下
巻
角
川
書
店
、
一
九
八
二
）

「
　す
が
た姿　の
　い
れ
も
の

入
物　
」
と
は
、
遊
里
通
い
の
駕
籠
を
い
い
ま
す
。「
お
ろ
せ
」
は
駕

籠
か
き
の
こ
と
。
丹
波
口
（
丹
波
街
道
町
）
の
茶
屋
街
で
駕
籠
を
乗
り
捨
て

て
徒
歩
で
島
原
ま
で
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
仮
名
草
子
『
た

き
つ
け
草
』（
延
宝
五
年
〔
一
六
七
七
年
〕
刊
行
）
に
は
、
駕
籠
を
丹
波
口

（
丹
波
街
道
町
）
の
茶
屋
で
降
り
、
茶
屋
で
身
づ
く
ろ
い
を
し
て
か
ら
、
茶
屋

の
焼
印
入
り
の
編
笠
を
被
っ
て
、
島
原
へ
赴
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

（
前
略
）
先
づ
、
宿
の
首
尾
　お
ほ
か
た

大
方　
に
つ
く
ろ
ひ
、
　こ
あ
げ

小
揚　
が
　か
た方　

ま
で
た
よ
り
来
て
、「
日
は
　な
ん
ど
き

何
刻　
に
か
あ
ら
ん
。
　か

ご
駕
籠　
い
そ
ぎ
物

せ
よ
」
と
い
ひ
た
る
に
、「
は
つ
」
と
い
ひ
て
　た起　
つ
よ
り
も
早
く
、

も
て
寄
せ
た
る
に
う
ち
乗
り
、（
中
略
）
　ひ
つ
じ羊　に
　あ
ゆ
み歩　み
程
な
く
て
、

　た
ん
ば
ぐ
ち

丹
波
口　
な
る
茶
屋
の
が
り
か
き
入
れ
し
に
、
　び
ん鬢　
か
き
な
で
、
帯
し

な
を
し
な
ど
、
心
う
ち
つ
き
た
る
　ふ
ぜ
ひ

風
情　
、
世
に
な
く
う
れ
し
。

さ
て
、
忍
び
編
笠
の
深
く
も
き
な
し
、
大
路
を
出
離
れ
、
　く
る
わ廓　の

屋
作
り
見
つ
け
た
る
う
れ
し
さ
、
い
へ
ば
さ
ら
な
り
。
細
道
の
　く
ろ畔　

を
つ
た
ひ
、
稲
葉
の
露
に
そ
ぼ
ち
つ
つ
、
　え
も
ん

衣
紋　
の
　ば

ば
馬
場　
　あ
ゆ歩　
み
入
る

　を
り折　
か
ら
、
　う
は
さ
ま
ち

噂
町　
の
茶
屋
の
知
れ
る
よ
り
、
早
く
も
見
と
が
め
て
、

に
く
か
ら
ぬ
　や
う
だ
ひ

様
体　
し
て
、
　し
り後　
に
つ
き
て
来
た
る
も
お
か
し
。
　ど
う
す
ぢ

胴
筋　

を
ね
り
も
て
行
く
　を
り折　
か
ら
、
と
き
め
け
る
女
郎
な
ど
、（
後
略
）

作
者
不
詳
『
た
き
つ
け
草
』、
一
六
七
七

（
谷
脇
理
史
、
岡
雅
彦
、
井
上
和
人
校
注
訳
『
仮
名
草
子
集
』

新
編
日
本
古
典
全
集
64
、
小
学
館
、
一
九
九
九
）

「
　こ
あ
げ

小
揚　
」
と
は
、
遊
廓
へ
通
う
駕
籠
か
き
の
こ
と
。「
　う
は
さ
ま
ち

噂
町　
の
茶
屋
」
は
、

島
原
の
大
門
か
ら
入
っ
た
す
ぐ
に
並
ん
で
い
た
、
出
口
の
茶
屋
の
こ
と
。「
忍

び
編
笠
」
は
、
丹
波
口
の
茶
屋
で
支
給
さ
れ
る
焼
印
入
り
の
編
笠
の
こ
と
。

「
　ど
う
す
ぢ

胴
筋　
」
は
、
島
原
遊
廓
の
中
央
東
西
路
。

■

島
原
歌
舞
練
場
跡
と
投
節

島
原
に
つ
い
て
に
前
置
き
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
現
在
の
島
原
界
隈
を

歩
い
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
本
シ
リ
ー
ズ
第
17
回
で
は
、
J
R
丹
波

口
駅
で
降
り
て
、
坊
城
通
の
一
筋
東
の
通
り
を
あ
る
き
ま
し
た
が
、
今
回

は
、
坊
城
通
を
南
下
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

中
央
卸
売
市
場
の
東
壁
が
途
切
れ
た
あ
た
り
に
、
島
原
歌
舞
練
場
記
念
碑

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
記
念
碑
に
よ
る
と
、
島
原
歌
舞
練
場
の
発
足
は
明
治
六

年
〔
一
八
七
二
年
〕。
昭
和
二
年
〔
一
九
二
七
年
〕
に
こ
の
地
に
移
り
、
昭

和
二
二
年
〔
一
九
四
七
年
〕
ま
で
歌
舞
練
場
と
し
て
使
用
。
そ
の
後
は
、
島

原
貸
席
お
茶
屋
業
組
合
の
事
務
所
と
し
て
使
用
さ
れ
た
が
、
同
組
合
の
解
散

に
と
も
な
っ
て
、
平
成
八
年
〔
一
九
九
六
年
〕
に
解
体
。
跡
地
は
、
京
都
市
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町
名
看
板
の
所
在
（
島
原
界
隈
）

島
原
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
て
い
ま
す
。

歌
舞
練
場
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
　か
が
い

花
街　
」
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
。
芸
事
を
表
看

板
に
す
る
芸
妓
を
組
織
的
に
養
成
、
成
果
を
発
表
す
る
た
め
の
場
が
、
歌
舞

練
場
。
そ
の
よ
う
な
組
織
的
な
養
成
シ
ス
テ
ム
を
も
っ
て
い
る
場
所
が
花
街

と
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
島
原
歌
舞
練
場
の
歴
史
が
し
め
す
よ
う
に
、
明

治
時
代
以
降
の
こ
と
。
江
戸
時
代
は
、
芸
妓
も
娼
妓
も
一
く
く
り
に
遊
女
と

呼
ば
れ
て
い
て
、
そ
の
居
所
は
遊
廓
、
　く
る
わ廓　と
一
般
に
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

歌
舞
練
場
が
閉
鎖
さ
れ
た
の
は
、
島
原
が
花
街
と
し
て
維
持
で
き
な
く

島
原
歌
舞
練
場
記
念
碑

な
っ
た
と
い
う
こ
と
。
暗
示
す
る
よ
う
に
記
念
碑
に
添
え
ら
れ
た
歌
は
、
吉

井
勇
〔
一
八
八
六
〜
一
九
六
〇
〕
の
も
の
。

勇

　ほ
う宝　
　り
ゃ
く
暦　
の
昔
の
夢
は
見
は
見
つ
れ

夜
半
の
投
節
聴
く
よ
し
も
な
し

こ
の
歌
に
出
て
く
る
「
　な
げ
ぶ
し

投
節　
」
と
は
な
ん
ぞ
や
？

上
に
引
用
し
た
『
好

色
一
代
男
』「
　な
が
め詠　は
　は
つ
す
が
た

初
姿　
」
の
す
ぐ
う
し
ろ
に
、
　な
げ
ぶ
し

投
節　
を
歌
う
遊
女
が
で
て

き
ま
す
。
や
っ
と
初
音
に
会
え
た
主
人
公
の
世
之
助
は
、
初
音
に
先
手
を
う

た
れ
て
ど
ぎ
ま
ぎ
し
て
、
動
揺
を
隠
す
た
め
に
、
大
盤
振
る
舞
い
。
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「
　な
が
め詠　は
　は
つ
す
が
た

初
姿　
」（
承
前
）

（
前
略
）
　き
や
ら

伽
羅　
も
　お
し惜　
ま
ず
　た
き焼　
す
て
、
　ち
う
に
か
い

中
二
階　
の
　ふ
る古　
き
に
気
を
つ

け
、
　て
い
し
ゆ

亭
主　
を
よ
び
出
し
「
是
で
は
　を
か置　
れ
じ
」
と
、
　ふ
し
ん

普
請　
を
う
け
あ

ひ
、
　か

　ゝ　
口
鼻　
に
よ
き
物
を
と
ら
せ
、
　な
げ投　
ぶ
し
う
た
ふ
女
に
、
し
た
ん

の
　つ
ぎ
さ
ほ

接
棹　
を
は
づ
み
、
太
夫
手
前
の
　ぜ
ん
せ
い

全
盛　
。（
後
略
）

井
原
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』
巻
六

（
前
田
金
五
郎
『
好
色
一
代
男
全
注
釈
』
下
巻
角
川
書
店
、
一
九
八
二
）

広
辞
苑
に
よ
れ
ば
、
　な
げ
ぶ
し

投
節　
と
は
、「
江
戸
前
期
の
流
行
歌
。
京
都
島
原
の

遊
女
河
内
が
歌
い
始
め
た
と
い
い
、
歌
の
末
を
「
や
ん
」
と
投
げ
て
歌
っ
た
。

の
ち
に
長
唄
や
浄
瑠
璃
な
ど
の
三
味
線
音
楽
で
、
　く
る
わ廓　の
情
景
を
表
す
旋
律
型

と
し
て
用
い
ら
れ
た
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
七
七
七
五
調
。
こ
れ
は
、

の
ち
の
都
々
逸
と
同
じ
。
通
説
で
は
、
こ
の
「
遊
女
河
内
」
と
は
、
明
暦

〔
一
六
五
五
〜
一
六
五
八
〕
の
頃
、
島
原
下
之
町
の
柏
屋
中
村
又
十
郎
抱
え

の
遊
女
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
。
こ
れ
に
は
、
異
論
が
あ
っ
て
、
島
原
下
之
町

の
大
坂
屋
杉
村
太
郎
兵
衛
抱
え
の
遊
女
「
河
内
」（『
　し
き
ど
う
お
お
か
が
み

色
道
大
鏡　
』
巻
第
十
六

「
遊
女
系
譜
」
で
「
　い
み
な
け
い
し

諱
経
子　
。
禿
名
は
勘
弥
、
累
子
三
笠
に
つ
か
ふ
る
。
寛

文
十
一
辛
亥
三
月
廿
一
日
出
世
し
て
天
職
と
な
る
、
三
笠
こ
れ
を
導
く
。
延

宝
六
戊
午
三
月
十
八
日
太
夫
職
に
任
す
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
遊
女
）
で

あ
る
と
い
う
説
（
野
間
光
辰
）
が
、
こ
の
引
用
の
後
注
（『
好
色
一
代
男
全

注
釈
』
下
巻
の
二
八
〇
ペ
ー
ジ
）
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
寛

文
十
一
年
は
一
六
七
一
年
、
延
宝
六
年
は
一
六
七
八
年
で
す
。

『
　し
き
ど
う
お
お
か
が
み

色
道
大
鏡　
』
巻
第
十
六
の
遊
女
系
譜
は
、
寛
文
・
延
宝
年
間
〔
一
六
六

一
〜
一
六
八
一
〕
の
記
事
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
で
、『
色
道
大
鏡
』
の

成
立
を
一
六
八
〇
年
頃
と
み
て
い
ま
す
。
し
て
み
る
と
、
そ
の
こ
ろ
に
は
大

坂
屋
河
内
も
太
夫
を
張
っ
て
い
ま
す
の
で
、
す
で
に
投
節
が
流
行
し
て
い
た

は
ず
で
、『
色
道
大
鏡
』
の
著
者
の
藤
本
　き
ざ
ん

箕
山　
〔
一
六
二
八
〜
一
七
〇
四
〕
も

当
然
知
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。『
色
道
大
鏡
』
で
は
、「
小
歌
」
を
説
明

し
て
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
投
節
」
の
語
は
直
接
に
は

出
て
き
ま
せ
ん
。

（
前
略
）
　
そ
も
そ
も
抑　

　け
い
せ
い

傾
城　
の
　う
た哥　
は
、
ら
う
さ
い
・
　か
た
ば
ち

片
撥　
を
　さ
い
じ
や
う

最
上　
と
す
。

次
に
　な
ぎ
ぶ
し

梛
節　
・
　し
の
だ
ぶ
し

信
田
節　
、
尤
是
を
　し
や
う賞　す
。
　た
だ
し但　、
此
　ふ
た
ふ
し

二
節　
は
、
　じ
ぶ
ん

時
分　
に

よ
り
て
一
き
は
　か
ん
み

甘
味　
あ
る
べ
し
。（
後
略
）

藤
本
箕
山
『
色
道
大
鏡
』
巻
第
八
・
　お
ん
ぎ
よ
く
の
ぶ

音
曲
部　

新
版
色
道
大
鏡
刊
行
会
編
、
八
木
書
店
、
二
〇
〇
六

上
述
の
『
た
き
つ
け
草
』
の
続
き
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
仮
名
草
子
『
け

し
ず
み
』（
一
六
七
七
年
刊
行
）
に
は
、「
お
も
し
ろ
き
物
」
と
い
う
物
尽
く

し
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
な
ぎ
節
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

お
も
し
ろ
き
物

躍
り
は
さ
ら
な
り
。
い
つ
聞
い
て
も
な
ぎ
節
。（
中
略
）
す
べ

て
出
口
の
門
を
ふ
み
越
ゆ
る
と
い
な
や
、
ひ
と
つ
と
し
て
面
白
か

ら
ぬ
事
な
し
。

作
者
不
詳
『
け
し
ず
み
』、
一
六
七
七

（
谷
脇
理
史
、
岡
雅
彦
、
井
上
和
人
校
注
訳
『
仮
名
草
子
集
』

新
編
日
本
古
典
全
集
64
、
小
学
館
、
一
九
九
九
）

こ
れ
ら
の
書
物
に
出
て
く
る
　な
ぎ
ぶ
し

梛
節　
が
、
投
節
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
あ

る
い
は
、
梛
節
と
い
う
の
が
あ
っ
て
（『
色
道
大
鏡
』
や
『
け
し
ず
み
』
の
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成
立
時
に
）、
そ
れ
を
も
と
に
大
坂
屋
河
内
が
歌
い
方
を
工
夫
し
た
の
が
投

節
で
あ
っ
た
と
い
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（『
色
道
大
鏡
』
や
『
け
し
ず
み
』

の
成
立
後
に
）。

投
節
の
文
句
は
、
実
際
に
は
ど
ん
な
も
の
か
？

幸
い
に
も
、
江
戸
初
期

の
歌
謡
が
集
め
ら
れ
た
『
松
の
葉
』（
元
禄
十
六
年
〔
一
七
〇
三
年
〕
刊
行
）

が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
第
五
巻
に
、「
古
今
百
首
投
節
」
と
題
し
て
、
七

七
七
五
の
投
節
が
ち
ょ
う
ど
百
首
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

傾
城
　
十
四
首

程
は
雲
井
に
隔
つ
る
と
て
も
、

心
變
る
な
　い何　
　つ時　
ま
で
も『

松
の
葉
』
第
五
巻
、
一
七
〇
三
年

（『
松
の
葉
』
藤
田
徳
太
郎
校
註
、
岩
波
文
庫
五
二
九
、
一
九
三
一
）

こ
の
投
節
の
文
句
は
、
注
に
よ
れ
ば
、
伊
勢
物
語
に
よ
る
も
の
。
実
際
に

調
べ
て
み
る
と
、
伊
勢
物
語
の
十
一
に
「
む
か
し
、
を
と
こ
、
あ
づ
ま
へ
行

き
け
る
に
、
友
だ
ち
ど
も
に
、
み
ち
よ
り
い
ひ
お
こ
せ
け
る
」
と
い
う
詞
書

と
と
も
に
載
っ
て
い
ま
す
（『
伊
勢
物
語
』
大
津
有
一
校
注
、
岩
波
文
庫
三

〇—

〇
〇
八—

一
、
一
九
六
四
）。
さ
ら
に
も
と
を
た
ど
る
と
、
　た
ち
ば
な
の
た
だ
も
と

橘
忠
基　

の
歌
と
し
て
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
採
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
ち
ば
な
の
た
ゞ
も
と
が
、
人
の
む
す
め
に
し
の
び
て
物
い
ひ
侍
け

る
こ
ろ
、
と
を
き
所
に
ま
か
り
侍
と
て
こ
の
女
の
も
と
に
い
ひ

つ
か
は
し
け
る

わ
す
る
な
よ
ほ
ど
は
雲
ゐ
に
な
り
ぬ
と
も

　そ
ら空　
　ゆ
く行　
　つ
き月　
の
め
ぐ
り
あ
ふ
ま
で

拾
遺
和
歌
集
巻
第
八
・
雑
上
・
四
七
〇

投
節
が
実
際
に
ど
ん
な
節
回
し
だ
っ
た
の
か
は
、『
松
の
葉
』
第
五
巻
の

末
尾
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
わ
た
し
ご
と
き
素
人
に
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
部
分
に
「
古
へ
大
阪
屋
河
内
風
と
言
ひ
て
歌

ひ
し
は
」
と
い
う
　く
だ
り件　が
あ
り
ま
す
。
上
述
の
異
論
の
根
拠
の
一
つ
と
な
っ
て

い
ま
す
。

■

法
華
寺
と
輪
違
屋

島
原
歌
舞
練
場
記
念
碑
の
あ
る
通
り
（
坊
城
通
の
続
き
）
は
、
島
原
中
之

町
。
島
原
歌
舞
練
場
記
念
碑
の
向
か
い
側
に
は
、
法
華
寺
（
島
原
西
新
屋
敷

中
之
町
）。

法
華
寺
（
洛
陽
十
二
支
妙
見
　ひ
つ
じ未　）
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こ
の
寺
の
境
内
に
あ
る
妙
見
堂
は
、「
　ひ
つ
じ未　の
方
の
妙
見
様
」
と
し
て
、
洛

陽
十
二
支
妙
見
め
ぐ
り
の
一
つ
。
も
と
も
と
は
、
東
寺
の
塔
頭
の
法
華
堂

と
し
て
建
て
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
東
寺
の
北
、
八
条
櫛
笥
付
近
に
あ
っ
た

が
、
東
海
道
新
幹
線
敷
設
の
た
め
現
在
地
に
移
転
し
ま
し
た
。
洛
陽
十
二
支

妙
見
め
ぐ
り
は
江
戸
中
期
に
、
御
所
が
中
心
と
な
る
よ
う
に
策
定
さ
れ
た
も

の
。
こ
の
た
め
、
慈
雲
寺
の
　さ
る申　
（
第
17
回
参
照
）
と
方
位
が
入
れ
換
わ
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

法
華
寺
の
南
に
は
、
　わ
ち
が
い
や

輪
違
屋　
（
島
原
西
新
屋
敷
中
之
町
）。
元
禄
元
年
〔
一

六
八
八
年
〕
に
置
屋
と
し
て
創
業
。
明
治
期
に
置
屋
と
揚
屋
を
兼
ね
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
現
在
の
建
物
は
、
安
政
四
年
〔
一
八
五
七
年
〕
に
再
建
さ

れ
た
も
の
で
、
京
都
市
指
定
・
登
録
文
化
財
。
五
人
の
太
夫
と
一
人
の
振

袖
太
夫
を
置
い
て
、
島
原
で
た
だ
一
軒
営
業
を
続
け
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
残
念
な
が
ら
観
光
客
と
し
て
内
部
を
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
客
と
し
て

も
　い
ち
げ
ん

一
見　
さ
ん
お
こ
と
わ
り
。

■

島
原
大
門

坊
城
通
（
昔
の
西
新
屋
敷
中
之
町
）
を
花
屋
町
通
（
昔
の
胴
筋
）
に
で
て
、

東
に
ゆ
く
と
島
原
大
門
に
着
き
ま
す
。
い
ま
で
は
、
廓
の
内
外
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
門
を
出
た
と
こ
ろ
で
写
真
を
撮
り
ま
し
た
。
島
原
大
門
が
、
東
塀
の

北
部
分
か
ら
中
央
部
分
（
胴
筋
あ
る
い
は
道
筋
と
呼
ば
れ
る
中
央
東
西
路
の

東
端
）
に
移
動
し
た
の
は
、
明
和
三
年
〔
一
七
六
六
年
〕
現
在
の
高
麗
門
形

式
の
大
門
は
、
慶
応
三
年
〔
一
八
六
七
年
〕
の
建
築
。
京
都
市
指
定
・
登
録

文
化
財
。
正
面
右
手
に
「
出
口
の
柳
」
を
配
し
、「
さ
ら
ば
垣
」
で
囲
っ
て

輪
違
屋

い
る
の
は
、
島
原
全
盛
を
想
像
す
る
よ
す
が
と
な
り
ま
す
。

島
原
大
門
の
脇
に
は
、
記
念
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
大
田
垣
蓮

月
〔
一
七
八
一
〜
一
八
七
五
〕
の
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

嶋
原
の
で
ぐ
ち
の
や
な
ぎ
を
み
て

蓮
月
尼

な
つ
か
し
き
や
な
ぎ
の
ま
ゆ
の
春
風
に

な
び
く
ほ
か
げ
や
さ
と
の
夕
ぐ
れ

大
門
通
（
昔
の
衣
紋
の
馬
場
に
相
当
？
）
を
南
へ
。
正
面
通
へ
で
た
と
こ

ろ
で
、
西
に
折
れ
る
と
、
今
回
初
の
町
名
看
板
「
島
原
西
新
屋
敷
上
之
町
」

1©
に
出
会
い
ま
す
。
通
称
の
島
原
が
大
き
く
、
正
式
名
の
西
新
屋
敷
が
小
さ

く
書
い
て
あ
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。「
上
之
町
」
は
、
二
条
柳
町
の
時
代
か

ら
の
由
緒
あ
る
町
名
で
、
現
在
も
町
名
看
板
の
よ
う
に
通
用
し
て
い
ま
す
。
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島
原
大
門

■

角

屋

正
面
通
を
西
へ
突
き
当
た
る
と
西
新
屋
敷
公
園
。
こ
れ
は
、
旧
丹
波
口
駅

の
跡
地
。
西
新
屋
敷
公
園
の
前
を
過
ぎ
て
、
北
へ
少
し
。
そ
こ
に
は
、「
角

屋
も
て
な
し
の
文
化
美
術
館
」（
西
新
屋
敷
揚
屋
町
）
が
あ
り
ま
す
。
か
っ

て
の
揚
屋
「
　す
み
や

角
屋　
」
の
建
物
を
美
術
館
と
し
た
も
の
。
建
物
は
唯
一
の
揚
屋

建
築
の
遺
構
と
し
て
重
要
文
化
財
。
一
階
部
分
が
展
示
室
や
見
学
可
能
な
座

敷
・
庭
で
、
二
階
部
分
（
　あ
お
が
い

青
貝　
の
間
・
　ど
ん
す

緞
子　
の
間
な
ど
）
は
予
約
制
で
公
開

さ
れ
て
い
ま
す
。

灯
籠
と
　
つ
く
ば
い
蹲　
の
あ
る
中
庭
を
三
方
か
ら
み
た
写
真
を
の
せ
ま
す
。
一
つ
は
、

　し
ま
ば
ら
に
し
し
ん
や
し
き

島
原
西
新
屋
敷　

　か
み
の
ち
ょ
う

上
之
町　
1©

角
屋
前
景

角
屋
玄
関

　は
こ
ば
し
ご

箱
階
子　
脇
の
出
入
口
か
ら
。
も
う
一
つ
は
、
縁
側
か
ら
。
さ
ら
に
、
　な
か
と
ぐ
ち

中
戸
口　

北
側
の
上
が
り
口
か
ら
、
玄
関
の
間
と
縁
側
越
し
に
、
撮
影
し
た
も
の
。
コ

ン
パ
ク
ト
カ
メ
ラ
で
撮
っ
た
の
と
腕
の
悪
さ
の
た
め
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と

こ
ろ
も
あ
る
が
、
目
を
凝
ら
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
中
庭
は
、
涼
を
と
る
た

め
と
、
狭
い
空
間
を
で
き
る
だ
け
広
く
見
せ
る
た
め
の
工
夫
で
す
。

二
階
は
、
揚
屋
の
由
来
と
な
っ
た
「
客
を
揚
げ
る
」
た
め
の
座
敷
が
並
ん



259 ■ 角 屋

角
屋
（
座
敷
よ
り
中
庭
）

（
中
戸
口
よ
り
中
庭
）

（
中
庭
の
　
つ
く
ば
い
蹲　
）

で
い
ま
す
。
一
番
豪
華
な
の
は
青
貝
の
間
。
壁
や
建
具
な
ど
、
至
る
所
に
青

貝
の
螺
鈿
を
ち
り
ば
め
た
座
敷
。
額
ま
で
、
篆
書
で
書
い
た
「
日
新
又
日

新
」
を
青
貝
で
覆
っ
た
も
の
。
凝
っ
た
意
匠
の
障
子
を
開
け
る
と
、
外
は
露

台
（
ベ
ラ
ン
ダ
）
に
な
っ
て
い
て
、
茶
室
や
庭
を
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
緞
子
の
間
、
　み

す
翠
簾　
の
間
、
扇
の
間
、
草
花
の
間
、
馬

の
間
、
桧
垣
の
間
な
ど
、
い
ず
れ
も
　ぜ
い贅　
を
尽
く
し
た
作
り
で
す
。

一
階
部
分
に
は
、
主
庭
に
面
し
て
大
座
敷
（
松
の
間
）
が
あ
り
ま
す
。
こ

こ
か
ら
、
見
事
な
　が
り
ゅ
う
の
ま
つ

臥
竜
松　
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
松
は
、『
都
林
泉

名
勝
図
会
』
巻
之
五
の
「
島
原
角
屋
　ゆ
き
あ
そ
び

雪
興　
」
の
図
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
こ
の
時
代
の
松
は
枯
れ
て
し
ま
い
、
現
在
の
は
そ
の
後
継
。

角
屋
（
大
座
敷
よ
り
臥
竜
松
）

（
臥
竜
松
）

図
中
の
「
　お
お
ざ
し
き

大
座
舖　
」、「
青
貝
間
」、「
臥
竜
松
」
な
ど
指
示
か
ら
う
か
が
え

る
角
屋
の
レ
イ
ア
ウ
ト
は
現
在
の
も
の
と
ほ
ぼ
お
な
じ
。
青
貝
の
間
の
露
台

（
ベ
ラ
ン
ダ
）
か
ら
乗
り
出
す
よ
う
に
見
物
し
て
い
る
遊
客
や
太
夫
な
ど
も

臨
場
感
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
図
の
賛
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
作
者
松
人
太
夫
の
詳

細
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

つ
む
雪
に
尾
上
を
思
ふ
庭
の
松

松
人
太
夫
み
づ
か
ら
書

「
角
屋
も
て
な
し
の
文
化
美
術
館
」
の
展
示
品
の
中
に
は
、
与
謝
蕪
村
の

「
紅
白
梅
図
屏
風
」（
重
要
文
化
財
）
な
ど
、
与
謝
蕪
村
と
の
交
流
を
示
す
展

示
が
あ
り
ま
す
。
几
董
宛
の
蕪
村
書
簡
（
七
月
廿
七
日
付
、
後
述
）
の
展
示

も
し
て
あ
り
ま
す
。

蕪
村
の
『
夜
半
楽
』（
安
永
六
年
〔
一
七
七
七
年
〕
刊
行
）
の
中
に
、「
春

興
」
と
題
す
る
句
集
が
あ
り
、
蕪
村
の
夜
半
亭
社
中
の
四
十
三
人
の
発
句
が
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『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
巻
之
五
島
原
角
屋
雪
興
の
図
。

（
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
「
平
安
京
都
名
所
図
会
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
よ

り
引
用
）

並
ん
で
い
ま
す
。
門
人
　ど
う
り
ゅ
う

道
立　
の
句
に
始
ま
り
、
几
董
の
句
で
終
っ
て
い
ま
す
。

「
春
興
」

う
ぐ
ひ
す
に
う
か
れ
烏
の
う
き
世
哉

道

立

（
中
略
）

神
風
の
春
か
ぜ
さ
そ
ふ
夜
明
か
な

呑

獅

蝶
　々　
や
衛
士
の
箒
に
と
ま
り
け
り

呑

周

凧
　ひ
く引　
や
夕
が
す
み
た
つ
処
　々　

声

　々　

う
ぐ
ひ
す
や
茶
臼
の
傍
に
し
ゆ
ろ
箒

徳

野

（
中
略
）

白

梅

や

　ふ
か吹　

れ

　な
れ馴　

た

る

朝

嵐

几

董

一
部
だ
け
引
用
し
ま
し
た
が
、
こ
の
中
に
、
島
原
が
、
天
明
・
安
永
期
に

京
都
俳
壇
の
中
心
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
が
残
っ
て
い
ま
す
。
引
用

の
中
で
、
　と
く
や

徳
野　
は
、
島
原
角
屋
の
主
人
で
す
。
ま
た
、
　ど
ん
し

呑
獅　
は
、
島
原
桔
梗

屋
の
主
人
で
す
。

■

幕
末
の
島
原

角
屋
の
東
北
の
か
ど
近
く
、
塀
に
沿
っ
て
「
長
州
藩

志
士
　
久
坂
玄
瑞
の
密
議
の

角
屋
」
の
碑
（
西
新
屋
敷
揚
屋
町
）
が
建
っ
て
い
ま
す
。
南
横
面
に
は
久
坂

の
略
歴
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
角
屋
は
玄
端
が
　し
ば
し
ば

屡
　々
暗
殺
の
難
を
避
け
、
潜

行
密
議
し
た
場
所
で
あ
る
。」
と
し
て
い
ま
す
。

　く
さ
か

久
坂　
　げ
ん
ず
い

玄
瑞　
〔
一
八
四
〇
〜
一
八
六
四
〕
は
、
長
州
藩
士
。
長
州
藩
の
尊
皇

攘
夷
派
の
中
心
人
物
。
吉
田
松
陰
に
学
び
、
そ
の
妹
文
を
妻
と
し
ま
し
た
。

文
久
三
年
〔
一
八
六
三
年
〕
の
八
月
十
八
日
の
政
変
（
い
わ
ゆ
る
七
卿
落
）



261 ■ 鴻臚館、蕪村と島原

久
坂
玄
瑞
の
密
議
の
角
屋

で
長
州
藩
が
朝
廷
よ
り
一
掃
さ
れ
た
あ
と
も
、
し
ば
ら
く
京
都
で
活
動
。
こ

の
前
後
、
島
原
桔
梗
屋
の
芸
妓
お
辰
（
辰
路
）
を
愛
人
と
し
て
、
島
原
に
潜

伏
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
元
治
元
年
〔
一
八
六
四
年
〕
に
池
田
屋
事
件

を
機
に
、
長
州
藩
が
派
兵
し
た
と
き
の
中
心
人
物
の
一
人
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
、
禁
門
の
変
（
蛤
御
門
の
変
）。
結
局
敗
れ
て
、
傷
を
負
い
、
自
刃

し
ま
し
た
。

角
屋
は
、
新
選
組
の
芹
沢
鴨
暗
殺
事
件
に
も
で
て
き
ま
す
。
芹
沢
鴨
〔
一

八
二
七
〜
一
八
六
三
〕
は
、
新
選
組
の
初
代
筆
頭
局
長
。
文
久
三
年
〔
一
八

六
三
年
〕
六
月
、
水
口
藩
と
の
和
解
の
宴
席
を
島
原
角
屋
で
お
こ
な
っ
た
と

き
に
、
芹
沢
は
酔
っ
た
末
に
角
屋
の
扱
い
に
因
縁
を
つ
け
て
大
暴
れ
を
し
、

角
屋
に
七
日
間
の
営
業
停
止
を
命
じ
て
い
ま
す
。
ど
う
も
、
芹
沢
は
酒
乱
の

気
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
と
き
の
刀
傷
が
角
屋
の
柱
に
残
っ
て
い
ま
す
。

同
九
月
六
日
に
、
懸
想
し
て
い
た
の
に
肌
を
許
さ
な
い
と
し
て
、
大
阪
吉
田

屋
の
芸
妓
小
寅
と
付
き
添
い
の
お
鹿
を
断
髪
さ
せ
る
と
い
う
挙
に
出
た
と
い

い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
、
芹
沢
鴨
の
行
状
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
新
撰
組
内
の
芹
沢
派

と
近
藤
派
の
内
部
対
立
が
激
し
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
芹
沢
鴨
暗
殺
事
件
が

起
こ
り
ま
す
。
永
倉
新
八
日
記
『
浪
士
文
久
報
国
記
事
』
に
よ
る
と
、
九
月

十
八
日
（
原
文
は
九
月
六
日
。
諸
説
あ
り
）
に
、
新
選
組
は
島
原
角
屋
で
大

宴
会
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
午
後
六
時
頃
に
島
原
が
終
了
時
刻
と
な
っ
た

あ
と
、
芹
沢
鴨
一
派
は
、
屯
所
の
あ
っ
た
壬
生
の
八
木
邸
に
戻
っ
て
、
そ
こ

で
も
宴
会
を
つ
づ
け
ま
し
た
。
そ
の
宴
に
は
、
芹
沢
は
四
条
堀
川
西
入
菱
屋

の
妾
お
梅
、
平
山
五
郎
は
島
原
桔
梗
屋
お
抱
え
の
お
栄
、
平
間
重
助
は
島
原

輪
違
屋
お
抱
え
の
糸
里
を
、
そ
れ
ぞ
れ
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
宴
に
は
、

近
藤
一
派
の
土
方
歳
三
も
同
席
し
て
い
ま
す
。
宴
の
あ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
同
衾

し
て
眠
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
見
届
け
て
、
土
方
は
八
木
邸
を
去
り

ま
す
。
近
藤
一
派
の
刺
客
（
御
倉
伊
勢
武
、
土
方
歳
三
、
沖
田
総
司
、
藤
堂

平
助
）
が
乗
り
込
み
、
芹
沢
と
お
梅
、
平
山
が
刺
殺
さ
れ
ま
す
。
襲
撃
時
に

便
所
に
い
っ
て
い
た
お
栄
、
二
階
に
寝
て
い
た
平
間
と
糸
里
は
無
事
。
新
選

組
は
、
長
州
藩
の
仕
業
と
し
て
、
芹
沢
と
平
山
の
葬
儀
を
盛
大
に
お
こ
な
っ

て
い
ま
す
。

■

鴻
臚
館
、
蕪
村
と
島
原

角
屋
の
狭
く
な
っ
た
北
側
部
分
の
東
塀
に
、「
東
鴻
臚
館
址
の
碑
」
が
あ

り
ま
す
。
平
安
時
代
初
期
に
、
渤
海
使
の
接
待
に
使
っ
た
と
こ
ろ
。
朱
雀
大

路
を
挟
ん
で
東
西
の
鴻
臚
館
が
あ
り
ま
し
た
が
、
東
鴻
臚
館
の
ほ
う
が
早
く

廃
止
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
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東
鴻
臚
館
址
の
碑

こ
こ
で
、
鴻
臚
館
と
渤
海
使
に
ま
つ
わ
る
話
を
少
し
。
陽
成
天
皇
　が
ん
ぎ
ょ
う

元
慶　
六

年
〔
八
八
二
年
〕
の
渤
海
使
は
、
文
籍
院
少
監
　は
い裴　
　て
い　廷頁　　
。
文
人
と
し
て
有
名

だ
っ
た
の
で
、
迎
え
る
日
本
側
も
菅
原
道
真
を
治
部
大
輔
と
し
応
接
に
あ
た

ら
せ
ま
し
た
。
加
賀
国
に
着
い
た
の
ち
、
翌
七
年
〔
八
八
三
年
〕
に
京
都

に
迎
え
、
鴻
臚
館
で
接
待
。
十
二
年
後
の
宇
多
天
皇
寛
平
六
年
〔
十
二
月
な

の
で
旧
暦
で
は
八
九
四
年
。
現
行
暦
で
は
、
年
が
か
わ
っ
て
八
九
五
年
〕
に

も
、
お
な
じ
　は
い裴　
　て
い　廷頁　　
が
渤
海
使
と
し
て
来
朝
、
参
議
に
昇
進
し
て
い
た
菅
原
道

真
が
中
心
に
鴻
臚
館
で
接
待
。
こ
の
二
回
の
来
朝
の
と
き
に
お
こ
な
わ
れ
た

詩
文
の
交
歓
は
、『
菅
家
文
草
』
な
ど
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

醍
醐
天
皇
　え
ん
ぎ

延
喜　
八
年
〔
九
〇
八
年
〕
に
、
渤
海
使
と
し
て
来
朝
し
た
　は
い裴　
　き
ゅ
う
　王羽八彡　　

は
、
父
の
　は
い裴　
　て
い　廷頁　　
に
劣
ら
ぬ
文
人
で
し
た
。
　は
い裴　
　き
ゅ
う
　王羽八彡　　
が
帰
国
す
る
と
き
に
、
別

れ
の
宴
が
張
ら
れ
、
そ
こ
で
漢
詩
の
交
歓
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
側

か
ら
出
席
し
た
の
は
、
　お
お
え
の

大
江　
　あ
さ
つ
な

朝
綱　
〔
八
六
六
〜
九
五
七
〕、
　す
が
わ
ら
の

菅
原　
　あ
つ
し
げ

淳
茂　
〔
？

〜
九
二
六
〕
ら
。
こ
の
宴
で
の
大
江
朝
綱
の
詩
は
名
文
と
し
て
つ
と
に
有
名

で
、『
和
漢
朗
詠
集
』
か
ら
引
用
し
て
、
本
シ
リ
ー
ズ
第
5
回
で
紹
介
し
ま

し
た
。

一
方
、
菅
原
淳
茂
の
詩
は
、
痛
切
き
わ
ま
る
も
の
で
、
送
ら
れ
る
裴
　王羽八彡　

も
、
こ
の
句
を
吟
じ
て
泣
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　じ
ゆ
ん淳　　ぼ茂　

　は
い裴　

　ぶ
ん文　

　せ
き
ガ
籍　

後

　ク
コ
ト

聞
レ

　

　ヲ君　

　シ

。
久　

　く
わ
ん
菅　

　れ
い礼　

　ほ
う
ノ
部　

　み
な
し
ご

孤　

　ル
コ
ト

見
レ

　

　ヲ我　

　シ

。
新　

『
和
漢
朗
詠
集
』
七
三
八

川
口
久
雄
全
訳
注
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
二
に
書
き
下
し
文

大
意
は
、「
お
父
さ
ん
の
　は
い裴　
文
籍
院
少
監
の
あ
と
、
あ
な
た
の
文
名
を
ず
っ

と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
わ
た
し
は
、
治
部
大
輔
（
唐
風
の
官
名
は
礼
部
）
菅

原
道
真
の
孤
児
で
す
が
、
初
め
て
お
会
い
い
た
し
ま
す
」。
表
面
的
な
　じ
づ
ら

字
面　

だ
け
で
は
そ
ん
な
も
の
か
と
読
み
飛
ば
し
て
し
ま
い
そ
う
で
す
が
、「
孤
」

と
い
う
表
現
が
効
い
て
い
ま
す
。
こ
の
宴
の
五
年
前
に
、
菅
原
道
真
は
失

脚
し
大
宰
府
に
流
さ
れ
て
、
そ
こ
で
客
死
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
だ
す
と
、

俄
然
、
意
味
が
違
っ
て
み
え
ま
す
ね
（
本
シ
リ
ー
ズ
第
4
回
参
照
）。
菅
原

淳
茂
自
身
も
播
磨
国
に
流
刑
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
裴
　王羽八彡　
の
接
待
に
あ
た
っ

て
、
掌
客
使
に
任
命
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
接
待
の
た
め

に
流
刑
を
解
か
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
裴
　王羽八彡　
も
、
父
の
裴
　廷頁　
か
ら
、
菅

原
道
真
の
こ
と
は
聞
き
及
ん
で
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
の
落
涙
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
鴻
臚
館
の
歴
史
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
東
鴻
臚
館
址
の
碑
に

添
え
ら
れ
た
与
謝
蕪
村
の
句
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
句
は
、
几
薫
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『
ほ
く
帖
』
四
（
安
永
四
年
）
に
、
題
「
梅
」
と
し
て
で
て
い
る
も
の
で
す
。

次
の
引
用
は
、『
蕪
村
自
筆
俳
句
帳
』
か
ら
。

　し
ら白　

　う
め梅　

や

墨

　か
ん
ば芳　

し

き

　こ
う鴻　

　ろ盧鳥　

　く
わ
ん館　

蕪

村

与
謝
蕪
村
『
蕪
村
自
筆
俳
句
帳
』
一
八
八

尾
形
仂
編
著
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四

「
墨
芳
し
き
」
が
、
鴻
臚
館
の
歴
史
を
見
事
に
凝
縮
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
筆
・
硯
・
紙
で
な
く
、
墨
。
視
覚
だ
け
で
な
く
、
墨
の
香

り
と
い
う
嗅
覚
で
表
現
し
た
と
こ
ろ
は
、
常
人
で
は
な
ん
と
も
真
似
が
で
き

ま
せ
ん
ね
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
冒
頭
の
「
白
梅
や
」。
菅
原
道
真
の
「
　こ

ち
東
風　

吹
か
ば
」
の
歌
（
本
シ
リ
ー
ズ
第
4
回
参
照
）
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
で
、

上
述
の
鴻
臚
館
で
の
交
歓
が
目
に
浮
か
ぶ
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、「

•　白
•　梅
や
」
と
「

•　墨
芳
し
き
」
の
対
比
。
色
だ
け
で
な
く
、
香
り
の
対

比
。「

•　芳
し
き
」
と
「

•　館
」
が
韻
を
踏
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
、
耳
に
残
る
名

句
に
な
っ
て
い
る
要
因
で
す
。

つ
い
で
に
『
蕪
村
自
筆
俳
句
帳
』
か
ら
、
い
ま
は
跡
か
た
も
な
い
が
、
平

安
の
昔
の
よ
す
が
に
な
る
場
所
を
詠
い
込
ん
だ
句
を
も
う
一
つ
。
鶯
と
羅
生

門
の
対
比
も
、
羅
生
門
が
荒
れ
果
て
て
い
る
こ
と
を
見
事
に
表
現
し
て
い

ま
す
。う

ぐ
ひ
す
の
　な
く啼　
や
　し師　
　は
す走　
の
　ら羅　
　し
や
う生　
　も
ん門　

蕪

村

与
謝
蕪
村
『
蕪
村
自
筆
俳
句
帳
』
九
七
二

尾
形
仂
編
著
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四

残
っ
た
書
簡
を
み
る
と
、
蕪
村
は
四
角
四
面
の
俳
諧
の
宗
匠
で
は
な
く
、

結
構
遊
び
好
き
の
面
が
み
え
て
き
ま
す
。
几
董
宛
の
蕪
村
の
書
簡
に
、「
島

原
（
　ふ
や
じ
や
う

不
夜
城　
）
で
、
　も
ん
び

紋
日　
の
　は
つ
さ
く

八
朔　
（
陰
暦
八
月
一
日
の
節
句
）
に
、
遊
女
の

お
披
露
目
（
　し
ん
ぞ
う

新
造　
出
し
）
が
あ
る
の
で
、
一
緒
に
見
物
に
ゆ
き
ま
せ
ん
か
」

と
い
う
内
容
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　な
お
ま
た

尚
又　
　は
つ
さ
く

八
朔　
は
、
　ふ
や
じ
や
う

不
夜
城　
　し
ん
ぞ
う

新
造　
三
人
内
弐
人
つ
き
出
し
、
　こ
く
し
よ
く

国
色　

の
よ
し
。
　な
が
え

長
柄　
傘
四
十
三
本
の
揃
へ
、
こ
と
の
外
美
々
し
き
様

子
に
候
。
こ
と
に
と
ふ
ろ
う
も
　い
で出　
候
　ゆ
え故　
、
ど
ふ
ぞ
見
物
い
た
し

　た
き度　
物
と
存
じ
候
。
　き
ん
て
き

金
笛　
子
　お
お
せ
あ
わ
せ
ら
れ

被
仰
合　
御
　い
で出　
も
候
は
ゞ
、
御
し
ら
せ

　く
だ
さ
る
べ
く

可
被
下　
候
。

七
月
廿
七
日

蕪
村

几
董
様

し
の
　ゝ　
め
も
し
ら
で
　お
ど
る躍　
　か歟　
　ば
け化　
く
ら
べ

与
謝
蕪
村
『
蕪
村
書
簡
集
』
岩
波
文
庫30-210-2

、
一
九
六

大
谷
篤
蔵
、
藤
田
真
一
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二

こ
の
書
簡
を
み
て
も
、
蕪
村
が
島
原
に
関
す
る
情
報
通
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
今
回
の
新
造
は
、
三
人
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
う
ち
二
人
が
　か
む
ろ禿　

を
経
な
い
で
、
直
接
に
（
つ
き
出
し
と
し
て
）
店
に
で
る
遊
女
で
あ
る
こ
と
、

三
人
と
も
日
本
一
の
美
人
（
　こ
く
し
よ
く

国
色　
）
で
あ
る
こ
と
、
四
十
三
人
の
太
夫
・
天

神
が
道
中
す
る
の
で
、
差
し
か
け
る
長
柄
傘
が
揃
っ
て
美
々
し
い
こ
と
、
茶

屋
の
門
ご
と
に
立
て
る
灯
籠
が
豪
華
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
言
い
添
え
て
、
ぜ

ひ
と
も
一
緒
に
と
誘
っ
て
お
り
ま
す
。

添
え
ら
れ
た
句
は
、つ
き
出
し
の
新
造
を
詠
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。　し
の
の
め

東
雲　

と
は
、
　か
む
ろ禿　の
修
行
の
と
き
に
必
ず
習
わ
な
け
れ
れ
ば
な
ら
な
い
長
唄
の
こ
と

か
。
ま
た
、「
化
け
く
ら
べ
」
と
は
、
島
原
住
吉
神
社
の
祭
礼
の
際
に
お
こ
な

わ
れ
た
と
い
う
仮
装
行
列
「
練
り
も
の
」
の
こ
と
か
。
こ
の
当
て
推
量
を
も
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と
に
、「
つ
き
出
し
の
新
造
は
、
　し
の
の
め

東
雲　
も
知
ら
な
い
で
、
仮
装
行
列
で
踊
っ

て
い
る
。
化
け
た
う
え
で
、
も
っ
と
も
ら
し
い
所
作
で
踊
れ
ば
、
つ
き
出
し

の
新
造
で
も
見
分
け
が
つ
か
な
い
。」
と
解
釈
し
ま
し
た
。
強
引
な
解
釈
で
、

多
分
間
違
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
恥
を
承
知
で
載
せ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

も
っ
と
も
、
無
理
に
「
つ
き
出
し
の
新
造
」
に
結
び
つ
け
ず
に
、「
仮
装
行

列
で
浮
き
浮
き
し
て
、
東
の
空
（
し
の
の
め
）
が
白
ん
で
く
る
の
に
も
気
づ

か
ず
に
、
踊
り
あ
か
し
て
し
ま
っ
た
。」
と
素
直
に
解
釈
す
る
の
が
自
然
で

す
ね
。

■

炭
太
祇
と
島
原

島
原
と
い
え
ば
、
　た
ん炭　
　た
い
ぎ

太
祇　
〔
一
七
〇
九
〜
一
七
七
一
〕
を
落
と
す
わ
け
に

は
ゆ
か
な
い
。
四
十
を
過
ぎ
て
か
ら
上
洛
し
、
大
徳
寺
真
珠
庵
で
修
行
し
た

が
、
そ
の
後
　げ
ん
ぞ
く

還
俗　
し
て
島
原
遊
廓
に
不
夜
庵
を
結
び
ま
し
た
。

耕
す
や
む
か
し
右
京
の
土
の
　つ
や艶　

太

祇

　な
す茄　
　び子　
　う
る売　
　あ
げ揚　
　や屋　
が
　か
ど門　
や
あ
き
の
雨

太

祇

炭
太
祇
『
太
祇
句
選
』（
『
近
世
俳
句
俳
文
集
』
五
四
三
、
五
四
九
、

雲
英
末
男
、
山
下
一
海
、
丸
山
一
彦
、
松
尾
靖
秋
校
注
・
訳
、

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一)

ど
ち
ら
も
、
島
原
遊
廓
の
周
囲
が
田
園
地
帯
で
あ
っ
た
こ
と
が
色
濃
く
で

て
い
て
、
島
原
に
住
ん
だ
太
祇
な
ら
で
は
の
句
で
す
。
第
一
句
、
島
原
は
、

平
安
京
の
左
京
に
あ
り
ま
す
が
、
享
保
十
七
年
〔
一
七
三
二
年
〕
に
西
門

が
作
ら
れ
、
千
本
通
に
出
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
千
本
通
の
西

は
、
平
安
時
代
の
右
京
で
、
当
時
は
見
渡
す
か
ぎ
り
、
田
畑
が
広
が
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
句
で
は
、「
土
の
艶
」
と
い
う
表
現
に
、
長
い
歴
史
を
象
徴

さ
せ
て
い
ま
す
。
茫
々
た
る
空
間
か
ら
、
足
元
に
視
点
が
移
り
、
そ
れ
と
と

も
に
、
時
間
も
現
在
か
ら
平
安
時
代
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。
市

井
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
よ
う
で
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
句
で
す
ね
。
次
の

句
は
、
茄
子
と
揚
屋
の
対
比
が
眼
目
。
夜
の
華
や
か
な
遊
廓
の
、
昼
間
の
生

活
を
詠
ん
で
い
て
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
お
も
し
ろ
い
。

太
祇
が
島
原
に
住
ん
だ
の
は
、
門
人
の
杉
　ど
ん
し

呑
獅　
（
通
称
桔
梗
屋
治
助
）
が

島
原
遊
廓
桔
梗
屋
の
主
人
で
あ
っ
た
関
係
。
没
後
編
纂
さ
れ
た
『
太
祇
句
選
』

（
明
和
九
年
〔
一
七
七
二
年
〕）
は
、
与
謝
蕪
村
・
三
宅
嘯
山
の
選
。
　ど
ん
し

呑
獅　
が

刊
行
し
た
も
の
。
こ
の
中
に
、
公
私
に
わ
た
る
呑
獅
の
配
慮
が
覗
え
る
詞
書

を
添
え
た
句
が
あ
り
ま
す
。

　こ
う
い
ん

庚
寅　
冬
十
月
、
　ま
た亦　
　れ
い例　
の
一
七
日
　き
ん
そ
く

禁
足　
し
て
　は
い
か
い

俳
譜　
　ざ
ん
ま
い

三
昧　
に
　い
る入　
に
、
草
の

屋
せ
ば
く
、
　よ
く浴　
も
心
に
ま
か
せ
ね
ば
、
や
う

く
か
ゝ
り
湯
い

と
な
む
に
、
　し
ぐ
れ

時
雨　
さ
へ
　ふ
り降　
か
ゝ
り
て
、
い
と
ゞ
寒
き
を
　わ
び侘　
ゐ
し

に
、
　ど
ん
し

呑
獅　
よ
り
　ゐ

ぶ

ろ

居
風
呂　
わ
か
し
て
、
男
ど
も
に
さ
し
　か荷ゝ　
せ
　よ
こ来　
し

た
り
。
　お
く
り贈　も
の
ゝ
珍
ら
し
く
う
れ
し
と
、
や
が
て
と
び
入
て
、

心
ゆ
く
迄
　よ
く浴　
し
つ
ゝ
か
く
　も
う
し
は
べ

申
侍　
る
。

頭
巾
　ぬ
い脱　
で
い
た
　ゞ　
く
や
こ
の
ぬ
く
い
物

太

祇

炭
太
祇
『
太
祇
句
選
』

（『
中
興
俳
諧
集
』、
古
典
俳
文
学
大
系
十
三
巻
、
集
英
社
）

　か
の
え
と
ら

庚
寅　
は
、
明
和
七
年
〔
一
七
七
〇
年
〕。
亡
く
な
る
一
年
前
、
俳
諧
三
昧

と
は
う
ら
や
ま
し
い
限
り
で
す
。
太
祇
は
明
和
八
年
七
月
三
日
に
お
こ
な
わ

れ
た
高
徳
院
で
の
興
行
に
蕪
村
と
と
も
に
出
座
。
こ
の
出
座
を
最
後
に
、
八

月
九
日
没
。
享
年
六
十
三
。
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太
祇
は
蕪
村
よ
り
も
年
長
で
す
が
、
よ
き
俳
句
仲
間
・
遊
び
仲
間
と
し
て

太
祇
が
な
く
な
る
ま
で
交
流
が
続
い
た
よ
う
で
す
。

俳
句
仲
間
と
し
て
は
、
明
和
三
年
〔
一
七
六
六
年
〕
に
与
謝
蕪
村
〔
一
七

一
六
〜
一
七
八
四
〕、
黒
柳
召
波
〔
一
七
二
七
〜
一
七
七
一
〕、
炭
太
祇
〔
一

七
〇
九
〜
一
七
七
一
〕
を
中
心
に
俳
諧
結
社
「
三
菓
社
」
を
結
成
。
三
菓
社

の
句
会
は
蕪
村
の
画
業
の
た
め
に
二
年
ほ
ど
中
断
し
ま
し
た
が
、
明
和
五
年

〔
一
七
六
八
年
〕
か
ら
活
動
を
本
格
化
し
、
月
に
二
、
三
回
の
興
行
（
三
菓

社
中
句
会
）
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
句
会
の
連
衆
に
は
、
た
い
て
い

太
祇
の
名
前
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
会
は
、
蕪
村
が
夜
半
亭
二
世
を
継
い
だ

こ
と
を
期
に
、
明
和
七
年
〔
一
七
七
〇
年
〕
に
夜
半
亭
社
中
句
会
に
発
展
し

ま
す
。
明
和
八
年
〔
一
七
七
一
年
〕
八
月
に
太
祇
、
同
年
十
二
月
に
召
波
が

相
次
い
で
没
。
こ
の
あ
と
も
、
蕪
村
は
精
力
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
（
本
シ

リ
ー
ズ
第
9
回
参
照
）。

遊
び
仲
間
と
し
て
の
行
状
は
、
な
か
な
か
記
録
に
残
ら
な
い
も
の
で
す

が
、『
蕪
村
句
集
』（
高
井
几
薫
選
、
天
明
四
年
〔
一
七
八
四
年
〕
刊
行
）
冬
之

部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
句
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。『
蕪
村
自
筆
俳
句
帳
』
に
も
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
の
引
用
。

一
条
も
ど
り
橋
の
も
と
に
　や
な
ぎ
ぶ
ろ

柳
風
呂　
と
い
ふ
　し
や
う
か

娼
家　
　あ
り有　
、
あ
る
夜
、
太
祇

と
と
も
に
　こ
の
ろ
う

此
樓　
に
の
ぼ
り
て

　は羽　
　を
り織　
着
て
　つ
な綱　
も
き
く
夜
や
河
ち
ど
り

蕪

村

与
謝
蕪
村
『
蕪
村
自
筆
俳
句
帳
』
七
四
二

尾
形
仂
編
著
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四

一
条
戻
り
橋
で
「
綱
」
と
い
え
ば
、
　わ
た
な
べ
の
つ
な

渡
辺
綱　
の
こ
と
。
能
『
羅
生
門
』
に

出
て
く
る
鬼
退
治
の
話
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
第
7
回
で
紹
介
し
ま
し
た
。
渡

辺
綱
と
鬼
は
羅
生
門
で
戦
い
、
そ
こ
で
鬼
の
腕
を
切
り
お
と
す
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。『
平
家
物
語
』
の
話
は
こ
れ
と
は
少
し
違
い
、
渡
辺
綱
が
、
一

条
戻
り
橋
で
、
　よ
わ
い齢　二
十
あ
ま
り
の
女
房
に
声
を
か
け
ら
れ
、
馬
に
乗
せ
て
送

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
女
房
は
、
愛
宕
山
に

住
む
鬼
の
化
身
で
、
綱
の
　
も
と
ど
り
髻　
を
つ
か
ん
で
愛
宕
山
に
向
か
っ
て
飛
ん
で
ゆ
き

ま
し
た
が
、
綱
は
少
し
も
あ
わ
て
ず
、
鬼
の
腕
を
源
氏
の
名
刀
「
髭
切
り
の

太
刀
」
で
切
り
落
と
し
た
と
い
う
筋
書
。

こ
の
蕪
村
の
句
は
、
趣
向
が
入
り
組
ん
で
い
て
、
な
か
な
か
理
解
が
で
き

ま
せ
ん
が
、「
　
い
に
し
え
古　
の
渡
辺
綱
は
　
よ
ろ
い
か
ぶ
と

鎧
冑　
に
身
を
固
め
太
刀
を
　は佩　
い
て
、
　や
い
ん

夜
陰　
の

帰
り
道
に
一
条
戻
り
橋
で
う
ら
若
き
女
房
に
会
っ
た
と
い
う
が
、
今
同
じ
と

こ
ろ
、
同
じ
く
夜
に
、
羽
織
を
着
て
う
ら
若
い
遊
女
に
会
っ
て
い
る
。
今
川

ち
ど
り
の
鳴
く
声
を
聞
い
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
綱
が
今
に
生
き
て
い

れ
ば
、
き
っ
と
鎧
冑
を
羽
織
に
着
が
え
て
川
ち
ど
り
の
声
を
聞
い
た
で
あ
ろ

う
。」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
し
ょ
う
。
下
世
話
な
こ
と
を
い
え
ば
、
若
い

女
房
を
「
い
だ
い
て
　む
ま馬　
に
　の乗　
せ
、
わ
が
身
も
　し
づ
わ

後
輪　
に
む
ず
と
　の乗　
り
」（
平
家

物
語
、
百
二
十
句
本
（
京
都
本
）、
巻
第
十
一
）
と
い
う
渡
辺
綱
の
行
動
か

ら
想
像
す
る
に
、
若
い
女
房
と
い
う
の
は
鬼
が
遊
女
に
化
け
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
わ
た
し
の
レ
ベ
ル
に
引
き
ず
り
お
ろ
す
の
は
悪
い
け
れ
ど
も
、

蕪
村
の
想
像
も
き
っ
と
そ
う
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
下
世
話

に
解
釈
す
る
と
、
も
や
も
や
が
急
に
消
え
て
、
蕪
村
の
趣
向
が
腑
に
落
ち
ま

す
ね
。

蕪
村
が
い
か
に
太
祇
を
敬
愛
し
て
い
た
か
は
、
太
祇
の
死
後
六
年
後
に

な
っ
た
「
　し
ゆ
ん
ぷ
う
ば
て
い
き
よ
く

春
風
馬
堤
曲　
」
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
十
八
首
の
末

尾
は
、
次
の
よ
う
な
太
祇
の
句
の
引
用
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

君
見
ズ
ヤ
古
人
　た
い
ぎ

太
祇　
ガ
句

　や
ぶ藪　
　い
り入　
の
　ね寝　
る
や
ひ
と
り
の
親
の
　そ
ば側　
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こ
の
句
の
よ
う
に
、
太
祇
に
は
、
人
事
の
機
微
を
歌
っ
た
も
の
に
佳
句
が

あ
り
ま
す
。
平
明
で
す
か
ら
、
少
し
表
現
を
変
え
れ
ば
、
現
在
に
通
じ
ま

す
。
江
戸
中
期
の
俳
人
と
し
て
は
、
蕪
村
が
有
名
で
す
が
、
太
祇
を
も
っ
と

見
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

■

島
原
住
吉
神
社
と
幸
天
満
宮

す
で
に
、
本
シ
リ
ー
ズ
第
17
回
で
、『
山
城
名
跡
巡
行
志
』
第
一
（
一
七

五
四
年
刊
行
）
記
載
の
「
住
吉
ノ
社
」（
中
堂
寺
通
大
宮
西
入
）
の
説
明
を

引
用
し
、
そ
の
中
に
、「
近
来
島
原
町
の
　う
ぶ
す
な
が
み

産
沙
神　
と
な
り
、
島
原
遊
廓
の
中

に
　お
た
び
し
ょ

御
旅
所　
を
建
て
た
。」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。
多

分
、
こ
の
御
旅
所
が
発
展
し
た
も
の
が
、
島
原
住
吉
神
社
で
し
ょ
う
。

鳥
居
脇
の
記
念
碑
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
に
は
、
南
は
　ど
う
す
じ

胴
筋　
か
ら
北
は
島

原
遊
廓
北
端
ま
で
を
境
内
と
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
例
祭
の
と
き
に
、
太

夫
・
芸
妓
な
ど
の
仮
装
行
列
「
練
り
も
の
」
が
盛
大
に
お
こ
な
わ
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
明
治
時
代
の
廃
仏
毀
釈
の
と
き
に
神
社
株
を
も
た
な
か
っ
た

た
め
に
廃
社
。
明
治
三
六
年
〔
一
九
〇
三
年
〕
に
、
稲
荷
社
株
の
譲
渡
に
よ

り
、
現
在
の
社
地
に
稲
荷
社
と
し
て
再
興
。
平
成
十
三
年
〔
二
〇
〇
一
年
〕

に
、
神
社
名
を
も
と
に
復
し
、
島
原
住
吉
神
社
と
し
ま
し
た
。

島
原
住
吉
神
社
の
本
殿
脇
に
は
、
　
さ
い
わ
い
幸　
天
満
宮
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
こ
の

天
満
宮
も
往
時
に
は
、
大
宰
府
天
満
宮
に
倣
っ
て
　う
そ
か

鷽
替　
え
神
事
を
お
こ
な
う

な
ど
、
栄
え
て
い
ま
し
た
。
現
在
は
写
真
の
通
り
、
小
さ
な
社
殿
が
残
る
の

み
で
す
。

住
吉
の
松
、
天
満
宮
の
梅
を
読
み
込
ん
だ
歌
が
、
鳥
居
脇
の
記
念
碑
に
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
作
者
は
、
富
士
谷
成
章
〔
一
七
三
八
〜
一
七
七
九
〕。「
色

島
原
住
吉
神
社

島
原
住
吉
神
社
碑

香
あ
ら
そ
ふ
」
と
し
た
と
こ
ろ
が
、
島
原
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
歌
は
、
多

分
「
島
原
八
景
」
の
う
ち
「
　り
ょ
う
し
ょ

両
所　
の
　じ
ん
じ
ゃ

神
社　
」
を
歌
っ
た
も
の
。富

士
谷
成
章

住
吉
の
松
の
常
盤
に
春
は
な
ほ

色
香
あ
ら
そ
ふ
神
垣
の
梅

富
士
谷
成
章
は
、
国
文
法
の
研
究
に
顕
著
な
業
績
が
あ
り
ま
す
が
、
の
ち

の
回
に
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

蕪
村
に
も
、
住
吉
神
社
を
詠
っ
た
句
が
あ
り
ま
す
。
住
吉
神
社
の
神
前
に

　ぬ
か額　
づ
く
遊
女
、
何
を
祈
っ
て
い
る
の
か
。

住
吉
の
雪
に
ぬ
か
づ
く
遊
女
　哉　

蕪

村

与
謝
蕪
村
『
蕪
村
自
筆
俳
句
帳
』
九
七
六

尾
形
仂
編
著
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
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幸
天
満
宮

■

島
原
西
門
の
碑

島
原
住
吉
神
社
の
説
明
板
と
並
ん
で
西
側
に
、
島
原
西
門
碑
が
あ
り
ま

す
。
島
原
は
、
当
初
は
大
門
だ
け
が
出
入
口
で
し
た
が
、
享
保
十
七
年
〔
一

七
三
二
年
〕
に
、
中
央
の
胴
筋
の
西
端
に
西
門
が
設
け
ら
れ
、
千
本
通
か
ら

出
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
天
保
十
三
年
〔
一
八
四
二

年
〕
に
現
在
地
に
移
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
西
門
は
、
昭
和
五
十
二
年
〔
一
九

七
七
年
〕
ま
で
は
こ
の
位
置
に
建
っ
て
い
ま
し
た
が
、
輪
禍
に
よ
っ
て
全
壊

し
ま
し
た
。
こ
の
記
念
碑
の
手
前
に
は
、
往
時
の
西
門
の
レ
リ
ー
フ
が
添
え

て
あ
り
ま
す
。

こ
の
記
念
碑
に
も
、
富
士
谷
成
章
の
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

島
原
八
景
の
内
　
西
口
菜
花

成
章

花
の
色
は
い
ひ
こ
そ
知
ら
ね
咲
き
み
ち
て

山
寺
遠
く
匂
ふ
春
風

富
士
谷
成
章
〔
一
七
三
八
〜
一
七
七
九
〕
の
時
代
の
「
島
原
八
景
」
と

は
、
　す
ざ
く
の

朱
雀
野　
の
　
し
だ
れ
や
な
ぎ

垂
柳　
（
大
門
脇
の
し
だ
れ
柳
）、
　ち
ゅ
う
ど
う

中
道　
の
　ゆ
う
し
ょ
う

夕
照　
（
中
堂
寺
の

夕
焼
け
）、
　の
で
ら

野
寺　
の
　し
ん
し
ょ
う

晨
鐘　
（
本
国
寺
あ
る
い
は
東
寺
の
夜
明
け
の
鐘
）、
　ち
り
づ
か

塵
塚　

島
原
西
門
碑

の
　お
う
か

桜
花　
（
塵
塚
〔
二
人
塚
の
こ
と
か
？
〕
の
桜
）、
　に
し
ぐ
ち

西
口　
の
　さ
い
か

菜
花　
（
西
口
の

菜
の
花
）、
　ろ
う
じ
ょ
う

楼
上　
の
　や
げ
つ

夜
月　
（
妓
楼
か
ら
み
る
夜
の
月
）、
　き
ぬ
が
さ

衣
笠　
の
　せ
き
せ
つ

積
雪　
（
衣
笠

山
に
積
も
っ
た
雪
）、
　り
ょ
う
し
ょ

両
所　
の
　じ
ん
じ
ゃ

神
社　
（
住
吉
神
社
と
幸
天
満
宮
）
の
こ
と
。

古
く
（
一
六
八
年
頃
）、『
色
道
大
鏡
』
巻
第
十
二
に
は
、「
　こ
ん
か
く

坤
廓　
八
景
」

（
坤
廓
と
は
、
　ひ
つ
じ
さ
る

未
申　
の
方
角
に
あ
る
遊
廓
と
い
う
意
味
で
、
島
原
を
漢
語
風

に
洒
落
て
言
っ
た
も
の
）
と
し
て
、
漢
詩
（
七
言
絶
句
）
と
と
も
に
、
次
の

八
つ
が
数
え
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
　み
ぶ
ざ
ん
か

壬
生
殘
花　
（
壬
生
に
散
り
残
っ
た
桜
）、

　す
ざ
く
こ
げ
つ

朱
雀
孤
月　
（
朱
雀
野
の
空
に
も
の
さ
び
し
げ
に
輝
く
月
）、
　こ
ち
ょ
う
そ
う
ろ

古
塚
草
露　
（
古

い
荒
塚
〔
二
人
塚
の
こ
と
か
？
〕
の
草
に
お
く
露
）、
　ぜ
ん
と
う
ち
く
う

前
塘
竹
雨　
（
御
土
居

に
植
え
ら
れ
た
竹
林
に
降
る
雨
）、
　せ
い
で
ん
ぼ
あ

青
田
暮
蛙　
（
青
い
田
で
夕
暮
れ
に
鳴
く

蛙
）、
　た
ん
け
い
せ
き
し
ょ
う

丹
徑
雪
樵　
（
夕
焼
け
の
細
道
を
、
雪
の
積
も
っ
た
薪
を
背
負
っ
て
歩
く

　き
こ
り樵　）、
　と
う
じ
う
ん
と
う

東
寺
雲
塔　
（
雲
に
そ
び
え
る
東
寺
の
塔
）、
　ほ
ん
こ
く
ぎ
ょ
う
し
ょ
う

本
國
暁
鐘　
（
本
国
寺
の

夜
明
け
の
鐘
）。
こ
の
時
代
に
は
、
西
口
が
開
か
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、「
西
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口
菜
花
」
は
あ
げ
て
あ
り
ま
せ
ん
。

■

大

銀

杏

中
央
卸
売
市
場
の
南
は
、
島
原
の
最
北
端
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
銀

杏
の
大
樹
が
神
木
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
往
時
は
、
こ
の
あ
た
り
ま
で

島
原
住
吉
神
社
の
境
内
で
し
た
が
、
一
時
期
廃
社
に
な
っ
た
と
き
に
境
内
か

ら
は
ず
れ
ま
し
た
。
神
社
の
復
興
後
（
一
九
〇
三
）
は
、
境
内
が
狭
く
な
っ

た
た
め
、
境
内
に
含
ま
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
大
銀
杏
の
裏

側
に
ま
わ
る
と
、
歳
白
弁
財
天
が
祭
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
昭
和
五
年

〔
一
九
三
〇
年
〕
か
ら
。

大
銀
杏

歳
白
弁
財
天

記
念
碑
に
は
、
服
部
嵐
雪
〔
一
六
五
四
〜
一
七
〇
七
〕
の
句
が
添
え
て
あ

り
ま
す
。

嶋

原

の

外

も

　そ
ま染　

る

や

　あ
い藍　

　ば
た
け畠　

嵐

雪

「
嶋
原
の
外
も
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
嶋
原
の
内
も
染
ま
っ
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
考
え
す
ぎ
で
、「
　そ
と
も

外
面　
」
と
解
す
る
の
が
普
通

　し
ま
ば
ら
に
し
し
ん
や
し
き

島
原
西
新
屋
敷　

　し
も
の
ち
ょ
う

下
之
町　
2©

の
よ
う
で
す
。

『
京
都
市
の
地
名
』
に
は
、
島
原
の
周
囲
の
八
条
村
、
中
堂
寺
村
、
朱
雀

村
な
ど
で
は
、
藍
の
栽
培
が
盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
記
載
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
大
銀
杏
の
東
、
集
合
住
宅
の
二
階
へ
上
が
る
階
段
の
手
す
り
に
、
町

名
看
板
「
島
原
西
新
屋
敷
下
之
町
」
2©
が
貼
っ
て
あ
り
ま
す
。
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プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

藤
田
眞
作
〔
ふ
じ
た
し
ん
さ
く
〕。
一
九
四
四
年
〔
昭
和
十
九
年
〕
北
九

州
市
生
ま
れ
。
学
生
・
大
学
助
手
と
し
て
、
十
年
間
、
京
都
で
生
活
。

工
学
博
士
を
取
得
後
、
二
十
五
年
間
、
富
士
写
真
フ
イ
ル
ム
（
株
）
足

柄
研
究
所
に
て
、
記
録
材
料
用
の
有
機
化
合
物
の
開
発
に
従
事
。
次
の

十
年
間
は
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
と
し
て
、
有
機
合
成
化
学
・
情

報
材
料
化
学
・
化
学
情
報
学
・
数
理
化
学
の
研
究
教
育
に
従
事
。
そ
の

か
た
わ
ら
和
菓
子
を
も
と
め
て
京
都
市
内
を
徘
徊
し
、
仁
丹
の
町
名
看

板
に
興
味
を
も
つ
。
二
〇
〇
七
年
よ
り
、
湘
南
情
報
数
理
化
学
研
究
所

(h
ttp

:/
/
x
y
m

tex
.co

m
)

を
主
宰
。

「
仁
丹
の
町
名
看
板
を
よ
す
が
に
京
め
ぐ
り
」（
第
18
回
）2008/09/30
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