
も
っ
と
も
「
世
路
日
記
」
も
「
花
柳
春
話
」
と
い
う
文
学
的
先
縦
を
も
っ
て

い
る
。
従
っ
て
全
く
自
己
の
内
面
に
の
み
真
実
で
あ
っ
た
と
し
難
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
れ
は
た
だ
そ
れ
を
模
倣
し
、
翻
案
す
る
に
止
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
「
花
春
柳
話
」
の
ロ
マ
ン
性
を
十
分
に
彼
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
こ
ろ
の
、
彼
自
身
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
、
当
時
多

く
の
読
者
を
動
員
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
「
世
路
日
記
」
に
お
け
る
文
学
的
主
体
性
は
、
当
時
に
お
い

で
は
極
め
て
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
す
で
に
近
代
的
な
文
学
性
の
足
跡

を
認
め
う
る
も
の
が
あ
り
、
文
学
史
上
、
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
で
あ

る
と
恐
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
九
・
八
・
八
）

（
注
）
　
こ
の
小
論
の
結
論
に
お
け
る
評
価
が
、
従
来
の
評
価
と
異
な
る
こ
と
を

明
か
に
す
る
た
め
、
念
の
た
め
、
冒
頭
に
あ
げ
た
先
学
の
言
を
抄
出
す
る
。

本
間
久
雄
氏
「
明
治
文
学
史
・
上
巻
」
二
七
九
－
二
八
二
ペ
ー
ジ
。
「
・

…
純
粋
の
政
治
小
説
と
稿
々
趣
を
異
に
す
る
が
、
菊
亭
香
水
の
「
識
世
路
日

記
」
…
…
を
も
序
で
に
併
せ
述
べ
て
瞳
か
う
。
…
…
そ
の
頃
の
教
育
社
会
の

風
紀
が
振
は
ず
弊
賓
し
き
り
に
生
じ
、
且
つ
教
育
界
に
身
を
置
く
者
と
し
て
、

志
の
遠
大
を
期
す
る
者
が
極
め
て
稀
で
あ
る
の
を
慨
し
て
「
諷
刺
激
励
、
頑

を
直
し
、
儀
を
起
さ
ん
」
　
た
め
に
、
そ
の
作
を
公
げ
に
し
た
の
で
あ
り
、
…

…
政
治
小
説
と
い
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
教
育
小
説
、
立
志
小
説
と
い
ふ
べ
き
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
此
作
は
…
…
教
育
事
業
を
、
…
…
男
子
一
生
の
専
業

と
す
る
に
足
り
な
い
も
の
と
考
へ
…
…
当
時
の
政
治
熱
が
、
い
か
に
青
年
有

為
の
教
育
者
を
し
て
、
其
職
に
留
ら
し
め
ず
、
更
に
彼
れ
を
駆
っ
て
、
政
治

社
会
に
赴
か
ざ
る
を
得
ざ
ら
し
め
た
か
ど
い
ふ
一
代
の
風
潮
を
も
拝
せ
窺
ひ

得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
こ
の
作
は
一
種
の
政
治
小
説
と
云
へ
な

八

い
こ
と
は
な
い
。
　
…
⊥

篠
田
太
郎
氏
「
露
雑
器
近
代
日
本
文
学
史
」
一
〇
四
ペ
ー
ジ
。
「
こ
れ

ら
の
政
治
小
説
以
外
に
一
般
文
士
の
政
治
小
説
が
あ
る
。
…
…
菊
亭
香
水
の

「
畿
世
路
日
記
」
は
政
治
小
説
と
は
三
な
い
も
の
で
政
治
も
政
界
も
描
か

れ
て
ゐ
ず
・
…
‥
最
後
に
主
人
公
が
志
を
国
事
に
懐
い
て
政
界
に
活
躍
す
る
こ

と
を
附
け
足
し
て
あ
る
こ
と
が
政
治
に
関
係
あ
る
だ
け
で
、
一
種
新
棟
の
小

説
と
云
ふ
に
す
ぎ
な
い
。
…
…
戯
作
の
影
響
と
は
全
く
離
れ
て
ゐ
る
と
共
に
、

文
士
の
政
治
小
説
（
政
治
家
の
そ
れ
に
は
非
ず
）
　
に
形
態
上
の
先
駆
を
な
し

て
ゐ
る
点
は
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
…
…
」

吉
田
精
一
氏
「
明
治
大
正
文
学
史
」
二
二
ペ
ー
ジ
。
「
花
柳
春
話
の
影
響

は
著
し
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
模
倣
作
…
…
が
続
出
し
た
が
、
そ
の
内
で
挙

げ
る
べ
き
佳
作
は
菊
亭
香
水
の
「
世
路
日
記
」
　
で
あ
る
。
小
学
校
の
教
員
…

…
が
、
志
を
立
て
て
郷
関
を
出
で
苦
学
力
行
す
る
と
い
ふ
、
明
治
初
期
ら
し

い
主
題
を
単
純
な
筋
立
て
で
ま
と
め
た
も
の
で
、
作
も
構
想
も
幼
稚
で
あ
る

が
、
た
だ
全
篇
を
通
じ
て
掬
す
べ
き
情
味
が
あ
ふ
れ
、
甘
美
な
感
傷
が
香
気

高
く
匂
っ
て
ゐ
る
。
…
…
」

「
明
治
文
化
史
・
文
芸
篇
」
一
一
七
ペ
ー
ジ
（
岡
崎
正
氏
担
当
の
部
分
）
「
…

…
政
治
小
説
発
展
時
代
に
お
い
て
、
政
党
を
超
越
し
て
政
治
小
説
を
書
い
た

人
も
い
る
。
菊
亭
香
水
は
そ
の
一
人
で
、
そ
の
薯
「
隷
艶
才
春
話
」
は
教
育

の
振
興
を
説
い
た
も
の
で
、
一
種
の
政
治
小
説
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
一
八
八
四
年
（
明
治
十
七
年
）
に
「
総
世
路
日
記
」
と
改
題
さ
れ
、
薪
文

体
と
新
思
想
の
先
駆
的
作
品
と
な
り
、
三
十
年
前
後
に
か
け
て
、
文
学
青
年

の
第
一
に
愛
読
す
る
書
の
一
つ
と
な
っ
た
と
い
う
。
」

村
　
　
　
田

穆

仮
　
名
　
草
　
子
　
瑛
　
言

こ
の
稿
は
、
本
年
七
月
十
三
日
本
学
の
夏
季
講
座
で
「
『
好
色
一
代
男
』
ま

で
」
と
超
し
て
、
し
ゃ
べ
り
ま
し
た
草
稿
で
す
。
そ
ん
な
話
相
応
の
逸
脱
も

あ
っ
て
、
平
生
の
餞
舌
を
更
に
甚
だ
し
く
し
た
嫌
ひ
は
あ
り
ま
す
が
、
文
学

の
論
文
は
、
自
然
科
学
風
の
平
板
退
屈
な
記
述
と
は
違
ふ
、
と
い
ぶ
持
論
の

遁
辞
に
す
が
っ
て
、
稿
を
改
め
る
労
を
厭
ひ
ま
し
た
。
加
へ
て
、
別
稿
の

「
『
好
色
一
代
男
』
私
記
」
　
（
「
立
命
館
文
学
」
昭
和
三
十
四
年
七
八
月
合
併

号
）
と
、
こ
の
稿
の
性
質
上
、
重
な
る
記
述
が
あ
り
ま
す
こ
と
も
、
あ
ら
か

じ
め
御
見
許
し
を
願
っ
て
お
き
ま
す
。

転
換
期
の
文
学
と
い
ぶ
テ
ー
マ
の
下
で
、
私
に
は
中
世
か
ら
近
世
へ
の
変
り

め
に
つ
い
て
話
せ
と
い
ぶ
こ
と
な
の
で
す
が
、
こ
こ
は
実
は
、
大
変
な
と
こ
ろ

と
思
っ
て
を
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
改
め
て
申
し
ま
す
の
も
気
の
ひ

け
る
く
ら
ゐ
、
年
ミ
の
文
学
史
の
講
義
で
繰
り
返
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

こ
の
国
の
文
学
史
を
大
き
く
分
け
て
、
前
半
貴
族
文
学
の
時
代
後
半
庶
民
文
学

の
時
代
と
区
分
す
る
、
そ
の
境
め
が
そ
こ
に
あ
る
と
思
ふ
か
ら
で
す
。

近
ご
ろ
、
日
本
史
の
方
で
は
、
鎌
倉
室
町
江
戸
の
三
時
代
を
一
括
し
て
中
世

と
呼
ぶ
風
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
封
建
時
代
と
い
ぶ
一
括
の
仕
方
は
、
歴
史
学
の

仮
名
草
子
墳
言

方
で
は
当
然
で
、
む
し
ろ
、
遅
さ
に
過
ぎ
た
感
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
文
学

史
の
方
に
も
ち
こ
む
人
の
め
り
ま
す
の
は
、
い
か
が
な
も
の
で
せ
う
。

文
学
史
で
は
、
封
建
時
代
と
い
ぶ
概
括
に
一
義
の
意
味
が
ぬ
る
か
ど
う
か
の
、

反
省
が
必
要
で
す
。

仮
り
に
、
そ
の
時
代
の
作
者
や
作
品
を
漫
然
と
思
ひ
浮
か
べ
て
み
て
も
、
鎌

倉
室
町
時
代
な
ら
、
定
家
、
兼
好
、
世
阿
弥
、
心
敬
、
宗
祇
等
ミ
の
人
ミ
に
し

て
も
、
平
家
物
語
以
下
の
軍
記
物
の
如
き
に
も
、
私
ど
も
が
す
ぐ
強
く
感
じ
る

の
は
、
封
建
制
で
な
く
、
む
し
ろ
、
貴
族
文
学
、
そ
の
亜
流
、
隠
者
文
学
の
に

は
ひ
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
江
戸
時
代
の
作
者
に
つ
い
て
も
、
西
鶴
、
芭
蕉
、

近
松
か
ら
種
彦
、
審
水
の
徒
に
至
る
ま
で
、
数
へ
立
て
て
、
庶
民
文
学
の
先
駆
、

町
人
文
学
の
感
が
深
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
一
寸
注
意
し
て
お
き
ま
す
が
、

町
人
と
い
ぶ
の
は
家
持
階
級
の
こ
と
で
、
そ
の
下
に
借
家
人
階
級
が
あ
る
の
で

す
。
や
か
ま
し
く
言
へ
ば
、
享
受
者
の
層
は
時
代
の
下
ろ
に
つ
れ
て
、
借
家
人

階
級
に
も
厚
く
な
り
、
文
字
を
必
要
と
し
な
い
芸
能
は
は
じ
め
か
ら
借
家
人
階

級
の
参
加
も
相
当
に
見
ら
れ
ま
す
が
、
中
心
は
、
町
人
階
級
で
、
文
学
は
、
ま

だ
完
全
に
庶
民
の
も
の
と
な
っ
た
と
は
言
へ
ぬ
の
で
す
。

さ
て
、
こ
の
一
寸
し
た
、
任
意
の
前
に
か
へ
っ
て
、
鎌
倉
室
町
時
代
や
ら
江
戸

九



時
代
や
ら
の
作
者
や
作
品
を
漫
然
と
思
ひ
浮
か
べ
て
、
つ
き
あ
た
る
こ
の
感
じ

は
、
大
切
で
す
。
芸
術
の
学
問
は
、
固
定
概
念
や
形
式
論
理
よ
り
も
、
こ
こ
の

と
こ
ろ
を
大
事
に
育
て
上
げ
ね
ぼ
な
り
ま
せ
ん
。

政
治
が
文
学
に
影
響
し
な
い
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
が
、
政
治
が
す
ぐ
さ
ま
、

人
間
生
活
の
す
べ
て
を
支
配
す
る
と
考
へ
る
の
は
、
政
治
屋
も
し
く
は
そ
の
走

狗
の
、
暴
慢
な
思
ひ
上
り
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
文
学
の
政
治
と
の
関
は
り
あ
ひ
の

最
も
重
要
な
点
は
、
文
学
は
政
治
に
抵
抗
批
判
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
政
治
屋

は
自
分
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
唯
一
無
二
の
も
の
と
信
じ
て
、
そ
の
政
治
形
態
を

永
久
に
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
文
学
者
は
、
そ
の
政
治
屋
の
作
る
時

流
の
車
で
、
時
流
に
流
さ
れ
な
い
で
、
独
り
で
物
を
考
へ
る
こ
と
の
出
来
る
人
、

時
流
に
抵
抗
し
批
判
し
て
、
新
し
い
次
の
時
代
の
到
来
を
培
ふ
人
の
謂
ひ
で
す
。

言
ひ
換
へ
れ
ぼ
、
反
俗
滞
神
と
い
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
往
ミ
無

意
味
な
も
し
く
は
反
動
的
な
白
眼
着
流
と
見
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
な
が
ら
、
さ

う
で
な
く
て
、
本
当
は
、
そ
れ
こ
そ
流
行
言
葉
の
進
歩
的
と
い
び
得
べ
き
文
学

者
の
中
核
の
満
神
な
の
で
す
。
政
治
屋
に
尾
を
振
っ
た
り
時
流
に
便
乗
し
た
り

す
る
の
徒
は
i
意
識
す
る
と
し
な
い
と
は
拘
ら
ず
、
文
学
者
と
は
厳
に
区
別
し

て
、
宣
伝
畳
と
言
ふ
べ
き
で
す
。

か
く
て
、
政
治
と
文
学
は
ず
れ
が
あ
る
も
の
な
の
で
す
が
、
封
建
社
会
で
は
、

そ
の
ず
れ
は
最
も
甚
だ
し
い
の
で
す
。
武
力
は
、
も
と
も
と
、
反
文
化
的
な
も

の
で
、
武
家
は
、
階
級
と
し
て
は
、
文
化
の
上
面
の
統
制
者
で
あ
り
得
て
も
、

文
化
の
創
造
者
と
は
な
り
得
ぬ
か
ら
で
す
。

政
治
史
、
経
済
史
、
文
学
史
等
ミ
そ
れ
ぞ
れ
に
関
は
り
あ
ひ
が
な
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
律
の
法
則
で
発
展
す
る
も
の
な
の
で
す
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
私
見
で
は
、
日
本
文
学
史
を
区
分
し
て
、
奈
良
平
安
を
貴

一
〇

族
文
学
の
時
代
（
古
代
）
、
鎌
倉
室
町
を
貴
族
文
学
亜
流
の
時
代
、
隠
者
文
学

の
時
代
（
中
世
）
、
江
戸
を
庶
民
文
学
先
駆
の
時
代
、
町
人
文
学
の
時
代
（
近
世
）
、

明
治
以
後
を
庶
民
文
学
の
時
代
（
近
代
）
と
、
四
時
代
に
分
つ
の
で
す
。

○

む
ろ
ん
、
文
学
に
は
、
昨
日
と
今
日
に
明
確
な
一
線
を
引
く
わ
け
に
は
ゆ
か

ず
、
庶
民
文
学
の
先
駆
は
貴
族
文
学
の
末
流
と
か
ら
み
あ
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
、

言
ふ
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
中
世
期
の
説
話
文
学
な
ど
に
は
、
庶
民
文
学
の
胎

動
も
確
か
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
し
、
近
世
末
期
に
も
、
堂
上
和
歌
は
、
民

間
に
ま
だ
並
ミ
な
ら
ぬ
敬
意
を
う
げ
も
し
た
の
で
す
。

そ
の
か
ら
み
あ
ひ
の
中
か
ら
、
近
世
文
学
の
出
現
を
、
物
語
の
面
に
限
っ
て

解
き
ほ
ぐ
さ
う
と
す
る
の
が
、
私
の
今
日
の
課
題
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

中
世
期
の
お
伽
草
子
に
一
瞥
を
く
れ
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

甚
伽
草
子
は
、
誰
が
誰
を
め
あ
て
に
書
い
た
も
の
か
と
言
ひ
ま
す
と
、
す
っ

き
り
割
り
切
れ
ま
せ
ん
。
ひ
ど
く
貴
族
風
の
も
の
か
ら
ひ
ど
く
庶
民
的
な
も
の

ま
で
、
雑
然
混
然
と
し
て
を
り
ま
す
。
が
、
貴
族
の
絵
巻
物
形
式
の
中
に
、
そ

れ
ま
で
地
下
を
流
れ
歩
い
た
泥
臭
い
民
俗
が
臆
面
も
な
く
割
り
込
ん
で
来
た
こ

と
に
は
間
違
ひ
な
い
で
せ
う
。
つ
ま
り
、
お
鍋
草
子
は
、
庶
民
性
を
採
り
入

れ
た
と
こ
ろ
に
、
物
語
に
新
し
い
未
来
を
開
く
端
緒
を
つ
か
ん
だ
の
で
す
が
、

そ
の
要
素
は
、
ま
だ
物
語
を
充
実
さ
せ
る
に
は
至
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
に
衰
弱
に

衰
弱
を
重
ね
た
物
語
と
い
ふ
文
学
形
式
の
あ
と
を
迫
っ
て
、
表
現
の
文
切
型
や

構
成
の
類
型
化
が
著
し
く
、
物
語
と
し
て
は
、
過
渡
的
現
象
と
し
て
、
最
低
の
、

と
い
ぶ
よ
り
、
物
語
と
も
恒
へ
ぬ
ほ
ど
の
、
衰
弱
し
た
し
ろ
も
の
で
し
た
。

近
世
初
期
の
草
子
物
語
の
類
を
総
称
し
た
仮
名
草
子
は
、
形
の
上
で
、
一
応

お
伽
草
子
を
継
ぐ
も
の
の
や
う
に
、
扱
ほ
れ
て
ゐ
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
仮
名
草

子
に
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
近
世
に
な
っ
て
、
社
会
が
安
定
し
、
庶
民
の
経

済
力
が
頓
に
豊
か
に
な
り
、
そ
の
社
会
的
地
位
が
向
上
す
る
に
つ
れ
て
、
就
中
、

印
刷
術
の
普
及
と
相
侯
っ
て
、
お
伽
草
子
な
ど
と
は
較
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
庶
民

性
の
氾
濫
と
、
そ
れ
が
よ
り
雑
駁
な
も
の
を
産
み
出
し
は
し
な
い
か
と
い
ぶ
恐

れ
と
、
そ
こ
か
ら
清
新
を
物
語
の
生
ま
れ
て
来
さ
う
な
期
待
な
ど
が
あ
る
の
で

す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
ど
う
分
析
し
て
、
近
世
ら
し
い
物
語
の
発
生
発
展
を
見

つ
け
る
が
と
い
ぶ
こ
と
が
問
題
な
の
で
す
。

○

そ
こ
で
、
ま
づ
、
仮
名
草
子
の
骨
ば
し
い
も
の
を
二
三
拾
っ
て
み
ま
せ
う
。

「
恨
之
介
」
は
、
活
字
本
以
来
数
種
の
版
が
あ
り
、
仮
名
草
子
を
説
く
人
の

誰
も
が
取
り
上
げ
る
代
表
作
の
一
つ
で
す
。

こ
の
作
一
読
、
文
切
型
の
文
辞
に
、
単
調
浅
薄
な
調
子
が
あ
っ
て
、
と
い
ぶ

の
は
、
お
伽
草
子
風
で
、
う
ん
ざ
り
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
当
時

は
盛
行
し
た
の
で
す
か
ら
、
相
応
の
わ
け
が
あ
り
ま
せ
う
。

こ
の
調
子
は
、
甚
伽
草
子
以
来
の
、
読
ん
で
も
ら
っ
て
聞
く
享
受
層
の
、
ま

す
ま
す
多
く
な
っ
た
せ
い
で
も
あ
り
ま
せ
う
。
内
容
の
繰
り
返
し
の
燻
ら
は
し

さ
も
、
例
へ
ぼ
、
主
人
公
の
葛
の
恨
之
介
が
、
清
水
の
霊
夢
を
蒙
っ
た
こ
と
を
、

文
中
に
五
度
ま
で
も
繰
り
返
し
ま
す
の
は
、
最
も
甚
だ
し
い
例
と
は
い
へ
、
文

章
の
拙
さ
と
い
ぶ
よ
り
は
、
聞
く
人
を
、
両
も
、
教
養
の
低
い
聞
き
手
大
勢
を

予
想
し
た
こ
と
を
示
す
の
ぢ
や
洩
り
ま
せ
ん
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
文
切
型
の
文
辞
こ
そ
、
文
章
と
い
ぶ
も
の
だ
っ
た
こ

と
を
は
っ
き
り
知
る
方
が
、
も
つ
と
重
大
で
す
。
型
に
は
ま
っ
た
表
現
以
外
に

文
章
は
な
い
の
で
す
。
と
い
ぶ
こ
と
は
、
独
自
の
物
の
見
方
、
考
へ
方
の
な
い

と
い
ぶ
こ
と
な
の
で
す
。
貴
族
文
学
末
流
の
形
骸
を
僅
か
に
伝
へ
承
げ
ろ
こ
と

仮
名
草
子
墳
言

に
満
足
し
た
、
そ
の
意
識
の
低
さ
、
端
的
に
言
っ
て
、
文
芸
精
神
の
死
滅
が
見

ら
れ
る
の
で
す
。

次
に
、
そ
の
梗
概
を
述
べ
ま
せ
う
。

「
都
に
か
く
れ
な
き
、
色
こ
の
み
の
」
五
人
男
の
一
人
に
、
葛
の
恨
之
介
と

い
ぶ
も
の
、
擾
長
九
年
の
夏
の
末
、
清
水
の
万
燈
会
に
詣
で
て
、
一
美
女
を
見

染
め
、
後
を
慕
っ
て
、
近
衛
殿
の
邸
に
入
る
の
を
つ
き
と
め
ま
す
。
手
づ
る
が

な
く
、
困
じ
て
、
清
水
の
霊
験
を
求
め
て
参
籠
し
、
四
七
日
に
霊
夢
を
蒙
り
、

ぼ
っ
と
り
の
庄
司
が
後
家
の
尼
を
訪
ね
ま
す
。
尼
は
、
美
女
の
素
姓
を
、
木
村

常
陸
の
息
女
で
今
は
近
衛
家
に
養
ほ
れ
た
雪
の
前
と
明
か
し
ま
す
。
恨
之
介
は

恋
文
を
尼
に
托
し
、
尼
は
雪
の
前
の
友
の
あ
や
め
の
前
に
托
し
て
、
雪
の
前
に

と
ど
け
ま
す
。

雪
の
前
の
返
書
中
の
、
詩
歌
の
恨
之
介
に
は
解
き
難
く
て
、
細
川
玄
旨
に
仕

へ
る
宗
庵
と
い
ぶ
も
の
に
尋
ね
、
女
の
意
中
を
知
り
ま
す
。
後
、
中
秋
名
月
の

夜
、
あ
や
め
の
前
の
手
引
き
で
、
二
人
は
一
夜
の
契
り
を
結
び
ま
す
。
け
れ
ど
、

再
び
蓬
ふ
事
を
得
ず
、
恨
之
介
は
思
ひ
死
に
し
、
そ
の
遺
書
を
手
に
し
た
雪
の

前
は
、
悲
ん
で
頓
死
し
、
尼
や
あ
や
め
の
前
も
後
退
ひ
自
殺
し
、
恨
之
介
雪
の

前
を
同
じ
所
に
葬
る
と
い
ぶ
の
で
す
。

こ
の
物
語
が
盛
行
し
ま
し
た
わ
け
は
、
ま
づ
、
次
の
二
点
が
考
へ
ら
れ
ま
す
。

一
つ
は
、
何
時
の
世
に
も
幼
い
読
者
に
ひ
ど
く
魅
力
あ
る
悲
恋
と
ゆ
ふ
テ
ー

マ
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
主
人
公
が
、
貴
族
の
男
女
で
な
く
で
、
悲
恋
に
も
せ

よ
、
身
分
高
い
女
と
庶
民
の
男
が
恋
し
得
た
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
庶
民
読
者
の

事
大
根
性
を
十
二
分
に
満
足
さ
せ
た
こ
と
、
こ
の
二
点
で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
貴
族
風
に
対
す
る
庶
民
の
劣
等
感
、
即
ち
、
こ
の
作
者
の

庶
民
に
対
す
る
軽
蔑
感
は
大
変
な
も
の
で
し
た
。
恨
之
介
が
雪
の
前
の
返
書
を

一
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解
し
得
ず
、
宗
庵
に
説
明
し
て
も
ら
う
や
、
「
か
程
の
事
を
知
ず
し
て
、
雲
の

上
人
を
恋
参
ら
せ
し
事
の
恥
し
き
よ
と
、
我
身
に
指
ざ
し
を
し
て
、
ば
う
じ
ゃ

く
ぶ
人
の
わ
う
わ
く
も
の
ゝ
徒
ら
と
、
独
言
L
L
ま
す
し
、
唯
一
度
の
逢
ふ
瀬

も
、
恨
之
介
か
ら
は
手
出
し
し
か
ね
、
雪
の
前
が
き
っ
か
け
を
作
る
の
で
、

「
か
く
御
情
の
な
か
り
世
は
、
む
な
し
く
よ
は
を
あ
か
さ
な
ん
と
、
あ
ぶ
な
き

今
夜
の
た
は
ふ
れ
な
り
」
と
、
感
涙
に
む
せ
ぶ
の
で
す
。
今
の
目
か
ら
は
、
ま

こ
と
情
け
な
く
味
け
な
い
恨
之
介
の
劣
等
意
識
で
し
た
。
い
や
、
今
も
こ
れ
以

上
の
劣
等
意
識
を
、
米
国
や
ソ
連
に
抱
く
や
か
ら
の
あ
る
の
か
、
も
つ
と
情
け

な
い
の
で
す
。

お
伽
草
子
の
作
二
十
三
簾
、
う
ち
一
篇
「
猫
の
草
紙
」
は
近
世
の
作
で
す
が
、

そ
れ
を
、
御
伽
草
子
又
は
御
伽
文
庫
と
名
づ
け
て
、
近
世
全
期
を
通
じ
て
版
行

さ
れ
て
ゐ
ま
す
そ
の
冒
頭
の
「
文
正
さ
う
L
L
は
、
「
正
月
青
書
の
次
に
、
冊

子
の
読
初
と
で
、
女
子
は
文
正
草
紙
を
読
し
と
な
り
。
」
　
と
、
種
彦
は
書
い
て

ゐ
ま
す
。
鹿
島
の
大
宮
司
の
雑
色
の
文
正
は
、
塩
売
り
か
ら
産
を
な
し
、
二
人

の
娘
は
、
二
位
の
中
将
の
北
の
方
と
、
帝
の
女
御
と
な
る
夢
の
や
う
な
話
で
す
。

こ
の
話
を
、
町
人
の
娘
が
読
初
め
し
た
と
い
ぶ
と
こ
ろ
に
は
、
「
恨
之
介
」
流

の
劣
等
意
識
の
根
深
さ
が
う
か
が
へ
ま
せ
う
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
「
恨
之
介
」
の
盛
行
に
は
、
右
の
表
向
き
の
二
点
の
他

に
、
実
は
、
そ
れ
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
の
で
す
。

私
は
、
ま
こ
と
し
や
か
な
梗
概
を
述
べ
ま
し
た
が
、
そ
の
筋
立
て
は
、
全
文

の
ほ
ん
の
一
端
に
過
ぎ
ぬ
の
で
す
。
読
ん
で
み
ら
れ
る
な
ら
、
往
ミ
筋
の
ゆ
く

ゑ
を
失
念
す
る
ほ
ど
、
爽
雑
物
が
多
い
の
で
す
。

爽
雑
物
の
め
ぼ
し
い
と
こ
ろ
を
、
ざ
っ
と
拾
っ
て
み
ま
せ
う
か
。

ま
づ
、
恨
之
介
の
雪
の
前
を
見
初
め
る
と
こ
ろ
、
女
の
美
し
き
を
、
お
伽
草

一
「

子
風
の
文
切
型
の
言
葉
で
長
さ
と
形
容
し
、
描
写
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
唐
天
竺

日
本
の
美
人
の
名
を
数
多
く
あ
げ
、
美
し
き
の
比
較
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
次
に
、

女
の
も
つ
三
尾
線
を
細
緻
し
、
殊
に
、
筒
の
蒔
絵
の
名
所
尽
し
を
÷
く
あ
げ
た

り
、
恨
之
介
が
清
水
に
祈
ら
う
と
し
で
は
、
清
水
寺
の
由
来
か
ら
御
利
生
の
例
、

更
に
は
釈
尊
の
話
に
及
ん
だ
り
、
尼
が
雪
の
前
の
素
姓
を
語
る
に
、
関
白
秀
義

と
秀
次
と
の
い
ざ
こ
ざ
か
ら
、
秀
次
の
死
、
就
中
、
そ
の
三
十
三
人
の
安
達
の

三
条
河
原
に
於
げ
ろ
処
刑
の
詳
細
に
わ
た
っ
た
り
、
二
人
の
恋
文
の
故
事
古
歌

の
羅
列
だ
つ
た
の
を
は
じ
め
て
、
事
毎
に
故
事
古
歌
を
引
く
の
で
す
。

こ
の
爽
雑
物
の
目
に
あ
ま
る
煩
ら
は
し
さ
は
、
作
者
の
知
識
を
ひ
け
ら
か
す

と
い
ぶ
よ
り
も
、
知
識
の
供
給
が
め
あ
て
だ
っ
た
こ
と
に
、
よ
る
と
思
ふ
の
で

す
。
あ
伽
草
子
に
較
べ
て
、
遙
か
に
広
く
低
い
享
受
層
の
拡
が
り
が
、
こ
れ
ほ

ど
の
知
識
の
供
給
を
必
要
と
し
た
の
で
す
。

「
恨
之
介
」
に
、
物
語
を
作
ら
う
と
す
る
意
識
が
ま
る
で
な
い
と
い
ぶ
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
が
、
結
句
は
、
衰
弱
し
た
物
語
性
に
加
へ
て
、
知
識
供
給
の

過
剰
意
識
が
、
こ
の
物
語
を
、
似
而
非
物
語
に
し
か
な
し
得
な
か
っ
た
の
で
す
。

○

も
う
一
例
、
仮
名
草
子
の
最
も
出
来
の
よ
い
例
と
さ
れ
勝
ち
の
、
「
浮
世
物

語
」
を
あ
げ
ま
せ
う
。

こ
の
物
語
の
注
目
さ
れ
た
第
一
は
、
冒
頭
の
著
名
な
「
浮
世
と
い
ぶ
事
」
の

一
条
で
、
そ
こ
か
ら
、
全
体
が
現
世
謳
歌
の
精
神
に
貫
か
れ
て
ゐ
る
か
の
如
き

評
価
が
与
へ
ら
れ
勝
ち
で
し
た
が
、
そ
れ
を
全
体
の
精
神
と
す
る
こ
と
の
不
当

さ
は
、
松
田
君
の
「
『
浮
世
物
語
』
の
挫
折
」
　
（
「
国
語
国
文
」
昭
和
三
十
二
年

五
月
号
所
載
）
で
指
摘
し
た
通
り
で
す
。

第
二
に
、
こ
の
物
語
は
、
例
へ
ば
、
水
谷
不
倒
氏
の
　
「
列
伝
体
小
説
吏
」

（
昭
和
四
年
七
月
刊
）
の
解
説
で
も
借
り
ま
す
な
ら
、
「
（
前
略
）
浮
世
房
と
い

ぶ
当
世
人
の
生
活
を
描
写
し
た
か
ら
『
浮
世
物
語
』
で
あ
る
。
浮
世
房
と
ほ
う

き
に
う
い
た
る
剰
軽
な
坊
さ
ん
で
、
は
じ
め
の
名
は
瓢
大
郎
と
い
び
、
親
譲
り

の
資
産
の
あ
る
に
ま
か
せ
、
若
い
時
は
放
蕩
を
尽
し
、
傾
城
狂
ひ
か
ら
、
博
葵

の
仲
間
入
り
、
身
の
置
所
な
く
し
て
、
一
時
歩
若
党
と
な
っ
た
が
、
程
な
く
喧

嘩
し
て
牢
人
と
な
り
、
後
剃
髪
し
て
浮
世
房
と
名
乗
り
、
鳩
の
戒
、
薬
師
と
な

り
、
文
殊
儒
と
な
っ
て
、
さ
る
大
名
に
仕
へ
、
滑
稽
に
托
し
て
君
を
諌
め
、
果

て
は
仙
術
を
得
ん
と
工
夫
を
凝
ら
し
た
が
、
天
仙
飛
佃
は
今
の
人
の
学
ぶ
べ
か

ら
ざ
る
こ
と
を
悟
り
、
我
は
睨
仙
と
な
る
べ
し
と
で
、

今
は
わ
が
心
ぞ
空
に
か
へ
り
げ
ろ
の
こ
る
か
た
ち
は
蝿
の
ぬ
け
が
ら

の
一
首
を
遺
し
て
行
方
知
れ
ず
失
せ
た
と
い
ふ
。
」
　
と
あ
り
ま
す
。
大
方
の

解
説
は
皆
こ
の
流
で
す
。
こ
の
解
説
を
読
み
ま
す
な
ら
、
一
寸
「
好
色
一
代
男
」

で
も
恩
は
せ
る
や
う
な
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
筋
立
て
が
あ
る
か
の
や
う
で
す
が
、

そ
れ
は
ほ
ん
の
一
部
、
こ
れ
も
、
「
恨
之
介
」
同
様
、
雑
多
な
知
識
の
供
給
が

主
で
し
た
。
故
頴
原
退
蔵
先
生
の
「
常
識
的
な
立
場
か
ら
一
般
に
処
生
の
道
を

説
い
た
」
　
（
頻
尿
先
生
「
仮
名
草
子
L
I
前
記
松
田
君
の
論
文
よ
り
孫
引
き
）

と
言
ひ
、
近
藤
忠
義
氏
の
「
啓
蒙
的
な
役
割
を
果
す
為
の
百
科
事
案
的
な
著
作

だ
っ
た
」
　
（
近
藤
氏
「
近
世
小
説
」
昭
和
十
三
年
十
月
刊
）
と
言
は
れ
る
通
り

です。こ
の
物
語
の
主
人
公
浮
世
房
の
、
い
さ
さ
か
滑
稽
語
を
く
り
ひ
ろ
げ
ま
す
の

は
、
「
竹
斎
」
だ
と
か
「
東
海
道
名
所
記
」
だ
と
か
が
、
滑
稽
な
人
物
を
か
ら

ま
せ
て
、
名
所
案
内
記
を
面
白
く
し
ま
う
と
し
た
の
と
、
同
じ
や
り
方
な
の
で

す
。
戎
ひ
は
、
談
義
僧
が
因
果
応
報
の
理
を
示
す
た
め
に
怪
奇
談
を
以
て
し
た

の
と
、
同
じ
や
り
方
な
の
で
す
。

仮
名
草
子
墳
言

第
三
に
、
近
頃
は
、
こ
の
物
語
に
、
ほ
の
見
え
る
反
抗
的
口
吻
を
と
ら
へ
て
、

反
封
建
意
識
を
見
る
学
者
も
あ
る
や
う
で
す
が
、
そ
の
き
っ
か
け
は
、
前
掲
近

藤
氏
の
論
の
「
社
会
に
対
す
る
反
抗
者
的
批
判
も
見
ら
れ
る
」
と
い
ぶ
あ
た
り

か
ら
、
は
じ
ま
る
か
ど
思
ほ
れ
ま
す
け
れ
ど
、
思
ひ
過
ご
し
の
や
う
で
ず
。

な
る
ほ
ど
、
武
士
に
対
す
る
批
判
も
あ
り
ま
す
。
が
、
そ
れ
は
、
身
の
ほ
ど

を
知
れ
、
足
る
こ
と
を
知
れ
、
天
道
を
恐
れ
よ
、
そ
れ
が
結
句
身
の
た
め
に
な

る
と
い
ふ
主
憩
を
、
武
家
に
も
及
ぼ
し
て
ゐ
る
だ
け
で
、
反
武
家
、
反
封
建
の

思
想
で
は
な
い
や
う
で
ず
。
と
い
ぶ
よ
り
、
武
家
の
こ
と
に
も
触
れ
得
る
と
こ

ろ
に
、
庶
民
読
者
に
対
す
る
著
者
の
優
越
感
が
お
ら
ほ
れ
て
ゐ
る
と
思
ひ
ま
す
。

君
主
を
言
ふ
眼
目
は
、
「
諸
国
の
大
守
、
み
な
国
民
を
い
た
は
り
、
百
姓
を

め
ぐ
み
給
へ
り
、
た
と
へ
ぼ
人
あ
り
、
飢
に
の
ぞ
み
で
わ
が
股
を
そ
ぎ
て
食
す
、

腹
に
は
飽
た
れ
ど
も
、
足
の
た
を
る
ゝ
が
と
と
し
、
国
の
あ
る
じ
は
腹
の
ど
と

く
、
百
姓
は
足
の
ど
と
し
、
腹
の
み
ふ
く
れ
で
も
、
足
た
ゝ
ず
し
て
は
そ
の
か

び
な
し
、
君
大
に
さ
か
へ
給
ふ
と
も
、
百
姓
を
と
ろ
へ
か
し
げ
た
ら
ば
、
国
を

重
さ
む
る
し
ろ
し
な
か
ら
ん
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
臣
と
し
て
は
、
「
ま
し

て
や
一
日
も
片
時
も
、
大
恩
を
あ
た
へ
給
ふ
主
君
の
御
車
、
か
り
そ
め
に
も
、

そ
し
り
た
て
ま
つ
る
事
大
な
る
あ
や
ま
ち
な
り
、
そ
し
ら
ん
よ
り
は
隙
を
車
で
、

そ
の
も
と
を
立
の
く
べ
し
、
隙
を
あ
た
へ
ら
れ
ず
ば
、
こ
ゝ
ろ
を
つ
く
し
て
奉

公
忠
節
を
つ
と
む
べ
し
、
そ
れ
に
も
主
君
の
心
に
か
な
は
ず
ぼ
、
天
命
よ
は
し

と
し
ろ
べ
し
、
を
の
れ
を
か
へ
り
み
て
遇
を
思
ひ
な
は
、
世
を
も
人
を
も
う
ら

む
事
ぬ
る
ま
じ
、
し
か
ら
ば
槙
が
く
わ
ざ
は
ひ
を
と
を
ざ
か
り
、
安
楽
活
計
の

身
た
る
ぺ
し
、
よ
く
此
事
を
思
ひ
は
か
る
べ
L
L
と
教
へ
ま
す
。
支
配
者
を
主

に
し
た
卑
屈
な
封
建
根
性
の
典
型
的
な
も
の
で
せ
う
。
浪
人
生
活
を
喰
ひ
つ

め
て
、
真
宗
の
談
義
僧
に
転
じ
た
こ
の
人
の
人
柄
が
、
鮮
や
か
に
う
か
が
へ
ま

一
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せう。

○

例
は
、
不
本
慧
槙
が
ら
、
こ
の
く
ら
ゐ
に
と
ど
め
て
、
仮
名
草
子
の
規
定
に

か
か
り
た
く
思
ひ
ま
す
。

仮
名
草
子
を
、
ど
こ
で
ど
う
限
定
す
る
か
ば
、
説
の
あ
る
と
こ
ろ
な
が
ら
、

⊥
応
、
故
頻
尿
退
蔵
先
生
の
「
仮
名
草
子
」
　
（
岩
波
講
座
日
本
文
学
昭
和
八
年

一
月
刊
）
ま
で
遡
る
の
が
、
皆
の
や
う
で
ず
。

先
生
は
、
寛
文
の
書
籍
目
録
の
「
和
書
井
仮
名
類
」
　
「
舞
井
草
績
」
と
ゆ
ふ

と
こ
ろ
か
ら
、
仮
名
草
子
を
限
定
す
る
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
な
き
っ
た
の
で

す
が
、
な
る
ほ
ど
、
日
本
古
典
全
集
の
「
書
目
築
上
」
（
昭
和
六
年
十
一
月
刊
）

所
収
の
「
寛
文
書
籍
目
録
」
で
は
さ
う
見
え
ま
す
が
、
未
刊
文
芸
資
料
の
「
寛

文
十
年
書
籍
目
録
」
　
（
昭
和
二
十
八
年
五
月
刊
）
　
に
よ
り
ま
す
と
、
前
者
の

「
舞
拝
草
紙
」
は
「
舞
本
拝
草
紙
」
と
承
け
は
す
が
、
前
者
の
「
和
書
井
仮
名

類
」
は
、
「
仮
名
和
書
」
と
承
げ
ろ
外
、
こ
ち
ら
で
項
目
の
ぶ
へ
た
分
の
「
仮

名
仏
書
」
　
「
暦
書
」
　
「
女
書
」
　
「
謡
本
」
　
「
弊
害
」
　
「
盤
上
喜
」
　
「
茶
湯
喜
昇

華
書
」
　
「
躾
方
書
揮
料
理
書
L
 
T
名
所
尽
紀
行
寺
社
縁
起
」
　
「
名
画
尽
」
　
「
狂

歌
集
拝
聴
本
」
を
大
方
含
む
や
う
で
ず
。
つ
ま
り
、
頴
原
先
生
の
使
ほ
れ
た
目

録
は
、
粗
築
漬
の
で
、
今
と
な
つ
て
は
、
「
寛
文
十
年
書
籍
目
録
」
の
方
を
使

っ
た
方
が
、
諭
を
立
て
や
す
い
と
思
ふ
の
で
す
。

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
「
仮
名
和
書
」
は
小
書
き
し
て
「
五
常
喜
」
　
「
孝
行

書
」
　
「
心
学
書
」
　
「
教
訓
喜
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
、
「
舞
本
井
草
練
」

の
車
の
前
代
の
作
即
ち
舞
の
本
や
お
伽
草
子
を
除
い
た
も
の
と
を
目
安
に
、
考

へ
た
ら
よ
い
の
ぢ
や
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。

こ
れ
に
、
次
の
如
き
書
物
を
加
へ
て
よ
い
で
せ
う
。
「
仮
名
仏
書
」
は
、
小

一
四

書
き
し
て
、
「
諸
宗
法
話
」
　
「
因
縁
物
語
」
　
「
儒
仏
諭
」
と
あ
り
ま
す
が
、
鈴

木
正
三
の
　
「
因
果
物
語
」
　
「
二
人
比
丘
尼
」
等
を
は
じ
め
、
「
因
縁
物
語
」

を
中
心
に
治
へ
ま
す
し
、
「
軍
書
」
　
も
、
古
い
も
の
硬
い
も
の
に
交
っ
て
、

「
信
長
記
」
　
「
太
閤
記
」
以
下
、
新
し
い
当
世
向
き
の
も
の
が
あ
り
ま
す
し
、

「
女
書
」
に
も
、
女
訓
、
女
諸
礼
、
女
式
目
な
ど
の
、
実
用
そ
の
も
の
の
書
の

外
に
、
「
本
朝
女
鑑
」
　
「
賢
女
物
語
」
の
如
く
趣
向
を
巧
ん
だ
も
の
も
あ
り
ま

す
し
、
「
名
所
尽
」
の
中
か
ら
も
、
「
東
海
道
名
所
記
」
や
「
京
童
」
等
を
拾

は
ぬ
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
す
ま
い
し
、
「
咄
本
」
　
に
至
っ
て
は
、
「
醒
睡
笑
」

「
伽
嬉
子
」
を
は
じ
め
、
す
べ
て
を
、
採
っ
て
よ
い
で
せ
う
。

と
、
こ
ん
な
大
ま
か
な
こ
と
を
言
ひ
ま
す
と
、
厳
密
に
は
ど
の
本
と
ど
の
本

と
の
間
に
瑳
め
を
つ
け
る
の
か
と
、
開
き
直
ら
れ
て
も
、
困
り
ま
す
が
、
書
物

は
分
類
に
あ
は
ぜ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
き
っ
ち
り
区
別
は
出
来

な
い
と
、
一
時
逃
れ
を
言
っ
て
、
次
の
項
に
ゆ
づ
り
ま
せ
う
。

○

仮
名
草
子
は
、
第
一
に
、
近
世
初
期
に
町
人
を
目
当
て
に
出
版
さ
れ
た
書
物

と
、
規
定
出
来
ま
せ
う
。

が
、
こ
れ
に
は
異
説
が
あ
り
ま
す
。
曜
唆
康
隆
博
士
は
「
仮
名
草
子
」
　
（
岩

波
講
座
日
本
文
学
史
第
七
巻
昭
和
三
十
三
年
七
月
刊
）
で
、
寛
永
か
ら
明
暦
頃

に
か
け
て
は
武
士
の
啓
蒙
が
目
ざ
き
れ
、
寛
文
以
降
急
激
に
町
人
を
対
象
と
し

て
膨
脹
し
た
。
と
、
説
か
れ
ま
す
。
こ
れ
も
一
見
識
で
す
。

し
か
し
、
例
へ
は
、
「
犬
枕
」
が
近
衛
信
男
の
御
伽
衆
の
合
作
の
草
稿
を
素

案
巴
が
編
輯
し
た
も
の
と
し
て
も
、
「
尤
之
双
紙
」
が
智
恵
親
王
の
お
伽
の
料

と
し
て
斎
藤
徳
元
の
書
い
た
も
の
と
し
て
も
、
「
醒
睡
笑
」
が
京
都
所
司
代
板

倉
重
宗
の
た
め
に
安
楽
庵
策
伝
の
口
演
を
筆
録
し
た
も
の
た
っ
た
に
し
て
も
、

そ
れ
ら
が
整
版
出
版
さ
れ
た
の
は
、
町
人
目
当
て
だ
つ
た
と
思
ふ
の
で
す
。

も
と
は
誰
を
め
あ
て
に
書
か
れ
た
も
の
に
も
せ
よ
、
武
士
や
貴
族
も
読
ん
だ

に
も
せ
よ
、
利
に
敵
い
民
間
の
喜
馨
が
版
に
し
た
以
上
は
、
民
間
に
も
い
け
る

と
考
へ
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
ふ
の
で
す
。
そ
こ
に
、
仮
名
草
子
を
限
定
し
た

い
と
思
ふ
の
で
す
。
い
さ
さ
か
形
式
論
め
く
嫌
ひ
は
あ
り
ま
す
が
、
民
間
書
韓

の
出
版
の
対
象
と
な
る
か
な
ら
ぬ
か
に
、
第
一
の
目
安
を
お
き
た
い
の
で
す
。

も
っ
と
も
、
町
人
と
い
ぶ
階
級
は
、
前
代
か
ら
の
商
人
階
級
も
あ
り
ま
す
が
、

戦
国
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
、
士
農
の
こ
こ
に
流
れ
こ
ん
だ
も
の
も
多
く
、

武
家
的
な
仮
名
草
子
の
自
然
の
は
け
口
も
な
く
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

が
、
そ
れ
は
一
端
で
、
概
括
す
れ
ば
、
む
し
ろ
他
の
目
当
て
で
書
か
れ
た
も

の
が
町
人
に
流
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
自
分
の
文
化
教
養
と
名
づ
け
て
よ
い
ほ
ど

の
も
の
を
も
た
な
か
っ
た
こ
の
階
級
の
乏
し
き
と
、
そ
の
ゆ
ゑ
に
適
不
適
な
ど

考
へ
る
余
裕
も
な
く
旧
文
化
教
養
に
と
び
つ
い
た
愚
か
さ
、
即
ち
、
仮
名
草
子

の
乱
雑
さ
が
見
ら
れ
る
と
思
ば
れ
る
の
で
す
。

有
名
過
ぎ
る
一
駒
で
す
が
、
西
鶴
の
「
日
本
永
代
蔵
」
巻
一
の
三
「
波
風
静

に
相
通
丸
」
に
「
惣
じ
て
大
坂
の
手
前
よ
ろ
し
を
入
代
そ
つ
ゞ
き
し
に
は
あ
ら

ず
。
大
か
た
は
吉
蔵
三
助
が
な
り
あ
が
り
。
銀
持
に
な
り
。
共
時
を
え
で
詩
苛

鞠
楊
弓
。
琴
笛
鼓
香
会
茶
の
湯
も
。
お
の
づ
か
ら
に
覚
え
て
よ
き
人
付
会
む
か

し
の
片
言
も
う
き
り
ぬ
。
蒐
角
に
人
は
な
ら
は
せ
」
　
と
あ
る
猿
真
似
式
が
、

近
世
初
期
町
人
の
文
化
教
養
と
い
ぶ
も
の
な
の
で
す
。
そ
の
猿
真
似
式
に
い
い

気
に
な
っ
て
は
、
お
の
づ
か
ら
商
ひ
の
道
を
失
し
て
没
落
を
き
た
す
こ
と
も
あ

り
勝
ち
で
、
近
松
の
「
大
経
師
昔
暦
」
の
お
さ
ん
の
父
岐
阜
屋
道
順
な
ど
は
、

そ
の
例
で
す
。

さ
て
、
次
に
、
仮
名
草
子
の
性
格
で
す
が
、
そ
の
一
は
、
右
に
言
ひ
及
ん
だ

仮
名
草
子
墳
言

と
こ
ろ
に
関
遷
し
ま
す
。
雑
駁
性
で
す
。

先
さ
に
も
、
恨
之
介
の
雪
の
前
に
対
す
る
劣
等
意
識
を
言
ひ
素
し
た
が
、
も

と
も
と
、
文
化
水
準
の
至
っ
て
低
か
っ
た
新
興
町
人
は
、
経
済
力
の
急
激
な
発

展
に
伴
ふ
社
会
的
地
位
の
向
上
に
、
自
分
の
文
化
が
つ
い
て
行
か
ず
、
旧
文
化

を
財
力
で
手
当
り
次
第
に
購
ひ
得
る
と
い
ぶ
こ
と
を
、
文
化
人
に
な
る
こ
と
だ

と
浅
薄
に
考
へ
た
の
で
す
。
こ
の
浅
薄
な
事
大
根
性
と
、
そ
れ
に
伴
ふ
、
雑
駁

性
が
、
ま
づ
、
仮
名
草
子
の
性
格
に
挙
げ
ら
れ
る
の
で
す
。

次
に
、
町
人
の
実
利
的
な
本
性
が
反
映
し
て
、
実
用
性
が
、
そ
の
重
大
な
性

格
と
な
り
ま
す
。

「
恨
之
介
」
や
「
浮
世
物
語
」
な
ど
の
、
仮
名
草
子
で
は
す
ぐ
れ
た
方
の
作

も
、
物
語
め
い
た
み
せ
か
け
な
が
ら
、
実
用
性
の
よ
り
濃
い
と
こ
ろ
の
あ
る
こ

と
は
、
先
さ
に
も
述
べ
ま
し
た
。

実
用
性
は
、
町
人
の
潜
在
意
識
に
は
ま
こ
と
に
強
い
も
の
が
あ
る
の
で
す
。

料
理
の
教
科
書
を
「
料
理
物
語
」
と
名
づ
け
て
、
奇
異
に
恩
は
ぬ
の
は
、
物
語

意
識
の
幼
さ
も
も
と
よ
り
、
実
用
意
識
の
根
強
さ
を
思
は
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

「
浮
世
物
語
」
も
、
同
様
に
、
常
識
の
教
科
書
と
、
意
識
し
て
ゐ
た
の
で
せ

ネノ。

だ
か
ら
、
仮
名
草
子
を
当
時
の
町
人
の
意
識
で
解
し
ま
す
な
ら
、
極
端
な
実

用
書
ま
で
含
め
て
よ
い
の
で
せ
う
。
そ
こ
に
、
仮
名
草
子
の
物
語
意
識
の
低
さ

と
物
語
性
の
極
度
の
衰
へ
が
見
ら
れ
ま
す
。
が
、
文
学
の
徒
が
、
仮
名
草
子

を
規
定
す
る
際
に
は
、
必
ず
し
も
当
時
の
意
識
に
合
は
せ
る
必
要
も
お
り
ま
す

ま
い
。
そ
こ
で
、
私
は
、
実
用
そ
の
も
の
か
、
多
少
の
趣
向
を
ほ
ど
こ
し
て
あ

る
か
を
目
安
に
、
仮
名
草
子
を
規
定
し
ま
う
と
考
へ
．
る
の
で
す
。
「
料
理
物
語
」

は
実
用
書
に
、
「
浮
世
物
語
」
は
仮
名
草
子
に
区
別
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
。

一
五



17

具
体
作
で
は
、
境
め
の
多
少
暖
味
に
な
る
の
は
や
む
を
得
ま
せ
ん
。

町
人
の
浅
薄
な
高
大
根
性
と
実
用
的
な
欲
求
の
上
に
立
つ
、
雑
駁
さ
が
、
仮

名
草
子
の
基
本
の
性
格
で
す
。
従
っ
て
、
仮
名
草
子
は
物
語
風
の
み
て
く
れ
を

と
っ
て
も
、
大
て
い
は
、
似
而
非
物
語
の
域
に
し
か
と
ど
ま
っ
て
ゐ
な
い
の
で

す。

○

仮
名
草
子
の
右
の
性
格
が
克
服
さ
れ
る
た
め
に
は
、
町
人
が
旧
文
化
教
養
を

一
応
手
に
入
れ
て
、
そ
ん
な
も
の
に
お
び
や
か
さ
れ
な
い
ほ
ど
の
成
長
を
遂
げ
、

真
に
自
分
の
間
尺
に
合
っ
た
も
の
を
求
め
る
や
う
に
な
る
こ
と
、
そ
れ
と
共
に
、

実
用
性
以
外
に
、
物
語
そ
の
も
の
の
面
白
さ
に
対
す
る
欲
求
を
も
つ
や
う
に
な

る
こ
と
、
そ
れ
に
は
、
或
期
間
が
必
要
だ
と
思
ふ
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
謂
は
ば
物
語
不
毛
の
時
期
に
、
物
語
の
生
れ
る
き
っ
か
け

を
な
し
た
の
が
、
先
掲
の
「
咄
本
」
の
中
に
含
ま
れ
た
講
書
、
就
中
、
外
国
文

学
の
翻
訳
翻
案
で
す
。
こ
れ
が
、
実
用
性
以
外
の
、
物
語
の
面
白
み
を
最
も
強

く
教
へ
た
と
思
ふ
の
で
す
。

私
が
、
仮
名
草
子
を
似
而
非
物
語
に
過
ぎ
ぬ
と
き
め
つ
け
て
、
大
て
い
は
、

と
含
み
を
残
し
た
の
は
、
そ
こ
を
考
へ
で
の
こ
と
で
し
た
。

浅
井
了
意
の
「
伽
嬉
子
」
は
、
確
か
に
、
本
物
の
物
語
と
し
て
珍
重
出
来
る

最
上
の
も
の
な
の
で
す
。
今
、
詳
し
く
内
容
に
触
れ
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

こ
の
物
語
の
意
味
あ
ひ
は
、
簡
略
に
で
も
、
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

先
掲
「
寛
永
十
年
書
籍
目
録
」
中
の
「
仮
名
仏
書
」
は
、
仏
法
の
有
難
さ
を

教
へ
る
啓
蒙
書
な
の
で
せ
う
が
、
就
中
「
因
縁
物
語
」
は
、
怪
奇
談
で
彩
っ
て
、

仏
法
を
佳
耳
に
入
り
や
す
く
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

浄
土
真
宗
は
、
庶
民
の
吸
収
に
最
も
力
を
注
い
だ
宗
派
で
、
そ
の
談
義
僧
で

〓
ハ

あ
っ
た
了
憲
に
、
そ
の
方
面
の
著
書
の
な
い
は
ず
も
あ
り
ま
す
ま
い
。

こ
の
目
録
の
右
の
条
を
見
ま
す
と
、
了
愚
作
と
あ
る
も
の
に
「
破
音
別
支
丹

伝
破
却
論
」
　
（
三
冊
）
　
「
法
華
利
益
物
語
」
（
十
二
冊
）
　
「
三
井
寺
物
語
」
（
三

冊
）
　
「
か
つ
ら
を
物
語
」
　
（
三
冊
）
が
あ
り
ま
す
。
中
で
、
「
法
華
利
益
物
語
」

が
、
怪
奇
談
を
含
む
に
は
ひ
が
濃
い
の
で
す
が
、
原
本
は
知
れ
ぬ
き
う
で
ず

（
北
条
秀
雄
氏
「
浅
井
了
意
」
昭
和
十
九
年
六
月
刊
参
照
）
。

少
く
と
も
、
了
悪
が
き
う
し
た
意
味
で
、
怪
奇
談
に
興
味
を
寄
せ
て
ゐ
た
こ

と
は
、
「
伽
嬉
子
」
の
自
序
に
う
か
が
へ
ま
す
。
「
況
や
仏
壇
に
は
三
世
因
果

の
理
を
を
し
へ
で
。
四
生
流
転
の
業
を
い
ま
し
め
。
或
は
神
通
或
は
変
化
の
品

〈
を
説
給
へ
り
。
」
　
と
い
ひ
、
「
三
教
を
の
〈
霊
理
奇
特
怪
異
感
応
の
む

な
し
か
ら
ざ
る
こ
と
を
を
し
へ
で
。
共
通
に
い
ら
し
む
る
嫌
と
す
。
」
　
と
い
ひ

ます。た
だ
、
こ
の
書
の
目
的
と
し
て
、
「
学
智
あ
る
人
の
目
を
よ
ろ
こ
ほ
し
め
。

耳
を
す
ゝ
ぐ
た
め
に
せ
ず
。
只
児
女
の
間
を
お
と
ろ
か
し
。
を
の
つ
か
ら
心
を

あ
ら
た
め
、
正
道
に
お
も
む
く
ひ
と
つ
の
補
と
せ
む
と
也
」
と
い
ぶ
一
駒
は
、

ま
に
う
げ
ろ
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
す
ま
い
。

怪
奇
談
に
よ
っ
て
仏
理
を
説
か
う
と
す
る
仮
名
草
子
の
常
道
に
、
了
意
の
意

の
動
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
猛
り
ま
す
ま
い
が
、
そ
の
恵
は
口
吻
だ
け
に
と
ど

ま
り
、
そ
の
意
を
は
み
出
し
て
、
物
語
の
面
白
さ
に
了
意
の
魅
か
れ
た
の
が
、

「
伽
嬉
子
」
で
し
た
。

原
拠
の
「
勇
燈
新
語
」
の
面
白
さ
に
魅
か
れ
、
そ
れ
を
こ
の
国
の
風
土
に
移

し
植
え
る
こ
と
に
専
心
し
、
仮
名
草
子
本
来
の
実
用
性
を
忘
れ
去
っ
た
と
こ
ろ

に
、
「
伽
嬉
子
」
の
物
語
性
の
獲
得
が
あ
っ
た
の
で
す
。

同
じ
人
の
作
な
が
ら
、
「
浮
世
物
語
」
は
庶
民
性
を
意
識
し
て
物
語
性
を
失

ひ
、
「
伽
好
子
」
は
庶
民
性
を
意
識
か
ら
外
し
た
と
こ
ろ
に
、
物
語
性
を
獲
得

し
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
時
期
は
、
庶
民
的
で
あ
る
と
い
ぶ
こ
と
は
、
そ
の
尊
大
根
性

と
実
用
性
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
り
、
物
語
性
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
、
さ
う

し
た
庶
民
性
と
は
結
び
つ
き
難
か
っ
た
の
で
す
。

庶
民
性
と
物
語
性
と
は
背
反
す
る
と
い
ぶ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
焦
点
が
一

つ
に
合
ひ
難
か
つ
た
だ
け
な
の
で
す
。

天
和
貞
享
と
い
ふ
時
期
を
大
事
に
考
へ
ま
す
の
は
、
一
駿
の
風
か
と
思
ひ
ま

す
が
、
私
が
大
事
が
る
の
は
、
庶
民
性
と
文
芸
性
の
焦
点
が
合
っ
て
来
る
時
期

を
そ
こ
に
見
る
か
ら
な
の
で
す
。
西
鶴
や
芭
蕉
や
近
松
が
、
そ
ろ
っ
て
こ
の
時

期
に
本
当
の
仕
事
を
し
は
じ
め
た
の
は
、
理
由
の
ぬ
る
こ
と
な
の
で
す
。

そ
こ
で
、
も
う
述
べ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
こ
の
仮
名
草
子
の
似
而

非
物
語
性
を
克
服
し
て
、
近
世
庶
民
の
物
語
を
創
り
出
し
た
の
か
、
天
和
二
年

の
「
好
色
一
代
男
」
と
い
ぶ
わ
け
な
の
で
す
。

「
好
色
一
代
男
」
の
出
現
に
つ
い
て
は
、
立
命
館
文
学
の
今
度
の
号
に
書
き

ま
し
た
の
で
、
あ
は
ぜ
て
、
御
批
判
頂
く
と
幸
甚
で
す
。

（
昭
和
三
十
四
年
祇
園
会
宵
山
の
日
）

仮
名
草
子
墳
言

一
七


