
山
東
京
伝
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
研
究

︱
洒
落
本
と
の
関
係
を
中
心
に
︱

平

良

里
香
子

山
東
京
伝
は
江
戸
後
期
を
代
表
す
る
戯
作
者
で
あ
る
︒
安
永
七
年

︵
一
七
七
八
︶
か
ら
文
化
十
三
年
︵
一
八
一
六
︶
に
わ
た
っ
て
︑
黄
表
紙
︑
洒

落
本
︑
見
立
て
図
案
︑
読
本
︑
滑
稽
本
︑
合
巻
な
ど
多
く
の
ジ
ャ
ン
ル
で

活
躍
し
た
︒
も
と
も
と
北
尾
政
演
と
い
う
画
工
で
あ
っ
た
京
伝
は
︑
挿
絵

を
担
当
し
な
が
ら
戯
作
と
関
わ
る
中
で
︑
天
明
二
年
︵
一
七
八
二
︶
︑
大
田

南
畝
に
黄
表
紙
を
絶
賛
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
黄
表
紙
作
者
と
し
て
注
目
さ

れ
た
︒
さ
ら
に
天
明
五
年
︵
一
七
八
五
︶
に
蔦
屋
重
三
郎
の
後
押
し
で
書
い

た
﹃
息む
す

子こ

部
屋
べ

や

﹄
に
よ
っ
て
洒
落
本
作
者
と
し
て
も
世
に
出
る
︒
同
年
に

は
京
伝
の
代
表
作
と
な
る
黄
表
紙
﹃
江
戸
え

ど

生
う
ま
れ

艶
気

う
わ
き
の

樺か
ば

焼や
き

﹄
も
刊
行
さ
れ
大

人
気
作
と
な
っ
た
︒
本
稿
で
は
︑
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
は
京
伝
に
と
っ

て
黄
表
紙
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
洒
落
本
執
筆
に
お
い
て
も
重
要
な
作
品
で

あ
っ
た
と
考
え
︑
洒
落
本
と
の
関
係
の
中
で
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
を
再

考
察
す
る
︒

＊
本
文
中
の
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
引
用
は
︑﹃
黄
表
紙

川
柳

狂
歌
﹄

︵
小
学
館
︑
日
本
古
典
文
学
全
集

四
六
︶
に
よ
り
︑﹃
傾
城
買
四
十
八
手
﹄﹃
息

子
部
屋
﹄
﹃
吉
原
や
う
し
﹄
﹃
通
言
総
籬
﹄
な
ど
京
伝
作
の
洒
落
本
は
︑

﹃
山
東
京
伝
全
集
第
十
八
巻

洒
落
本
﹄
︵
ペ
リ
カ
ン
社
︑
二
〇
一
二
年
︶
に

よ
っ
た
︒
ま
た
︑
﹃
古
今
吉
原
大
全
﹄
は
︑
﹃
遊
女
評
判
記
﹄
巻
五
︵
八

木
書
店
︑
二
〇
一
〇

－

二
〇
一
二
年
︶
︑
﹃
色
道
大
鏡
﹄
は
︑
﹃
續
燕
石
十
種
﹄

第
二
︵
廣
谷
國
書
刊
行
會
︑
一
九
二
七
年
︶
︑
﹃
遊
子
方
言
﹄
は
︑
﹃
洒
落
本

滑
稽
本

人
情
本
﹄
︵
小
学
館
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
八
〇
︶
に
よ
っ
た
︒

一
―
一
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
に
お
い
て

滑
稽
に
描
か
れ
る
遊
興

﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
主
人
公
艶
二
郎
は
浮
名
が
た
つ
の
で
あ
れ
ば

命
を
捨
て
て
も
い
い
と
考
え
る
ほ
ど
︑
真
剣
に
浮
名
を
立
て
る
試
み
を
す

る
︒
こ
の
﹁
命
﹂
と
い
う
言
葉
は
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
に
度
々
登
場
す

る
重
要
な
言
葉
で
あ
り
︑
﹁
う
わ
き
な
浮
名
の
立
つ
仕
打
も
あ
ら
ば
︑
ゆ

く
〳
〵
は
命
も
す
て
や
う
﹂
︑
﹁
命
が
け
の
お
も
ひ
付
を
し
け
る
﹂
の
よ
う

に
︑
冒
頭
部
分
に
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
る
︒
こ
の

二
三



﹁
命
が
け
﹂
﹁
命
も
捨
て
よ
う
﹂
と
い
う
言
い
回
し
が
最
後
に
心
中
と
し
て

実
行
し
て
し
ま
う
落
ち
に
つ
な
が
る
わ
け
だ
が
︑
こ
の
よ
う
に
物
語
の
中

だ
か
ら
容
認
さ
れ
る
描
写
を
実
際
に
し
て
み
た
と
き
に
生
じ
る
お
か
し
さ

が
こ
の
作
品
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
︒
艶
二
郎
が
実
践
し
よ
う
と
す
る
こ

と
と
は
︑
新
内
正
本
に
描
か
れ
た
色
男
の
様
子
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
役

者
の
艶
聞
や
歌
舞
伎
の
色
事
の
常
套
場
面
の
真
似
事
︑
吉
原
遊
び
を
し
て

通
人
の
ふ
り
を
す
る
︒
当
時
の
若
者
や
廓
に
行
か
な
い
人
た
ち
が
知
識
を

得
る
に
は
︑
遊
郭
で
の
遊
び
の
記
録
や
解
説
を
し
た
本
な
ど
を
用
い
た
と

考
え
ら
れ
る
︒
例
え
ば
彫
り
物
・
新
造
買
い
な
ど
︑
以
下
に
そ
れ
ら
が
扱

わ
れ
る
例
を
挙
げ
る
︒

た
か
い
に
如
在
な
く
︑
思
ふ
心
よ
り
な
じ
み
も
ふ
か
く
な
れ
ば
︑
起

證
︑
入
墨
子
︑
指
切
︑
髪
を
き
る
な
ど
︑
一
チ
が
ひ
に
う
わ
き
と
も

い
ゝ
が
た
し
︒

︵
﹃
古
今
吉
原
大
全
﹄
巻
之
五
)

入
墨
は
黥
と
も
剠
と
も
書
く
︑
堀
入
と
も
い
ふ
︑
俗
に
入い
れ

贅
ほ
ぐ
ろ

と
云

事
也
︵
中
略
︶
黥
の
法
用
︑
お
も
ひ
よ
る
男
に
か
ゝ
せ
て
︑
其
筆
跡

を
ば
ほ
り
入
る
を
規
摸
と
す
︵
中
略
︶
命
の
字
を
名
の
下
に
し
る
す
事
︑

古
代
よ
り
あ
り
て
今
に
絶
ず
︑
其
心
ざ
す
人
を
命
に
か
へ
て
お
も
ふ

と
い
ひ
︑
又
命
か
ぎ
り
に
お
も
ふ
な
ど
い
ふ
下
略
の
心
な
る
べ
し
︑

い
と
初
心
に
は
お
ぼ
ゆ
る
︑
是
だ
に
あ
る
に
誰
サ
マ
命
と
︑
サ
マ
の

字
を
く
は
ふ
る
有
︵
後
略
︶

︵
﹃
色
道
大
鏡
﹄
巻
六
﹁
第
四
黥
篇
﹂
)

平
声
が
大
き
い
か
な
︒
〽
大
き
な
も
の
を
持
ち
な
が
ら
︑
新
ぞ
買

と
は
︑
は
は
は
ゝ
こ
れ
は
〳
〵
︒
さ
し
合
じ
や
の
〳
〵
︒
と
や
か
く

い
わ
ふ
よ
り
は
︑
は
や
く
︑
ゆ
か
ふ
で
は
な
い
か
︒
今
宵
は
名
代
じ

や
に
よ
つ
て
︑
は
や
く
行
た
い

新
ぞ
う
ぬ
し
や
大
ぶ
気
が
な
を

り
な
ん
し
た
ね

平
い
や
名
代
に
は
︑
ふ
か
い
意
味
の
あ
る
事
じ

や
︒
は
や
う
い
こ
う
〳
〵

︵
﹃
遊
子
方
言
﹄
)

﹃
古
今
吉
原
大
全
﹄
︵
沢
田
東
江
作
︑
明
和
五
年
︵
一
七
六
八
︶
刊
︶
や
﹃
色
道

大
鏡
﹄
︵
藤
本
箕
山
著
︑
延
宝
六
年
︵
一
六
七
八
︶
成
立
︶
は
︑
遊
郭
の
慣
習
︑

用
語
︑
行
事
︑
遊
女
な
ど
を
解
説
し
た
も
の
で
︑
こ
れ
ら
に
書
か
れ
た
こ

と
は
︑
実
際
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
艶
二
郎
が
こ
れ
ら
を
読
む
描

写
は
な
い
が
︑
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
に
お
い
て
描
か
れ
る
遊
興
は
︑
事

実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
わ
か
り
︑
ま
た
︑
作
者
京
伝
自
身
が
遊
び
に

通
じ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
わ
せ
る
︒
一
方
で
︑
色
男
は
ぶ
た
れ
る
も
の

と
思
っ
て
真
似
事
を
す
る
場
面
は
︑
曾
我
狂
言
な
ど
の
﹁
髪
梳
き
﹂
の
趣

向
の
実
践
を
試
み
て
お
り
︑
主
に
芝
居
で
行
わ
れ
た
趣
向
で
あ
る
︒
ま
た

﹁
助
六
廓
の
家
桜
﹂
の
一
節
を
思
い
出
し
︑
待
っ
て
い
た
禿
に
連
れ
て
い

か
れ
そ
う
に
な
る
ふ
り
を
す
る
が
︑
こ
れ
は
洒
落
本
﹃
遊
子
方
言
﹄
︵
田

舎
老
人
多
田
爺
︵
丹
波
屋
利
兵
衛
︶
作
︑
明
和
七
年
︵
一
七
七
〇
︶
刊
︶
に
み
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
艶
二
郎
は
虚
実
な
い
ま
ぜ
に
し
て
︑
色
男
の
様
子
を
実
践

す
る
の
で
あ
る
︒
新
内
正
本
を
手
本
に
︑
実
際
に
は
な
か
な
か
な
い
こ
と

を
実
践
す
る
た
め
艶
二
郎
は
滑
稽
に
見
え
る
と
当
初
は
考
え
た
が
︑
実
際

に
あ
っ
た
と
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
実
践
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
艶

二
四

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
三
一
号
・
二
〇
二
〇
年
六
月



二
郎
が
虚
実
を
ち
ゃ
ん
と
区
別
で
き
て
い
な
い
印
象
が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
︑
様
々
な
書
物
や
芝
居
で
み
た
こ
と
を
︑
実
現

す
る
手
段
が
︑
お
金
の
力
と
い
う
点
で
あ
る
︒
江
戸
時
代
︑
経
済
力
を
身

に
つ
け
た
町
人
た
ち
は
︑
人
間
的
な
自
由
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
が
︑
強

固
な
封
建
社
会
に
お
い
て
抑
圧
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
町
人
た
ち
の
自
由
へ

の
欲
求
を
そ
ら
し
て
封
建
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
︑
安
全
弁
と
し
て
の

遊
郭
が
必
要
で
あ
っ
た
と
西
島
孜
哉
氏
は
述
べ
て
い
る

︵
1
︶

︒
身
分
に
関
わ
ら

ず
お
金
が
あ
れ
ば
自
由
な
恋
愛
が
手
に
入
る
遊
郭
は
︑
嘘
の
上
に
築
か
れ

た
世
界
な
の
は
明
白
で
あ
る
︒
し
か
し
﹃
色
道
大
鏡
﹄
︵
雑
談
部
︶
に
は
︑

遊
女
が
富
貴
に
し
た
が
い
軽
い
も
の
を
避
け
る
の
は
︑
渡
世
家
業
の
道
だ

か
ら
や
む
を
え
な
い
け
れ
ど
︑
や
は
り
男
女
の
道
だ
か
ら
︑
慕
う
心
ざ
し

を
根
本
と
し
て
情
を
通
じ
た
な
ら
ば
︑
客
達
は
う
れ
し
く
お
も
し
ろ
く
も

思
う
に
違
い
な
い
︑
と
書
か
れ
て
お
り
︑
お
金
が
万
能
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
考
え
方
が
読
み
取
れ
る
︒
遊
女
の
事
情
か
ら
考
え
れ
ば
︑
客

に
買
っ
て
も
ら
え
な
く
て
は
意
味
が
な
く
︑
そ
の
た
め
に
虚
々
実
々
の
や

り
取
り
を
す
る
演
技
の
世
界
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
し
か
し
客

の
立
場
で
は
演
技
を
否
定
す
る
現
象
が
生
じ
て
い
る
︒
物
語
の
中
で
も
情

が
あ
る
遊
女
や
男
女
の
在
り
方
が
好
意
的
に
描
か
れ
る
こ
と
は
多
く
︑
お

金
に
支
配
さ
れ
た
遊
郭
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
情
が
尊
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

つ
ま
り
客
は
遊
里
が
演
技
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
︑

自
分
だ
け
は
演
技
で
は
な
く
︑
真
実
の
情
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
と

思
い
た
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
点
︑
艶
二
郎
は
当
時
の
人
々
の
感
覚
と
は
ず

れ
て
い
る
︒
お
金
の
力
を
惜
し
み
な
く
使
い
︑
色
男
を
演
出
す
る
こ
と
に

注
力
す
る
艶
二
郎
は
︑
男
女
の
心
の
通
っ
た
や
り
取
り
に
憧
れ
な
が
ら
も
︑

結
局
は
遊
郭
の
中
で
は
す
べ
て
演
技
で
あ
る
こ
と
を
体
現
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
︒

﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
に
て
︑
艶
二
郎
は
﹁
四
百
四
病
の
病
よ
り
︑
金

持
ち
ほ
ど
つ
ら
い
も
の
は
な
い
﹂
と
言
う
が
︑
﹃
息
子
部
屋
﹄
で
は
お
金

が
な
い
こ
と
を
丸
裸
と
言
い
︑
さ
ら
に
﹃
古
今
吉
原
大
全
﹄
巻
之
五
に
は
︑

地
色
を
か
せ
ぐ
男

︵
2
︶

と
は
夫
婦
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
︑
行
く
末
は
丸
裸
だ

と
も
書
か
れ
て
い
る
︒
お
金
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
丸
裸
は
遊
女
に

と
っ
て
難
病
だ
が
︑
艶
二
郎
は
金
持
ち
ほ
ど
つ
ら
い
も
の
は
な
い
と
い
う

態
度
で
あ
る
︒
遊
女
と
客
の
仲
が
親
密
に
な
る
ほ
ど
︑
手
管
が
深
刻
に

な
っ
て
心
中
立
て
な
ど
が
出
て
く
る
は
ず
が
︑
艶
二
郎
は
そ
れ
さ
え
も
お

金
の
力
で
実
現
し
た
最
後
︑
艶
二
郎
と
浮
名
は
︑
追
い
は
ぎ
に
あ
っ
て
本

当
に
裸
に
さ
せ
ら
れ
る
︒
こ
れ
も
﹁
命
も
捨
て
よ
う
﹂
と
い
う
言
い
回
し

同
様
︑
最
後
に
違
う
形
で
実
現
す
る
構
造
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
艶
二
郎
は

お
金
の
力
で
芝
居
や
洒
落
本
の
よ
う
な
や
り
取
り
を
繰
り
広
げ
る
が
︑
そ

れ
に
よ
っ
て
︑
お
金
の
力
で
遊
女
が
惚
れ
た
ふ
り
を
す
る
の
が
暴
か
れ
る
︒

こ
う
し
た
お
金
と
遊
郭
の
関
係
を
と
っ
て
も
︑
艶
二
郎
を
つ
か
っ
て
現
実

を
滑
稽
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

二
五

山
東
京
伝
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
研
究



一
―
二

浮
名
を
立
て
た
艶
二
郎
と

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
構
造

艶
二
郎
は
世
間
に
う
わ
き
な
浮
名
を
立
て
る
た
め
︑
様
々
に
工
夫
を
し

て
色
男
を
演
じ
る
が
︑
は
た
し
て
こ
れ
ら
の
試
み
は
成
功
し
た
の
か
と
い

う
観
点
か
ら
考
え
た
い
︒
佐
藤
至
子
氏
は
著
書
の
中
で
︑
﹁
艶
二
郎
の
一

連
の
行
動
が
こ
と
ご
と
く
失
敗
に
終
わ
る
﹂
と
評
価
し
て
い
る

︵
3
︶

︒
ま
た
︑

﹁
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
﹂
︵
四
六
巻
﹃
黄
表
紙

川
柳

狂
歌
﹄
︶
の
﹁
解

説
﹂
で
も
同
様
に
︑
艶
二
郎
の
試
み
は
失
敗
し
︑
最
終
的
に
改
心
す
る
と

捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
作
品
の
中
で

は
︑
浮
名
が
た
っ
た
と
読
め
る
箇
所
が
い
く
つ
も
あ
る
︒
そ
こ
で
艶
二
郎

に
対
す
る
世
間
の
評
価
が
書
か
れ
た
部
分
を
順
に
み
て
い
く
︒

㈠

女
芸
者
お
ゑ
ん
に
頼
み
︑
自
分
の
家
に
駆
け
こ
み
を
さ
せ
る
︒
︵
三

丁
裏
・
四
丁
表
︶

﹁
こ
の
噂
さ
ぞ
世
間
で
す
る
だ
ろ
う
と
思
ひ
の
ほ
か
︑
隣
で
さ
へ
知
ら
ぬ

ゆ
へ
﹂

㈡

駆
け
込
み
の
一
件
を
読
売
に
し
て
配
る
︒
︵
四
丁
裏
︶

﹁
く
し
や
み
を
す
る
た
び
︑
世
間
で
お
れ
が
噂
を
す
る
だ
ろ
う
と
思
へ
ど

も
︑
一
向
に
町
内
で
さ
へ
知
ら
ぬ
ゆ
へ
﹂

㈢

地
廻
り
に
頼
ん
で
ぶ
た
れ
る
︒
︵
九
丁
裏
・
一
〇
丁
表
︶

﹁
此
時
︑
よ
つ
ぽ
ど
馬
鹿
も
の
だ
と
い
う
浮
名
す
こ
し
ば
か
り
立
ち
け
り
﹂

﹁
艶
二
郎
世
間
の
噂
す
る
を
聞
く
に
︑
金
持
ち
ゆ
へ
み
な
欲
で
す
る
と
い

ふ
こ
と
を
き
ゝ
﹂

㈣

親
に
頼
ん
で
勘
当
し
て
も
ら
い
地
紙
売
り
に
身
を
や
つ
す
︒(
十
一
丁
表
︶

﹁
大
キ
な
粋
狂
者
だ
と
︑
よ
ほ
ど
浮
名
立
ち
け
り
﹂

㈤

う
そ
心
中
の
際
に
親
の
仕
掛
け
た
追
い
は
ぎ
に
身
ぐ
る
み
を
剥
が
さ

れ
る
︒
︵
十
四
丁
裏
・
十
五
丁
表
︶

﹁
仇
気
や
ゑ
ん
二
郎
浮
名
や
う
き
な
道
行
興
鮫
肌
﹂
︵
浄
瑠
璃
︶

﹁
此
と
き
世
上
へ
ぱ
つ
と
浮
名
た
ち
渋
う
ち
は
の
絵
に
ま
で
か
い
て
出
し

け
り
﹂

㈠
の
場
面
︑
女
芸
者
の
駆
け
込
み
騒
動
に
つ
い
て
艶
二
郎
は
﹁
こ
の
噂

さ
ぞ
世
間
で
す
る
だ
ろ
う
﹂
と
思
っ
て
い
た
が
︑
隣
の
家
で
す
ら
知
ら
な

か
っ
た
︒
仕
方
な
く
次
の
㈡
の
場
面
で
は
︑
事
の
内
容
を
読
売
に
し
て
配

る
︒
そ
う
し
て
く
し
ゃ
み
を
す
る
た
び
に
︑
﹁
世
間
で
お
れ
が
噂
を
す
る

だ
ろ
う
﹂
と
思
っ
て
も
︑
町
内
で
さ
え
知
ら
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
見
る
と
︑

序
盤
は
全
く
噂
に
な
っ
て
い
な
い
と
は
言
う
も
の
の
︑
隣
か
ら
町
内
へ
と

徐
々
に
範
囲
が
広
が
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
㈢
で
地
廻
り
に
ぶ
た
れ
る
自

作
自
演
を
し
た
際
に
は
︑
﹁
此
時
︑
よ
つ
ぽ
ど
馬
鹿
も
の
だ
と
い
う
浮
名

す
こ
し
ば
か
り
立
ち
け
り
﹂
と
︑
浮
名
が
少
し
立
っ
た
と
あ
る
︒
次
に
は
︑
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﹁
艶
二
郎
世
間
の
噂
す
る
を
聞
く
に
︑
金
持
ち
ゆ
へ
み
な
欲
で
す
る
と
い

ふ
こ
と
を
き
ゝ
﹂
と
︑
艶
二
郎
が
順
調
に
噂
に
な
っ
て
い
る
と
読
む
こ
と

が
出
来
る
︒
期
待
し
た
﹁
う
わ
き
な
浮
名
﹂
と
は
違
う
が
︑
世
間
の
噂
に

な
っ
て
こ
そ
︑
と
考
え
る
艶
二
郎
に
と
っ
て
は
大
き
な
進
歩
に
違
い
な
い
︒

し
か
し
︑
艶
二
郎
は
お
金
も
う
け
の
た
め
の
行
動
だ
と
思
わ
れ
る
の
に
は

納
得
が
い
か
ず
親
に
頼
ん
で
勘
当
し
て
も
ら
い
︑
地
紙
売
り
に
身
を
や
つ

す
の
が
㈤
の
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
一
件
を
経
て
︑
﹁
大
キ
な
粋
狂
者
だ
と
︑

よ
ほ
ど
浮
名
立
ち
け
り
﹂
と
︑
ま
た
噂
が
大
き
く
な
っ
た
の
が
わ
か
る
︒

こ
こ
で
も
や
は
り
﹁
馬
鹿
も
の
﹂
﹁
粋
狂
者
﹂
と
い
う
評
価
で
︑
艶
二
郎

が
望
ん
だ
評
判
で
は
な
い
が
︑
着
実
に
噂
の
規
模
が
大
き
く
な
っ
て
き
た

こ
と
に
︑
艶
二
郎
は
﹁
い
よ
〳
〵
乗
り
が
き
て
︑
﹂
さ
ら
な
る
策
を
講
じ
る
︒

﹁
や
は
り
心
中
ほ
ど
う
わ
き
な
こ
と
は
な
い
﹂
だ
ろ
う
と
︑
艶
二
郎
は

う
そ
心
中
を
計
画
し
一
層
世
間
の
噂
に
な
ろ
う
と
す
る
︒
こ
こ
で
親
の
仕

掛
け
た
追
い
は
ぎ
に
よ
り
身
ぐ
る
み
を
剥
が
さ
れ
て
し
ま
う
が
︑
そ
の
う

そ
心
中
の
顛
末
が
︑
﹁
此
と
き
世
上
へ
ぱ
つ
と
浮
名
た
ち
﹂
そ
れ
が
﹁
渋

う
ち
わ
の
絵
に
ま
で
か
い
て
出
﹂
る
ま
で
に
な
っ
た
︒
粗
末
な
渋
団
扇
で

は
あ
る
が
︑
つ
い
に
艶
二
郎
は
団
扇
絵
や
﹁
仇
気
や
ゑ
ん
二
郎
浮
名
や
う

き
な
道
行
興
鮫
肌
﹂
と
い
う
浄
瑠
璃
に
な
る
ほ
ど
の
浮
名
を
立
て
た
こ
と

に
な
る
︒
色
男
の
評
判
で
は
な
く
と
も
浮
名
が
立
っ
て
世
間
で
噂
さ
れ
る

こ
と
に
は
成
功
し
︑
冒
頭
で
恋
の
物
語
の
主
人
公
に
憧
れ
て
い
た
艶
二
郎

は
︑
浄
瑠
璃
の
主
人
公
に
な
れ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
浮
名
は
浮
名
で
も
︑

遊
女
の
﹁
浮
名
﹂
を
娶
っ
て
お
り
︑
あ
る
意
味
で
は
浮
名
を
得
た
と
言
え
る
︒

最
後
に
﹁
一
生
の
う
き
な
の
立
ち
お
さ
め
に
︑
今
ま
で
の
事
を
草
双
紙

に
し
て
世
間
へ
ひ
ろ
め
た
く
︑
京
伝
を
た
の
み
て
︑
世
上
の
う
わ
き
人
を

教
訓
し
け
る
︒
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
こ
で
作
者
で
あ
る
京
伝
が
作
中
に
登
場

し
実
録
の
体
を
と
る
こ
と
で
︑
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
構
造
と
な
り
︑
作

品
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
与
え
ら
れ
る
︒
黄
表
紙
が
現
実
離
れ
し
た
内
容
で
あ

る
こ
と
は
当
時
の
読
者
も
十
分
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
︑
で
き
る
だ

け
現
実
に
引
き
つ
け
る
仕
掛
け
を
用
い
る
こ
と
で
︑
虚
構
の
な
か
に
も
︑

あ
る
程
度
事
実
に
基
づ
い
た
部
分
が
あ
る
と
思
わ
さ
れ
る
︒
メ
タ
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
形
を
と
る
こ
と
で
︑
読
者
の
暮
ら
す
現
実
︑
そ
れ
自
体
の
虚
構

性
を
意
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒
先
に
も
述
べ
た
よ
う
な
遊
郭
の
お
金
事
情

な
ど
︑
虚
構
に
包
み
込
ま
れ
た
現
実
の
構
造
こ
そ
リ
ア
ル
と
捉
え
︑
艶
二

郎
の
滑
稽
さ
を
誇
張
し
て
描
く
こ
と
で
︑﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
は
逆
説
的

に
現
実
の
お
か
し
さ
に
気
づ
か
せ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ま
で

他
人
事
だ
っ
た
話
が
い
き
な
り
自
分
事
と
な
り
︑
そ
の
結
果
︑
物
語
と
い

う
枠
を
超
え
て
現
実
へ
侵
食
を
始
め
る
︒
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
現
実
で

す
ら
︑
我
々
が
作
っ
た
理
想
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
自
覚
さ
せ
る
の

で
あ
る
︒
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
態
度
を
と
る
こ
と
で
︑
滑
稽
の
中
に
紛

れ
込
ま
せ
た
厳
し
い
現
実
の
様
子
を
︑
読
者
に
突
き
つ
け
る
効
果
が
あ
り
︑

黄
表
紙
の
教
訓
性
も
増
す
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
︑
単
純
な
現
実
を

描
く
の
で
は
な
く
︑
現
実
を
覆
う
虚
構
に
ま
で
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
で

あ
り
︑
作
品
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
る
︒
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
洒

落
本
的
要
素
と
し
て
も
挙
げ
ら
れ
る
点
で
あ
る
︒
洒
落
本
は
遊
郭
で
の
や

り
取
り
を
写
実
的
に
描
き
︑
う
が
つ
の
が
特
徴
で
あ
る
が
︑
京
伝
は
現
実

二
七
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東
京
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﹄
の
研
究



で
の
様
子
を
本
質
か
ら
捉
え
て
︑
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
形
に
脚

色
し
て
表
出
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
点
は
洒
落
本
執
筆
の
際
に
注
目
さ
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

二
―
一
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
が
洒
落
本
と
の

関
係
で
重
要
な
点

京
伝
の
黄
表
紙
と
洒
落
本
の
関
係
に
つ
い
て
︑
山
本
陽
史
氏
は
﹁
京
伝

は
画
師
と
し
て
の
立
場
を
活
用
し
て
︑
黄
表
紙
と
い
う
分
野
に
お
い
て
︑

洒
落
本
の
習
作
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
﹂
と
述
べ
︑
先

輩
戯
作
者
と
の
交
流
で
黄
表
紙
の
画
を
担
当
す
る
中
で
︑
そ
の
技
法
を
学

び
︑
次
世
代
の
作
家
と
し
て
の
期
待
を
背
負
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る

︵
4
︶

︒
一

方
で
︑
佐
藤
至
子
氏
ら
近
年
の
研
究
の
動
向
で
は
戯
作
者
と
版
元
と
の
関

係
が
改
め
て
検
討
さ
れ
︑
版
元
の
方
が
依
頼
し
て
作
者
に
書
か
せ
て
い
た

と
の
見
方
が
有
力
で
あ
る

︵
5
︶

︒
京
伝
が
画
工
と
し
て
様
々
な
戯
作
の
画
を
担

当
す
る
中
で
︑
蔦
屋
重
三
郎
︵
以
下
：
蔦
重
︶
は
京
伝
の
才
能
と
︑
遊
里
経

験
を
見
込
ん
で
︑
執
筆
を
依
頼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
京
伝
は

洒
落
本
を
意
識
し
て
黄
表
紙
を
描
い
た
の
で
は
な
く
︑
蔦
重
の
勧
め
が

あ
っ
て
洒
落
本
の
執
筆
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
︒

実
際
︑
京
伝
の
洒
落
本
処
女
作
で
あ
る
﹃
息
子
部
屋
﹄
の
自
序
で
は
こ

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

粧
女
郎
の
魂
胆
を
は
な
す
︒
印
傳
な
ら
ぬ
京
傳
が
︒
面
の
皮
を
製
し

た
る
︒
嘘
言
の
皮
を
︒
又
名
号
て
︒
無
粋
語
歴
夜
と
い
へ
ど
も
︒
素

よ
り
遣
手
が
前
巾
着
の
︒
名
代
を
も
勤
ず
︒
む
な
し
く
箱
に
久
し
き

を
︒
頻
に
こ
ふ
し
よ
堂
の
主
人
が
︒
提
物
に
あ
た
ふ

︵
﹃
息
子
部
屋
﹄
﹁
自
序
﹂
︶

ま
た
︑
恋
川
好
町
が
よ
せ
た
序
文
に
も

海
内
の
令
子
に
授
︒
郭
中
の
花
郎
に
與
よ
と
進
む
︒
書
肆
何
が
し
そ

れ
を
奪
へ
る
が
ご
と
く
︒
遂
に
ひ
つ
た
く
れ
ん
げ
の
革
細
工
を
な
す
︒

︵
﹃
息
子
部
屋
﹄
﹁
令
子
洞
房
叙
﹂
︶

と
あ
る
よ
う
に
︑
半
ば
強
引
に
蔦
重
が
出
版
さ
せ
た
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で

あ
る
︒
戯
作
の
序
文
で
は
︑
版
元
に
頼
ま
れ
て
書
い
た
作
品
な
の
だ
と
書

く
の
が
一
種
の
定
型
と
し
て
あ
る
が
︑
そ
れ
は
自
ら
お
金
を
払
っ
て
出
版

す
る
者
の
場
合
が
多
く
︑
京
伝
に
そ
の
必
要
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
︒
し

た
が
っ
て
今
回
の
場
合
は
信
憑
性
が
高
い
と
考
え
る
︒
天
明
三
年
に
蔦
重

か
ら
京
伝
の
美
人
画
代
表
作
﹃
青
楼

せ
い
ろ
う

名
君

め
い
く
ん

自じ

筆ひ
つ

集
し
ゅ
う

﹄
が
出
版
さ
れ
て
お
り
︑

そ
の
こ
ろ
か
ら
京
伝
に
洒
落
本
の
才
能
が
あ
る
と
見
込
ん
で
目
を
つ
け
た

の
だ
ろ
う
︒

﹃
息
子
部
屋
﹄
が
刊
行
さ
れ
た
天
明
五
年
は
︑
特
に
京
伝
と
蔦
重
の
結

び
つ
き
が
強
ま
っ
た
年
で
あ
る
︒
前
年
ま
で
京
伝
の
黄
表
紙
は
蔦
重
以
外

の
版
元
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
年
︑
京
伝
が
携
わ
っ
た
黄
表
紙

五
作
の
う
ち
一
作
を
除
い
て
蔦
重
か
ら
の
出
版
で
あ
っ
た

︵
6
︶

︒
こ
の
転
機
と
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な
っ
た
年
に
刊
行
さ
れ
た
黄
表
紙
の
一
つ
が
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
で
あ

り
︑
そ
の
内
容
は
洒
落
本
に
見
え
る
遊
興
論
と
の
共
通
点
が
多
い
︒
そ
れ

ゆ
え
黄
表
紙
作
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
洒
落
本
作
者
の
京
伝
と
し
て
も
世

間
に
発
見
さ
れ
︑
ま
た
洒
落
本
人
気
の
助
け
に
な
っ
た
重
要
な
作
品
で
あ

る
と
考
え
る
︒

例
え
ば
︑
そ
の
一
つ
が
写
実
性
で
あ
る
︒
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
は
黄

表
紙
に
あ
り
が
ち
な
︑
突
拍
子
も
な
い
面
白
さ
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
リ
ア

リ
テ
ィ
に
溢
れ
て
い
る
と
︑
水
野
稔
氏
は
著
書
で
述
べ
て
い
る

︵
7
︶

︒
京
伝
は

自
惚
れ
心
や
虚
栄
心
を
典
型
的
に
戯
画
化
し
た
の
だ
が
︑
当
時
の
読
者
は

主
人
公
艶
二
郎
の
モ
デ
ル
を
詮
索
し
た

︵
8
︶

ほ
ど
︑
そ
れ
は
真
に
迫
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
︒
私
が
思
う
に
︑
参
考
に
し
た
実
際
の
人
物
が
い
る
の
は
︑
洒

落
本
の
楽
屋
落
ち
的
趣
向
に
も
似
通
っ
て
お
り
︑
誰
の
こ
と
か
と
想
像
し

て
し
ま
う
主
人
公
は
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
洒
落
本
の
半
可
通
の
よ
う
で

あ
る
︒
洒
落
本
で
は
︑
﹃
遊
子
方
言
﹄
以
来
︑
半
可
通
と
息
子
株
と
い
う

人
物
類
型
が
定
番
と
な
っ
て
い
る
︒
京
伝
は
こ
れ
を
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄

で
半
可
通
な
息
子
株
と
い
う
融
合
さ
せ
た
新
し
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
生
み

出
し
︑
物
語
を
成
立
さ
せ
た
︒
洒
落
本
の
人
物
類
型
を
逆
手
に
と
っ
て
笑

い
に
し
て
お
り
︑
読
者
に
も
洒
落
本
読
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
︒

二
つ
目
に
︑
﹁
艶
二
郎
﹂
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
流
行
で
あ
る
︒
こ

の
艶
二
郎
の
名
は
︑
遊
里
な
ど
で
︑
自
惚
れ
客
を
指
す
言
葉
と
し
て
流
行

す
る

︵
9
︶

︒
流
行
語
に
な
っ
た
の
は
︑
そ
れ
だ
け
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
が
読

ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
京
伝
が
し
つ
こ
く
自
分
の
黄
表
紙
や

洒
落
本
の
中
で
も
艶
二
郎
を
使
っ
た
た
め
︑
流
行
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
﹁
艶
二
郎
﹂
は
洒
落
本
を
読

む
上
で
当
た
り
前
に
理
解
さ
れ
る
単
語
と
し
て
使
わ
れ
た
︒

さ
ら
に
艶
二
郎
の
獅
子
鼻
と
い
う
容
姿
の
滑
稽
さ
に
目
を
つ
け
た
京
伝

は
︑
自
画
像
に
取
り
入
れ
︑
の
ち
に
﹁
京
伝
鼻
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒
京
伝
が

画
を
担
当
し
た
唐
来
参
和
作
の
黄
表
紙
﹃
通
町

と
お
り
ち
ょ
う

御お

江え

戸ど
の

鼻
筋

は
な
す
じ

﹄
︵
天
明
六
年

刊
︶
で
は
︑
艶
二
郎
に
よ
っ
て
京
伝
も
獅
子
鼻
に
変
貌
さ
せ
ら
れ
る
な
ど
︑

黄
表
紙
の
中
に
京
伝
︵
京
屋
伝
二
郎
と
い
う
名
で
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
︶
が
登

場
し
︑
獅
子
鼻
に
な
る
趣
向
の
作
品
は
い
く
つ
か
あ
る
︒
以
前
の
自
画
像

は
獅
子
鼻
で
は
な
か
っ
た
が
︑
京
伝
自
身
を
戯
作
化
し
始
め
て
か
ら
︑
獅

子
鼻
で
描
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
艶
二
郎
の
人
気
を
使
い
︑
容

姿
の
滑
稽
さ
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
親
し
み
や
す
い
作
者
・
京
伝
が
誕
生

し
た
の
で
あ
る
︒

大
人
気
作
と
な
っ
た
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
影
響
を
受
け
︑
京
伝
と

い
う
遊
里
に
通
じ
て
親
し
み
や
す
い
人
物
の
書
い
た
洒
落
本
に
興
味
を
向

け
さ
せ
た
と
考
え
る
︒
今
で
こ
そ
戯
作
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
当
時

は
︑
洒
落
本
の
宣
伝
と
し
て
︑
黄
表
紙
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
は
大
い
に

効
果
を
発
揮
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

二
―
二

京
伝
の
遊
興
論

京
伝
の
洒
落
本
の
処
女
作
で
あ
る
﹃
息
子
部
屋
﹄
は
先
行
作
品
の
内
容

が
多
く
使
わ
れ
て
お
り
︑
全
十
二
条
の
う
ち
五
つ
は
﹃
魂
胆

こ
ん
た
ん

総
勘

そ
う
か
ん

定
じ
ょ
う

﹄
︵
石

嶋
政
植
作
︑
宝
暦
四
年
︵
一
七
五
四
︶
刊
︶
と
︑
一
つ
は
﹃
古こ

今き
ん

吉
原

よ
し
わ
ら

大
全

た
い
ぜ
ん

﹄
か

二
九
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ら
の
借
用
が
水
野
稔
氏
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る

︵
10
︶

︒
た
だ
し
同
時
に
︑

剽
窃
部
分
以
外
の
記
述
に
は
注
目
す
べ
き
内
容
が
あ
り
︑
そ
れ
は
遊
女
の

﹁
ま
こ
と
﹂
を
強
調
す
る
姿
勢
で
あ
る
︒
﹃
息
子
部
屋
﹄
で
京
伝
は
︑
お
互

い
に
語
り
合
い
苦
楽
を
共
有
す
る
楽
し
み
を
説
い
た
り
︵
﹁
馴
染
の
弁
﹂
︶
︑

遊
女
に
難
癖
を
つ
け
た
り
︑
安
く
買
う
客
を
激
し
く
非
難
す
る
︵
﹁
悪
遊
の

事
﹂
︶
ほ
か
︑
遊
女
が
嘘
を
つ
く
こ
と
は
﹁
情
け
を
売
物
に
す
る
身
な
れ
ば
︑

う
そ
も
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
し
れ
た
事
﹂
﹁
う
そ
に
て
う
そ
に
あ
ら
ず
︑

勤
の
道
を
ま
も
る
の
な
り
﹂
と
し
て
︑
遊
女
の
立
場
に
寄
り
添
い
︑
寛
容

に
受
け
入
れ
て
い
る
︒

松
岡
芳
恵
氏
は
﹃
息
子
部
屋
﹄
に
京
伝
ら
し
さ
が
表
れ
て
い
る
の
は
︑

﹁
す
へ
と
ぐ
﹂
と
い
う
文
言
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り

︵
11
︶

︑
﹁
最
終
的
に
女
郎

と
添
う
こ
と
が
廓
遊
び
の
肝
で
あ
る
と
い
う
論
は
︑
京
伝
以
外
の
洒
落
本

に
は
見
ら
れ
な
い
﹂
﹁
女
郎
と
﹁
す
へ
を
と
ぐ
﹂
こ
と
を
最
終
的
な
遊
び

の
到
達
点
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
﹃
吉
原
や
う
し
﹄︵
天

明
八
年
︵
一
七
八
八
︶
刊
︶
に
も
﹁
あ
い
と
ぐ
る
﹂
と
い
う
似
た
意
味
の
語
が

用
い
ら
れ
︑
﹁
そ
の
分
限
に
応
し
て
︑
そ
れ
〳
〵
の
女
郎
を
買
へ
は
︑
お

の
つ
か
ら
買
と
ぐ
へ
し
﹂
と
初
作
に
比
べ
る
と
熟
練
し
た
意
見
を
述
べ
な

が
ら
︑
根
幹
に
あ
る
遊
女
と
添
い
遂
げ
よ
う
と
い
う
意
識
は
変
わ
ら
な
い
︒

他
に
も
︑
代
表
的
な
も
の
に
﹃
傾
城

け
い
せ
い

買が
い

四
十
八
手

し
じ
ゅ
う
は
っ
て

﹄︵
寛
政
二
年
︵
一
七
九
〇
︶

刊
︶﹁
真
の
手
﹂
が
あ
る
︒
大
見
世
の
昼
三
の
遊
女
と
客
が
︑
本
気
で
惚

れ
合
っ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
金
が
な
く
遊
女
も
周
り
に
冷
遇
さ
れ
八
方

塞
が
り
の
状
態
に
あ
る
︒

外
の
客
を
不
勤
︑
段
〳
〵
切
て
し
ま
ひ
︑
終
に
は
独
客
と
成
︑
互
ひ

に
身
づ
ま
り
と
な
る
故
︑
老
杉
板
や
傍
輩
が
寄
て
異
見
す
れ
ば
︑
な

ほ
お
も
ひ
は
増
り
︑
世
界
に
は
女
も
男
も
無
き
や
う
な
気
に
な
り
︑

愚
痴
に
ば
か
り
な
り
て
︑
ひ
と
ば
か
り
恨
じ
み
て
来
て
︑
け
つ
く
面

白
く
な
し
︒
︵
中
略
︶
何
(い
づ
)レ
外
か
ら
見
て
は
馬
鹿
ら
し
く
見
ゆ

れ
ど
︑
そ
の
身
に
な
つ
て
は
︑
も
つ
と
も
な
理
屈
も
あ
る
べ
き
か
︒

嗚
呼
さ
れ
ば
︑
捨
が
た
き
は
︑
此
道
の
迷
ひ
な
り
と
︑
双
岡
の
し
れ

も
の
も
書
し
に
あ
ら
ず
や
︒

︵
﹃
傾
城
買
四
十
八
手
﹄
﹁
真
の
手
﹂
︶

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
︑
傾
城
買
い
の
手
で
は
な
く
悲
劇
へ
の
陶
酔
︑﹁
傾

城
に
真
が
あ
つ
て
は
運
の
つ
き
﹂
と
い
う
展
開
で
あ
る
︒
こ
の
章
の
終
わ

り
に
︑
﹁
作
者
京
伝
曰
﹂
と
し
て
﹁
ち
く
し
や
う
づ
ら
め
な
﹂
と
京
伝
が

一
言
残
し
て
客
観
的
な
立
場
を
と
る
﹁
評
﹂
に
移
る
︒
面
白
く
な
い
と
し

な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
な
事
態
を
好
ま
し
く
思
う
京
伝
の
本
心
を
の
ぞ
か
せ

て
い
る
︒

﹃
息
子
部
屋
﹄
は
未
熟
な
作
品
と
い
う
評
価
は
あ
る
が
︑
二
十
歳
前
後

で
吉
原
に
通
い
は
じ
め
た
京
伝
自
身
の
遊
興
体
験
か
ら
︑
遊
女
の
ま
こ
と

へ
の
信
頼
︑
男
女
の
真
の
恋
愛
を
追
及
す
る
姿
勢
が
得
ら
れ
た
と
思
わ
れ

る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
要
素
は
一
過
性
の
も
の
で
は
な
く
︑
の
ち
の
作
品
に

も
受
け
継
が
れ
︑
京
伝
の
遊
興
観
の
根
幹
と
な
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点

で
あ
る
︒

京
伝
自
身
も
二
度
遊
女
を
妻
に
迎
え
て
お
り

︵
12
︶

︑
遊
郭
は
疑
似
恋
愛
の
場

で
あ
っ
て
も
︑
女
郎
と
添
い
と
げ
る
こ
と
を
重
視
し
た
︒
遊
興
の
心
得
を

三
〇
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指
南
し
た
﹃
古
今
吉
原
大
全
﹄
の
遊
興
論
を
も
と
に
し
つ
つ
︑﹁
す
へ
と
ぐ
﹂

と
い
う
考
え
を
示
し
た
よ
う
に
︑
京
伝
洒
落
本
の
特
徴
は
︑
先
行
作
品
か

ら
の
遊
興
論
を
取
捨
し
て
︑
独
自
の
も
の
に
展
開
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
特

に
客
の
立
場
だ
け
で
な
く
勤
め
の
身
の
上
や
心
情
を
く
み
取
っ
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
の
観
点
を
上
手
く
洒
落
本
に
落
と
し
込
ん
だ
こ
と
で
広

く
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

洒
落
本
︑
特
に
﹃
息
子
部
屋
﹄
に
み
え
る
京
伝
の
遊
興
論
に
つ
い
て
︑

遊
女
の
立
場
に
同
情
し
︑
一
人
よ
が
り
に
遊
ぶ
こ
と
を
良
く
な
い
と
し
た

が
︑
同
年
刊
の
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
で
は
︑
そ
の
反
面
教
師
と
し
て
艶

二
郎
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒

髪
を
切
︑
起
請
を
書
き
︑
爪
は
は
な
す
と
も
ゆ
び
を
切
︑
ほ
り
物
は

せ
ま
じ
事
︒
一
生
の
疵
な
る
︒
ほ
り
物
は
た
と
へ
や
き
け
し
た
り
と

も
あ
と
は
き
へ
が
た
し
︒

︵
﹃
息
子
部
屋
﹄
﹁
慎
の
事
﹂
︶

と
︑
こ
の
よ
う
な
行
い
は
慎
む
べ
き
だ
と
述
べ
な
が
ら
︑
﹃
江
戸
生
艶
気

樺
焼
﹄
で
︑
艶
二
郎
は
架
空
の
名
前
を
腕
に
彫
る
︒
他
に
も
︑

此
あ
そ
び
今
は
世
上
に
あ
ま
ね
し
其
行
跡
一
様
な
ら
ず
と
い
へ
ど

も
︑
ま
づ
は
日
和
下
の
類
な
り
︒
此
悪
病
を
う
く
る
女
郎
は
な
か
く

丸
裸
と
い
ふ
病
と
な
る
事
︑
女
郎
の
難
病
也
︒

︵
﹃
息
子
部
屋
﹄
﹁
悪
遊
び
の
事
﹂
︶

と
い
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
︑
自
己
中
心
的
な
振
舞
い
の
せ
い
で
︑
遊
女
を

難
病
に
陥
れ
て
し
ま
う
艶
二
郎
は
︑
洒
落
本
が
描
く
通
人
と
は
反
対
に
設

定
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
︒
事
実
︑
遊
興
を
す
る
上
で
避
け
る
べ
き
と
さ
れ

る
こ
と
を
艶
二
郎
は
こ
と
ご
と
く
や
っ
て
の
け
る
︒
そ
し
て
︑
お
金
に
も

の
を
言
わ
せ
て
き
た
艶
二
郎
が
丸
裸
に
さ
れ
た
こ
と
で
︑
本
当
の
人
と
な

る
の
は
︑
強
烈
な
う
が
ち
で
あ
り
︑
丸
裸
に
な
っ
て
初
め
て
﹁
浮
名
﹂
を

気
遣
う
言
葉
を
か
け
た
こ
と
で
夫
婦
と
な
る
︒
こ
れ
も
︑
互
い
の
﹁
ま
こ

と
﹂
を
確
か
め
た
場
面
で
あ
り
︑
京
伝
の
女
郎
と
﹁
す
へ
と
ぐ
﹂
と
い
う

考
え
方
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
場
面
は
︑
洒
落
本
に

通
じ
た
読
者
で
あ
れ
ば
︑
通
と
は
真
逆
の
艶
二
郎
を
使
っ
て
︑
京
伝
が
真

の
通
人
の
道
を
示
し
た
と
︑
洒
落
本
の
内
容
を
連
想
し
て
読
む
だ
ろ
う
︒

洒
落
本
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
に
も
洒
落
本

の
構
想
を
利
用
し
た
り
︑
遊
興
論
の
片
鱗
が
み
ら
れ
る
箇
所
が
あ
っ
た
︒

こ
こ
で
検
討
し
た
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
要
素
は
︑
京
伝
の
洒
落
本
読

者
の
獲
得
に
一
役
買
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
黄
表
紙
で
は
す
で
に

大
田
南
畝
に
見
出
さ
れ
て
い
た
京
伝
で
あ
る
が
︑﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
に

て
遊
里
の
事
や
通
人
を
よ
く
理
解
し
︑
そ
れ
を
正
反
対
に
表
し
た
人
物
で

お
も
し
ろ
く
書
い
た
︒
そ
の
作
者
が
同
年
に
洒
落
本
も
出
し
た
と
な
れ
ば

読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
た
に
違
い
な
い
︒
洒
落
本
的
要
素
を
も
つ
黄
表
紙

で
あ
る
か
ら
︑
洒
落
本
と
の
関
係
か
ら
も
意
義
の
あ
る
作
品
と
い
え
よ
う
︒

三
一

山
東
京
伝
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
研
究



三
―
一

艶
二
郎
も
の
と
考
え
ら
れ
る
作
品

人
気
作
と
な
っ
た
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
は
諸
要
素
が
戯
作
壇
で
様
々

に
展
開
さ
れ
京
伝
及
び
他
の
作
者
に
多
く
の
類
似
作
品
が
作
ら
れ
た
︒
た

と
え
ば
主
人
公
艶
二
郎
の
後
日
譚
や
二
代
目
︑
性
格
を
模
し
た
主
人
公
が

登
場
す
る
な
ど
の
作
品
が
あ
り
︑
﹁
艶
二
郎
も
の
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が

あ
る
︒
本
稿
で
も
こ
れ
ら
の
作
品
を
﹁
艶
二
郎
も
の
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
と
す

る
︒
派
生
し
た
作
品
と
そ
の
要
素
を
調
べ
る
こ
と
で
︑
当
時
の
読
者
が
ど

の
よ
う
に
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
を
受
容
し
︑
艶
二
郎
と
い
う
人
物
を
理

解
し
た
の
か
︑
ま
た
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
が
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
趣
向

が
転
用
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
も
考
え
る
︒
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
か
ら

着
想
を
得
た
︑
も
し
く
は
趣
向
を
転
用
し
た
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
作
品

を
挙
げ
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

ａ
﹃
東
産
(
え
ど
う
ま
れ
)

返
報
(
へ
ん
ほ
う
)

通
町

と
お
り
ち
ょ
う

御お

江え

戸ど
の

鼻
筋

は
な
す
じ

﹄
︵
天
明
六
年
刊
︑
唐
来
参
和
作
・
北
尾
政

演
画
︶

ｂ
﹃

通
言
総
籬

つ
う
げ
ん
そ
う
ま
が
き

﹄
︵
天
明
七
年
刊
︑
山
東
京
伝
作
・
北
尾
政
演
画
︶

ｃ
﹃
会
通

か
い
つ
う

己う
ぬ

恍
惚
ぼ

れ

照
子

か

が

み

﹄
︵
天
明
八
年
刊
︑
山
東
京
伝
作
・
北
尾
政
演
画
︶

ｄ
﹃
二
代
目
(
に
だ
い
め
)

艶
二
郎
(
え
ん
じ
ろ
う
)

碑ひ

文も
ん

谷や

利り

生
し
ょ
う

四
竹

よ
つ
た
け

節ぶ
し

﹄
︵
寛
政
一
年
刊
︑
山
東
京
伝
作
・
北

尾
政
演
画
︶

ｅ
﹃
呼よ
び

継
金
成
植

つ
ぎ
こ
か
ね
の
な
る
き

﹄
︵
寛
政
二
年
刊
︑
時
鳥
館
主
人
作
・
桜
川
文
橋
画
︶

ｆ
﹃
高
慢
(
こ
う
ま
ん
)

教
訓
(
き
ょ
う
く
ん
)

至
無
我
人

む
が
に
い
た
れ
ひ
と

鼻は
な

心
神
こ
こ
ろ

﹄
︵
寛
政
三
年
刊
︑
竹
塚
東
子
作
・
北
尾
政

美
画
︶

ｇ
﹃

男
一
面
髭
抜

お
と
こ
い
ち
め
ん
ひ
げ
ぬ
き

亀
鑑
か
が
み

﹄
︵
寛
政
十
二
年
刊
︑
紫
色
主
作
・
歌
川
豊
国
画
︶

ｈ
﹃
艶
二
郎
(
え
ん
じ
ろ
う
)

二
代
目
(
に
だ
い
め
)

通
人

つ
う
じ
ん

寐ね

言ご
と

﹄︵
享
和
二
年
刊
︑
十
返
舎
一
九
作
・
喜
多
川
菊
麿
画
︶

ｉ
﹃

色
男

い
ろ
お
と
こ

大
安
売

お
お
や
す
う
り

﹄
︵
文
政
三
年
刊
︑
十
返
舎
一
九
作
・
勝
川
春
扇
画
︶

﹁
艶
二
郎
も
の
﹂
の
傾
向
と
し
て
︑
以
下
五
つ
の
要
素
の
い
ず
れ
か
︑
も

し
く
は
複
数
が
特
徴
と
考
え
る
︒

①

『
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
艶
二
郎
を
再
登
場
さ
せ
て
い
る
も
の

②

｢
二
代
目
﹂
艶
二
郎
の
話
と
し
て
い
る
も
の

③

艶
二
郎
の
特
徴
﹁
自
惚
れ
﹂
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の

④

艶
二
郎
の
特
徴
﹁
京
伝
鼻
﹂
が
共
通
し
て
い
る
も
の

⑤

艶
二
郎
と
い
う
名
の
別
人
が
登
場
す
る
も
の

①
の
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
艶
二
郎
が
再
び
登
場
す
る
作
品
は
︑
ａ

﹃
東
産
返
報
通
町
御
江
戸
鼻
筋
﹄
ｂ
﹃
通
言
総
籬
﹄
ｅ
﹃
呼
継
金
成
植
﹄

な
ど
で
︑
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
後
日
譚
的
な
傾
向
が
強
い
︒
し
か
し

艶
二
郎
の
性
格
は
薄
れ
︑
脇
役
に
徹
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
違
っ
た
趣

向
の
作
品
に
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
登
場
さ
せ
る
こ

と
で
︑
そ
の
人
気
を
宣
伝
に
利
用
し
て
い
る
印
象
を
受
け
る
︒

②
は
︑
ｄ
﹃
碑
文
谷
利
生
四
竹
節
﹄
ｅ
﹃
呼
継
金
成
植
﹄
ｈ
﹃
通
人
寐

言
﹄
な
ど
︑
主
人
公
が
二
代
目
と
し
て
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
艶
二
郎
の

性
格
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
︒
細
か
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
異
な
る
が
︑
金

三
二

三
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年
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月



で
解
決
︑
最
後
は
改
心
す
る
な
ど
の
全
体
的
な
話
の
筋
は
似
て
い
る
傾
向

に
あ
る
︒
③
も
同
様
に
自
惚
れ
を
自
覚
し
顧
み
る
構
図
で
あ
る
︒
特
に
ｃ

﹃
会
通
己
恍
惚
照
子
﹄
や
ｆ
﹃
至
無
我
人
鼻
心
神
﹄
な
ど
は
︑
遊
興
指
南

の
側
面
も
あ
る
と
思
わ
れ
︑
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
様
に
洒
落
本
的
要

素
を
含
む
黄
表
紙
に
近
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
①
②
③
を
通
し
て
︑
京
伝

以
外
の
作
で
は
︑
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
を
艶
二
郎
の
﹁
自
惚
れ
﹂
話
と

し
て
受
容
す
る
も
の
が
多
い
︒
浮
名
を
た
て
る
た
め
に
画
策
す
る
と
い
う

趣
向
は
ｅ
﹃
呼
継
金
成
植
﹄
に
し
か
見
ら
れ
ず
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
な
︑

厳
し
い
現
実
を
突
き
つ
け
る
と
い
う
性
格
は
な
い
︒
そ
う
し
た
面
は
読
者

に
受
容
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

④
は
︑
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
よ
り
も
﹃
鼻
は
な
の

峯み
ね

高
慢

こ
う
ま
ん

男
お
と
こ

﹄
︵
安
永
六
年
刊
︑

朋
誠
堂
喜
三
二
作
・
恋
川
春
町
画
︶
の
影
響
が
大
き
く
︑
自
惚
れ
よ
り
高
慢
と

結
び
つ
い
て
い
る
︒
﹁
京
伝
鼻
﹂
は
艶
二
郎
を
連
想
さ
せ
る
が
自
惚
れ
は

と
は
結
び
つ
か
な
い
︑
も
し
く
は
艶
二
郎
よ
り
京
伝
の
自
画
像
で
の
イ

メ
ー
ジ
が
強
い
の
か
︑
低
い
団
子
鼻
は
艶
二
郎
の
外
見
的
特
徴
で
は
あ
っ

て
も
自
惚
れ
の
象
徴
で
は
な
い
よ
う
だ
︒
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
も
例
に

よ
っ
て
先
行
作
品
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
お
り
︑
団
子
鼻
や
や
き
も
ち
︑

息
子
を
改
心
さ
せ
る
芝
居
な
ど
の
趣
向
は
先
行
す
る
﹃
団
子
兵
衛

お

ば

ば

焼
餅

や
き
も
ち

噺
ば
な
し

﹄

︵
安
永
九
年
刊
︑
山
東
京
伝
作
・
北
尾
政
演
画
︶
な
ど
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
部

分
が
あ
る
︒
京
伝
の
先
行
作
品
の
趣
向
を
上
手
く
取
り
合
わ
せ
て
新
し
い

も
の
を
生
み
出
す
才
能
は
黄
表
紙
だ
け
で
な
く
︑
洒
落
本
で
も
発
揮
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

⑤
は
﹁
艶
二
郎
﹂
と
い
う
名
前
で
は
あ
る
が
①
と
違
っ
て
︑
﹃
江
戸
生

艶
気
樺
焼
﹄
の
艶
二
郎
の
で
は
な
い
︑
別
人
の
主
人
公
が
登
場
す
る
︒
お

お
よ
そ
色
男
と
し
て
描
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
︒
ｇ
﹃
男
一
面
髭
抜
亀
鑑
﹄

は
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
で
醜
男
の
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
艶
二
郎
の
名
を
使

い
な
が
ら
も
︑
全
く
違
う
色
男
と
い
う
人
物
設
定
に
す
る
こ
と
で
意
外
性

を
も
た
せ
た
︒
こ
の
発
想
は
合
巻
ｉ
﹃
色
男
大
安
売
﹄
に
も
踏
襲
さ
れ
る
︒

こ
れ
ま
で
は
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
印
象
か
ら
自
惚
れ
の
醜
男
と
い
う

認
識
が
あ
っ
た
が
︑
こ
こ
で
自
惚
れ
の
色
男
と
い
う
新
し
い
艶
二
郎
像
が

生
ま
れ
る
︒
醜
男
と
い
う
特
徴
は
そ
が
れ
︑
﹁
艶
二
郎
﹂
＝
﹁
自
惚
れ
﹂

と
い
う
認
識
が
強
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
﹁
浮
名
を
た
て
る
﹂
試
み
を

す
る
と
い
う
最
大
の
特
徴
も
な
く
な
り
︑
自
惚
れ
の
性
格
に
焦
点
が
当
て

ら
れ
て
読
者
に
受
容
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
艶
二
郎
の
行
為
も
自
惚
れ

の
性
格
に
起
因
す
る
と
さ
れ
︑
誇
張
し
た
部
分
だ
け
が
切
り
取
ら
れ
る
こ

と
で
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
に
あ
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
か
ら
か
け
離
れ
て
し

ま
い
︑
本
質
が
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
な
印
象
も
受
け
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
か
ら
派
生
し
た
諸
要
素
は
独

自
の
展
開
を
遂
げ
て
お
り
︑
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
影
響
の
大
き
さ
が

う
か
が
え
る
︒
時
代
が
下
っ
た
合
巻
に
ま
で
趣
向
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の

も
︑
そ
れ
だ
け
魅
力
的
な
作
品
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

三
―
二

﹃
通
言
総
籬
﹄
に
み
る
洒
落
本
へ
の
流
用

様
々
な
趣
向
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
中
︑
京
伝
作
の
洒
落
本
﹃
通
言

総
籬
﹄
は
艶
二
郎
の
再
登
場
と
い
う
点
で
特
に
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
る
︒

三
三

山
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京
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﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
艶
二
郎
含
む
人
物
三
人
を
登
場
さ
せ
た
も
の
で

あ
り
︑
洒
落
本
と
し
て
の
評
価
も
高
い
︒
﹃
遊
子
方
言
﹄
に
見
ら
れ
た
よ

う
な
︑
客
と
遊
女
の
や
り
取
り
を
描
い
た
型
通
り
の
構
成
で
︑
艶
二
郎
は

半
可
通
の
役
回
り
︑
喜
之
介
は
通
の
遊
び
方
と
さ
れ
る
新
造
買
い
を
や
っ

て
の
け
る
︒
し
か
し
︑
艶
二
郎
含
め
三
人
の
人
物
は
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄

の
よ
う
に
は
性
格
が
前
面
に
出
て
こ
な
い
︒
武
藤
元
昭
氏
は
﹃
江
戸
生
艶

気
樺
焼
﹄
と
﹃
通
言
総
籬
﹄
の
艶
二
郎
を
﹁
似
て
も
似
つ
か
ぬ
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
全
く
の
別
人
を
描
い
た
と
考
え
て
い
る
︒
た
し

か
に
京
伝
は
︑
洒
落
本
に
お
い
て
書
き
た
い
こ
と
の
た
め
に
︑
手
段
と
し

て
三
人
の
人
物
を
用
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒
し
か
し
︑
全
く
別
の
艶
二

郎
と
し
て
し
ま
う
と
︑
黄
表
紙
の
人
物
を
洒
落
本
に
再
登
場
さ
せ
る
有
効

性
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
︒

京
伝
は
こ
の
作
品
の
﹁
凡
例
﹂
で
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

〇
此
書
ハ
論
語
ニ
所
謂
︒
損
者
三
友
ヲ
以
テ
大
意
ト
ス
︒
蓋
総
籬
ト

題
セ
ル
ハ
︒
流
行
ニ
後
タ
ル
古
句
ノ
︒
雑
无
ヲ
以
ッ
テ
也
利
リ

〇
艶
治
郎
ハ
青
楼
ノ
通
句
也
︒
予
去
々
春
江
戸
生
艶
気
椛
焼
ト
云
︒

冊
子
ヲ
著
シ
テ
ヨ
リ
︒
己
恍
惚
ナ
ル
客
ヲ
指
テ
云
爾
︒
因
テ
以
ッ
テ

此
書
ニ
仮
テ
名
ト
ス
︒
気
之
介
志
菴
共
ニ
彼
冊
子
ニ
出
ル
ト
所
ノ
名

也
リ

〇
姝
妓
及
雛
妓
少
妓
ノ
言
︒
其
儘
ヲ
記
ガ
故
ニ
︒
䛌
ヲ
不
レ
改
仮
名

遣
ヲ
正
ザ
ル
ハ
︒
其
音
ノ
訛
ヲ
知
シ
メ
ン
ガ
為
ナ
リ

︵
﹃
通
言
総
籬
﹄
﹁
通
言
総
籬
凡
例
﹂
︶

遊
女
の
言
葉
を
写
実
し
︑
最
新
の
素
材
で
書
き
出
だ
し
た
と
し
て
お
り
︑

京
伝
は
こ
の
洒
落
本
に
お
い
て
遊
女
ら
の
姿
を
リ
ア
ル
に
伝
え
よ
う
と
し

た
こ
と
が
わ
か
る
︒
前
半
部
で
は
︑
当
時
の
社
交
界
の
最
新
の
話
題
に
な

る
が
黄
表
紙
か
ら
来
た
三
人
の
虚
構
の
人
物
以
外
は
︑
遊
女
は
実
在
の
人

物
が
モ
デ
ル
で
︑
作
中
で
語
ら
れ
る
話
は
ほ
ぼ
事
実
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

京
伝
が
実
際
に
遊
里
な
ど
で
得
た
知
識
が
使
わ
れ
︑
見
聞
き
し
た
内
容
を

そ
の
ま
ま
落
と
し
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
︒
遊
女
の
姿
や
遊
郭
の
様
子
を
写
実

的
に
描
く
の
が
目
的
で
あ
る
た
め
︑
艶
二
郎
に
滑
稽
な
一
面
を
披
露
さ
せ

る
必
要
は
な
い
︒

﹁
凡
例
﹂
で
は
︑
艶
二
郎
た
ち
に
つ
い
て
︑
わ
ざ
わ
ざ
丁
寧
に
解
説
を

つ
け
︑
読
者
に
こ
れ
は
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
艶
二
郎
で
自
惚
れ
客
な

の
だ
︑
と
念
を
押
す
よ
う
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
艶

二
郎
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
洒
落
本
を
読
む
よ
う
に
誘
導
し

て
い
る
︒
す
で
に
登
場
す
る
人
物
の
背
景
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
前
提

で
あ
り
︑
楽
屋
落
ち
的
内
容
で
も
あ
る
た
め
︑
も
れ
な
く
京
伝
作
の
黄
表

紙
を
読
ん
で
い
る
読
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
︒
艶
二
郎
の
性
格
が
洒
落
本

で
前
面
に
出
な
い
の
は
︑
滑
稽
さ
が
欠
落
し
た
別
人
を
描
い
た
と
い
う
よ

り
︑
既
存
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
利
用
し
た
こ
と
で
︑
人
物
設
定
に
余
計
な

文
字
数
を
裂
か
ず
︑
描
き
た
い
洒
落
本
の
内
容
を
邪
魔
し
な
い
こ
と
に
意

義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
う
が
ち
が
わ
か
ら
な
い
一
般
の
読
者
で
さ

え
︑
艶
二
郎
の
性
格
を
知
っ
て
い
る
の
で
︑
お
す
川
に
嫌
わ
れ
る
の
も
想

像
で
き
る
と
い
う
具
合
に
︑
う
が
ち
を
重
視
す
る
洒
落
本
の
中
に
背
景
が

加
わ
り
︑
物
語
に
も
厚
み
が
出
る
︒

三
四

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
三
一
号
・
二
〇
二
〇
年
六
月



大
成
功
し
た
黄
表
紙
の
人
物
を
転
用
す
る
こ
と
で
︑
遊
里
や
遊
女
の
姿

を
描
き
な
が
ら
︑
物
語
と
し
て
の
厚
み
を
持
た
せ
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
︒

﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
流
行
を
利
用
し
た
︑
と
い
う
の
は
単
に
宣
伝
効

果
だ
け
で
な
く
︑
人
物
設
定
を
読
者
が
す
で
に
把
握
し
て
い
る
点
か
ら
も

意
義
が
あ
っ
た
︒
や
は
り
洒
落
本
の
成
功
と
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
は
関

係
が
深
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

注

︵
1
︶
西
島
孜
哉
﹃
近
世
文
学
の
女
性
像
﹄
︵
世
界
思
想
社
︑
一
九
八
五
年
︶
︑
四
一
頁
︒

︵
2
︶
お
金
を
使
わ
ず
に
遊
ぼ
う
と
す
る
男
︑
素
人
女
と
の
恋
愛
の
よ
う
に
遊
女
と
の
関

係
を
考
え
て
い
る
男
と
解
釈
し
た
︒

︵
3
︶
佐
藤
至
子
﹃
山
東
京
伝
︱
滑
稽
洒
落
第
一
の
作
者
︱
﹄
︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑

二
〇
〇
九
年
︶
︑
五
六
頁
︒

︵
4
︶
山
本
陽
史
﹁
洒
落
本
作
者
と
し
て
の
山
東
京
伝
：
戯
作
の
変
質
の
な
か
で
﹂
﹃
国

語
と
国
文
学
﹄
六
六
︵
十
一
︶
三
三

－

四
二
頁
︑
一
九
八
九
年
︒

︵
5
︶
佐
藤
至
子
﹁
戯
作
と
報
酬
﹂
﹃
作
家
の
原
稿
料
﹄
︵
浅
井
清
・
市
古
夏
生
監
修
︑
八

木
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︶

︵
6
︶
天
明
五
年
に
京
伝
が
出
し
た
黄
表
紙
は
五
作
で
そ
の
う
ち
﹃
無
匂
線
香
﹄
だ
け
が

鶴
喜
版
︑
残
り
四
作
が
蔦
重
版
で
あ
る
︒

︵
7
︶
水
野
稔
﹃
黄
表
紙
・
洒
落
本
の
世
界
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
七
六
年
︶
一
一
八
頁
︒

︵
8
︶
棚
橋
正
博
著
﹃
黄
表
紙
総
覧
﹄
︵
青
裳
堂
書
店
︑
一
九
八
六
年
～
一
九
八
九
年
︶

に
よ
れ
ば
艶
二
郎
の
モ
デ
ル
は
︑
天
明
三
年
に
松
葉
屋
瀬
川
を
身
請
け
し
た
浅
田
栄

次
郎
︑
天
明
年
間
に
巴
屋
豊
里
に
通
っ
た
和
泉
屋
甚
助
︑
扇
屋
花
扇
と
心
中
未
遂
を

起
こ
し
た
安
部
式
部
正
章
な
ど
と
言
わ
れ
︑
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
艶
二
郎
が
作
ら
れ

た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
︒

︵
9
︶
黄
表
紙
﹃
江
戸
春
一
夜
千
両
﹄
︵
天
明
六
年
刊
︶
﹁
ぬ
し
も
き
つ
い
艶
二
郎
だ
ね
﹂
︑

洒
落
本
﹃
廓
台
帳
﹄
︵
天
明
九
年
刊
︶
﹁
ヲ
ヤ
き
つ
い
ゑ
ん
二
郎
な
こ
つ
た
ね
﹂

︵
10
︶
水
野
稔
﹁
京
伝
洒
落
本
作
品
研
究
﹂﹃
江
戸
小
説
論
叢
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
四
年
︒

︵
11
︶
松
岡
芳
恵
﹁
﹃
令
子
洞
房
﹄
試
論
︱
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
と
の
相
互
関
係
を
中

心
に
︱
﹂
﹃
日
本
文
学
文
化
﹄
︵
一
〇
︶
六
六

－

七
八
頁
︑
二
〇
一
〇
年
︒

︵
12
︶
寛
政
二
年
二
月
︑
扇
屋
の
番
頭
新
造
菊
園
を
妻
と
し
た
が
寛
政
五
年
に
血
塊
で
亡

く
な
る
︒
寛
政
十
二
年
︑
吉
原
弥
八
玉
屋
の
玉
の
井
を
身
請
け
し
再
婚
︒

﹇
た
い
ら

り
か
こ

本
学
卒
業
生
﹈

三
五

山
東
京
伝
﹃
江
戸
生
艶
気
樺
焼
﹄
の
研
究


