
広
津
柳
浪
﹃
今
戸
心
中
﹄
論

︱
心
中
事
件
の
﹁
解
釈
﹂
と
﹁
二
上
り
新
内
﹂
を
め
ぐ
っ
て

︱

三

浦

大

輔

は
じ
め
に

明
治
二
九
年
七
月
一
五
日
︑﹁
文
芸
倶
楽
部
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
広
津
柳
浪
の

﹃
今
戸
心
中
﹄
は
︑
当
時
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
︒
こ
の
反
響
に
は
︑﹁
柳
浪
の

傑
作
な
る
の
み
な
ら
ず
︑
近
時
の
好
作
な
り
﹂
と
い
う
評
価①
と
︑﹁
柳
浪
が

続
々
と
し
て
所
謂
狭
斜
小
説
を
草
せ
し
は
︑
こ
れ
既
に
流
行
を
追
ふ
﹂
と
い
う

よ
う
な
︑
同
時
代
の
作
品
か
ら
の
剽
窃
を
疑
う
批
判②
な
ど
が
あ
る
︒
こ
の
後
者

に
よ
る
汚
名
を
返
上
す
る
た
め
に
︑
明
治
三
〇
年
四
月
︑﹁
新
著
月
刊
﹂
に

﹁
作
家
苦
心
談③
﹂
の
連
載
が
始
ま
っ
た
こ
と
は
︑
吉
田
昌
志④
︑
日
比
嘉
高⑤
︑
浅

野
正
道⑥
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
︒
諸
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
領
域
を
論
じ
る

た
め
に
︑
同
時
代
の
批
評
空
間
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
個
別
の
作
品

と
し
て
﹃
今
戸
心
中
﹄
を
論
じ
る
場
合
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
﹁
作
家
苦
心
談
﹂

で
言
及
さ
れ
た
内
容
を
論
拠
と
し
て
き
た
︒
こ
れ
は
﹃
今
戸
心
中
﹄
だ
け
に
限

ら
ず
︑
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
柳
浪
の
他
の
作
品
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
で
も
ほ

ぼ
同
様
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑﹁
作
家
苦
心
談
﹂
で
柳
浪
に
よ

っ
て
明
か
さ
れ
た
︑
題
材
と
な
っ
た
事
件
や
出
来
事
に
つ
い
て
︑
具
体
的
な
調

査
に
及
ん
だ
も
の
は
︑
管
見
の
限
り
見
ら
れ
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま

え
︑
本
稿
の
主
な
目
的
を
以
下
に
定
め
る
︒
ひ
と
つ
め
は
︑﹁
作
家
苦
心
談
﹂

を
は
じ
め
︑
そ
の
他
の
﹃
今
戸
心
中
﹄
に
つ
い
て
の
柳
浪
の
自
作
解
説
を
手
掛

か
り
に
︑
そ
の
題
材
と
な
っ
た
事
件
︑
す
な
わ
ち
モ
デ
ル
事
件
を
特
定
す
る
こ

と
︒
ふ
た
つ
め
は
︑
そ
の
モ
デ
ル
事
件
と
﹃
今
戸
心
中
﹄
を
比
較
し
︑
そ
こ
か

ら
明
ら
か
に
な
っ
た
差
異
を
中
心
に
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
︒
そ
し
て
最
後
に
︑

そ
の
差
異
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
仕
掛
け
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
小
説
が
︑
当
時
ど

の
よ
う
に
批
評
さ
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
︒

広
津
柳
浪
﹃
今
戸
心
中
﹄
論

二
五



一
︑
自
作
解
説

柳
浪
の
﹃
今
戸
心
中
﹄
に
関
す
る
自
作
解
説
は
︑
異
な
る
時
期
に
で
は
あ
る

が
︑
い
く
つ
か
散
見
さ
れ
る
︒
ま
ず
は
こ
れ
ら
を
整
理
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た

い
︒
そ
の
主
な
も
の
と
し
て
︑﹁
作
家
苦
心
談

其
一
︵
広
津
柳
浪
氏
が
近
作

の
料
材
及
び
其
の
運
用⑦
︶﹂︵
以
下
︑
解
説
Ａ
と
称
す
︶︑﹁
其
時
代
の
吉
原
の
印

象⑧
﹂︵
以
下
︑
解
説
Ｂ
と
称
す
︶︑﹁﹁
今
戸
心
中
﹂
と
事
実⑨
﹂︵
以
下
︑
解
説
Ｃ

と
称
す
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
柳
浪
は
︑
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
︑
自
ら
が
事
件
の

当
事
者
と
近
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
︑
ま
た
︑﹃
今
戸
心
中
﹄
の
あ
ら
す
じ

が
︑﹁
殆
ど
実
事
を
其
の
侭
採
ッ
た⑩
﹂
こ
と
を
示
し
つ
つ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
自
作

解
説
で
︑
そ
の
事
件
が
発
生
し
た
時
期
︑
場
所
︑
心
中
し
た
男
女
に
関
す
る
情

報
︑
心
中
事
件
の
現
場
の
様
子
と
そ
の
周
囲
の
反
応
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

ま
ず
︑
そ
の
時
期
に
つ
い
て
︑
解
説
Ａ
で
︑
小
説
に
お
け
る
吉
里
に
あ
た
る

人
物
が
﹁
吉
原
の
中
米
楼
に
今
よ
り
十
二
三
年
前
に
﹂
居
り
︑
平
田
に
あ
た
る

人
物
と
﹁
離
別
の
後
︑
二
ヶ
月
位
の
中
に
情
死
を
遂
げ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

明
治
三
〇
年
四
月
に
掲
載
さ
れ
た
解
説
Ａ
は
︑
当
時
柳
浪
に
掛
け
ら
れ
て
い
た

剽
窃
の
疑
い
を
晴
ら
す
た
め
に
︑
明
治
三
〇
年
二
月
一
〇
日
︑﹁
帝
国
文
学
﹂

に
掲
載
さ
れ
た
﹁
江
湖
文
学
記
者
に
与
ふ
﹂
の
一
部
を
引
用
し
て
い
る
︒
後
藤

宙
外
が
各
作
家
に
取
材
す
る
形
式
で
解
説
Ａ
は
連
載
さ
れ
て
い
く
わ
け
だ
が
︑

柳
浪
へ
の
そ
れ
は
︑
こ
の
二
ヶ
月
の
間
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
か
ら
︑

柳
浪
が
﹃
今
戸
心
中
﹄
の
題
材
と
し
て
用
い
た
事
件
は
︑
明
治
一
七
年
か
ら
同

一
八
年
の
間
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
お
お
よ
そ
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

次
に
︑
事
件
が
発
生
し
た
場
所
に
つ
い
て
だ
が
︑
こ
れ
は
解
説
Ｂ
に
︑
そ
の
小

説
の
題
材
と
な
っ
た
男
女
は
︑
﹁
厩
橋
の
上
か
ら
︑
飛
込
ん
で
心
中
を
遂
げ
た
︒

小
説
に
今
戸
と
し
た
の
は
︑
吉
原
に
近
か
ら
し
め
ん
が
た
め
で
あ
つ
た
﹂
と
︑

そ
の
書
き
換
え
の
理
由
と
と
も
に
明
示
し
て
い
る
︒
続
い
て
︑
そ
の
心
中
し
た

男
女
に
つ
い
て
︒
小
説
の
吉
里
に
あ
た
る
女
性
は
︑
解
説
Ａ
で
﹁
女
主
人
公
吉

里
は
名
も
そ
の
通
り
の
花
魁
が
吉
原
の
中
米
楼
に
今
よ
り
十
二
三
年
前
に
ゐ
た

︵
傍
点
省
略
︶﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
娼
妓
と
し
て
の
名
前
︑
所
属
し
て
い
た
遊

廓
の
店
名
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
吉
里
と
心
中
し
た
美
濃
屋
善
吉
に
あ
た
る
人
物

に
つ
い
て
も
解
説
Ａ
で
︑
﹁
吉
里
は
以
前
ひ
ど
く
ふ
ッ
て
ゐ
た
古
着
屋
某
︵
傍

点
省
略
︶﹂
と
︑
そ
の
職
業
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
心
中
事
件
の

現
場
の
様
子
と
周
囲
の
反
応
に
つ
い
て
︒
解
説
Ｃ
で
﹁
お
厩
橋
の
欄
干
に
︑
妓

の
扱
帯
が
落
ち
て
居
た
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
心
中
の
形
跡
に
対
し
︑
解
説
Ｂ
で
は
︑

﹁
態
と
踪
跡
を
晦
ま
さ
ん
の
拙
策
だ
と
誰
も
思
つ
て
居
た
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は

解
説
Ｃ
の
﹁
彼
処
で
死
ん
だ
や
う
に
見
せ
か
け
て
置
い
て
︑
そ
の
実
何
処
か
へ

逃
げ
て
行
つ
た
ん
だ
ら
う
と
云
ふ
噂
が
あ
つ
た
﹂
と
い
う
内
容
と
も
共
通
し
て

い
る
︒
周
囲
は
彼
ら
が
心
中
し
た
様
子
を
見
て
も
︑
に
わ
か
に
信
じ
ら
れ
な
か

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

広
津
柳
浪
﹃
今
戸
心
中
﹄
論

二
六



二
︑
モ
デ
ル
事
件
と
小
説
の
差
異

前
章
に
お
い
て
︑
柳
浪
が
題
材
に
用
い
た
事
件
の
発
生
し
た
時
期
が
︑
明
治

一
七
︑
八
年
頃
で
あ
る
こ
と
︑
及
び
︑
心
中
し
た
女
性
の
娼
妓
と
し
て
の
名
が

小
説
同
様
︑
吉
里
で
あ
り
︑
中
米
楼
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
︒
当

時
の
吉
原
に
つ
い
て
は
︑
中
村
豊
之
助
の
﹃
新
吉
原
細
見
記

故
郷
年
齢
﹄
に

詳
し
い⑪
︒
こ
れ
の
﹁
京
町
二
丁
目
﹂
に
あ
る
﹁
中
米
楼
﹂
に
所
属
す
る
娼
妓
一

覧
を
見
て
み
る
と
︑﹁
吉
里
﹂
の
名
が
あ
り
︑﹁
神
田
区
﹂︑﹁
中
西
と
ら
﹂︑﹁
文

久
二
年
七
月
生
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
情
報
を
手
掛
か
り
に
調
査
し
た
結
果
︑

こ
の
人
物
に
つ
い
て
の
記
事
が
︑
明
治
一
八
年
一
二
月
の
﹁
読
売
新
聞
﹂︑﹁
自

由
燈
﹂︑﹁
東
京
絵
入
新
聞
﹂︑﹁
改
進
新
聞
﹂
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た⑫
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
報
道
内
容
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
新
聞
記
事
の
間
で
︑

特
に
そ
の
娼
妓
の
氏
名
に
若
干
の
差
異
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
中
西
と
ら
の

心
中
事
件
と
は
関
わ
り
の
な
い
娼
妓
の
起
こ
し
た
事
件
が
︑
同
時
期
に
発
生
し
︑

情
報
の
混
乱
が
生
じ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る⑬
︒
よ
っ
て
こ
こ
で
は
︑
よ
り

詳
細
に
事
件
の
内
容
を
把
握
す
る
た
め
に
︑
発
見
さ
れ
た
記
事
を
一
つ
ひ
と
つ

検
証
す
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
た
︑
複
数
の
報
道
記
事
に
共
通
す

る
要
素
と
小
説
を
比
較
す
る
︒

ま
ず
︑
明
治
一
八
年
一
二
月
五
日
の
﹁
読
売
新
聞
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
︑

﹁
情
死
の
書
置
﹂
に
は
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

本
籍
ハ
神
田
辺
に
あ
る
中
西
お
と
ら
︵
二
十
四
年
︶
と
言
ふ
ハ
新
吉
原
京

町
二
町
目
の
或
る
貸
座
敷
の
娼
妓
な
る
が
一
昨
夜
三
時
ご
ろ
自
分
の
部
屋

へ
兼
て
馴
染
を
重
ね
し
何
某
と
情
死
す
る
旨
の
書
置
を
残
し
何
処
へ
か
迯

亡
し
た
の
で
楼
主
は
大
き
に
驚
き
諸
方
へ
手
配
り
し
て
所
在
を
探
索
中
な

る
が
今
に
行
方
が
知
れ
ぬ
と
言
ふ
︵
傍
線
︑
引
用
者
︶

こ
こ
で
は
本
名
︑
住
所
︑
年
齢
が
﹃
新
吉
原
細
見
記

故
郷
年
齢
﹄
に
あ
る

﹁
吉
里
﹂
の
情
報
と
一
致
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
﹁
情
死
の
書
置
﹂
の
隣
の

欄
に
は
︑﹁
欄
干
に
女
帯
﹂
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
︑﹁
本
所
元
町
警
察
署
の

巡
査
が
昨
暁
厩
橋
を
通
行
さ
れ
る
と
橋
の
欄
干
に
女
帯
が
一
ツ
打
掛
け
て
あ
る

ハ
必
定
身
投
げ
な
ら
ん
︵
傍
線
︑
引
用
者
︶﹂
と
推
測
す
る
様
子
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
︒
こ
の
推
測
は
こ
の
後
の
箇
所
に
お
い
て
︑
別
の
事
件
と
の
関
連
性
を

示
唆
す
る
に
至
っ
て
い
る
が
︑
﹁
女
帯
﹂
が
あ
っ
た
場
所
は
︑
柳
浪
の
述
べ
た

心
中
の
場
所
と
一
致
し
て
い
る
︒

次
に
﹁
改
進
新
聞
﹂
の
記
事
を
確
認
す
る⑭
︒
こ
こ
で
は
︑
こ
の
事
件
に
対
す

る
周
囲
の
反
応
が
︑
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

次
の
一
組
ハ
吉
原
京
二
中
米
楼
に
出
稼
の
娼
妓
神
田
富
松
町
鈴
木
豊
二
郎

方
同
居
中
村
と
ら
︵
二
十
八
︶
に
て
昨
日
の
午
前
四
時
ご
ろ
座
敷
を
脱
て

落
人
と
な
つ
た
跡
に
遺
し
て
あ
つ
た
仮
名
釘
流
の
一
通
に
曰
く
﹁
わ
た
い

ハ
深
い
染マ

馴マ

の
お
客
と
志し

ん
ぢ
う
志し

ま
す
か
ら
あ
と
の
と
こ
ろ
ハ
何
ぶ
ん

よ
ろ
し
く
﹂
と
漸
く
読
め
た
ゆ
ゑ
早
速
其
筋
へ
届
て
出
ま
し
た
が
此
深
い

広
津
柳
浪
﹃
今
戸
心
中
﹄
論

二
七



馴
染
の
お
客
と
情
死
の
お
見
立
を
蒙
つ
た
色
男
ハ
日
本
橋
近
辺
の
或
呉
服

屋
の
番
頭
だ
と
言
ふ
が
此
情
死
ハ
今
に
蘇
生
を
志し

ま
す
で
せ
う
︵
傍
線
︑

引
用
者
︶

こ
の
記
事
の
最
後
の
箇
所
の
傍
線
部
は
︑﹁
彼
処
で
死
ん
だ
や
う
に
見
せ
か

け
て
置
い
て
︑
そ
の
実
何
処
か
へ
逃
げ
て
行
つ
た
ん
だ
ら
う
と
云
ふ
噂
﹂︵
解

説
Ｃ
︶
と
同
旨
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
ま
た
︑
中
西
と
ら
と
共
に
心
中
し
た
と

さ
れ
る
人
物
に
つ
い
て
︑﹁
日
本
橋
近
辺
の
或
呉
服
屋
の
番
頭
﹂
と
︑
若
干
で

は
あ
る
が
触
れ
ら
れ
て
お
り
︑
本
文
と
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
︒
次
の
﹁
自
由

燈
﹂
で
も
︑
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
い
く
つ
か
の
一
致
点
を
見
せ
な
が
ら
︑
中
西

と
ら
と
心
中
し
た
人
物
に
つ
い
て
︑
更
に
詳
し
い
情
報
を
掲
載
し
て
い
る⑮
︒

昨
日
の
朝
新
吉
原
中
米
楼
の
若
い
衆
が
二
階
の
夜
具
を
揚
て
あ
る
く
と
紅

梅
︵
本
名
中
西
と
ら
二
十
一
︶
の
座
敷
に
ハ
青
□
が
ご
ろ
寝
を
し
て
居
る

ば
か
り
で
小
い
ら
ん
ハ
居
ら
ぬ
ゆ
ゑ
大
方
外
の
座
敷
に
で
も
居
る
こ
と
ヽ

搆
は
ず
夜
具
を
片
付
る
と
其
下
に
一
通
の
書
状
や
う
の

マ

マ

も
の
が
有
ゆ
ゑ
手

に
取
上
て
表
書
を
見
る
と
旦
那
様
か
き
お
き
の
事
と
記
し
て
あ
れ
バ
驚
ろ

い
て
内
所
へ
持
ち
往
き
主
人
に
も
斯
と
告
げ
尚
あ
ち
こ
ち
と
紅
梅
を
尋
ね

て
も
皆
呉
姿
も
見
え
ぬ
に
よ
り
件
の
か
き
お
き
を
開
封
す
る
と
其
文
言
に

わ
た
く
し
事
永
々
お
世
話
様
に
相
な
り
其
上
わ
が
ま
ヽ
な
る
所
業
を
は
た

ら
き
何
共
申
し
訳
無
御
座
候
へ
ど
も
先
頃
よ
り
富
沢
町
の
或
人
と
深
く
言

交
し
義
理
に
迫
り
て
今
晩
欠
落
い
た
し
心
中
の
覚
悟
に
御
座
候
ま
ヽ
是
ま

で
の
御
礼
か
た
〳
〵
一
筆
書
残
し
参
ら
せ
候
云
々
と
認
た
め
あ
り
し
ゆ
ゑ

楼
主
よ
り
ハ
直
ち
に
其
趣
む
き
を
公
儀
へ
訴
た
へ
出
た
る
よ
し
追
々
○マ

○マ

に
近
寄
か
ら
種
々
な
鬼
ふ
せ
ぎ
が
起
り
ま
す
︵
傍
線
︑
引
用
者
︶

こ
こ
で
は
心
中
し
た
人
物
は
﹁
富
沢
町
の
或
人
﹂
と
あ
り
︑
本
文
の
美
濃
屋

善
吉
が
店
を
構
え
て
い
た
場
所
と
一
致
す
る
︒
﹁
東
京
絵
入
新
聞
﹂
で
も
﹁
同

町
︵
京
町

︱
引
用
者
︑
注
︶
二
丁
目
中
米
楼
の
娼
妓
神
田
松
富
町
鈴
木
方
同

居
中
西
お
と
ら
ハ
何
故
な
る
か
昨
日
午
前
三
時
頃
自
分
の
部
屋
へ
馴
染
の
お
客

と
訳
あ
つ
て
情
死
す
る
云
〻
と
書
置
家
出
せ
し
ま
ヽ
行
衛
知
れ
ず
多
分
馴
染
の

お
客
と
い
ふ
ハ
日
本
橋
辺
の
或
呉
服
屋
店
の
黒
鼠
な
ら
ん
と
の
事⑯
︵
傍
線
︑
引

用
者
︶﹂
と
他
の
記
事
と
同
様
に
一
致
点
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
翌
日
︑
同
紙
で

は
こ
の
事
件
に
関
連
し
た
も
の
と
し
て
︑﹁
茶
博
多
の
女
帯
﹂
と
﹁
紺
博
多
の

男
帯
﹂
が
﹁
吾
妻
橋
﹂
で
巡
査
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
旨
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

心
中
の
形
跡
と
見
ら
れ
る
遺
品
︑
及
び
そ
の
場
所
は
柳
浪
の
証
言
と
差
異
が
あ

る
が
︑
警
察
に
呼
び
出
さ
れ
た
﹁
中
米
の
主
人
﹂
は
﹁
件
の
二
品
を
示
さ
る
ヽ

と
茶
の
方
ハ
全
く
娼
妓
の
所
持
品
に
相
違
な
い
﹂
と
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
こ
の

記
事
も
﹁
改
進
新
聞
﹂
と
同
様
︑
﹁
恐
ら
く
ハ
斯
る
手
を
巧
ん
で
其
実
迯
延
し

な
ら
ん
︵
傍
線
︑
引
用
者
︶
﹂
と
推
測
す
る
﹁
中
米
の
主
人
﹂
の
様
子
を
最
後

に
報
ら
せ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
一
致
点
か
ら
︑
柳
浪
が
題
材
に
し
た
の
は
︑
明

治
一
八
年
一
二
月
に
起
き
た
中
西
と
ら
の
事
件
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

こ
こ
ま
で
で
︑
中
西
と
ら
に
関
す
る
記
事
は
︑
今
回
の
調
査
で
発
見
さ
れ
た

広
津
柳
浪
﹃
今
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中
﹄
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全
て
を
引
用
し
た
︒
柳
浪
の
証
言
し
た
内
容
に
は
な
く
︑
こ
れ
ら
の
記
事
に
共

通
し
て
い
る
こ
と
は
︑
中
西
と
ら
の
残
し
た
書
置
き
に
︑
馴
染
み
の
客
と
情
死

す
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
こ
れ
を
小
説
の
﹁
遺か
き

書お
き

﹂
と
比
較
し

た
と
き
︑
そ
の
違
い
は
明
確
に
表
れ
る
︒

一
筆
書
残
し
参
ら
せ
候
︑
無
拠
覚
悟
を
極
め
申
候
︑
不
便
と
御
推
も
じ
願

上
参
ら
せ
候
︑
平
田
さ
ん
に
済
み
不
申
候
︑
西
宮
さ
ん
に
も
済
み
不
申
候
︑

お
前
さ
ま
に
も
済
み
ま
せ
ぬ
︑
さ
れ
ど
私
事
誠
の
心
は
写
真
に
て
御
推
も

じ
被
下
度
暮
々
も
ね
ん
じ
上
げ
参
ら
せ
候
︑
平
田
さ
ん
に
も
西
宮
さ
ん
に

も
今
一
度
御
目
に
掛
り
た
く
︑
此
の
み
心
残
り
に
お
は
し
候
︑
何
方
さ
ま

へ
も
お
前
さ
ま
よ
り
宜
敷
御
伝
へ
被
下
度
候
︑
取
急
ぎ
何
も
〳
〵
申
残
し

参
ら
せ
候

新
聞
報
道
に
お
け
る
書
置
き
で
は
︑
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
馴
染
み
の
客

と
心
中
す
る
旨
を
告
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
本
文
の
﹁
遺か
き

書お
き

﹂
に
は
平
田
や

西
宮
へ
の
想
い
が
綴
ら
れ
︑
情
死
の
相
手
で
あ
る
善
吉
の
こ
と
に
関
し
て
は
一

切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
こ
の
﹁
遺か
き

書お
き

﹂
の
文
章
は
︑
こ
れ
ま
で
平
田
か

ら
届
い
た
手
紙
と
手
紙
と
の
間
に
挟
ん
だ
写
真
を
包
ん
だ
紙
に
書
か
れ
︑
そ
の

写
真
は
︑﹁
平
田
と
吉
里
の
を
表
と
表
と
合
せ
て
︑
裏
に
は
心
と
言
ふ
字
を
大

き
く
書
き
︑
捻
紙
に
て
十
文
字
に
絡
げ
﹂
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
差
異
は
何
を
表

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

﹃
今
戸
心
中
﹄
が
発
表
さ
れ
た
時
期
に
︑
写
真
を
用
い
た
心
中
事
件
を
﹁
読

売
新
聞
﹂
が
取
り
上
げ
て
い
る
︒
明
治
二
八
年
五
月
九
日
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
美

人
︑
軍
曹
の
写
真
を
抱
て
牛
ヶ
淵
に
投
身
す
﹂
の
概
略
は
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

﹁
同
町
︵
麹
町

︱
引
用
者
︑
注
︶
四
丁
目
十
一
番
地
金
物
商
伊
勢
屋
某
方
﹂

で
﹁
下
婢
﹂
と
し
て
働
い
て
い
る
﹁
高
藤
ふ
じ
﹂
の
妹
︑﹁
お
糸
︵
二
十
一

年
︶﹂
は
︑﹁
隼
町
な
る
陸
軍
予
備
病
院
に
入
院
﹂
し
て
い
た
﹁
某
軍
曹
﹂
と

﹁
退
院
の
後
ハ
必
ず
夫
婦
に
な
ら
ん
と
文
を
取
交
は
し
て
固
く
約
束
を
為
し
た
﹂︒

し
か
し
︑﹁
病
気
﹂
が
﹁
快
癒
﹂
し
﹁
退
院
﹂
し
た
﹁
軍
曹
﹂
は
︑
そ
の
後
音

信
不
通
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
︑
﹁
お
糸
﹂
は
﹁
文
を
送
﹂
っ
た
が
︑
そ
れ

で
も
﹁
何
の
返
事
も
﹂
な
か
っ
た
︒﹁
男
心
の
情
な
き
を
恨
み
思
ふ
人
に
添
は

れ
ず
ハ
世
に
存
へ
る
甲
斐
な
し
と
気
も
狂
は
ん
斗
り
歎
き
悲
﹂
し
ん
だ
﹁
お

糸
﹂
は
︑
同
年
五
月
七
日
の
﹁
十
時
を
過
ぎ
﹂
た
頃
︑﹁
牛
ヶ
淵
公
園
﹂
で

﹁
入
水
﹂
し
て
し
ま
う
︒
そ
の
際
︑
﹁
予
て
忘
れ
ぬ
形
見
に
と
て
取
交
し
置
き
た

る
軍
曹
の
写
真
を
懐
に
し
て
﹂
い
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
こ
れ
と
同
じ
用
途
の
も

の
と
し
て
︑
明
治
二
九
年
二
月
二
五
日
掲
載
の
﹁
写
真
と
情
死
す
﹂
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
︒﹁
越
後
南
蒲
原
郡
三
條
町
鉄
物
商
金
井
某
﹂
は
﹁
同
地
本
寺
小
路
﹂

の
﹁
貸
坐
敷
某
楼
の
娼
妓
に
馴
れ
染
め
末
ハ
夫
婦
の
起
誓
堅
く
変
ら
ぬ
契
り
﹂

を
交
わ
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
﹁
数
日
前
﹂
に
﹁
登
楼
﹂
す
る
と
︑
﹁
其
の
娼
妓

ハ
四
五
日
前
他
の
客
に
贖み

身う
け

せ
ら
れ
他
所
の
眺
め
に
な
﹂
っ
た
と
告
げ
ら
れ
る
︒

こ
れ
を
聞
い
た
﹁
金
井
某
﹂
は
﹁
気
脱
せ
ん
ば
か
り
に
驚
﹂
い
た
が
︑﹁
今
日

ハ
此
ま
〻
に
て
帰
る
べ
け
れ
ど
折
角
来
し
こ
と
な
れ
バ
せ
め
て
一
杯
飲
ま
せマ

呉マ
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れ
よ
﹂
と
申
し
出
る
︒
店
側
は
言
わ
れ
る
ま
ま
に
酒
を
出
し
た
が
︑﹁
忽
ち
何

や
ら
怪
し
き
物
音
聞
﹂
こ
え
︑﹁
鴇
母
番
頭
﹂
が
駆
け
つ
け
る
と
︑﹁
金
井
ハ
言

替
せ
し
女
郎
の
写
真
を
前
に
置
き
て
写
真
の
喉
元
及
び
足
の
辺
を
剃
刀
に
て
志し

た
〻
か
突
き
通
し
己
れ
も
腹
一
文
字
に
掻
き
斬
り
今
や
将
に
喉
を
突
﹂
こ
う
と

す
る
寸
前
だ
っ
た
︒
両
者
と
も
心
中
の
叶
わ
な
か
っ
た
相
手
の
代
わ
り
と
し
て

写
真
を
用
い
て
い
る
︒
特
に
後
者
は
︑﹁
喉
元
﹂︑﹁
足
﹂
と
い
う
特
定
の
部
位

を
傷
つ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
相
手
の
身
体
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
︒
緒
川
直
人
は
明
治
一
〇
年
代
の
写
真
館
に
つ
い
て
考
察
す
る⑰
中
で
︑

﹁
栃
木
新
聞
﹂
の
投
書⑱
か
ら
︑
当
時
の
大
衆
に
と
っ
て
︑
写
真
は
﹁
対
象
と
の

階
層
的
・
物
理
的
・
精
神
的
な
︿
距
離
の
縮
減
﹀︑
つ
ま
り
︿
対
象
と
の
近
さ
﹀

の
疑
似
体
験
を
堪
能
で
き
る
﹂
も
の
と
し
て
い
る
︒
作
品
発
表
当
時
︑
こ
れ
は

先
の
新
聞
の
例
と
も
共
通
︑
も
し
く
は
︑
そ
の
傾
向
は
更
に
強
ま
っ
て
い
た
と

言
え
よ
う
︒

こ
の
よ
う
な
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
︑﹃
今
戸
心
中
﹄
の
最
後
の
場

面
を
考
え
る
と
︑
そ
の
不
自
然
さ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
吉
里
は
平
田
の

写
真
の
裏
に
﹁
心
と
言
ふ
字
を
大
き
く
書
﹂
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
平
田
に
﹁
誠

の
心
﹂
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
き
な
が
ら
︑
そ
れ
を
用
い
て
心
中
す
る
の
で

は
な
く
︑﹁
隅
田
河
の
岸
﹂
に
﹁
娼
妓
の
用
ゐ
る
上
草
履
と
男
物
の
麻
裏
草
履
﹂

を
残
し
︑
お
そ
ら
く
善
吉
と
共
に
身
を
投
げ
た
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
︒
モ

デ
ル
事
件
で
は
︑
そ
の
形
跡
に
対
し
︑
周
囲
の
人
物
は
狂
言
で
は
な
い
か
と
疑

っ
て
い
た
こ
と
は
先
に
確
認
し
た
が
︑
こ
の
よ
う
な
要
素
は
小
説
か
ら
は
消
え
︑

吉
里
の
﹁
遺か

き

書お
き

﹂
の
内
容
を
信
じ
︑
歎
く
小
万
の
姿
を
通
し
て
そ
の
最
期
が
写

し
だ
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
モ
デ
ル
事
件
に
お
い
て
心
中
す
る
こ
と
を
明
言

し
て
い
る
の
に
対
し
︑
小
説
で
は
︑
吉
里
の
心
情
と
行
動
は
乖
離
し
た
も
の
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

三
︑
近
松
の
心
中
物
と
し
て

心
情
と
行
動
の
乖
離
と
い
う
柳
浪
の
書
き
換
え
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
要
素
は
︑

第
五
章
に
て
︑
西
宮
が
お
梅
と
欄
干
に
佇
む
場
面
で
︑
東
雲
の
部
屋
か
ら
聞
こ

え
て
く
る
︑﹁
二
上
り
新
内
﹂
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

わ
る
ど
め
せ
ず
と
も
︑
そ
こ
放
せ
︑
明
日
の
月
日
の
︑
無
い
様
に
︑
止
め

る
そ
な
た
の
︑
心
よ
り
︑
か
へ
る
此
身
は
︑
ど
ん
な
に
〳
〵
︑
つ
ら
か
ろ

う

︱

こ
の
唄
が
聞
こ
え
て
く
る
ま
で
に
︑
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
︒
上
の
間
で

平
田
は
︑﹁
上
を
仰
き
眼
を
合ね
む

り
︑
後
眥
か
ら
は
涙
が
頬
へ
線
を
画
き
︑
下
唇

は
噛
ま
れ
上
唇
は
戦ふ
る

へ
﹂
な
が
ら
﹁
帯
を
締
﹂
め
よ
う
と
す
る
が
︑﹁
其
帯
の

端
に
吉
里
は
膝
を
投
掛
け
︑
平
田
の
羽
織
を
顔
へ
当
て
ヽ
伏
沈
ん
で
居
る
﹂
た

め
︑﹁
帯
を
引
く
﹂
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
︒
し
か
し
︑
次
の
間
に
居
る
お

梅
に
︑
既
に
午
前
五
時
を
過
ぎ
た
こ
と
を
聞
い
て
︑﹁
遅
く
な
ッ
た
﹂
︑﹁
さ
ア

出
掛
け
様
﹂
と
慌
て
る
が
︑
そ
ん
な
平
田
を
西
宮
が
︑﹁
何
か
忘
れ
た
物
が
あ
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る
ん
ぢ
や
ア
な
い
か
﹂
と
言
っ
て
︑
再
び
吉
里
の
居
る
部
屋
に
押
し
戻
す
︒
あ

く
ま
で
︑
東
雲
の
﹁
わ
る
ど
め
﹂
の
唄
は
︑
偶
然
﹁
対
面
の
座
敷
﹂
か
ら
聞
こ

え
て
く
る
の
で
あ
る
が
︑
吉
里
︑
平
田
の
そ
の
時
の
状
況
と
重
な
っ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
︑
こ
の
唄
は
平
田

の
心
情
を
表
し
て
い
る
︒﹁
止
め
る
そ
な
た
の
︑
心
﹂
と
﹁
か
へ
る
此
身
﹂
が

対
立
的
に
描
か
れ
て
は
い
る
の
と
同
時
に
︑﹁
か
へ
﹂
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

﹁
此
身
﹂
は
︑
端
的
に
﹁
つ
ら
﹂
い
と
あ
る
︒
こ
こ
に
︑
自
ら
の
想
い
と
行
動

の
乖
離
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ち
な
み
に
︑
吉
川
英
史
の
﹃
日
本
音
楽

の
歴
史
﹄
に
拠
れ
ば
︑﹁
二
上
り
新
内
﹂
は
天
保
の
末
頃
に
流
行
し
た
と
あ
る⑲

が
︑
そ
の
人
気
は
明
治
に
も
再
燃
し
て
い
た
︒
獄
堂
野
史
は
﹃
二
上
り
新
内
﹄

の
序
で
︑
こ
の
版
元
で
あ
る
﹁
松
泉
堂
の
主
人
﹂
に
︑﹁
何
と
銭
設
の
種
ハ
無

欤
﹂
と
聞
か
れ
た
際
︑﹁
過
日
商
用
で
諸
地
方
を
遍
歴
し
て
看
と
鄙
も
都
も
二

上
り
新
内
が
流
行
﹂
し
て
い
る
と
答
え
た
こ
と
を
記
し
て
い
る⑳
︒﹁
二
上
り
新

内
﹂
は
当
時
の
流
行
歌
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
登
場
人
物
の
状
況
や
心
情
を
︑
第
三
者
が
偶
然
演
奏
す
る
音

楽
に
乗
せ
て
表
す
手
法
を
︑
歌
舞
浄
瑠
璃
で
は
﹁
他
所
事
浄
瑠
璃
﹂
と
呼
ば
れ

る
︒
こ
れ
は
例
え
ば
︑
近
松
門
左
衛
門
の
﹃
曽
根
崎
心
中
﹄
に
見
る
こ
と
が
で

き
る㉑
︒﹁
曽
根
崎
心
中
の
道
行
﹂
の
場
面
で
︑
二
人
が
﹁
曽
根
崎
の
森
﹂
に
向

か
う
最
中
︑
二
階
座
席
か
ら
次
の
よ
う
な
﹁
歌
﹂
が
聞
こ
え
て
く
る
︒

ど
う
で
女
房
に
や
持
ち
や
さ
ん
す
ま
い
︒
い
ら
ぬ
物
ぢ
や
と
思
へ
ど
も

︵
中
略
︶
ど
う
し
た
事
の
縁
ぢ
や
や
ら
︑
忘
る
る
隙
は
無
い
わ
い
な
︒
そ

れ
に
振
捨
て
行
か
う
と
は
︑
遣
や
し
ま
せ
ぬ
ぞ
手
に
か
け
て
︑
殺
し
て
置

い
て
行
か
ん
せ
な
︒
放
ち
は
遣
ら
じ

こ
れ
は
元
禄
一
七
︵
一
七
〇
四
︶
年
刊
行
の
﹃
落
葉
集
﹄
第
七
巻
に
収
録
さ

れ
た
﹁
心
中
江
戸
三
界㉒
﹂
の
一
部
を
引
用
し
て
い
る
︒
こ
の
第
七
巻
は
﹁
古
来

中
興
当
流
は
や
り
歌
﹂
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
唄
は
︑
﹃
曽

根
崎
心
中
﹄
初
演
時
の
流
行
歌
と
言
え
る
︒
こ
の
場
面
に
つ
い
て
山
田
美
妙
は
︑

﹁
他
所
の
歌
で
︑
当
人
の
身
に
当
た
る
の
を
引
き
︑
人
魂
を
見
せ
て
凄
味
を
添

へ
︑
怠
ら
ず
婦
女
子
の
情
の
哀
れ
に
あ
ど
け
な
い
所
を
示
し
︑
怠
ら
ず
情
緒
の

濃
や
か
な
所
を
利
か
せ
︑
遂
に
無
惨
な
最
期
を
出
し
た
所
︑
息
も
吐
か
れ
ぬ
妙

味
有
り
﹂
と
述
べ
て
い
る㉓
︒
当
時
︑
﹃
今
戸
心
中
﹄
は
近
松
の
心
中
物
と
の
関

連
に
お
い
て
批
評
さ
れ
て
い
た㉔
が
︑
そ
の
理
由
は
︑
廓
を
舞
台
と
し
た
心
中
物

と
い
う
単
純
な
類
似
性
だ
け
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
物
語
の
主
た

る
登
場
人
物
た
ち
に
向
け
て
意
図
的
に
唄
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
偶
然
︑

離
れ
た
場
所
か
ら
彼
ら
の
状
況
や
心
情
を
表
す
唄
が
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
手

法
に
お
い
て
︑
両
者
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

﹃
今
戸
心
中
﹄
に
お
い
て
仕
掛
け
ら
れ
た
こ
の
手
法
は
︑
読
者
に
も
あ
る
程

度
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
荒
川
漁
郎
の
﹁
最
近
の
創
作
界
﹂
で
は
︑

明
治
二
九
年
一
一
月
三
日
︑
﹁
文
芸
倶
楽
部
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
浅
瀬
の
波
﹂

の
批
評
を
︑
こ
れ
ま
で
の
柳
浪
の
創
作
を
振
り
返
り
な
が
ら
行
っ
て
い
る㉕
︒
ま
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ず
﹁
浅
瀬
の
波
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
こ
ゝ
に
は
場
あ
り
︑
景
あ
り
︑
波
瀾
あ
り
︑

変
化
あ
り
︒
急
迫
激
切
の
劇
中
︑
そ
こ
に
人
物
の
活
動
す
る
を
観
︑
動
作
の
発

展
す
る
を
認
む
﹂
と
い
う
言
辞
に
よ
っ
て
評
し
︑﹁
巻
中
の
白
眉
﹂
と
し
て
い

る
︒
登
場
人
物
の
描
写
に
つ
い
て
︑﹁
活
動
﹂︑﹁
動
作
﹂︑
ま
た
︑
物
語
の
展
開

に
つ
い
て
﹁
場
﹂︑﹁
景
﹂
と
い
う
︑
そ
れ
ぞ
れ
演
劇
に
ま
つ
わ
る
用
語
で
評
し

て
い
る
こ
と
は
︑
注
目
に
値
す
る
︒﹁
浅
瀬
の
波
﹂
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
以

前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
︑
荒
川
は
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
浅
瀬
の

波
﹂
の
評
価
の
後
︑
柳
浪
の
作
品
を
遡
っ
て
い
く
︒
た
だ
し
︑
具
体
的
に
作
品

名
を
挙
げ
る
の
は
﹁
今
戸
心
中
以
来
筆
力
一
段
の
進
歩
を
あ
ら
は
し
︵
傍
点
省

略
︶﹂
と
位
置
付
け
た
箇
所
の
み
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
以
前
は
お
お
よ
そ
の
傾
向

を
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
︒
荒
川
は
そ
の
傾
向
に
つ
い
て
︑﹁
不
自
然
に
陥

る
の
誹
を
免
か
れ
ざ
り
し
﹂
と
し
な
が
ら
も
︑﹁
其
の
言
葉
に
於
て
︑
対
話
に

於
て
︑
そ
の
後
景
に
於
て
︑
装
置
に
於
て
︑
可
笑
し
き
節
の
見
出
さ
れ
︑
作
家

が
狭
き
観
察
を
露
出
し
て
︑
見
苦
し
き
失
敗
を
と
り
し
こ
と
少
か
り
し
な
り
﹂

と
︑
消
極
的
に
で
は
あ
る
が
評
価
し
て
お
り
︑
こ
こ
で
も
ま
た
︑
演
劇
に
関
連

す
る
用
語
を
用
い
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
予
て
か
ら
見
ら
れ
た
柳
浪
の
こ
の
よ
う

な
特
徴
は
︑﹁
浅
瀬
の
波
﹂
で
結
実
し
︑
そ
れ
が
顕
著
に
表
れ
は
じ
め
た
の
が

﹃
今
戸
心
中
﹄
だ
っ
た
と
い
う
の
が
︑
荒
川
の
批
評
の
骨
子
と
し
て
考
え
ら
れ

る
︒

四
︑
他
所
事
浄
瑠
璃
と
し
て
の
﹁
わ
る
ど
め
﹂
の
唄

先
に
示
し
た
通
り
︑
﹃
今
戸
心
中
﹄
に
お
け
る
﹁
二
上
り
新
内
﹂
は
︑
流
行

歌
で
あ
り
︑
登
場
人
物
の
心
情
︑
状
況
を
偶
然
唄
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い

て
は
︑﹃
曽
根
崎
心
中
﹄
に
あ
る
他
所
事
浄
瑠
璃
の
手
法
と
同
一
で
あ
る
と
言

え
る
︒
こ
れ
を
前
提
に
本
章
で
は
︑
第
五
章
で
流
れ
た
﹁
二
上
り
新
内
﹂
の
音

楽
と
し
て
の
特
徴
が
︑
吉
里
の
最
期
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
を
考

察
す
る
︒
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
モ
デ
ル
事
件
か
ら
小
説
へ
の
書
き
換
え
に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
︑
心
情
と
行
動
の
乖
離
と
い
う
要
素
が
表
れ
た
箇
所
で
あ
る
︒

こ
の
意
味
に
お
い
て
︑
そ
の
関
連
性
を
考
察
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え

る
︒明

治
三
〇
年
三
月
発
行
の
﹁
文
芸
倶
楽
部
﹂
は
︑﹁
二
上
り
新
内
﹂
に
つ
い

て
︑
次
の
よ
う
に
掲
載
し
て
い
る㉖
︒

常
の
新
内
は
曲
節
面
白
く
し
て
︑
之
に
伴
ふ
楽
譜
の
音
調
悽
愴
た
る
点
よ

り
︑
人
を
感
動
す
る
に
止
ま
れ
ど
︑
此
の
二
上
り
新
内
の
人
を
感
動
す
る

は
猶
そ
の
上
に
文
中
の
一
句
一
字
贅
冗
の
言
な
く
︑
肺
肝
を
衝
き
骨
を
彫

む
の
名
句
を
以
て
満
ち
〳
〵
た
れ
ば
な
り
︑
之
に
伴
ふ
楽
譜
に
至
り
て
は
︑

其
の
面
白
さ
寧
ろ
常
の
新
内
に
劣
り
て
︑
絡
如
た
り
繹
如
た
り
と
は
行
か

ざ
る
も
︑
旨
と
唱
ふ
人
の
声
を
聞
か
す
る
者
な
れ
ば
︑
唄
ふ
者
の
巧
み
な

る
に
於
て
は
︑
哀
れ
に
悲
く
聞
ゆ
る
こ
と
却
つ
て
常
の
新
内
に
優
る
べ
し
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こ
の
箇
所
に
続
い
て
︑
こ
の
論
者
で
あ
る
無
黄
道
士
は
︑﹁
二
上
り
新
内
は
︑

昔
時
娼
妓
の
隆
盛
な
り
し
世
に
行
は
れ
た
る
に
も
拘
ら
ず
︑
通
常
男
女
の
恋
を

写
す
者
﹂
が
多
い
と
し
て
い
る
が
︑﹁
余
が
見
た
る
数
十
篇
の
秀
逸
中
︑
娼
妓

を
写
し
た
る
も
の
﹂
と
し
て
︑﹃
今
戸
心
中
﹄
に
あ
る
﹁
わ
る
ど
め
﹂
の
唄
を

紹
介
し
て
い
る
︒
ま
さ
し
く
遊
里
に
お
け
る
別
れ
を
描
い
た
も
の
と
し
て
︑
ふ

さ
わ
し
い
唄
と
言
え
よ
う
︒
注
目
す
べ
き
は
︑﹁
肺
肝
を
衝
き
骨
を
彫
む
の
名

句
を
以
て
満
ち
〳
〵
た
れ
ば
﹂
と
い
う
箇
所
で
あ
る
︒﹁
常
の
新
内
﹂
と
の
比

較
か
ら
こ
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
が
︑
そ
の
悲
し
い
曲
調
と
﹁
名
句
﹂
が
如

何
に
深
く
聴
く
者
に
染
み
込
ん
で
い
く
か
が
察
せ
ら
れ
よ
う
︒

本
文
に
お
い
て
も
︑
そ
の
影
響
力
が
認
め
ら
れ
る
︒
平
田
と
別
れ
た
後
の
吉

里
は
︑
自
分
の
部
屋
で
善
吉
と
二
人
で
居
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
放
心
状
態
に
な

っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
善
吉
の
﹁
こ
れ
が
お
別
れ
な
ん
だ
︒
今
日
限
り
も
う
お

前
さ
ん
と
酒
を
飲
む
こ
と
も
無
い
の
だ
か
ら
﹂
と
い
う
言
葉
を
聞
き
︑
妄
想
混

じ
り
に
平
田
の
事
を
思
い
返
し
た
後
︑
吉
里
は
善
吉
に
﹁
御
返
杯
﹂
を
始
め
る
︒

そ
の
直
前
に
語
り
手
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
︑﹁
別
離

わ

か

れ

と
言
ふ
事
に
つ
い
て
︑

吉
里
が
深
く
人
生
の
無
常
を
感
じ
た
今
︑
善
吉
の
口
か
ら
其
言
葉
の
繰
返
さ
れ

た
の
は
︑
妙
に
胸
を
刺
さ
れ
る
様
な
心
持
が
し
た
﹂
の
が
︑
そ
の
﹁
御
返
杯
﹂

を
始
め
た
理
由
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑
善
吉
の
﹁
こ
れ
が
お
別
れ
な
ん
だ
﹂
と
い
う

言
葉
の
後
︑
平
田
の
事
を
思
い
返
し
て
い
る
間
︑
吉
里
は
意
識
的
に
で
は
な
い

だ
ろ
う
が
︑﹁
わ
る
止マ
マ

め
せ
ず
と
も
と
東
雲
の
室
で
二
上
り
新
内
を
唄
ッ
た
の

も
︑
今
耳
に
聞
い
て
居
る
様
で
あ
る
﹂
と
︑
そ
の
唄
を
も
う
一
度
反
芻
し
て
い

る
こ
と
を
︑
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
こ
の
時
﹁
二
上
り
新
内
﹂
は
︑
吉

里
に
と
っ
て
︑
全
く
異
な
る
人
物
で
あ
る
平
田
と
善
吉
を
︑
袖
に
す
る
側
の
人

物
と
し
て
繋
ぐ
紐
帯
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
こ
れ
を
契
機
に
吉
里
は
︑
善

吉
に
と
っ
て
な
ぜ
﹁
こ
れ
が
お
別
れ
﹂
な
の
か
︑
そ
の
理
由
を
聞
く
こ
と
に
な
る
︒

私
し
や
も
う
東
京
に
も
居
ら
れ
な
け
れ
ば
︑
何
処
に
も
居
ら
れ
な
く
な
ッ

た
ん
で
す
︒
私
し
も
美
濃
屋
善
吉

︱
富
沢
町
で
美
濃
善
と
言
ッ
ち
や
ア
︑

些
た
ア
人
に
も
知
ら
れ
た
店
も
有
ッ
て
居
た
ん
だ
が
⁝
⁝
⁝
︒︵
中
略
︶

三
四
人
の
奉
公
人
も
使
ッ
て
居
た
ん
だ
が
︑
僅
か
一
年
過
つ
か
過
た
な
い

内
に

︱
花
魁
の
処
に
来
初
め
て
か
ら
丁
度
一
年
位
に
な
る
だ
ら
う
ね

︱
店
は
失
な
す
し
︑
家
は
他
人
の
物
に
な
ッ
て
了
ふ
し
︑
は
ヽ
は
ヽ
︑

私
し
や
宿
無
に
な
ッ
て
了
ッ
た
の
で
⁝
⁝
⁝
︒

自
分
が
原
因
で
善
吉
の
﹁
産
を
破
ら
せ
て
家
を
も
失
は
し
め
た
﹂
こ
と
を
知

っ
た
吉
里
は
︑
﹁
平
田
と
善
吉
の
事
が
︑
別
々
に
考
へ
ら
れ
た
り
︑
混い
り

和ま
じ

ッ
て

考
へ
ら
れ
た
り
す
る
﹂
よ
う
に
な
る
︒
こ
こ
か
ら

善
吉
も
今
日
限
来
な
い
も
の
で
あ
る
と
知
ッ
て
は
︑
此
ほ
ど
実
情
の
あ
る

人
を
︑
何
で
彼
様
に
冷
遇
く
し
た
ら
う
︒
実
に
悪
い
事
を
為
た
と
︑
大
罪

を
犯
し
た
様
な
気
の
す
る
傍
か
ら
︑
善
吉
の
女
房
の
可
哀
想
な
の
が
身
に

つ
ま
さ
れ
て
︑
平
田
に
捨
ら
れ
た
自
分
の
果
敢
な
さ
も
亦
一ひ
と

入し
お

に
な
ッ
て

来
る
︒
其
で
︑
耐
ら
な
く
平
田
が
恋
し
く
な
ッ
て
︑
善
吉
が
気
の
毒
に
な

広
津
柳
浪
﹃
今
戸
心
中
﹄
論

三
三



ッ
て
︑
心
細
く
な
ッ
て
︑
自
分
が
果
敢
な
ま
れ
て
︑
沈
ん
で
行
く
様
に
森し
ん

と
な
つ
て
︵
後
略
︶

と
続
く
箇
所
に
お
い
て
は
︑
吉
里
は
平
田
へ
の
想
い
を
そ
の
ま
ま
に
︑
自
ら

を
も
含
め
︑
袖
に
さ
れ
た
人
物
全
員
に
同
情
を
抱
く
よ
う
に
な
る
︒
柳
浪
は
解

説
Ａ
で
︑
中
西
と
ら
が
﹁
以
前
ひ
ど
く
ふ
ッ
て
ゐ
た
古
着
屋
某
な
る
も
の
と
︑

彼
の
好
男
子
と
離
別
の
後
︑
二
ヶ
月
位
の
中
に
情
死
を
遂
げ
︵
傍
点
省
略
︶﹂

た
︑﹁
誰
れ
に
も
分
か
ら
な
か
ッ
た
﹂
そ
の
理
由
を
﹁
聊
か
解
釈
を
試
み
た
い

と
思
ッ
た
の
で
︑﹃
今
戸
心
中
﹄
を
か
い
﹂
た
と
︑
そ
の
創
作
の
動
機
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
自
分
が
恋
の
絶
望
を
経
験
し
て
︑
古
着
屋
が
今

ま
で
恋
の
絶
望
の
境
界
に
ゐ
た
其
苦
し
み
を
覚
り
︑
始
め
て
激
烈
に
同
情
を
表

し
た
結
果
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
先
の
本
文
の
引
用
箇
所
に
︑
そ
の
﹁
解
釈
﹂
が

表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
た
だ
し
︑
そ
の
﹁
解
釈
﹂
と
は
︑
作
者
で
あ
る
柳

浪
の
み
が
納
得
す
る
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
︒
留
意
す
べ
き
は
︑
当
時
に

お
い
て
馴
染
み
深
い
﹁
他
所
事
浄
瑠
璃
﹂
と
い
う
演
劇
的
な
手
法
で
︑﹁
肺
肝

を
衝
き
骨
を
彫
む
﹂
と
い
う
特
徴
を
持
っ
た
流
行
歌
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

登
場
人
物
の
心
情
の
変
化
が
読
者
に
も
共
感
で
き
る
よ
う
に
描
か
れ
た
こ
と
で

あ
る
︒
初
め
は
平
田
の
心
情
を
表
し
て
い
た
﹁
わ
る
ど
め
﹂
の
唄
は
︑
吉
里
の

内
面
に
深
く
染
み
入
り
︑
善
吉
の
苦
悩
を
知
る
契
機
を
作
り
︑﹁
同
情
﹂
を
抱

か
せ
た
︒
こ
の
﹁
同
情
﹂
は
︑
平
田
へ
の
﹁
誠
の
心
﹂
と
共
存
し
︑
結
果
的
に

自
ら
の
心
身
も
乖
離
す
る
ま
で
に
至
ら
し
め
た
の
で
あ
る
︒
本
文
を
﹁
二
上
り

新
内
﹂
に
ま
つ
わ
る
手
法
︑
特
徴
か
ら
︑
こ
の
よ
う
に
辿
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ

う
︒

お
わ
り
に

本
稿
は
こ
こ
ま
で
で
︑
柳
浪
が
述
べ
た
﹃
今
戸
心
中
﹄
に
関
す
る
自
作
解
説

か
ら
︑
そ
の
題
材
と
し
た
事
件
が
︑
明
治
一
八
年
一
二
月
に
起
き
た
︑
中
西
と

ら
と
︑
そ
の
﹁
馴
染
み
の
お
客
﹂
に
よ
る
心
中
事
件
で
あ
る
と
特
定
し
た
︒
こ

れ
に
つ
い
て
報
道
し
た
新
聞
記
事
と
小
説
を
比
較
す
る
と
︑
そ
の
書
置
き
に
︑

明
確
な
差
異
が
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
た
︒
﹁
馴
染
み
の
お
客
﹂
と
心
中

す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
た
新
聞
に
対
し
て
︑
小
説
で
は
そ
の
人
物
に
あ
た
る

善
吉
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
ず
︑
平
田
へ
の
想
い
が
主
な
内
容
だ
っ
た
の
で

あ
る
︒
こ
れ
と
共
に
︑
写
真
を
用
い
て
平
田
に
﹁
誠
の
心
﹂
が
あ
る
こ
と
を
示

し
な
が
ら
︑
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
善
吉
と
心
中
し
た
で
あ
ろ
う
形
跡
を
残
し

た
︒
こ
こ
か
ら
︑
心
情
と
行
動
が
一
致
し
な
い
状
態
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
野
寄
勉
は
︑
心
中
し
た
吉
里
と
善
吉
の
︑﹁
二
人
の
死

体
﹂
が
﹁
放
さ
れ
る
こ
と
﹂
に
つ
い
て
︑
﹁
表
題
の
命
名
か
ら
す
れ
ば
伝
統
的

か
の
よ
う
に
装
わ
れ
て
は
い
る
が
︑
死
に
よ
っ
て
し
か
成
就
し
え
な
い
相
思
相

愛
を
前
提
と
す
る
﹁
心
中
﹂
の
根
幹
に
肩
透
か
し
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
﹂
と

述
べ
て
い
る㉗
が
︑
そ
の
﹁
肩
透
か
し
﹂
の
結
末
に
至
る
た
め
に
︑
当
時
流
行
し

て
い
た
唄
を
︑
﹁
他
所
事
浄
瑠
璃
﹂
と
い
う
馴
染
み
深
い
手
法
で
用
い
て
い
る

広
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こ
と
は
︑
こ
れ
ま
で
稿
者
が
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
︒
言
わ
ば
︑
こ
れ
ま
で

の
﹁﹁
心
中
﹂
の
根
幹
﹂
を
打
ち
破
る
た
め
に
︑﹁
他
所
事
浄
瑠
璃
﹂
と
い
う
手

法
と
し
て
の
型
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
話
型
に
収
ま
ら
な
い
結
末
の
た
め
︑
同
時
代

の
読
者
か
ら
は
批
判
の
声
が
挙
が
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
︒﹁
女
学
雑
誌
﹂

に
掲
載
さ
れ
た
﹁
小
説
家
と
同
情
﹂
の
論
者
は
︑
柳
浪
は
﹁
人
殺
し
の
好
き
な

る
小
説
家
な
り
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
大
な
る
同
情
を
作
中
の
人
物
に
寄
せ
︑
之
か

為
め
に
涙
を
濺
ぐ
こ
と
あ
る
を
認
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
﹂
と
い
う
文
句
を
も
っ

て
推
断
し㉘
︑
ま
た
﹁
少
年
文
集
﹂
掲
載
の
﹁
悲
劇
と
同
情
﹂
で
は
︑﹁
悲
劇
に

尤
も
欠
ぐマ
マ

べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
︑
実
に
同
情
﹂
で
あ
る
の
に
︑﹁
柳
浪
一
輩
の

徒
は
唯
悲
惨
を
描
き
て
此
主
要
の
点
を
閑
却
せ
る
に
似
た
り
﹂
と
喝
破
し
て
い

る㉙
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
批
判
は
︑
次
の
批
評
に
対
置
さ
せ
た
時
︑
や
や
内
容

や
結
末
に
偏
り
︑
そ
こ
に
あ
る
手
法
を
看
過
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
と
し
て

捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

美
妙
は
同
情
乏
く
︑
柳
浪
又
熱
し
た
る
同
情
を
欠
く
︒︵
中
略
︶
彼
は
吉

里
に
同
情
せ
る
に
も
あ
ら
ず
︑
河
内
屋
の
お
染
に
同
情
せ
る
に
も
あ
ら
ず
︒

同
情
せ
ず
と
雖
も
︑
彼
等
を
難
境
に
置
く
に
充
分
の
用
意
を
以
て
す
︒
空

し
く
彼
等
を
死
せ
し
め
ず
︑
容
易
く
彼
等
を
悲
傷
せ
し
め
ず
︑
死
も
又
自

ら
安
ん
ず
る
所
あ
り
︑
苦
も
又
自
ら
甘
ん
ず
る
処
あ
り
︑
其
の
甘
ん
じ
安

ん
ず
る
所
に
向
て
悲
痛
の
最
後
を
遂
げ
し
む
︒
故
に
読
者
は
感
傷
す
と
雖

も
︑
篇
中
の
人
物
は
安
ん
じ
て
死
に
行
き
︑
読
者
不
快
の
感
あ
り
と
雖
も
︑

篇
中
の
人
物
は
甘
ん
じ
て
苦
に
堪
ふ
︒
此
用
意
は
や
が
て
彼
れ
が
同
情
な

り㉚
︒︵
傍
点
省
略
︶

作
者
が
登
場
人
物
に
﹁
熱
し
た
る
同
情
﹂︑
す
な
わ
ち
直
接
的
に
憐
れ
む
よ

う
な
態
度
を
取
る
の
で
は
な
く
︑
﹁
悲
痛
の
最
後
﹂
に
﹁
安
ん
﹂
じ
る
だ
け
の

﹁
用
意
﹂
を
し
て
い
る
こ
と
を
︑
柳
浪
の
﹁
同
情
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
用

意
﹂︑﹁
同
情
﹂
と
は
︑﹁
二
上
り
新
内
﹂
を
用
い
た
﹁
他
所
事
浄
瑠
璃
﹂
の
手

法
と
し
て
見
て
問
題
な
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
こ
の
論
者
は
︑﹁
悲
痛
の
最
後
﹂︑

す
な
わ
ち
︑
伝
統
的
な
話
型
に
収
ま
ら
な
い
結
末
で
あ
る
が
た
め
に
︑
﹁
読
者

は
感
傷
す
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
不
快
の
感
﹂
を
覚
え
る
と
し
て
も
︑
こ
の
よ
う
な

手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
登
場
人
物
の
心
情
の
変
化
が
表
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
も
気
付
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

柳
浪
は
︑
題
材
と
し
た
心
中
事
件
へ
の
自
ら
の
﹁
解
釈
﹂
を
︑
読
者
に
も
共

有
で
き
る
よ
う
に
︑
演
劇
的
な
演
出
方
法
︑
つ
ま
り
︑﹁
他
所
事
浄
瑠
璃
﹂
の

手
法
を
用
い
た
︒
た
だ
︑
そ
の
よ
う
な
手
法
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
の
心
中
物

の
話
型
に
収
ま
ら
な
い
最
後
に
展
開
さ
せ
た
こ
と
に
︑
本
作
の
特
徴
が
あ
る
と

言
え
る
︒
﹁
他
所
事
浄
瑠
璃
﹂
と
い
う
馴
染
み
深
い
手
法
で
︑
心
中
物
の
型
を

破
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
本
作
は
︑
最
後
の
場
面
の
陰
惨
さ
を
批
判
す
る
︑
も
し

く
は
︑
そ
の
場
面
に
至
る
ま
で
の
手
法
を
評
価
す
る
と
い
う
趣
旨
で
︑
反
響
を

呼
ん
だ
の
で
あ
る
︒

広
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注①

無
署
名
﹁
今
戸
心
中

広
津
柳
浪
作
﹂︵﹁
帝
国
文
学
﹂
明
治
二
九
・
八
・
一
〇
︶

②

無
署
名
﹁
江
湖
文
学
記
者
に
与
ふ
﹂︵﹁
帝
国
文
学
﹂
明
治
三
〇
・
二
・
一
〇
︶

③

﹁
作
家
苦
心
談

其
一
︵
広
津
柳
浪
氏
が
近
作
の
材
料
及
び
其
の
運
用
︶﹂︵﹁
新
著

月
刊
﹂
明
治
三
〇
・
四
・
三
︶

④

吉
田
昌
志
﹁
広
津
柳
浪
と
泉
鏡
花

︱
﹃
親
の
因
果
﹄
と
﹁
化
銀
杏
﹂
の
関
係

︱
﹂︵﹁
日
本
近
代
文
学
﹂
平
成
一
二
・
五
・
一
五
︶

⑤

日
比
嘉
高
﹁
第
&
章

メ
デ
ィ
ア
と
読
書
慣
習
の
変
容
﹂︵﹃︿
自
己
表
象
﹀
の
文

学
史
﹄
平
成
一
四
・
五
・
二
五

翰
林
書
房
︶

⑥

浅
野
正
道
﹁
招
喚
さ
れ
る
作
者
の
声

︱
明
治
三
〇
年
前
後
︑﹁
作
家
苦
心
談
﹂

の
周
囲

︱
﹂︵﹁
日
本
近
代
文
学
﹂
平
成
二
四
・
一
一
・
一
五
︶

⑦

前
掲
③
に
同
じ
︒

⑧

広
津
柳
浪
﹁
其
時
代
の
吉
原
の
印
象
﹂︵﹁
新
小
説
﹂
明
治
四
五
・
五
・
一
︶

⑨

広
津
柳
浪
﹁﹁
今
戸
心
中
﹂
と
事
実
﹂︵﹁
新
小
説
﹂
大
正
二
・
二
・
一
︶

⑩

前
掲
③
に
同
じ
︒

⑪

中
村
豊
之
助
編
﹃
新
吉
原
細
見
記

故
郷
年
齢
﹄︵
明
治
一
九
・
六
・
二

出
版

届
／
明
治
一
九
・
一
〇

出
版
の
日
に
ち
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒︶

⑫

中
西
と
ら
の
心
中
事
件
に
関
連
す
る
記
事
を
掲
載
し
た
各
新
聞
の
タ
イ
ト
ル
は
次

の
通
り
︒

掲
載
日

新
聞
名

一
二
・
五

一
二
・
六

読
売
新
聞

情
死
の
書
置
・
欄
干
に
女
帯

改
進
新
聞

落
人
三
組

謀
計
の
一
ツ
か

自
由
燈

小
い
ら
ん
の
欠
落

昨
日
の
小
い
ら
ん

東
京
絵
入
新
聞

厩
橋
に
女
の
帯
・
花
街
の
叢
譚

帯
が
ブ
ラ
ン
コ

⑬

﹁
落
人
三
組
﹂︵﹁
改
進
新
聞
﹂
明
治
一
八
・
一
二
・
五
︶
に
は
︑
中
西
と
ら
が
書

置
き
を
残
し
て
行
方
不
明
に
な
っ
た
事
件
が
︑
次
の
出
来
事
と
纏
め
ら
れ
て
報
道
さ

れ
て
い
る
︒﹁
一
昨
日
の
夜
新
橋
発
の
終
汽
車
︵
十
一
時
︶
が
品
川
の
停
車
場
へ
着

く
と
同
場
に
待
合
せ
て
居
た
男
女
の
客
が
切
手
を
買
て
乗
込
ま
う
と
す
る
其
動
静
が

如
何
に
も
不
審
な
ゆ
ゑ
同
場
に
誥
合
の
巡
査
が
引
留
め
て
住
所
姓
名
を
聞
く
と
男
は

牛
込
東
榎
町
十
四
番
地
水
沢
新
次
郎
女
ハ
根
津
の
貸
座
敷
菊
武
蔵
の
出
稼
娼
妓
紅﹅

梅﹅

︵
実
名
小
林
こ
う
︶
に
て
全
く
其
夜
手
を
把
り
合
ひ
横
浜
へ
落
人
と
出
か
け
る
積
で

す
と
申
立
て
た
の
で
其
筋
へ
連
帰
り
女
ハ
楼
主
へ
引
渡
さ
れ
し
︵
傍
点
︑
引
用
者
︶﹂

と
あ
る
︒
こ
れ
に
続
い
て
︑
中
西
と
ら
に
つ
い
て
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

⑭

前
掲
⑬
に
同
じ
︒
な
お
︑
こ
こ
で
は
︑
書
置
き
を
残
し
て
い
っ
た
娼
妓
の
名
は

﹁
中
村
と
ら
﹂
に
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
﹁
村
﹂
の
ル
ビ
は
﹁
に
し
﹂
に
な
っ
て
お

り
︑
ま
た
︑
同
紙
明
治
一
八
年
一
二
月
六
日
の
続
報
﹁
謀
計
の
一
ツ
か
﹂
で
は
︑

﹁
中
西
と
ら
﹂
に
修
正
さ
れ
て
い
る
︒

⑮

﹁
小
い
ら
ん
の
欠
落
﹂
︵
﹁
自
由
燈
﹂
明
治
一
八
・
一
二
・
五
︶
□
の
文
字
は
恐
ら

く
﹁
衣
﹂
と
い
う
文
字
だ
が
︑
不
鮮
明
な
た
め
確
定
で
き
な
い
︒
ち
な
み
に
﹁
青

□
﹂
の
ル
ビ
は
﹁
し
ん
ぞ
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
﹁
新
造
﹂
の
こ
と
で
あ
る
と
推
測
で

き
る
︒
ま
た
︑
こ
こ
で
﹁
中
西
と
ら
﹂
の
遊
廓
で
の
名
は
﹁
紅
梅
﹂
に
な
っ
て
お
り
︑

前
掲
⑬
注
で
示
し
た
駆
落
ち
未
遂
を
起
こ
し
た
﹁
娼
妓
﹂
の
名
と
混
同
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
︒

⑯

﹁
花
街
の
叢
譚
﹂
︵
﹁
東
京
絵
入
新
聞
﹂
明
治
一
八
・
一
二
・
五
︶

⑰

緒
川
直
人
﹁
明
治
中
期
迄
の
写
真
舗
顧
客
と
写
真
蒐
集
家
斎
藤
月
岑

︱
写
真
の

大
衆
化
の
﹁
受
け
手
﹂
論
的
一
考
察
﹂
︵
﹁
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
﹂
平

成
二
五
・
一
・
三
一
︶

⑱

よ
ヽ
き
生
﹁
写
真
舗
ノ
感
﹂
︵﹁
栃
木
新
聞
﹂
明
治
一
二
・
九
・
一
︶

⑲

吉
川
英
史
﹁
第
五
章

民
族
音
楽
大
成
時
代
﹂
︵﹃
日
本
音
楽
の
歴
史
﹄
昭
和
四

〇
・
六
・
二
〇

創
元
社
︶

広
津
柳
浪
﹃
今
戸
心
中
﹄
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⑳

獄
堂
野
史
﹃
二
上
り
新
内
﹄︵
明
治
二
三
・
四
・
二
五

印
刷
／
明
治
二
三
・

四
・
二
六

御
届

松
泉
堂
︶︒
獄
堂
野
史
は
こ
の
会
話
の
後
︑﹁
其
二
上
り
新
内
と

や
ら
を
新
調
し
た
ら
如
何
で
せ
う
﹂
と
持
ち
か
け
て
い
る
が
︑
こ
の
﹁
わ
る
ど
め
﹂

の
唄
は
︑
高
嵜
修
助
出
版
／
栗
田
素
一
編
輯
﹃
難
曲
粋
乃
友
﹄︵
明
治
一
九
・
一

一
・
一
五
︶
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
彼
ら
が
﹁
新
調
﹂
し
た
曲
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
︒

㉑

山
田
美
妙
﹃
日
本
浄
瑠
璃
叢
書

巻
一
﹄︵
明
治
二
七
・
三
・
一
一

明
法
堂
︶

㉒

井
筒
屋
床
兵
衛
﹁
心
中
江
戸
三
界
﹂︵﹃
落
葉
集
﹄
元
禄
一
七
・
三

京
都
大
学
文

学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
︶

㉓

前
掲
㉑
に
同
じ
︒

㉔

無
署
名
﹁
今
戸
心
中
と
情
死
﹂︵﹁
太
陽
﹂
明
治
二
九
・
九
・
五
︶︑
無
署
名
﹁
心

中
を
題
目
と
す
る
小
説
﹂︵﹁
少
年
文
集
﹂
明
治
二
九
・
一
〇
・
一
〇
︶︑
無
署
名

﹁
三

社
会
小
説
に
つ
き
﹂︵﹁
早
稲
田
文
学
﹂
明
治
二
九
・
一
一
・
一
五
︶

㉕

荒
川
漁
郎
﹁
最
近
の
創
作
界
﹂︵﹁
太
陽
﹂
明
治
二
九
・
一
二
・
二
〇
︶

㉖

無
黄
道
士
﹁
二
上
り
新
内
﹂︵﹁
文
芸
倶
楽
部
﹂
明
治
三
〇
・
三
・
一
〇
︶

㉗

野
寄
勉
﹁
広
津
柳
浪
﹁
今
戸
心
中
﹂
を
読
む

︱
思
い
と
身
体
は
重
ね
︑
ず
ら
さ

れ

︱
﹂︵﹁
日
本
文
学
文
化
﹂
平
成
一
六
・
一
二
・
一
五
︶

㉘

鴎
村
﹁
小
説
家
と
同
情
︵
一
葉
全
集
を
読
む
︶﹂︵﹁
女
学
雑
誌
﹂
明
治
三
〇
・

二
・
一
〇
︶

㉙

無
署
名
﹁
悲
劇
と
同
情
﹂︵﹁
少
年
文
集
﹂
明
治
三
〇
・
一
・
一
〇
︶

㉚

無
署
名
﹁
広
津
柳
浪
及
其
近
作
﹂︵﹁
世
界
之
日
本
﹂
明
治
二
九
・
九
・
二
五
︶

︹
付
記
︺

本
稿
に
お
い
て
︑﹃
今
戸
心
中
﹄
の
引
用
は
全
て
︑
初
出
時
の
も
の
︵﹁
文
芸

倶
楽
部
﹂
明
治
二
九
・
七
・
一
五
︶
を
用
い
た
︒
ま
た
︑
本
文
︑
資
料
の
引
用

に
際
し
︑
旧
字
は
新
字
に
改
め
︑
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
︑﹁
志
﹂
の
平
仮

名
は
﹁
志し

﹂
と
表
記
し
た
︒

広
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戸
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