
「
浅
茅
が
宿
」

の
怪
奇
の
構
造
と
主
題

キト

距己

永

一
、
は
じ
め
に
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江
戸
中
期
(
一
七
七
六
年
)
に
刊
行
さ
れ
た
上
回
秋
成
の
「
雨
月
物
諮
問
』
の
巻
之
二
「
浅
茅
が
宿
」
は
、
物
語
の
時
空
間
と
し
て
、
十
五
世

紀
頃
を
時
間
的
背
景
と
し
、
ま
た
下
総
の
真
部
と
京
の
都
と
い
う
二
つ
の
空
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
は
宮
木
と
い
う
女
と

そ
の
夫
で
あ
る
勝
四
郎
だ
が
、
語
り
手
の
焦
点
は
夫
の
勝
四
郎
の
ほ
う
に
あ
り
、
ま
た
ス
ト
ー
リ
!
と
し
て
は
勝
四
郎
が
故
郷
の
真
情
で
落
ち

ぶ
れ
、
衰
を
残
し
て
京
の
都
に
商
人
と
し
て
上
京
し
た
の
だ
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
故
郷
で
は
戦
乱
が
起
こ
り
、
音
信
が
途
絶
え
て
の
ち
、
七

年
後
や
っ
と
京
の
都
か
ら
故
郷
に
も
ど
る
こ
と
が
で
き
た
勝
四
郎
が
、
死
ん
で
霊
魂
と
な
っ
た
宮
木
と
再
会
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
構
成
を
も
っ
作
品
に
お
い
て
本
稿
が
問
題
と
し
た
い
の
は
、
物
語
の
主
題
論
で
も
人
物
論
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
を
支
え
て
い
る

物
語
の
時
空
間
の
構
造
分
析
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
考
察
が
必
要
か
と
い
え
ば
、
こ
の
物
語
の
最
大
の
プ
ロ
ッ
ト
が
戦
乱
で
荒
れ
た
故
郷

真
関
の
土
地
で
生
者
の
勝
凶
郎
が
死
者
に
会
っ
て
誌
を
交
わ
す
と
い
う
異
空
間
を
背
景
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
生
者
と
死
者
の
出
会
い
、

あ
る
い
は
ま
た
呉
空
間
の
出
現
の
た
め
に
は
、
現
代
小
説
で
こ
そ
な
ん
の
仕
掛
け
も
必
要
と
せ
ず
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
に
描
く
こ
と
が
で
き
る

が
、
「
雨
月
物
語
」
の
よ
う
な
物
語
文
学
に
お
い
て
は
大
き
な
仕
掛
け
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
仕
掛
け
が
物
語
文
学
の
伝
統
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
た
だ
吋
雨
月
物
語
」
の
場
合
、
そ
の
伝
統
が
日
本
の
物
語
文
学
に
あ
る
の
か
、
中
国
の
白
話
小
説
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ

ら
を
総
合
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
は
、
あ
ら
た
め
て
問
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
言
葉
を
代
え
て
い
え
ば
、
文
学
伝
統
と
作
家
の
創
作
と
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
物
語
の
も
つ
幻
想
牲
を
考
え
る
こ
と
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

物
語
の
時
空
間
構
造
と
プ
ロ
ッ
ト
の
関
係
か
ら
す
る
と
、
「
浅
茅
が
宿
」
は
、
主
人
公
の
勝
四
郎
が
現
実
空
間
か
ら
異
空
間
へ
分
け
入
り
、
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や
が
て
巽
空
関
か
ら
現
実
空
間
へ
一
民
る
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
時
空
間
構
造
を
物
語
文
学
の
伝
統
と
比
較
し
て
と
ら
え
て
い
く
方

法
を
と
ろ
う
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
秋
成
の
こ
の
作
品
は
、
明
の
雅
文
短
編
小
説
集
で
あ
る
コ
到
灯
新
話
」
の
中
の
一
縦
で
あ
る
「
愛
卿
伝
」
か
ら
作
品
創
作
の
動

機
を
得
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
秋
成
は
、
か
つ
て
日
本
で
こ
れ
を
翻
案
し
た
浅
井
了
意
の
「
伽
牌
子
」
の
巻
六
を
参
考
に
し
た
こ
と
も
知
ら
れ

て
い
る
。
秋
成
は
「
浅
茅
が
宿
」
で
亡
霊
(
幽
智
正
)
と
し
て
宮
木
を
登
場
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
と
作
品
の
主
題
と
を
密
接
に
か
か
わ
ら
せ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
宮
木
の
霊
魂
が
ど
の
よ
う
な
物
語
の
構
造
(
仕
掛
け
)
を
通
じ
て
出
て
く
る
の
か
と
い
う
問
題
は
こ
の
作
品
に
と
っ
て
重

要
な
意
味
を
も
っ
て
い
よ
う
。

す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
な
ど
で
、
「
浅
茅
が
宿
」
の
宮
木
の
造
形
と
そ
れ
に
繋
が
る
怪
奇
牲
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
主

題
の
追
求
と
の
関
係
で
は
あ
ま
り
怪
奇
の
構
造
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
宮
木
の
造
形
か
ら
い
う
と
、
小
宮
山
栄
子
氏
は
「
宮
木

論
i
人
間
追
求
の
試
み
と
し
て
i
」
で
秋
成
が
追
い
求
め
た
女
性
復
か
ら
、
秋
成
文
学
の
本
質
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
て
い
る
し
、
植
田
一
夫
氏
は

「
浅
茅
が
宿
|
生
命
の
再
生
i
i
」
で
勝
四
郎
と
宮
木
の
人
間
像
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
文
芸
性
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
の
観
点
か
ら
考
紫
し
よ

う
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
比
奇
が
か
ら
む
と
い
う
言
及
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
怪
奇
性
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
森
山
重
雄
氏
は
「
伝
奇
の
思
想
」
で
、
ま
た
一
品
回
衛
氏
は
「
怪
談
と
文
学
の
問
」
で

怪
奇
の
本
質
や
怪
奇
性
の
効
果
な
ど
を
中
心
に
「
浅
茅
が
宿
」
に
お
け
る
怪
奇
性
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
た
だ
一
般
的
な
姪
奇
論
が
扱
わ
れ

て
い
る
だ
け
で
、
主
題
と
の
関
係
が
追
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
本
稿
が
扱
お
う
と
す
る
異
質
な
二
つ
の
時
空
間
を
一
つ
の
物
語
の

中
に
描
く
と
い
う
方
法
、
あ
る
い
は
そ
の
構
造
が
主
題
と
関
係
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
よ

う
な
課
題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
次
の
よ
う
な
点
に
注
自
し
た
い
。

こ
の
作
品
は
秋
成
が
日
本
の
物
語
文
学
の
伝
統
を
受
け
て
、
異
質
な
二
つ
の
時
空
間
を
作
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
仕
掛
け

を
と
お
し
て
な
の
か
。
こ
れ
が
第
一
点
。
次
に
こ
の
作
品
は
勝
西
部
と
宮
木
の
純
愛
を
主
題
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
な
ぜ
宮
木
は

死
ん
で
亡
霊
と
な
っ
て
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
が
第
二
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
純
愛
の
主
題
ゆ
え
に
死
霊
の
う
ご
め
く

世
界
を
必
要
と
し
た
の
だ
ろ
う
。



二
、
物
語
文
学
の
語
り
の
缶
統
と
「
浅
茅
が
宿
」
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日
本
古
典
の
憧
奇
物
語
は
、
異
空
間
だ
け
で
発
生
・
成
立
す
る
物
語
を
語
る
と
い
う
よ
り
も
、
何
気
な
い
現
実
空
間
か
ら
異
空
間
へ
と
、
ふ

と
入
り
込
む
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
浦
島
子
物
語
い
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
異
郷
往
還
諮
の
モ
チ
ー
フ
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
物
語
の
怪
奇
性
あ
る
い
は
幻
想
性
や
異
空
間
が
出
現
す
る
あ
り
ょ
う
は
、
生
者
が
生
き
、
そ
し
て
働
く
現
実
空
間
の
状
況
に
よ
っ

て
異
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
「
浅
茅
が
指
」
が
ど
の
よ
う
な
物
語
文
学
の
伝
統
を
ふ
ま
え
て

い
る
か
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

物
語
文
学
の
伝
統
は
こ
の
作
品
の
ど
こ
に
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
そ
れ
は
な
ん
と
い
っ
て
も
作
品
の
巻
頭
と
巻
末
の
叙
述
に
見
ら

れ
る
と
忠
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
冒
頭
の
部
分
を
見
る
と
、
「
下
総
の
函
葛
飾
郡
真
間
の
郷
に
、
勝
四
郎
と
い
う
男
あ
り
け
り
」
と
語
ら
れ
て
い

る
。
「
男
あ
り
け
り
」
は
、
昔
、
こ
の
よ
う
な
男
が
生
き
て
い
た
と
か
、
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
、
語
り
手
が
作
品
の
表
層
に
は
っ
き
り
と
現

れ
て
き
て
、
過
去
の
事
実
を
読
者
に
語
り
伝
え
る
形
式
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
は
、
「
伊
勢
物
語
』
の
歌
謡
り
の
冒
頭
の
部
分
に

出
て
く
る
「
男
あ
り
け
り
」
と
い
う
常
套
句
と
類
似
し
て
い
る
。
こ
れ
は
物
語
文
学
(
「
伊
勢
物
語
』
で
も
変
わ
ら
な
い
)
が
物
語
の
語
り
手

が
過
去
に
起
こ
っ
た
事
実
を
現
在
の
語
り
の
場
で
開
き
手
(
読
者
)
に
語
っ
て
関
か
せ
る
と
い
う
伝
統
形
式
を
背
景
と
す
る
。
し
た
が
っ
て

「
浅
茅
が
宿
」
と
い
う
作
品
が
「
男
あ
り
け
り
」
と
語
り
出
す
と
き
、
そ
れ
は
「
下
総
の
国
葛
飾
郡
真
閤
の
郷
」
で
過
去
(
昔
)
に
現
実
に
起

こ
っ
た
出
来
事
を
、
今
か
ら
語
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
現
実
の
語
り
の
場
を
よ
り
所
と
す
る
物
語
形
式
は
、
巻
末
の
叙
述
「
か
の
留
に
し
ば
し
ば
か
よ
ふ
商
人
の
開
き
伝
へ
て
か
た
り
け
る
な

り
き
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
話
は
、
あ
の
下
総
の
留
に
し
ば
し
ば
通
っ
て
い
た
蕗
人
が
開
き
伝
え
て
、
そ
れ
を
い
ま

こ
う
し
て
わ
た
し
(
秋
成
)
に
語
り
伝
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
き
」
と
い
う
助
動
詞
が
商
人
か
ら
秋
成
へ
の
夜
接
の
経
験
で
あ
る
こ
と
を

知
ら
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
秋
成
の
語
る
こ
の
物
語
が
語
り
の
場
を
介
し
て
今
の
読
者
の
現
実
世
界
と
地
続
き
の
世
界
で
起
こ
っ

た
こ
と
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。

近
世
の
上
回
秋
成
の
時
代
の
表
現
/
享
受
の
機
構
に
〈
訪
問
り
の
場
〉
が
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
書
物
の
出
版
状
況
が
大
い

に
関
係
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
秋
成
の
作
品
は
表
現
/
享
受
は
個
人
の
黙
読
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
晃
て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
〈
語
り
の

場
〉
と
い
う
概
念
は
も
は
や
成
立
し
な
い
。
し
か
し
物
語
の
表
現
に
お
い
て
伝
統
形
式
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
以
上
に
克
た
と
お
り
で
あ
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る
。
む
し
ろ
形
骸
化
し
た
そ
の
形
式
性
が
物
語
空
関
を
読
者
の
現
実
空
間
と
連
続
さ
せ
て
い
る
。
上
回
秋
成
の
物
語
文
学
と
い
え
ど
も
、
語
り

の
場
の
現
実
性
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
現
実
性
か
ら
ど
れ
く
ら
い
の
飛
躍
が
あ
る
の
か
は
、
読
者
(
開
き
手
)
が
計
測
で

き
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

物
語
文
学
と
い
う
も
の
が
こ
の
よ
う
に
語
り
の
場
と
い
う
虚
構
化
さ
れ
た
現
実
性
と
不
可
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
「
浅
茅

が
宿
」
も
過
去
に
あ
っ
た
事
実
を
通
し
て
読
者
(
開
き
手
)
の
現
実
を
ゆ
さ
ぶ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
作
品
が
た
ん
な
る
憧
奇

と
し
て
、
読
者
の
恐
怖
心
を
ゆ
さ
ぶ
る
も
の
で
あ
る
以
上
に
、
幻
想
の
異
空
間
を
創
造
し
、
そ
こ
に
現
実
で
は
得
ら
れ
な
い
美
あ
る
い
は
理
想

を
求
め
る
と
き
、
作
品
と
読
者
が
共
有
す
る
〈
語
り
場
〉
を
介
す
る
こ
と
で
、
そ
の
非
現
実
の
美
あ
る
い
は
理
想
は
現
実
へ
と
接
続
し
て
い
く
。

そ
こ
に
こ
そ
語
り
手
の
意
図
も
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
物
語
文
学
の
語
り
の
伝
統
は
「
伊
勢
物
語
い
だ
け
で
は
な
く
、
以
後
の
物
語
文
学
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
た
と

え
ば
こ
こ
で
は
吋
今
昔
物
語
集
」
の
巻
第
二
十
七
の
「
近
江
患
安
義
橋
鬼
噸
人
語
第
十
三
」
の
巻
頭
の
「
今
昔
、
近
江
ノ
守
、
口
ノ
口
ト
一
五
ケ

ル
入
、
其
ノ
国
ニ
有
ケ
ル
関
」
を
見
て
み
る
と
、
「
今
ハ
昔
」
と
か
、
「
人
有
ケ
ル
」
と
い
う
語
り
始
め
の
形
式
の
類
制
性
、
あ
る
い
は
語
り
収

め
の
「
其
ノ
後
、
様
々
ノ
事
共
ヲ
シ
テ
鬼
モ
失
に
ケ
レ
パ
、
今
ハ
無
シ
、
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
」
と
い
う
常
套
句
か
ら
も
、
物
語
に
お

い
て
は
た
し
か
に
、
語
り
子
が
か
つ
て
別
の
人
か
ら
聞
い
た
事
実
を
今
の
開
聞
き
手
に
向
か
っ
て
諮
る
形
式
が
再
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
は
っ

き
り
と
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
は
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
開
き
子
(
読
者
)
の
現
実
と
地
続
き
で
あ
る
事
実
だ
と
い
う
こ
と
が
物
語
に

と
っ
て
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
過
去
に
起
こ
っ
た
ど
ん
な
に
珍
し
い
出
来
事
頃
で
も
、
現
在
の
〈
訪
問
り
の
場
〉
の
周
囲
に
広
が

る
現
実
の
空
間
に
も
起
こ
り
得
る
と
い
う
こ
と
が
物
語
の
約
束
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
物
語
文
学
の
伝
統
と
み
な
す
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
中
世
ま
で
の
物
語
あ
る
い
は
説
話
の
語
り
の
形
式
と
比
較
し
た
と
き
、
秋
成
の
「
浅
茅
が
宿
」
の
冒
頭
と
末
尾
の
叙
述
が
こ
れ

ら
と
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
秋
成
の
作
品
が
物
語
文
学
の
伝
統
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
う

し
た
伝
統
へ
の
こ
だ
わ
り
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
も
や
は
り
亡
霊
(
幽
霊
)
が
う
ご
め
く
経
奇
の
空
間
が
出
現
す
る
た
め
に
は
現
実
の
日
常
空

間
と
地
続
き
の
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
建
前
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
は
は
奇
を
は
ら
む
「
浅
茅
が
宿
」
の
時

空
間
の
構
成
と
い
う
も
の
も
、
秋
成
の
独
創
的
な
方
法
で
は
な
く
、
日
本
の
物
語
文
学
の
伝
統
を
ふ
ま
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
浅
茅
が
宿
」
の
創
造
さ
れ
た
時
空
間
は
、
諮
り
子
と
読
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
〈
語
り
の
場
〉
と
連
続
す
る
と
い
う
構
造
を
と
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
以
下
で
は
、
作
品
内
部
の
現
実
の
中
に
怪
奇
の
異
空
間
が
ど
の
よ
う
に
表
出
さ
れ
る
の
か
、
怪
奇
は
い
か
な
る
形
を
と
っ
て
人
間



が
生
き
て
、
そ
し
て
働
い
て
い
る
現
実
の
空
間
に
出
現
し
て

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

そ
の
時
空
間
の
仕
掛
け
に

「
浅
茅
が
荷
」
を
怪
奇
物
語
に
仕
立
て
て
い
る
の
か
、

ニ
、
怪
奇
の
構
造
i

異
空
間
の
出
現
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語
り
手
と
読
者
が
共
有
す
る
場
と
連
続
す
る
現
実
の
空
間
に
死
者
の
霊
魂
が
跳
梁
す
る
巽
空
間
を
作
り
出
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
へ
入
り
込

む
と
い
う
こ
と
は
日
本
の
物
語
伝
統
と
い
え
た
と
思
う
が
、
そ
の
こ
と
は
実
は
読
者
が
納
得
す
る
時
空
間
の
伝
統
形
式
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
物

語
文
学
の
伝
統
と
は
〈
知
〉
の
共
有
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
こ
の
作
品
の
主
題
と
も
関
保
す
る
の
だ
が
、

そ
の
点
は
第
四
節
で
説
明
す
る
。
こ
こ
で
は
作
中
人
物
が
現
実
空
間
か
ら
巽
空
間
へ
と
入
り
込
む
、
あ
る
い
は
落
ち
込
む
た
め
に
、
盟
(
空
間
の

設
定
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
仕
掛
け
を
秋
成
は
工
夫
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
慮
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
勝
四
郎
と
宮
木
と
の
純
愛
の
物
語
で
あ
る
が
、
こ
の
主
題
を
達
成
す
る
た
め
の
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
現
実
に

生
き
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た
宮
木
が
、
勝
四
郎
が
上
京
し
て
家
を
留
守
に
し
て
い
る
七
年
の
間
に
死
ん
で
、
勝
四
郎
と
再
会
す
る
と
き
に
は
霊

魂
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
勝
四
郎
と
宮
木
が
再
会
す
る
た
め
に
は
、
勝
四
郎
が
異
空
間
へ
と
入
り
込
む
と
い
う

プ
ロ
ッ
ト
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
「
浅
茅
が
宿
」
に
お
い
て
設
定
さ
れ
て
い
る
空
間
に
つ
い
て
確
か
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
浅
茅
が
信
」
で
は
物
語
空
間
と
し
て
二
つ
の
空
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
勝
間
部
が
家
の
没
落
ゆ
え
に
故
郷
を
離
れ
て
商
売
の
た

め
に
お
も
む
い
た
京
と
い
う
空
間
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
あ
と
に
残
さ
れ
た
宮
木
が
夫
の
帰
り
を
待
つ
「
古
郷
」
と
い
う
空
間
で
あ
る
。
い
ず

れ
も
、
一
見
す
る
と
、
た
ん
に
地
理
を
異
に
す
る
だ
け
の
、
二
つ
の
現
実
空
間
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
空
間
を
と
ら
え
る
視
線
と
の
関
係
に
注
意
す
る
と
、
異
な
っ
た
空
間
の
位
相
が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
主
人

公
と
も
い
う
べ
き
勝
四
郎
の
視
線
を
通
し
て
物
語
の
筋
立
が
つ
む
ぎ
出
さ
れ
、
空
間
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
彼
が
存
在
し
活
躍
す
る

空
間
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
人
間
が
う
ご
め
く
現
実
空
間
で
あ
る
。
し
か
も
作
品
の
歴
史
的
な
時
開
設
定
と
の
関
わ
り
か
ら
、
京
は
戦
乱
か
ら

の
影
響
を
あ
ま
り
受
け
な
い
当
時
に
あ
っ
て
は
、
幸
運
に
も
、
平
穏
で
商
業
の
盛
ん
な
生
々
と
し
た
空
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
物
語
空

間
で
あ
り
な
が
ら
、
宮
木
の
と
ど
ま
る
「
古
郷
」
の
場
合
は
、
京
と
は
ま
る
で
反
対
の
空
間
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
古
郷
の

辺
り
は
子
文
み
ち
み
ち
て
、
採
鹿
の
岐
と
な
り
し
よ
し
を
い
ひ
は
や
す
」
と
い
う
叙
述
か
ら
は
、
そ
こ
で
は
た
え
ず
戦
乱
が
起
こ
り
、
お
び
た

円ひっ中
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だ
し
い
数
の
戦
死
者
が
横
た
わ
る
世
界
に
変
わ
っ
て
い
る
。

作
品
で
は
こ
の
よ
う
な
「
古
郷
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
風
間
に
よ
っ
て
勝
四
郎
の
耳
に
届
く
。
そ
こ
は
ま
さ
に
死
者
の
み
し
か
存
在
し
な
い
桧
欝

な
雰
沼
気
が
覆
っ
て
い
る
空
間
イ
メ

i
ジ
と
し
て
浮
上
す
る
。
し
か
も
、
も
う
一
つ
の
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
。

人
の
か
た
る
を
開
け
ば
、
是
よ
り
東
の
方
は
所
々
に
新
関
を
居
て
、
旅
客
の
往
来
を
だ
に
宥
さ
ざ
る
よ
し
。
さ
て
は
消
息
を
す
べ
き
た
づ

き

も

な

し

。

合

二

O
頁
)

作
品
の
時
代
設
定
が
十
五
世
紀
の
関
東
公
方
の
東
西
分
裂
に
よ
る
関
東
争
乱
の
時
期
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
東
関
の
争
乱
が
古
田
に
及
ば

ぬ
よ
う
に
主
要
な
舘
道
に
は
各
地
に
関
所
が
設
け
ら
れ
、
旅
人
の
往
来
が
途
絶
え
た
。
そ
の
た
め
に
、
音
信
も
断
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
京
と
「
古
郷
」
は
同
じ
物
語
内
の
空
間
で
は
あ
っ
て
も
、
互
い
に
完
全
に
断
絶
さ
れ
た
空
間
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
古
郷
」
が
現
実
空

間
か
ら
逸
脱
し
て
異
空
開
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
位
相
を
異
に
し
て
い
く
叙
述
を
見
て
み
よ
う
。

家
も
兵
火
に
や
亡
び
な
ん
。
妻
も
世
に
生
き
で
あ
ら
じ
。
し
か
ら
ば
古
郷
と
て
も
鬼
の
す
む
所
な
り
と
て
、

す
に
、
近
江
の
屈
に
入
り
て
、
に
は
か
に
こ
こ
ち
あ
し
く
、
熱
き
病
を
憂
ふ
。

こ
こ
よ
り
又
京
に
引
き
か
へ

合
二

O
頁
)

音
告
も
絶
え
て
妻
の
消
息
も
知
れ
な
く
な
っ
た
勝
四
郎
の
焦
燥
の
気
持
が
伝
え
ら
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
京
に
比
べ
て
古
郷
は
戦
乱
に
よ
っ

て
、
死
者
の
国
と
し
て
変
貌
し
て
い
く
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
出
郷
と
て
も
鬼
の
す
む
所
な
り
と
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
「
古
郷
」
は

現
実
空
間
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
希
薄
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
よ
り
も
、
勝
西
部
の
視
線
(
思
い
)
か
ら
は
、
死
者
の
霊
魂
が
満
ち
た
異
空

開
化
し
て
い
く
よ
う
な
表
象
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
読
者
に
気
付
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
勝
四
郎
は
、
い
っ
た
ん
「
古
郷
」

に
帰
ろ
う
と
す
る
の
だ
が
、
「
鬼
の
す
む
所
な
り
」
と
あ
き
ら
め
て
京
に
ひ
き
帰
そ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
近
江
の
毘
に
入
り
て
、
に
は
か

に
こ
こ
ち
あ
し
く
、
熱
き
病
を
憂
ふ
」
と
い
う
体
の
異
常
を
感
じ
る
。
物
語
文
学
の
伝
統
で
は
、
人
間
が
異
空
間
に
入
り
込
ん
だ
り
、
あ
る
い

は
死
者
の
霊
魂
に
会
っ
て
、
そ
の
霊
気
に
ふ
れ
る
と
、
こ
こ
ち
が
悪
く
な
っ
た
り
、
病
気
に
な
る
と
さ
れ
る
。
「
源
氏
物
語
』
の
タ
霧
怪
死
事

件
の
擦
の
光
源
氏
や
右
近
、
あ
る
い
は
明
百
巻
の
故
桐
壷
院
に
に
ら
ま
れ
て
朱
雀
天
皇
が
自
の
病
気
を
わ
ず
ら
っ
た
り
す
る
な
ど
に
用
例
が
見



ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
で
も
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
京
と
「
古
郷
」
と
を
異
質
の
空
間
と
設
定
す
る
仕
掛
け
は
秋
成
の
創
意
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
次
に
、
死
ん
だ
宮
木
の
霊
魂
が
出
て
く
る
異
空
間
に
勝
四
郎
が
入
り
込
む
際
に
仕
組
ま
れ
た
物
語
文
学
の
伝
統
の
仕
掛
け
に
つ
い

て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

怪
奇
物
語
で
あ
る
「
浅
茅
が
宿
」
で
勝
四
郎
が
異
質
の
空
間
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
古
郷
」

述
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

へ
帰
る
た
め
に
「
古
郷
」

へ
の
旅
路
を
急
ぐ
叙

此
の
時
日
は
は
や
西
に
沈
み
て
、
雨
雲
は
お
ち
か
か
る

J

ば
か
り
に
開
け
れ
ど
、

夏
野
わ
け
行
く
に

回
し
く
住
み
な
れ
し
里
な
れ
ば
迷
ふ
べ
う
も
あ
ら
じ
と
、

(
一
一
二
一
;
=
二
二
頁
)

こ
の
叙
述
で
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
ま
ず
つ
は
「
臼
は
は
や
西
に
沈
み
て
」
「
開
け
れ
ど
円
そ
れ
で
も
勝
四
郎
は

「
夏
野
を
わ
け
行
く
」
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、
そ
の
「
夏
野
を
わ
け
行
く
」
と
い
う
旅
路
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
「
隠
」
と
「
夏
野
わ
け
行
く
」
に
関
し
て
の
「
浅
茅
が
宿
」
の
叙
述
の
も
つ
伝
統
の
仕
掛
け
を
検
証
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
作
品
の
仕
掛
け
に
も
っ
と
も
類
似
す
る
も
の
と
し
て
吋
地
蔵
霊
験
記
」
の
次
の
語
り
が
指
摘
で
き
る
。

-214-

雪
口
モ
ヲ
ボ
ロ
ニ
テ
霧
麓
ヲ
埋
ミ
テ
、
梢
ハ
里
ヲ
隠
ス
ナ
リ
。
「
臼
ノ
暮
ヌ
ル
ヤ
ラ
ン
」
ト
覚
テ
、
木
ノ
色
モ
ヲ
ボ
ロ
ニ
克
エ
ズ
。
遠
山

頻
ニ
色
ヲ
カ
ク
シ
。
人
里
混
去
テ
入
会
ノ
鐘
モ
ツ
タ
エ
ズ
。
ロ
ハ
間
々
ト
シ
テ
関
野
原
ニ
迷
ケ
リ
。

こ
の
語
り
の
前
後
の
筋
立
を
紹
介
す
る
と
、
三
河
国
大
浜
に
住
む
、
あ
る
法
師
が
信
濃
国
善
光
寺
の
参
詣
を
志
し
て
旅
立
つ
。
道
を
「
駿
河

ノ
国
富
士
ノ
麓
ノ
野
」
を
と
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
日
も
暮
れ
て
来
る
。
速
く
に
か
す
む
笛
士
の
山
も
中
藤
か
ら
上
に
は
雲
が
か
か
っ
て
い

る
。
そ
の
描
写
が
「
雪
口
モ
ヲ
ボ
ロ
ニ
テ
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
か
ら
引
用
の
語
り
に
入
る
わ
け
で
あ
る
。
関
に
包
ま
れ
た
野
原
を
た
ど

り
な
が
ら
、
「
府
内
(
れ
)
カ
入
居
近
ク
ア
ル
ラ
ン
」
と
尋
ね
な
が
ら
、
さ
ら
に
道
を
た
ど
る
と
、
と
あ
る
人
里
が
自
に
付
き
、
一
軒
の
家
に
入
っ

て
い
く
。
し
か
し
そ
の
と
き
に
は
法
師
は
す
で
に
修
経
道
に
落
ち
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
軒
の
家
と
は
、
か
つ
て
富
士
の
野
で
敵
工

藤
祐
経
を
討
ち
果
た
し
た
曽
我
十
郎
拓
成
の
愛
人
虎
御
前
の
住
ま
い
だ
っ
た
。

27 
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法
師
は
野
原
を
迷
っ
て
い
る
う
ち
に
日
も
暮
れ
、
閣
の
野
原
の
中
を
た
ど
っ
て
行
く
う
ち
に
い
つ
の
ま
に
か
霊
魂
の
国
で
あ
る
異
空
間
(
修

羅
道
)
へ
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
実
世
界
か
ら
呉
世
界
へ
は
潤
夜
の
野
原
の
一
本
の
道
が
通
じ
て
い
る
。
そ
の
道
は
雲
や
霧
、

そ
し
て
深
い
賠
に
包
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
二
つ
の
世
界
を
分
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
野
原
の
遂
を
た
ど
る
法
師
は
、
い
つ
の
間
に
か
異
空

間
、
す
な
わ
ち
霊
魂
の
国
へ
と
入
り
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
が
物
語
文
学
の
伝
統
だ
っ
た
。

こ
の
伝
統
を
舞
台
空
間
に
巧
み
に
生
か
し
て
い
る
の
が
室
町
期
の
能
楽
で
あ
る
。
そ
の
一
一
討
議
で
あ
る
謡
曲
集
で
「
関
」
と
「
野
分
け
行
く
」

の
表
象
が
使
わ
れ
て
い
る
次
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。

①
わ
が
本
山
を
立
ち
出
で
て
分
け
ゆ
く
末
は
(
中
略
)

の
暮
れ
て
候
こ
の
辺
り
に
は
人
里
も
な
く
挟

あ
ら
笑
止
や
日

急
、
ぎ
候
ふ
ほ
ど
に
こ
れ
は
は
や
陸
奥
の
安
達
が
原
に
着
き
て
候

②
草
刈
笛
の
声
添
え
て
、
吹
く
こ
そ
野
風
な
り
け
れ
。
か
の
闘
に
草
刈
る
男
野
を
分
け
て
、
帰
る
さ
に
な
る
夕
ま
ぐ
れ

①
は
「
安
達
原
」
、
②
は
「
敦
援
」
の
冒
頭
部
分
で
あ
っ
て
、
舞
台
が
始
ま
る
と
、
ワ
キ
の
僧
が
橋
掛
か
り
か
ら
舞
台
正
面
に
向
か
う
関
に
、

こ
れ
ら
の
-
詞
章
が
唱
わ
れ
る
。
舞
台
は
す
で
に
霊
魂
と
な
っ
た
シ
テ
が
現
れ
る
空
間
で
あ
る
か
ら
、
ワ
キ
鰭
は
構
掛
か
り
に
か
か
る
頃
か
ら
現

実
空
間
か
ら
巽
世
界
に
入
っ
て
来
る
と
い
う
設
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
ワ
キ
僧
は
間
に
包
ま
れ
た
野
を
分
け
て
行
く
が
ま
ま

に
霊
魂
と
な
っ
た
シ
テ
の
登
場
す
る
異
空
間
へ
入
っ
て
い
く
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詞
章
が
そ
の
こ
と
を
明
示
し
て

い
る
。「

浅
茅
が
宿
」
は
こ
の
よ
う
な
物
語
文
学
の
伝
統
を
ふ
ま
え
て
京
と
「
古
郷
」
と
の
間
に
「
溜
」
と
「
野
原
」
と
い
う
表
象
を
配
置
し
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
二
つ
の
空
関
は
互
い
に
異
質
な
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
仕
掛
け
に
よ
っ
て
勝
四
郎
が
「
古
郷
」
へ
と
急
ぐ
旅
は
、

そ
の
ま
ま
巽
空
間
で
あ
る
霊
魂
の
緩
む
土
地
へ
と
入
り
込
む
こ
と
だ
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
解
釈
と
は
読
者
の
そ
れ

で
、
作
者
と
読
者
は
物
語
文
学
の
伝
統
を
共
有
す
る
こ
と
で
「
浅
茅
が
宿
」
の
物
語
の
時
空
間
の
差
異
が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
異
空
間
へ
入
っ
た
勝
四
郎
は
宮
木
と
再
会
す
る
こ
と
に
な
る
。
絶
え
る
こ
と
の
な
い
戦
乱
に
よ
っ
て
恐
ろ
し
い
世
の
中
と
な
っ
て

は
、
と
う
て
い
宮
木
は
生
き
て
は
い
ら
れ
ま
い
と
思
っ
て
い
た
勝
四
郎
は
、
患
い
も
よ
ら
ず
に
宮
木
と
再
会
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の



仕
掛
け
を
過
し
て
怪
奇
の
存
在
と
な
っ
た
宮
木
の
姿
は
予
測
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
以
前
と
変
わ
ら
ぬ
宮
本
の
登
場
は
一
瞬
、
ひ
ょ
っ

と
し
て
苦
難
を
し
の
い
で
彼
女
は
生
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
宮
木
の
死
を
予
想
し
て
い
た
勝
四
郎
ば
か
り
で

な
く
、
読
者
に
と
っ
て
も
司
を
疑
わ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
読
者
が
こ
れ
を
怪
奇
物
語
の
典
型
的
な
手
法
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
の

に
さ
し
て
時
間
は
か
か
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

秩
成
が
物
語
文
学
の
伝
統
を
ふ
ま
え
る
と
い
う
こ
と
は
読
者
の
〈
知
〉
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
を
作
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
る
。
こ
こ
で
も
そ
の
よ
う
な
伝
統
に
の
っ
と
っ
て
、
宮
木
が
霊
魂
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
仕
掛
け
を
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
は
京
に
の
ぼ
り
て
尋
ね
ま
ゐ
ら
せ
ん
と
思
ひ
し
か
ど
、
丈
夫
さ
へ
宥
さ
ざ
る
関
の
鎖
を
、
い
か
で
女
の
越
べ
き
道
も
あ
ら
じ
と
、
軒
端

の

松

に

か

ひ

な

さ

宿

に

、

狐

・

巣

を

友

と

し

て

今

日

ま

で

過

し

ぬ

。

(

一

一

二

回

頁

)

こ
の
叙
述
は
戦
乱
の
「
吉
郷
」
に
残
さ
れ
た
宮
木
が
孤
独
と
窮
乏
に
苦
し
ん
で
き
た
断
面
を
う
か
が
わ
せ
る
宮
木
自
身
の
語
り
で
あ
る
。
こ

こ
で
注
目
し
て
み
た
い
と
思
う
の
が
「
狐
・
巣
」
と
い
う
動
物
で
あ
る
。
日
本
の
文
学
伝
統
で
は
霊
的
な
世
界
と
往
還
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

る
狐
と
泉
は
、
宮
木
が
す
で
に
死
ん
だ
存
在
で
あ
り
、
霊
魂
と
な
っ
て
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
読

者
は
、
巽
空
間
と
現
実
世
界
と
の
間
を
往
き
来
す
る
動
物
で
あ
る
狐
と
巣
を
い
ま
ひ
と
つ
の
表
象
と
し
て
宮
木
の
正
体
が
異
空
間
の
霊
魂
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
を
一
持
三
暗
示
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

も
と
も
と
、
秋
成
が
古
来
の
文
学
作
品
を
参
照
し
、
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
自
分
の
作
品
の
中
に
取
り
入
れ
な
が
ら
、
作
品
を
響
い
た
と

い
う
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
た
と
え
ば
「
源
氏
物
語
」
夕
顔
巻
の
、
や
が
て
怪
奇
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
廃
院
を

描
写
す
る
語
り
を
見
て
み
よ
う
。

こ
は
な
ぞ
。
あ
な
も
の
狂
ほ
し
の
物
お
じ
ゃ
。
荒
れ
た
る
所
は
、
狐
な
ど
ゃ
う
の
も
の
の
、
人
お
び
や
か
さ
む
と
て
、
け
恐
ろ
し
う
思
は

す
る
な
ら
む
。
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夜
中
も
過
ぎ
に
け
む
か
し
、
風
の
や
や
荒
々
し
う
吹
き
た
る
は
。
ま
し
て
松
の
ひ
び
き
木
深
く
側
聞
こ
え
て
、
け
し
き
あ
る
鳥
の
か
ら
声
に



30 

鳴
き
た
る
も
、
巣
は
こ
れ
に
や
と
お
ぼ
ゆ
。

光
源
氏
の
視
線
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
狐
と
泉
は
夜
の
簡
の
中
に
登
場
し
、
何
か
得
体
の
知
れ
な
い
モ
ノ
が
出
現
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

恐
ろ
し
い
雰
密
気
を
か
も
し
出
し
て
い
る
。
そ
ん
な
廃
校
に
入
り
込
ん
だ
光
源
氏
は
実
は
す
で
に
異
空
間
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
狐
や
泉
は
そ
こ
が
異
空
間
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
狐
や
巣
は
怪
奇
物
語
の
怪
奇
の
存
在
を
表
現
す

る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
霊
的
で
幻
想
的
な
動
物
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
、
「
浅
茅
が
宿
」
に
仕
掛
け
ら
れ
た
異
空
間
の
設
定
を
、
日
本
の
物
語
文
学
の
伝
統
と
い
う
側
面
か
ら
考
察
し
て
み
た
。
そ
こ
で
、

現
実
空
間
か
ら
巽
空
間
へ
入
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
仕
掛
け
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
伝
統
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
が
現

実
空
間
か
ら
の
断
絶
「
関
」
と
「
野
原
」
の
中
を
た
ど
る
旅
、
巽
肘
一
界
を
註
き
来
す
る
動
物
の
配
置
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
秋
成
は
ど

う
し
て
「
浅
茅
が
宿
」
に
わ
ざ
わ
ざ
異
世
界
を
設
定
し
、
宮
木
を
死
な
せ
て
霊
魂
の
姿
で
勝
四
郎
に
再
会
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ

こ
に
主
題
と
の
関
係
が
大
い
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
怪
奇
の
構
造
と
主
題
と
の
か

か
わ
り
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

由
、
怪
奇
の
構
造
と
主
題
を
め
ぐ
っ
て

秋
成
は
享
保
十
九
年
(
一
七
三
四
)
、
享
保
の
改
革
が
不
完
全
な
成
果
を
お
さ
め
て
終
わ
る
頭
、
大
販
で
生
ま
れ
た
。
政
治
の
中
心
が
江
戸

に
移
り
、
徳
川
幕
府
の
財
政
が
緊
迫
す
る
と
と
も
に
、
老
中
の
強
権
に
よ
る
潔
縮
政
策
は
享
保
の
改
革
を
は
じ
め
と
し
て
、
何
度
も
繰
り
返
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
幕
府
存
立
の
基
礎
が
危
う
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
庶
民
た
ち
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
は
厳
し
く
な
り
、
彼
ら
は
不
安
に
包

ま
れ
な
が
ら
、
な
に
か
し
ら
人
間
性
の
抑
圧
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
秋
成
の
「
雨
丹
物
語
」
が
時
代
を
は
る
か
昔
に
と
り
、
し
か
も
現
実

空
間
の
物
語
と
い
う
よ
り
も
、
た
と
え
ば
「
白
蜂
」
や
「
吉
備
津
の
釜
」
と
い
っ
た
作
品
の
よ
う
に
、
異
世
界
に
題
材
を
と
る
も
の
が
あ
る
の

は
、
向
時
代
の
庶
民
の
生
活
、
人
間
性
の
抑
圧
と
関
係
し
て
い
よ
う
。
「
浅
茅
が
宿
」
も
そ
の
一
篤
と
克
て
よ
か
ろ
う
。
秋
成
の
目
的
は
、
時

代
の
為
政
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
で
歪
ま
ざ
る
を
え
な
い
人
間
向
性
を
、
は
る
か
昔
を
時
代
設
定
と
す
る
怪
奇
の
物
語
に
題
材
を
と
っ
て
描

こ
う
と
し
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
も
こ
の
よ
う
な
通
説
を
認
め
る
方
向
に
あ
る
。
た
だ
そ
の
よ
う
な
秋
成
の
作
品
が
お
お
む
ね
中
国
の



経
奇
自
話
小
説
の
影
響
に
よ
る
と
い
う
説
に
対
し
て
は
疑
問
が
あ
る
。

「
浅
茅
が
宿
」
は
、
読
者
に
恐
怖
を
お
ぼ
え
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
恐
怖
を
通
し
て
人
間
性
へ
の
抑
圧
が
い
か
に
醗
惑
な
も
の
な
の
か
を
示
す

こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
い
わ
ゆ
る
怪
奇
物
語
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
怪
奇
の
構
造
を
借
り
て
、
当
時
の
社
会

(
位
界
)
に
は
存
在
し
な
い
、
秋
成
に
と
っ
て
望
ま
し
く
も
美
し
い
人
間
性
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
意
図
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
主

題
と
の
か
か
わ
り
か
ら
す
る
と
、
い
わ
ば
人
間
性
に
夢
を
求
め
る
幻
想
の
物
語
と
い
っ
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
秋
成
が
な
ぜ
怪
奇

の
桝
造
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
抑
圧
さ
れ
て
歪
ん
だ
当
時
の
人
間
性
と
い
う
現
実
へ
の
鋭
い
洞
察
(
批
判
)
が
も
た
ら
し
た
も
の

で
、
こ
の
世
に
は
存
在
し
な
い
人
間
性
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
背
景
に
は
秋
成
自
身
の
個
人
的
な
事
情
が
あ
る
。
秋
成
に
は
、
私
生
児
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
出
生
、
二
つ
の
指
が
不
具
、
だ
っ
た
と

い
う
身
体
的
な
欠
陥
、
そ
し
て
養
子
で
過
ご
し
た
幼
少
年
期
の
不
遇
と
い
っ
た
特
殊
な
環
境
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
浅
茅
が
宿
」
が
生
ま
れ
た

と
す
る
論
が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
は
う
な
ず
け
る
も
の
が
あ
る
。
た
ん
に
政
治
的
社
会
的
条
件
ば
か
り
で
な
く
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
歪
ま

ざ
る
を
え
な
い
自
己
の
人
間
性
へ
の
洞
察
が
、
抑
圧
に
よ
る
歪
み
の
彼
方
に
完
壁
で
美
し
い
も
の
を
見
つ
め
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

秋
成
の
「
雨
月
物
諮
問
」
の
中
で
の
人
間
描
写
は
非
現
実
的
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
作
中
世
界
の
任
奇
あ
る
い
は
幻
想
の
存
在
は
、
そ

れ
自
体
に
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
非
日
常
的
存
在
を
通
じ
て
、
抑
圧
さ
れ
て
歪
ん
だ
人
関
性
、
ま
た
は
こ
の
世
に
は
存
在
し
な

い
人
間
性
を
表
し
、
人
生
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
、
そ
の
真
実
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
、
「
雨
月
物
語
」

の
非
現
実
世
界
の
中
の
怪
奇
あ
る
い
は
幻
想
事
件
は
、
物
語
文
学
の
伝
統
構
造
を
ふ
ま
え
る
こ
と
で
、
現
実
社
会
と
地
続
き
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
非
現
実
的
な
登
場
人
物
(
死
霊
、
化
け
物
)
が
、
現
実
の
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
念
形
の
表
現
と
し
て
物
語
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
雨
月
物
語
」
の
全
体
の
枠
組
み
か
ら
、
範
囲
を
し
ぼ
っ
て
、
秋
成
が
「
浅
茅
が
指
」
で
宮
木
を
登
場
さ
せ
た
意
味
を
考

え
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
霊
魂
で
出
て
く
る
前
の
宮
木
の
造
形
を
見
る
と
、
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勝

目

却

が

妻

宮

木

な

る

も

の

は

人

の

目

と

む

る

ば

か

り

の

容

に

心

ば

え

も

患

な

ら

ず

あ

り

け

り

。

(

三

O
七
頁
)

自
の
中
騒
が
し
き
に
つ
れ
て
人
の
心
も
恐
し
く
な
り
に
た
り
。
適
間
と
ふ
ら
ふ
人
も
宮
木
が
か
た
ち
の
愛
た
き
を
見
て
は
さ
ま
ざ
ま
に
す
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か
し
い
さ
な
へ
ど
も
三
貞
の
賢
き
操
を
守
り
て
つ
ら
く
も
て
な
し
後
は
戸
を
間
て
見
え
ざ
り
け
り
。

(三
O
九
票
)

こ
の
よ
う
に
宮
木
は
美
し
い
美
貌
の
持
ち
主
で
知
ら
れ
、
夫
に
対
す
る
賢
明
な
愛
情
二
貞
の
即
日
き
操
」
)
が
深
く
、
そ
の
た
め
に
働
き
手

を
失
い
窮
乏
に
陥
っ
て
間
人
も
の
男
が
言
い
寄
っ
て
き
て
も
、
彼
ら
の
誘
惑
を
振
り
切
っ
て
夫
を
ひ
た
す
ら
に
待
つ
存
在
で
あ
る
。
ま
さ
に
命

を
か
け
て
い
良
節
(
「
三
貞
の
賢
き
操
」
)
を
守
り
、
帰
ら
ぬ
夫
を
待
つ
哀
切
な
姿
を
み
せ
て
い
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
は
当
時

頻
繁
に
起
っ
て
い
た
戦
乱
を
生
き
抜
こ
う
と
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
よ
り
強
い
切
な
さ
を
伝
え
て
く
れ
る
。
宮
木
は
夫
が
必
ず
生
き
て
帰
っ
て
く

る
は
ず
だ
と
い
う
信
念
の
中
で
、
他
の
男
か
ら
の
誘
惑
を
拒
絶
し
て
自
分
の
貞
節
を
最
後
ま
で
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
女
性
を
、
こ
の
作
品
は
な
ぜ
死
な
せ
、
そ
し
て
な
ぜ
霊
魂
と
し
て
登
場
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
こ

に
こ
の
作
品
を
幻
想
文
学
に
仕
立
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
あ
ろ
う
。
彼
女
は
そ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
、
い
わ
ば
凝
結
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ

た
の
だ
。
彼
女
は
、
永
遠
に
賢
明
で
、
夫
へ
の
一
途
な
愛
情
を
つ
ら
ぬ
く
美
し
い
女
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
幻
想
文
学
の
概
念
は
と
も

か
く
、
{
呂
木
の
よ
う
な
女
性
は
作
品
と
地
続
き
の
現
実
空
間
に
生
き
る
女
性
の
中
に
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か

ら
こ
そ
、
凝
結
し
た
姿
は
現
実
空
間
か
ら
断
絶
し
た
異
空
間
に
し
か
登
場
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

宮
木
は
ど
う
し
て
死
ん
だ
の
か
、
作
品
の
中
に
は
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
文
脈
か
ら
類
推
さ
れ
る
宮
木
の
死
を
考
え
て
み
る

と
、
夫
が
な
か
な
か
帰
っ
て
こ
な
い
こ
と
に
絶
望
し
落
胆
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
、
戦
乱
で
食
べ
物
に
恵
ま
れ
ず
、
飢
え
に
苦
し
ん
で
い
た
こ
と

は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
そ
の
上
に
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
求
婚
を
こ
ば
ま
れ
た
男
に
襲
わ
れ
、
貞
節
を
守
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
自
ら
命
を

絶
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
富
と
欲
望
へ
の
誘
惑
を
断
ち
、
生
活
の
窮
乏
の
中
で
も
夫
へ
の
愛
情
に
身
を
捧

げ
た
貞
節
な
女
性
像
は
霊
魂
と
し
て
凝
縮
し
永
遠
性
を
獲
得
す
る
。
{
呂
木
が
霊
魂
と
し
て
登
場
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。

帰
郷
へ
の
道
を
塞
が
れ
た
勝
西
部
は
、
自
身
の
意
志
に
反
し
て
、
京
で
七
年
間
の
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
戦
乱
は
終
わ
る
は
ず

も
な
く
、
い
た
ず
ら
に
歳
丹
を
送
っ
て
い
る
勝
四
郎
は
「
た
と
え
泉
下
の
人
と
な
り
て
、
あ
り
つ
る
世
に
は
あ
ら
ず
と
も
、
其
の
あ
と
を
も
も

と
め
て
塚
を
も
築
べ
け
れ
ど
」
と
患
っ
て
、
故
郷
に
帰
る
決
心
を
す
る
。
「
塚
を
も
築
べ
け
れ
ど
」
と
は
、
死
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
宮
木
の
た

め
に
、
せ
め
て
墓
で
も
作
ろ
う
の
意
で
あ
っ
て
、
勝
四
郎
の
胸
の
中
で
は
、
萎
は
も
う
死
ん
で
し
ま
っ
て
野
ざ
ら
し
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と

諦
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

勝
西
部
は
妻
と
の
約
束
の
日
か
ら
七
年
後
、
故
郷
に
一
戻
っ
て
く
る
。
す
る
と
意
外
に
も
、
家
で
待
っ
て
い
る
宮
木
と
再
会
す
る
。
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戸
を
明
く
る
に
い
と
い
た
ふ
黒
く
垢
づ
き
て
限
は
お
ち
い
り
た
る
や
う
に
結
た
る
髪
も
替
に
か
か
り
で
故
の
人
と
も
忠
は
れ
ず
夫
を
見
て

物

を

も

い

は

で

さ

め

ざ

め

と

な

く
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二
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=
二
三
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)
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こ
の
表
現
か
ら
は
以
前
に
推
、
測
し
た
よ
う
に
、
{
呂
木
が
戦
乱
の
中
、
お
そ
ら
く
下
女
に
も
逃
げ
ら
れ
、
生
き
て
い
く
だ
け
の
生
計
を
立
て
よ

う
と
し
て
も
、
田
畑
か
ら
の
収
穫
も
な
く
、
窮
乏
の
ゆ
え
に
衰
弱
し
て
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
勝
四
郎
を
待
っ
て
い
た
の
は
、

死
ん
だ
安
の
霊
魂
で
あ
っ
た
。
実
は
も
は
や
こ
の
時
、
勝
四
郎
の
自
に
は
宮
木
が
元
の
宮
木
で
は
な
い
存
在
だ
と
気
付
い
て
い
る
こ
と
で
う
か

が
わ
れ
る
。
す
で
に
勝
目
郎
は
死
者
の
う
ご
め
く
異
空
間
に
入
り
込
み
、
そ
こ
で
宮
木
の
霊
魂
と
再
会
し
た
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
が
成
立
し
て
い

る
。
し
か
し
、
夫
が
旅
立
つ
時
に
互
い
に
交
わ
し
た
約
束
を
守
ろ
う
と
す
る
強
い
執
念
は
、
彼
女
を
し
て
霊
魂
の
姿
を
と
っ
て
も
ま
た
現
わ

れ、
p

自
分
の
貞
節
を
貫
徹
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

霊
魂
と
化
し
て
勝
四
郎
の
前
に
登
場
す
る
宮
木
は
、
前
代
の
能
楽
の
按
式
能
形
式
に
見
ら
れ
る
〈
待
つ
女
〉
と
し
て
怒
り
と
恨
み
に
取
り
溶

か
れ
た
怨
霊
的
存
在
で
は
な
く
、
夫
に
対
す
る
懐
か
し
く
や
さ
し
い
愛
矯
を
訴
え
る
貞
節
の
み
を
守
っ
て
き
た
純
粋
な
存
在
と
し
て
描
写
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
近
世
の
男
が
理
想
と
し
た
女
性
像
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
物
語
文
学
で
は
、
霊
魂
と
な
っ
た
女
性
の
存
在
は
い
ず
れ
も
情
念
に
取
り
溶
か
れ
、
現
実
の
規
範
や
論
理
を
逸
脱
し
て
行
っ
た

者
連
で
あ
る
が
、
け
っ
し
て
異
常
者
で
は
な
い
。
日
常
性
の
な
か
で
は
〈
常
識
〉
の
名
の
下
に
抑
圧
さ
れ
、
あ
る
い
は
情
念
や
執
着
を
自
ら
の

死
と
引
き
換
え
に
し
て
ま
で
も
つ
ら
ぬ
き
通
し
た
者
逮
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
あ
ま
り
に
人
間
的
な
者
達
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
長

島
弘
明
の
意
見
は
あ
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
一
長
島
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
文
学
伝
統
を
ふ
ま
え
た
怪
奇
の
存
在
と
は
、
人
間
性
を
全
う

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
別
の
何
者
か
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
者
と
い
う
逆
説
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
う
な
ず
け
る

意
見
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
慢
奇
文
学
、
す
な
わ
ち
怨
霊
文
学
の
形
式
は
、
と
も
す
れ
ば
作
品
を
読
む
読
者
に
復
讐
ま
た
は
恨
み
を
主
題
と
し
て
提
示
さ
れ

て
い
る
と
認
識
し
や
す
い
。
し
か
し
「
浅
茅
が
箔
」
の
怪
奇
の
構
造
は
、
死
ん
で
ま
で
も
夫
と
の
約
束
を
守
ろ
う
と
し
た
女
性
の
哀
切
な
姿
を

表
す
効
果
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
乱
と
い
う
世
の
中
に
あ
っ
て
も
、
夫
へ
の
至
純
な
愛
と
貞
節
を
つ
ら
ぬ
い
た
宮
木
は
、

秋
成
に
あ
っ
て
は
ど
う
し
て
も
幻
想
文
学
の
形
式
で
し
か
表
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
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当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
は
家
父
長
専
制
の
家
族
制
度
に
よ
っ
て
家
族
、
と
り
わ
け
女
性
個
人
の
自
我
は
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
男

女
の
自
由
な
恋
愛
は
身
分
制
度
や
家
族
制
度
を
破
滅
さ
せ
る
も
の
と
し
て
厳
重
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
封
建
社
会
に
特
有
な
男
尊
女
卑
の

風
潮
の
下
で
女
性
は
さ
ら
に
忍
重
を
強
い
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
女
性
は
み
ず
か
ら
の
感
情
・
意
志
・
性
格
を
自
由
に
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
女
性
は
そ
の
内
面
ま
で
も
が
束
縛
・
抑
圧
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
作
品
の
宮
木
が
た
と
え
異
常
な
状
況
下

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
至
純
な
意
志
・
感
情
を
最
後
ま
で
つ
ら
ぬ
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
逆
説
的
な
が
ら
、
女
性
の
解
放
と
自
由
の
表
現
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
秋
成
の
雨
時
代
に
あ
っ
て
は
、
〈
待
つ
女
〉
と
は
実
は
束
縛
・
抑
圧
に
対
す
る
反
抗
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
女
性
像
は
同
時
代
の
女
性
に
は
克
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
秋
成
の
理
想
的
な
女
性
へ
の
あ
こ
が
れ
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
意
味
か
ら
も
、
「
浅
茅
が
指
」
の
主
題
は
、
ま
さ
に
怪
奇
(
幻
想
)
の
構
造
と
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

五
、
「
浅
茅
が
宿
」
と
「
愛
郷
伝
」
と
の
影
響
関
探

「
浅
茅
が
宿
」
は
従
来
中
国
明
時
代
の
墜
佑
の
作
と
い
わ
れ
る
「
前
月
灯
新
話
」
巻
三
の
「
愛
卿
伝
」
に
拠
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
二
つ

の
テ
キ
ス
ト
の
時
に
は
密
接
な
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
大
体
の
構
想
お
よ
び
部
分
的
に
類
似
し
て
い
る
箇
所
も
あ
り
、
現
在
、
有
力

な
典
拠
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
の
課
題
の
怪
奇
の
構
造
は
ど
う
や
ら
こ
の
小
説
作
品
の
影
響
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
節
で
は
そ
の

差
異
を
比
較
考
察
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
「
愛
郷
伝
」
の
あ
ら
す
じ
を
た
ど
っ
て
お
こ
う
。

才
色
兼
備
の
嘉
興
の
名
妓
で
あ
る
羅
愛
愛
(
愛
郷
)
が
越
子
の
妻
に
な
る
。
越
子
は
父
の
知
人
の
す
す
め
で
都
へ
出
る
が
、
目
的
を
達
し
得

な
い
の
で
故
郷
に
帰
れ
な
い
で
い
る
。
そ
の
後
、
嘉
興
に
戦
乱
が
起
こ
り
、
例
制
将
軍
が
夫
の
帰
り
を
待
つ
美
貌
の
愛
郷
に
迫
る
が
、
彼
女
は
自

ら
首
を
く
く
っ
て
死
に
、
は
ず
か
し
め
を
免
れ
る
の
で
あ
る
。
将
軍
は
彼
女
を
あ
わ
れ
ん
で
屍
を
銀
否
の
木
の
下
に
埋
め
る
。
戦
乱
が
終
わ
っ

て
か
ら
越
子
が
帰
郷
し
、
事
情
を
知
っ
て
妻
の
死
体
を
掘
り
出
す
と
、
生
き
て
い
た
時
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
妻
の
遺
骨
を
、
母
の
墓
の

か
た
わ
ら
に
改
葬
し
て
祈
る
こ
と
十
日
に
及
、
ぽ
う
と
し
た
時
、
月
の
暗
い
夕
、
愛
郷
の
霊
魂
が
昔
さ
な
が
ら
の
素
臓
の
ま
ま
で
現
れ
、
夫
の
越

子
に
死
に
変
る
ま
で
の
思
い
を
歌
に
託
し
て
述
べ
る
の
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
頚
に
は
白
い
布
が
ま
か
れ
て
い
た
。
越
子
と
一
夜
を
共
に
し
た
愛

郷
は
鶏
が
鳴
く
と
起
き
出
し
、
永
い
別
れ
を
告
げ
る
。
し
か
し
そ
の
後
彼
女
は
「
羅
生
」
と
い
う
男
の
子
に
再
生
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
浅
茅
が
宿
」
は
「
愛
卿
伝
」
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
結
婚
し
た
夫
が
故
郷
を
離
れ
、
新
妻
が
故
郷
に
一
人
残
さ
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れ
る
こ
と
、
夫
が
帰
郷
し
な
い
う
ち
に
新
妻
は
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
、
し
か
し
帰
郷
し
た
夫
の
前
に
霊
魂
が
生
前
の
姿
を
と
っ
て
現
れ
る
こ
と
、

な
ど
を
下
敷
に
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
秋
成
は
独
自
の
世
界
を
作
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
り
わ
け
、
再
会
の
場
面
は
、
「
愛
郷
伝
」

が
叙
事
で
あ
っ
さ
り
す
ま
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
前
掲
し
た
ご
と
く
、
宮
木
の
姿
を
精
細
に
描
写
し
て
い
て
、
怪
奇
描
写
が
絶
妙
な
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
「
愛
郷
伝
」
に
く
ら
べ
て
み
る
と
、
す
ぐ
れ
た
で
き
ば
ゆ
え
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、
{
呂
木
と
勝
四
郎
の
再
会
の
悲
哀
を

読
者
に
納
得
さ
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
浅
茅
が
寵
」
は
「
愛
郷
伝
」
を
乗
り
越
え
た
、
み
ご
と
な
一
一
編
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
「
浅
茅
が
宿
」
が
「
愛
郷
伝
」
の
翻
案
性
は
否
定
し
よ
う
も
あ
る
ま
い
。
た
だ
翻
案
性
を
超
え
て
、
そ
の
幻
想
文
学
を

E
本
文

学
の
中
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
幻
想
の
筋
立
を
物
語
文
学
の
伝
統
の
中
に
受
容
し
え
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
が
怪
奇

の
構
造
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
、
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
の
霊
魂
観
念
と
物
語
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
異
に
し
て
い
る
。

「
愛
卿
伝
」
で
愛
郷
の
夫
が
掃
郷
し
て
家
に
一
戻
る
場
面
を
み
る
と

由
太
倉
登
山
序
、
淫
回
嘉
興
、
別
城
郭
人
民
皆
非
旧
突
。
投
其
故
宅
、
荒
廃
無
入
居
、
但
見
鼠
認
於
梁
、
巣
鳴
く
於
樹
、
蒼
苔
碧
革
、
掩
咲

階
庭
而
己
。
求
其
母
妻
、
不
知
去
向
。
惟
中
堂
錦
然
独
存
。
乃
沼
掃
市
息
罵
。
明
日
行
出
東
門
外
、
至
紅
橋
側
、
遇
旧
使
老
蒼
頭
於
道
。

呼
河
問
之
、
備
述
其
詳
。
刻
老
母
辞
堂
、
生
妻
去
室
失
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(
太
倉
よ
り
登
山
序
し
、
運
ち
に
嘉
興
に
回
れ
ば
、
別
ち
城
郭
の
人
民
み
な
旧
に
あ
ら
ず
。
そ
の
故
宅
に
投
ず
れ
ば
、
荒
廃
し
て
人
の
罷
る

も
の
な
く
、
但
だ
、
鼠
の
梁
に
旗
れ
、
泉
の
樹
に
鳴
き
、
蒼
苔
碧
草
の
階
庭
に
掩
映
す
る
を
見
る
の
み
。
そ
の
母
妻
を
求
む
れ
ど
も
、
去

向
を
知
ら
ず
。
堆
だ
、
中
堂
の
み
端
然
と
し
て
独
り
存
す
。
乃
ち
活
掃
し
て
患
ふ
。
明
日
、
東
門
の
外
に
出
で
行
き
て
、
紅
橋
の
側
に
至

れ
ば
、
侶
使
の
老
若
頭
に
道
に
遇
う
。
呼
び
て
こ
れ
に
向
へ
、
ば
、
備
に
そ
の
詳
を
述
ぶ
。
則
ち
老
母
は
堂
を
辞
し
、
生
け
る
妻
も
世
を
去

れ
り
)

越
子
が
合
郷
に
帰
っ
て
き
て
見
る
家
の
内
部
の
光
景
は
「
浅
茅
が
宿
」
で
勝
四
郎
が
家
の
周
囲
を
眺
め
る
描
写
「
田
胞
は
荒
た
き
ま
ま
に
す

さ
み
で
出
の
道
も
わ
か
ら
ず
、
あ
り
つ
る
入
居
も
な
し
。
た
ま
た
ま
こ
こ
か
し
こ
に
残
る
家
に
人
の
住
む
と
は
克
ゆ
る
も
あ
れ
ど
、
昔
に
は
似

つ
つ
も
あ
ら
ね
」
と
類
し
て
い
る
こ
と
を
路
認
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
人
の
男
(
主
人
公
)
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
眺
め
ら
れ
た
改
郷
の
家
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の
設
定
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
浅
茅
が
宿
」
は
ま
さ
に
霊
魂
の
楼
む
巽
空
間
同
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
愛
郷
伝
」
の
故
宅

は
現
実
空
関
と
し
て
の
故
宅
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
、
「
愛
郷
伝
」
に
は
故
宅
を
ず
っ
と
守
っ
て
い
る
「
旧
使
の
老
蒼
頭
」
と
い
う
人
物
が
い

て
、
そ
の
者
が
過
去
と
現
実
を
結
び
つ
け
、
ま
た
越
子
と
故
宅
を
結
び
つ
け
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
故
宅
に
は
愛
郷
、
が
不
在
、
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

で
は
愛
郷
は
ど
の
よ
う
に
し
て
愛
し
て
い
た
夫
越
子
の
前
に
現
れ
て
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
場
揺
を
見
て
み
よ
う
。

於
是
出
則
一
瞬
於
墓
下
、
帰
別
問
犬
於
翻
中
。
将
及
一
旬
、
月
晦
之
夕
、
越
子
独
坐
中
堂
、
寝
不
能
様
、
忽
問
時
中
間
犬
声
、
初
遠
漸
近
、
覚
其

有
異
。
急
起
祝
之
日
、
情
是
六
娘
子
之
霊
、
何
怯
一
見
市
叙
旧
也
。
郎
関
一
一
一
一
口
日
、
妾
即
羅
氏
也
。
感
君
想
念
、
難
在
幽
冥
、
実
所
側
恰
。

是
以
今
夕
与
君
知
同
期
間
。
一
一
一
一
口
誌
、
如
有
人
行
、
舟
向
部
査
、
五
六
歩
許
、
知
可
弁
其
状
貌
。
果
愛
郷
也
。
淡
粧
素
服
、
一
如
其
旧
、
惟
以

羅
巾
擁
其
演
。

(
こ
こ
に
お
い
て
、
出
づ
れ
ば
別
ち
墓
下
に
祷
り
、
帰
れ
ば
則
的
ち
圏
中
に
突
す
。
将
に
一
旬
に
及
ば
ん
と
し
て
、
月
晦
き
の
夕
、
越
子
独

り
中
堂
に
坐
し
、
寝
ぬ
る
も
採
る
能
は
ず
、
忽
ち
暗
中
に
突
声
あ
る
を
開
く
に
、
初
め
遠
く
し
て
漸
く
、
そ
の
異
あ
る
を
覚
ゆ
。
急
ぎ
起

ち
て
こ
れ
に
祝
り
て
臼
く
、
「
俄
し
、
是
に
六
娘
子
の
霊
な
ら
ば
、
冊
、
ぞ
一
見
し
て
出
を
叙
ぶ
る
を
法
む
や
」
と
。
即
ち
言
を
樹
き
て
尽

く
、
「
妾
は
即
ち
羅
氏
な
り
。
君
の
想
念
に
感
じ
て
、
幽
冥
に
在
り
と
離
も
、
実
に
側
恰
せ
ら
る
。
是
の
以
に
今
夕
君
と
知
関
す
る
の
み
」

と
。
一
一
吉
誌
り
て
、
人
行
あ
る
が
如
し
。
舟
々
と
し
て
至
る
こ
と
、
五
六
歩
許
り
、
即
ち
そ
の
状
貌
を
弁
ず
べ
し
。
果
し
て
愛
郷
な
り
。
淡

粧
素
搬
に
し
て
、
に
そ
の
旧
の
如
き
も
、
惟
だ
羅
巾
を
も
っ
そ
の
頃
を
擁
へ
る
の
み
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「
浅
茅
が
宿
」
で
登
場
す
る
宮
木
の
霊
魂
は
も
と
も
と
異
空
間
の
中
に
楼
み
つ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
勝
盟
郎
が
入
り
込
ん
で
い

く
と
い
う
構
造
で
あ
っ
た
。
宮
木
の
霊
魂
は
家
に
付
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、
女
性
の
霊
が
家
に
付
い
て
い
る
と
い
う
観
念
は
説
話
集
に
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
愛
郷
伝
」
で
登
場
す
る
愛
郷
は
、
幽
冥
と
い
う
あ
の
世
か
ら
墓
を
通
じ
て
現
れ
て
来
て
故
宅
で
越
子
と
再

会
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
愛
郷
信
」
に
越
将
軍
が
'
自
殺
し
た
愛
郷
の
屍
を
埋
葬
し
た
と
語
り
、
故
宅
に
帰
っ
て
来
た
越
子
が
愛
卿
の
屍
を
あ
ら
た
め
て
掘
り
出
し
て
、



し
か
る
べ
き
墓
に
葬
り
、
日
ご
と
に
「
出
日
つ
れ
ば
別
ち
墓
下
に
穣
り
」
と
も
諮
っ
て
い
る
。
愛
郷
の
屍
の
所
在
を
丹
念
に
た
ど
っ
て
い
る
の
は
、

幽
冥
に
帰
っ
た
彼
女
の
霊
魂
は
そ
の
屍
(
墓
)
を
通
じ
て
こ
の
世
に
現
れ
て
来
る
と
い
う
観
念
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
霊
魂
に
対
し
て

の
中
国
と
日
本
と
の
観
念
の
差
異
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
関
で
の
霊
魂
に
対
し
て
の
考
え
方
は
、
「
死
者
は
死
者
の
図
、
生
者
は
生
者
の

国
」
と
い
う
概
念
で
整
理
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
墓
(
屍
)
が
死
者
の
毘
(
幽
冥
)
と
生
者
の
国
(
故
宅
)
の
間
の
通
路
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
の
霊
魂
観
に
は
墓
(
屍
)
と
い
う
ト
ポ
ス
の
存
在
は
希
薄
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

秋
成
は
た
し
か
に
中
国
小
説
の
影
響
を
受
け
て
、
そ
の
中
で
も
「
愛
郷
伝
」
の
影
響
か
ら
「
浅
茅
が
宿
」
を
書
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

「
愛
郷
伝
」
の
翻
案
の
問
題
と
い
う
こ
と
だ
が
、
な
ぜ
原
拠
で
あ
る
「
愛
郷
伝
」
と
は
異
な
る
怪
奇
の
構
造
を
成
立
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

に
注
目
し
た
い
。
中
居
留
奇
文
学
で
現
れ
る
霊
魂
観
は
日
本
の
文
学
伝
統
で
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
秋
成
は

日
本
の
文
化
伝
統
、
す
な
わ
ち
霊
魂
観
念
を
ふ
ま
え
て
物
語
伝
統
の
径
奇
の
構
造
に
据
え
直
し
た
わ
け
で
あ
る
。
中
国
小
説
の
影
響
を
受
け
た

も
の
の
、
け
っ
し
て
そ
の
ま
ま
で
の
模
倣
で
は
な
く
、
信
仰
文
化
に
も
と
づ
く
物
語
伝
統
に
の
っ
と
っ
て
「
浅
茅
が
宿
」
を
作
り
出
し
た
と
判

断
さ
れ
る
。
翻
案
と
は
む
し
ろ
異
文
化
性
の
自
覚
の
上
に
、
一
方
の
文
化
の
所
産
を
他
方
に
移
す
際
の
苦
心
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
こ
に
自
国
の
文
化
・
信
仰
・
社
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
認
識
が
め
ざ
め
る
と
い
っ
て
よ
い
。
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六
、
む
す
び

本
稿
で
は
、
物
語
文
学
の
伝
統
に
立
脚
す
る
「
浅
茅
が
宿
」
の
時
空
間
附
構
造
と
主
題
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
秋
成
が
中
国
文

学
の
み
ご
と
な
幻
想
物
語
を
日
本
に
移
そ
う
と
し
て
、
物
語
文
学
の
伝
統
と
い
う
文
脈
を
た
ぐ
り
寄
せ
な
が
ら
本
作
品
を
書
い
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。
そ
し
て
秋
成
は
そ
の
物
語
空
間
の
中
に
自
己
の
主
題
を
加
え
て
本
作
品
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
怪
奇
物
語
で
あ
る
「
浅
茅
が
宿
」

の
二
つ
の
空
間
は
等
質
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
(
た
ん
に
距
離
的
に
離
れ
た
空
間
の
よ
う
に
見
え
る
)
、
実
は
位
相
を
異
に
す
る
空
間
だ
っ

た
。
本
稿
は
、
秋
成
が
登
場
人
物
を
こ
の
よ
う
な
現
実
空
間
か
ら
巽
空
間
へ
入
り
込
ま
せ
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
文
学
の
伝
統
に
よ
る
仕

掛
け
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
関
」
「
野
わ
け
行
く
」
「
狐
と
泉
」
な
ど
は
勝
闘
部
を
異
空
間
へ
入
ら
せ
る
仕
掛
け
で
あ
っ
て
、

宮
木
の
死
を
暗
示
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
登
場
す
る
怪
奇
的
存
在
(
宮
木
)
は
興
味
を
誘
発
さ
せ
る
対
象
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
登
場
人
物
(
宮
木
)
の
本
来
の
姿
を
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よ
り
強
烈
に
表
現
す
る
た
め
の
致
果
と
し
て
、
そ
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宮
木
の
霊
魂
と
し
て
の
登
場
は
当
時
秋
成
が
も
っ
て

い
た
理
想
的
な
女
性
像
を
表
す
た
め
の
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
浅
茅
が
宿
」
で
の
怪
奇
の
存
在
の
登
場
は
作
品

の
中
に
仕
掛
け
た
作
者
の
意
図
や
物
語
文
学
の
伝
統
に
の
っ
と
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

秋
成
は
現
実
の
存
在
で
あ
る
人
間
を
描
く
た
め
に
、
非
現
実
的
な
怪
奇
的
要
素
を
登
場
さ
せ
現
実
の
人
間
た
ち
の
姿
を
変
え
て
、
人
間
の
裏

面
を
表
わ
し
て
い
る
。
人
間
の
裏
面
を
見
せ
る
た
め
、
そ
の
登
場
人
物
の
状
況
に
よ
っ
て
変
化
す
る
異
空
間
の
存
在
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
怪
奇
性
は
人
間
の
姿
を
表
現
す
る
方
法
で
あ
り
、
現
実
で
は
見
ら
れ
な
い
人
間
の
裏
面
が
表
し
、
人
間
の
信
念
あ
る
い

は
意
志
を
裏
付
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

現
実
世
界
の
人
間
の
生
は
不
完
全
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
状
況
で
は
人
間
の
本
性
ま
で
も
充
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か

し
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
が
非
現
実
世
界
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
非
現
実
性
ま
た
は
怪
奇
性
が
存
在
す
る
理
由
と

価
値
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

{
注
}

本
稿
に
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
中
村
幸
彦
、
一
品
自
衛
、
中
村
博
保
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
七
八

九
九
五
年
)
に
よ
る
。

(
1
)
森
印
喜
部
門
上
回
私
成
の
研
究
い
(
笠
間
接
書
、
昭
和
五
四
年
)
八
五
l
八
八
頁
。

(2)
中
村
長
十
彦
、
高
田
衛
、
中
村
博
保
「
新
編
日
本
吉
典
文
学
全
集
七
八
英
草
紙
西
山
物
語
雨
月
物
語

(3)
大
輪
端
宏
「
上
回
秋
成
文
学
の
研
究
」
(
笠
間
接
書
、
昭
和
五
一
年
)
一
一
二
頁
。

(
4
)
長
島
弘
明
「
雨
月
物
語
の
山
一
界
」
(
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
)
。

(5)
長
島
弘
明
「
雨
月
物
語
i
分
身
と
分
身
と
の
避
遁
」
(
「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
、
学
灯
社
、

(6)
浅
野
三
平
「
上
田
秋
成
の
研
究
い
(
桜
掘
社
、
昭
和
六
一
年
)
二
間
四
頁
。

(
7
)
鵜
月
洋
「
同
月
物
語
許
釈
」
(
角
川
書
居
、
昭
和
田
四
年
)
二
七
二
頁
。

(8)
鵜
月
洋
、
前
掲
書
、
二
七
二
l
二
七
三
頁
。
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英
草
紙

雨
月
物
語

春
雨
物
語
」
(
小
学
館
、

西
山
物
語

春
雨
物
語
」
(
小
学
舘
、

一
九
九
五
年
)
五
七
八
頁
。

一
九
八
九
年
)

一
O
O
頁。
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