
は
じ
め
に

『
日
本
永
代
蔵
』

『
日
本
永
代
蔵
』
は
井
原
西
鶴
の
町
人
物
の
最
初
の
作
品
と
し
て
、
貞

享
五
年
(
-
六
八
八
）
一
月
に
出
版
さ
れ
る
。
大
坂
森
田
庄
太
郎
・
京
都

金
屋
長
兵
衛
・
江
戸
西
村
梅
風
軒
の
相
版
で
出
版
さ
れ
、
か
な
り
の
好
評

(
1
)
 

を
得
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
全
六
巻
三
十
章
に
は
、
金
銭
を
め
ぐ

る
町
人
た
ち
の
致
富
没
落
談
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
で
西
鶴
が
志
向
し
た
も
の
は
何
か
。
そ
の
副
題
に
「
大
福
新

長
者
教
」
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
教
訓
を
も
っ
て
町
人
た
ち
を
致
富
に
導

こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
浮
世
草
子
と
し
て
町
人
世
界
を

脇
か
ら
描
い
て
い
こ
う
と
し
た
の
か
。
そ
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

、。ヵた
と
え
ば
、
前
者
に
つ
い
て
、
暉
峻
康
隆
氏
は
、
『
日
本
永
代
蔵
』
は
「
名

も
な
く
貧
し
い
若
者
た
ち
に
、
夢
と
希
望
を
与
え
る
」
作
品
で
あ
り
、
「
当

然
「
大
福
新
長
者
教
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

具
体
的
に
は
立
身
出
世
談
を
描
く
こ
と
に
」
目
的
が
あ
る
作
品
と
し
て
定

義
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
「
教
訓
」
を
中
心
と
し
た
作
品
で
あ
る
と
考
え

(
2
)
 

て
い
る
。

ま
た
、
「
教
訓
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
藤
江
峰
夫
氏
な
ど
も
、
『
日

本
永
代
蔵
』
の
盛
行
の
理
由
と
し
て
、
「
お
そ
ら
く
は
無
意
識
的
に
営
ま
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う
読
者
の
日
常
生
活
を
顧
み
さ
せ
、
そ
の
日
常
的
な
価
値

観
を
相
対
化
さ
せ
る
契
機
を
も
た
ら
し
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
、
従
来
の

読
み
方
と
は
や
や
異
な
る
も
の
の
、
や
は
り
「
教
訓
性
」
を
指
摘
し
て
い

(3) 
る
。
こ
れ
ら
の
「
大
福
新
長
者
教
」
と
い
う
副
題
か
ら
仮
名
草
子
『
長
者

教
』
（
寛
永
四
年
刊
）
か
ら
の
「
教
訓
性
」
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
は
読
み

方
と
し
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
誤
っ
た
方
向
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
近
年
い
わ
れ
る
西
鶴
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
の
姿
勢
が
町
人
物
の

世
界
に
も
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
安
易
に
そ
の
副
題
に
惹
か
れ
て
、
「
教
訓

性
」
に
の
み
と
ら
わ
れ
た
読
み
方
向
は
、
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

従
来
の
教
訓
主
義
的
な
読
み
方
に
対
し
て
、
谷
脇
理
史
氏
は
、
『
日
本
永

代
蔵
』
の
読
者
は
「
名
も
な
く
貧
し
い
若
者
」
な
ど
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な

く
、
か
と
い
っ
て
「
商
売
に
熱
中
し
慰
み
草
な
ど
買
っ
て
読
む
暇
の
な
い

人
間
」
で
も
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
読
者
と
し
て
は
、

古
典
の
教
養
を
身
に
つ
け
、
俳
諧
く
ら
い
は
た
し
な
み
、
生
活
に
余

裕
を
持
ち
、
時
に
は
遊
廓
な
ど
に
も
出
入
り
し
て
い
る
上
方
の
人
た
ち

な
の
で
あ
る
。

(
5
)
 

と
推
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
推
測
を
基
と
し
て
、
『
日
本

永
代
蔵
』
は
、

石

塚

の
神
仏
の
表
現
と
教
訓
性
に
つ
い
て

修
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家
職
精
励
．
始
末
・
健
康
を
基
調
と
す
る
す
こ
ぶ
る
常
識
的
な
致
富

へ
の
教
訓
を
、
そ
れ
は
ま
と
も
に
書
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
西
鶴
の
意
識
す
る
読
者
は
そ
れ
を
読
ん
で
、
生
活
の
指
針
な

ど
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
い
い
、
冒
頭
の
一
節
「
天
道
物
言
は
ず
し
て
、
国
土
恵
み
ふ
か
し
…
…
」

を
も
材
料
と
し
て
、
「
古
文
真
宝
に
か
ま
え
て
」
の
書
き
出
し
で
あ
る
と

(
6
)
 

し
、
『
日
本
永
代
蔵
』
は
「
あ
く
ま
で
も
教
訓
を
面
白
く
書
く
こ
と
に
工
夫

を
こ
ら
し
つ
づ
け
て
い
る
」
作
品
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
植
田
一
夫

氏
な
ど
も
、
「
教
訓
」
の
不
統
一
を
指
摘
し
、
「
西
鶴
の
意
識
が
、
教
訓
の

(
7
)
 

書
を
著
そ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
は
篠
原
進
氏
の
よ
う
に
、
「
冗
談
め
か
し
な
が
ら
も
本

気
で
何
か
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
」
作
品
で
あ
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

金
銭
と
い
う
刺
激
に
反
応
し
て
、
人
間
が
如
何
に
変
動
す
る
存
在
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
動
態
的
（
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
）
に
描
出
し
た
も

の
で
あ
る
。
禁
欲
に
徹
し
金
銭
を
獲
得
し
成
り
上
ろ
う
と
す
る
人
々

を
縦
糸
と
し
、
金
銭
を
放
出
し
遊
楽
を
極
め
て
没
落
す
る
人
々
を
横
糸

と
し
て
編
み
上
げ
た
盛
衰
の
曼
陀
羅
で
あ
り
、
唐
草
模
様
（
ア
ラ
ベ

(
8
)
 

ス
ク
）
で
あ
る
。

と
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
成
立
論
と
関
連
し
て
い
る
も
の
の
、
興
味
深
い
も
の
と
し
て
は
、

西
鶴
と
書
陣
森
田
と
の
『
日
本
永
代
蔵
』
に
お
け
る
確
執
を
考
え
た
西
島

孜
哉
氏
の
論
が
あ
る
。
西
鶴
の
中
期
に
見
ら
れ
る
「
談
理
」
の
姿
勢
が
巻

一
か
ら
四
ま
で
に
は
薄
い
と
し
、
巻
五
・
六
に
教
訓
的
な
色
彩
が
濃
い
の

は
、
「
書
陣
森
田
庄
太
郎
を
中
心
と
す
る
西
鶴
周
辺
の
人
々
」
が
、
「
当
時

の
経
済
機
構
に
即
応
し
た
『
新
長
者
教
』
と
し
て
の
内
実
を
具
え
た
も
の

(
9
)
 

へ
の
対
応
を
求
め
た
」
た
め
だ
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
成
立
論
と
し
て

(10) 

は
谷
脇
理
史
氏
と
は
反
す
る
も
の
の
、
内
容
の
と
ら
え
方
と
し
て
は
、
西

鶴
に
は
「
教
訓
」
志
向
が
な
か
っ
た
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ど
う
も
『
日
本
永
代
蔵
』
を
「
教
訓
」
と

い
う
世
界
に
の
み
ひ
き
つ
け
て
読
む
こ
と
に
は
、
少
々
無
理
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
西
鶴
が
『
日
本
永
代
蔵
』
で
描
こ
う
と
目
指
し

た
世
界
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
篠
原
進
氏
に
よ
る
と
こ
ろ
の

「
金
銭
と
い
う
外
物
の
刺
激
に
対
し
、
微
妙
に
感
応
す
る
人
間
の
心
の
製
」

が
、
そ
の
主
眼
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
読
み
手
も
そ
こ
に
期
待

し
、
そ
れ
に
応
え
得
る
作
品
で
あ
っ
た
か
ら
、
『
日
本
永
代
蔵
』
は
も
て
は

や
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
と
し
て
は
、
『
好
色
一
代
男
』
に
見
ら
れ
る

「
慰
み
草
」
と
し
て
の
役
割
が
、
『
日
本
永
代
蔵
』
に
至
っ
て
も
ま
だ
健
在

で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
吉
江
久
弥
氏
の
よ
う
に
、
『
日
本
永
代
蔵
』
に
は
、

「
町
人
が
町
人
と
し
て
生
き
る
べ
き
道
」
と
「
金
銭
第
一
主
義
」
と
の
拮

(11) 

抗
に
よ
る
矛
盾
が
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
、
作
品
を
一
貫
し
て
い
る

何
か
を
西
鶴
が
持
っ
て
い
た
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
成
立
の
問
題
と
か
か

わ
っ
て
考
え
て
も
無
理
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
、
当
時
の
読
者
の

側
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
期
待
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
長
友
千
代
治
氏
が
、

(12) 

『
紀
州
藩
石
橋
家
家
乗
』
の
記
事
を
引
き
な
が
ら
証
明
し
て
い
る
。

『
日
本
永
代
蔵
』
は
、
内
容
の
面
白
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ま

で
に
な
い
表
現
の
新
鮮
さ
に
魅
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
来

の
型
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
表
現
を
、
西
鶴
が
新
た
に
表
現
し
直
し

た
世
界
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
読
者
の
支
持
が
得
ら
れ
た
の
で
は
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l l 

な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
り
き
た
り
の
「
教
訓
」
的
内
容
に
期
待
す
る
よ
り
も
、

『
好
色
―
代
男
』
以
来
の
、
「
慰
み
草
」
と
し
て
の
お
も
し
ろ
お
か
し
さ
を
、

読
者
も
期
待
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
期
待
に
十
分
に
応

え
る
表
現
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
『
日
本
永
代
蔵
』
は
盛
ん
に
版
を
重
ね
た

と
も
い
え
よ
う
。
本
稿
で
は
、
「
教
訓
性
」
が
『
日
本
永
代
蔵
』
の
中
心
に

な
い
こ
と
を
、
も
し
「
教
訓
性
」
を
中
心
と
す
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
も
「
教

訓
性
」
が
図
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
神
仏
に
対
す
る
表
現
を
考
え
て
い
く
こ
と

で
、
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

「
日
本
永
代
蔵
」
の
神
仏
表
現

『
日
本
永
代
蔵
』
に
、
神
仏
に
関
係
す
る
場
面
は
、
巻
一
の
一
「
初
午

は
乗
て
く
る
仕
合
」
、
巻
二
の
二
「
怪
我
の
冬
神
鳴
」
、
巻
二
の
三
「
オ
覚

を
笠
に
着
大
黒
」
、
巻
二
の
四
「
天
狗
は
家
名
の
風
車
」
、
巻
三
の
三
「
世

は
抜
取
の
観
音
の
眼
」
、
巻
三
の
四
「
「
高
野
山
借
錢
塚
の
施
主
」
、
巻
三
の

五
「
紙
子
身
袋
の
破
れ
時
」
、
巻
四
の
一
「
祈
る
印
の
神
の
折
敷
」
、
巻
四

の
三
「
仕
合
の
種
を
蒔
銭
」
、
巻
四
の
五
「
伊
勢
ゑ
び
の
高
買
」
、
巻
五
の

二
「
世
渡
り
に
は
淀
鯉
の
は
た
ら
き
」
、
巻
五
の
四
「
朝
の
塩
篭
夕
の
油
桶
」
、

巻
六
の
二
「
見
立
て
養
子
が
利
殺
」
の
十
三
例
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
内
、
巻
二
の
二
は
、
「
松
本
の
町
に
後
家
有
。
独
り
の
娘

に
黄
唐
茶
の
ふ
り
袖
に
菅
笠
を
着
せ
て
言
葉
す
こ
し
な
ま
り
な
ら
ひ
。
ぬ

け
参
り
の
者
に
御
合
力
と
御
伊
勢
様
を
賣
て
此
十
二
三
年
も
同
し
偽
に
て

世
を
過
る
女
も
あ
り
。
」
と
あ
り
、
巻
三
の
四
も
「
随
分
賢
き
人
の
貧
な
る

に
愚
か
な
る
人
の
富
貴
此
有
無
の
二
つ
は
三
面
大
黒
殿
の
ま
A

に
も
な
ら

ず
、
鞍
馬
の
多
門
天
の
を
し
へ
に
任
せ
百
足
の
ご
と
く
身
を
働
て
其
上
に

身
袋
な
ら
ぬ
是
非
も
な
し
。
」
と
い
う
部
分
で
あ
り
、
巻
四
の
三
は
「
人
は

正
直
を
本
と
す
る
事
是
神
国
の
な
ら
は
せ
な
り
。
伊
勢
の
社
の
か
ろ
か
ろ

敷
百
二
十
末
社
紙
表
具
の
神
鉢
思
へ
ば
浅
猿
な
る
事
な
れ
共
」
と
い
う
行

文
で
あ
り
、
巻
四
の
五
も
「
愚
か
に
て
も
福
人
の
す
る
事
よ
き
に
立
な
れ

ば
闇
か
ら
ぬ
人
の
身
を
過
か
ぬ
る
口
惜
き
こ
と
ぞ
か
し
若
時
心
を
く
だ
き

身
を
働
き
老
の
楽
み
は
や
く
知
べ
し
と
う
そ
つ
か
ぬ
大
黒
殿
の
御
託
宣
な

り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
章
段
の
話
の
展
開
に
は
直
接
的
に
関
わ
っ
て

い
な
い
。
同
じ
よ
う
に
巻
五
の
二
は
、
「
淀
の
里
に
山
崎
屋
と
て
身
業
の
種

は
親
代
か
ら
の
油
屋
な
り
し
が
。
家
職
の
槌
の
音
を
嫌
ひ
。
無
用
の
奇
麗

好
此
家
の
福
の
神
は
塵
に
ま
じ
は
り
給
ひ
し
に
。
竹
竿
市
に
恐
れ
て
出
で
さ

せ
給
ふ
に
や
」
と
あ
り
、
巻
五
の
四
も
「
是
や
こ
な
た
へ
御
免
な
り
ま
し

よ
鹿
嶋
大
明
神
さ
ま
の
御
託
宣
に
人
の
身
袋
は
動
と
も
よ
も
や
ぬ
け
じ
の

要
石
商
神
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
と
の
御
詠
歌
の
心
は
惣
じ
て
か
せ
ぐ
に
追

付
貧
乏
な
し
と
言
触
が
い
ふ
て
ま
は
り
し
に
」
と
な
っ
て
お
り
、
巻
六
の

二
も
「
ま
づ
夫
婦
衆
は
け
ふ
よ
り
毎
日
談
義
あ
る
寺
参
り
し
給
ひ
。
其
下

向
に
納
所
坊
主
に
ち
か
よ
り
散
錢
有
程
買
給
へ
。
世
帯
仏
法
ふ
た
つ
の
と

く
あ
り
。
供
の
て
っ
ち
は
道
の
間
の
外
聞
な
れ
は
。
浮
世
山
枡
を
受
て
小

袋
に
入
行
。
法
談
は
し
ま
ら
ぬ
さ
き
に
諸
人
の
ね
ふ
り
さ
ま
し
に
是
を
賣

べ
し
。
さ
て
ま
た
供
つ
れ
ぬ
参
り
衆
の
笠
杖
ざ
う
り
を
談
義
は
つ
る
ま
で

壱
錢
づ
A

に
て
預
か
れ
と
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
に
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
神

仏
が
登
場
し
て
話
の
展
開
を
直
接
促
す
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
実
際
に
話
の
展
開
に
関
わ
っ
て
く
る
場
合
は
、
ど
の
よ
う

な
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
そ
の
他
の
章
段
で
見
て
い

く
こ
と
に
し
よ
う
。
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巻
一
の
一
「
初
午
は
乗
っ
て
く
る
仕
合
」
は
、
武
蔵
国
の
網
屋
と
い
わ

れ
後
世
ま
で
よ
く
知
ら
れ
る
分
限
者
と
な
る
商
人
が
、
水
間
寺
の
利
生
銭

を
借
り
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
財
を
な
す
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
登

場
す
る
水
間
寺
の
観
音
は
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

此
仏
に
祈
誓
か
け
し
は
、
其
分
際
程
に
富
る
を
願
へ
り
。
此
本
尊
の

身
に
し
て
も
、
独
り
独
り
に
返
言
し
給
ふ
も
つ
き
ず
。
「
今
此
娑
婆
に
掴

み
ど
り
は
な
し
。
我
頼
む
ま
で
も
な
く
。
土
民
は
汝
に
そ
な
は
る
、
夫

は
田
推
て
、
婦
は
機
織
り
て
朝
暮
其
い
と
な
み
す
べ
し
。
一
切
の
人
、

此
ご
と
く
」
と
戸
帳
ご
し
に
あ
ら
た
な
る
御
告
な
れ
共
。
諸
人
の
耳
に

入
ざ
る
事
の
浅
ま
し
。

と
、
次
々
に
参
詣
す
る
貴
賤
男
女
に
個
別
に
願
い
事
の
返
答
を
す
る
の
も

面
倒
で
あ
る
と
、
さ
も
も
っ
と
も
ら
し
い
教
訓
を
「
あ
ら
た
な
る
御
告
」

と
し
て
託
宣
し
て
い
る
。
御
告
げ
の
内
容
自
体
は
そ
れ
ら
し
く
霊
験
が
あ

る
か
の
ご
と
く
見
う
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
願
い
の
者
が
多
い
か
ら
と
い

っ
て
、
一
人
一
人
に
返
答
す
る
の
が
大
変
で
あ
る
と
弱
音
を
吐
い
て
し
ま

う
観
音
の
姿
は
、
ど
う
み
て
も
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
仏
の
行
為
と
し
て
読

む
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
「
夫
は
田
唾
て
、
婦
は
機
織
り
て
朝
暮
其

い
と
な
み
す
べ
し
。
」
と
い
う
部
分
に
教
訓
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な

ら
ば
、
主
人
公
網
屋
も
、
そ
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
御
告
げ
の
主
旨
に
従
っ

た
か
た
ち
で
、
分
限
者
と
し
て
成
功
に
導
か
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
網
屋
は
、

武
蔵
江
戸
に
し
て
、
小
網
町
の
す
ゑ
に
、
浦
人
着
し
舟
問
屋
し
て
、

次
第
に
家
栄
え
し
を
よ
ろ
こ
び
て
。
掛
硯
に
「
仕
合
丸
」
と
書
付
、
水

Ill

神
仏
の
「
擬
人
化
」

間
寺
の
利
生
銭
を
入
置
。
猟
師
の
出
船
に
子
細
を
語
り
て
、
百
文
づ
A

か
し
け
る
に
。

と
い
う
風
に
、
元
手
わ
ず
か
壱
貫
文
の
銭
を
、
十
三
年
で
八
千
百
九
拾
弐

貫
に
し
て
し
ま
う
。
網
屋
は
、
其
身
に
備
わ
る
は
た
ら
き
以
上
の
稼
ぎ
を
、

観
音
の
「
教
訓
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
「
知
恵
」
に
よ
っ

て
作
り
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
夫
は
田
唾
て
、
婦
は
機

織
り
て
朝
暮
其
い
と
な
み
す
べ
し
。
」
な
ど
と
い
う
教
訓
は
全
く
意
味
を
持

た
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
意
味
も
な
い
教
訓
を
神
仏
に
言

わ
せ
る
必
要
性
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
西
鶴
に
は
教
訓
を
志
向
す
る
ど

こ
ろ
か
、
神
仏
に
祈
願
し
て
、
そ
の
み
か
え
り
と
し
て
加
護
を
受
け
、
分

限
者
と
な
っ
て
い
く
よ
う
な
致
富
の
在
り
方
そ
の
も
の
を
、
無
意
味
な
も

の
と
し
て
読
者
に
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え

る
。
神
仏
に
祈
願
し
て
、
そ
の
御
託
宣
に
よ
っ
て
幸
福
を
得
て
い
く
よ
う

な
型
は
、
中
世
説
話
集
に
も
多
く
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
そ
の
流

れ
に
そ
っ
て
い
る
仮
名
草
子
に
至
る
ま
で
、
そ
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
と
え
ば
『
文
正
草
子
』
を
そ
の
一
例
と
し
て
見
て
み
る
と
、

七
日
精
進
し
て
、
鹿
島
の
大
明
神
へ
ぞ
参
り
け
る
。
い
ろ
い
ろ
の
宝

を
参
ら
せ
、
三
十
三
度
礼
拝
を
し
て
、
「
願
は
く
ば
一
人
の
子
を
給
び
給

へ
」
と
ぞ
祈
り
申
し
け
る
。
七
日
と
申
夜
半
に
か
た
じ
け
な
く
も
御
宝

殿
の
御
戸
を
ひ
ら
き
給
ひ
、
ま
こ
と
に
気
高
き
御
声
に
て
、
「
な
ん
じ
が

申
と
こ
ろ
さ
り
が
た
き
に
よ
り
、
こ
の
七
日
の
う
ち
に
致
ら
ぬ
と
こ
ろ

な
く
求
む
れ
ど
も
、
な
ん
ぢ
が
子
に
な
り
ぬ
べ
き
も
の
な
し
。
さ
り
な

が
ら
、
こ
れ
を
た
ぶ
」
と
て
、
蓮
華
を
二
房
給
は
り
て
、
か
き
消
す
や

(13) 

う
に
失
せ
に
け
り
。
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と
い
う
、
先
程
の
巻
一
の
一
と
よ
く
似
た
場
面
が
あ
る
。
だ
が
、
設
定
は

よ
く
似
て
い
る
け
れ
ど
も
、
願
い
ご
と
に
対
し
て
の
神
仏
の
側
の
対
応
の

仕
方
は
、
だ
い
ぶ
違
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
文
正
草
子
』
の
方
は
霊
験

あ
ら
た
か
な
御
託
宣
を
与
え
、
し
っ
か
り
と
し
た
応
対
を
見
せ
て
い
る
。

そ
の
点
が
『
日
本
永
代
蔵
』
の
観
音
の
あ
り
様
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

祈
願
に
訪
れ
る
人
が
多
い
た
め
、
「
一
切
の
人
、
此
ご
と
く
」
と
、
い
と
も

簡
単
に
あ
り
き
た
り
の
教
訓
を
与
え
る
こ
と
で
済
ま
せ
て
い
る
観
音
の
御

託
宣
は
、
説
得
力
ど
こ
ろ
か
、
神
仏
を
尊
ぶ
こ
と
の
虚
し
さ
さ
え
感
じ
さ

せ
る
程
で
あ
る
。

(14) 

こ
の
よ
う
な
西
鶴
の
神
仏
の
描
写
に
つ
い
て
、
森
山
重
雄
氏
は
次
の
よ

う
に
解
説
す
る
。

説
教
や
古
浄
る
り
、
お
伽
草
子
の
よ
う
な
中
世
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
文

学
が
、
魔
術
的
な
空
想
や
神
仏
の
霊
験
に
た
よ
っ
て
、
主
人
公
の
本
願

を
成
就
し
て
ゆ
く
と
い
う
形
式
を
と
る
の
に
対
し
て
、
空
想
の
魔
術
性

や
神
仏
の
霊
験
を
現
実
に
ひ
き
お
ろ
し
、
こ
れ
を
人
間
的
な
次
元
で
現

実
化
し
て
描
く
の
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
を
西
鶴
の
近
世
化
の
態
度
だ
と

い
う
ふ
う
に
、
抽
象
化
し
て
し
ま
う
の
に
は
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
む

し
ろ
、
こ
れ
を
咄
の
伝
統
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
先
の
水
間
寺
の
観
音
の
よ
う
な
神
仏
の
滑
稽
と
も
見
え
る

あ
り
様
を
、
咄
の
伝
統
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
咄
の

伝
統
と
い
っ
て
も
、
そ
の
実
態
が
明
確
に
解
明
で
き
な
い
現
在
に
あ
っ
て

は
、
こ
う
し
た
神
仏
の
表
現
を
す
べ
て
そ
こ
に
帰
結
さ
せ
て
し
ま
う
の
は
、

(15) 

大
い
に
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
森
山
重
雄
氏
は
、
ま
た
、

『
永
代
蔵
』
の
託
宣
意
識
が
、
長
者
教
か
ら
き
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
だ
が
、
こ
の
（
『
長
者
教
』
）
の
貧
乏
神
の
御
託
宣
は
一
向
に
貧
乏
神

臭
く
な
く
、
従
っ
て
人
間
臭
く
な
い
。
た
ゞ
人
間
の
い
う
こ
と
を
貧
乏

神
に
仮
託
し
て
い
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
教
訓
の
擬

人
化
と
い
う
形
式
を
、
西
鶴
は
、
長
者
教
に
学
ん
だ
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
西
鶴
は
、
自
己
の
立
場
を
擬
神
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
書
く
」

立
場
を
保
持
し
な
が
ら
、
一
方
そ
れ
に
よ
っ
て
町
人
対
象
（
町
人
大
衆

と
呼
ぶ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
者
を
限
定
す
る
意
味
で
町
人
対
象

と
呼
ん
で
お
く
）
と
親
和
関
係
を
と
り
結
ん
だ
。

と
し
て
、
巻
一
の
一
に
も
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

観
音
が
人
間
の
立
場
ま
で
下
り
て
き
て
、
み
ず
か
ら
を
擬
人
化
し
て

い
る
の
は
、
西
鶴
の
擬
神
化
の
変
形
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、

観
音
と
町
人
対
象
の
距
離
は
、
西
鶴
と
町
人
対
象
の
距
離
に
等
し
い
。

こ
こ
に
は
、
観
音
の
側
か
ら
の
あ
る
種
の
無
関
心
性
と
、
参
詣
人
の
側

の
無
関
心
性
と
が
、
ほ
ど
よ
く
見
あ
っ
て
い
る
。

と
水
間
寺
の
観
音
の
御
託
宣
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、

は
た
し
て
、
森
山
氏
の
言
う
「
擬
神
化
」
と
い
う
考
え
方
は
、
こ
こ
の
場

面
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
西
鶴
が
、
神
仏
の
御

託
宣
を
借
り
て
、
読
者
で
あ
る
「
町
人
対
象
」
に
何
か
を
訴
え
よ
う
と
し

て
い
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
そ
の
御
託
宣
の
内
容
は
、
町
人
の
心
に
訴
え

る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、
御
託

宣
は
、
内
容
濃
く
、
よ
り
「
教
訓
」
め
い
た
も
の
が
う
ち
出
さ
れ
て
こ
な

く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
御
託
宣
は
至
極
当
た
り
前
す

ぎ
て
、
参
詣
人
達
は
も
と
よ
り
、
読
者
た
ち
に
も
振
り
向
か
れ
る
よ
う
な

も
の
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
で
は
、
西
鶴
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
「
擬

神
化
」
し
て
ま
で
伝
え
た
意
味
が
、
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
作
品
と
し
て
、
む
し
ろ
失
敗
し
た
こ
と
に
な
り
は
し
な
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い
だ
ろ
う
か
。
『
日
本
永
代
蔵
』
に
お
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
神
仏
の
口
を
借
り

な
く
て
は
な
ら
な
い
西
鶴
の
「
書
く
」
立
場
を
巻
一
の
一
に
読
む
こ
と
は

不
可
能
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
森
山
氏
と
似
た
よ
う
な
考
え
と

(16) 

し
て
、
白
倉
一
由
氏
も
、

絶
対
的
神
の
承
認
の
認
識
で
は
な
く
、
か
く
あ
る
べ
き
町
人
に
ふ
さ

わ
し
い
徳
目
即
神
の
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。

と
、
水
間
寺
の
観
音
の
託
宣
の
内
容
は
、
い
た
っ
て
あ
り
き
た
り
で
あ
り
、

当
時
か
ら
す
れ
ば
き
わ
め
て
常
識
的
な
教
訓
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
も
の

の
、
そ
の
あ
り
様
に
つ
い
て
は
、

西
鶴
は
自
己
の
教
訓
に
あ
う
よ
う
に
神
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
。
自

己
の
欲
す
る
町
人
の
教
訓
に
あ
っ
た
合
理
的
神
の
認
識
で
あ
る
。

と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
西
鶴
が
、
神
仏
に
仮
託
し
て
自
己
の
言
わ
ん
と
す
る
と

こ
ろ
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
た
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
た
と
き
、
巻
四

の
一
「
祈
る
印
の
神
の
折
敷
」
の
貧
乏
神
の
存
在
な
ど
は
ど
う
な
る
だ
ろ

う
か
。
桔
梗
屋
夫
婦
が
世
の
人
々
の
逆
を
考
え
、
貧
乏
神
を
大
切
に
祀
っ

て
富
を
得
よ
う
と
考
え
る
。
貧
乏
神
は
あ
ま
り
の
嬉
し
さ
に
、
姿
を
見
せ
、

次
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ
る
。

此
神
う
れ
し
き
余
に
、
其
夜
枕
元
に
ゆ
る
ぎ
出
、
「
我
年
月
貧
家
を
め

ぐ
る
役
に
て
、
身
を
隠
し
、
様
々
か
な
し
き
宿
の
借
錢
の
中
に
埋
れ
、

悪
さ
す
る
子
共
を
罵
る
に
、
「
貧
乏
神
め
」
と
、
あ
て
言
を
い
は
れ
な
が

ら
、
分
限
な
る
家
に
、
不
断
丁
銀
か
け
る
音
耳
に
ひ
ゞ
き
、
積
の
虫
が

お
こ
れ
り
、
朝
夕
の
鴨
謄
、
杉
焼
の
い
た
り
料
理
が
胸
に
つ
か
へ
て
迷

惑
、
我
は
元
来
、
其
家
の
内
儀
に
付
き
て
ま
は
る
神
な
れ
ば
、
奥
の
寝

間
に
入
て
、
重
ね
蒲
団
、
釣
夜
着
、
ぱ
ん
や
の
括
り
枕
に
身
が
こ
そ
ば

く
、
白
む
く
の
寝
巻
に
留
め
ら
る
A

か
ほ
り
に
鼻
ふ
さ
ぎ
、
花
見
、
芝

居
行
に
、
天
鳶
菟
窓
の
乗
物
に
ゆ
ら
れ
て
、
目
舞
心
に
成
も
い
や
な
り
。

夜
は
蠍
燭
の
光
り
、
金
の
間
に
う
つ
り
て
う
た
て
か
り
き
。
貧
な
る
内

灯
十
年
張
か
へ
ぬ
行
灯
の
う
そ
ぐ
ら
き
こ
そ
よ
け
れ
。
夜
半
油
を
き
ら

し
て
、
女
房
の
髪
の
油
を
事
か
き
に
さ
す
な
ど
、
か
A

る
不
自
由
な
る

事
を
見
る
を
す
き
に
て
年
々
を
暮
ら
し
ぬ
。

こ
の
よ
う
に
、
長
々
と
貧
乏
神
が
自
分
の
身
の
上
に
つ
い
て
語
っ
て
い
く

場
面
な
ど
は
、
は
た
し
て
、
森
山
氏
の
言
う
よ
う
な
「
擬
神
化
」
で
説
明

が
つ
く
だ
ろ
う
か
。
森
山
氏
は
、
こ
こ
の
場
面
を
「
長
者
教
的
次
元
の
徳

目
擬
人
化
を
、
小
説
言
語
に
ま
で
高
め
た
も
の
」
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

こ
こ
で
「
擬
神
化
」
は
少
な
く
と
も
成
立
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

絶
対
的
存
在
か
ら
の
託
宣
と
い
う
意
識
そ
の
も
の
が
、
こ
こ
で
は
成
立
し

て
い
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

森
山
氏
は
、
さ
ら
に
、
貧
乏
神
を
祀
り
尊
ぶ
と
い
う
あ
り
様
が
、
「
民
話

的
ベ
ー
ル
を
か
む
っ
て
形
成
さ
れ
た
」
も
の
と
す
る
が
、
こ
れ
も
西
鶴
自

身
に
そ
う
し
た
意
識
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
し

た
貧
乏
神
の
語
っ
て
い
く
言
葉
を
作
品
に
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
こ
そ
、

氏
の
言
う
「
咄
の
伝
統
」
に
の
っ
と
っ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

咄
本
『
秋
の
夜
の
友
』
（
延
宝
五
年
）
巻
三
の
一
「
び
ん
ぼ
う
神
付
米

の
値
上
」
に
は
、
貧
乏
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
宿
替
え
を
試
み
た
男
が
、
引
っ

越
し
の
荷
の
中
か
ら
小
坊
主
を
こ
ろ
げ
落
と
し
て
し
ま
う
場
面
が
あ
る
。

小
ぼ
う
し
が
い
ハ
く
、
我
ハ
貧
乏
神
な
り
と
い
ふ
。
こ
れ
ハ
に
く
き

事
か
な
。
此
と
し
月
か
せ
げ
ど
も
か
せ
げ
ど
も
、
只
ま
づ
し
き
の
ミ
に

し
て
、
仕
合
の
な
を
ら
ぬ
は
、
を
の
れ
が
わ
ざ
か
や
と
い
ふ
。
小
ぼ
う
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神
の
御
託
宣
と
い
う
形
を
借
り
て
、
「
教
訓
」
を
語
ろ
う
と
し
た
と
考
え

る
こ
と
に
無
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
巻
二
の
四
「
天
狗
は
家
名

の
風
車
」
か
ら
も
明
白
と
な
る
。
主
人
公
天
狗
源
内
な
る
者
が
、
正
月
十

日
、
西
宮
恵
比
寿
宮
へ
の
参
詣
に
酒
を
飲
ん
で
い
た
た
め
に
遅
れ
て
し
ま

う
が
、
意
外
に
も
、
神
か
ら
知
恵
を
授
か
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

袴
も
脱
が
ず
、
玉
欅
し
て
袖
ま
く
り
、
片
足
あ
げ
て
、
岩
の
鼻
か
ら

船
に
乗
移
ら
せ
給
ひ
、
あ
ら
た
成
御
聟
に
て
、
「
や
れ
や
れ
、
よ
い
こ
と

を
思
い
出
し
ゐ
て
か
ら
忘
れ
た
は
、
此
福
を
何
れ
の
猟
師
成
共
、
機
嫌

に
任
せ
語
与
ふ
と
思
ふ
に
、
今
の
世
の
人
心
せ
は
し
く
、
我
言
事
斗
い

ふ
て
ざ
ら
ざ
ら
と
立
行
ば
、
何
を
言
て
聞
す
間
も
な
し
。
お
そ
く
参
り

て
汝
が
仕
合
、

と
、
西
宮
の
恵
比
寿
神
は
、
そ
れ
ま
で
き
わ
め
て
困
難
と
さ
れ
て
い
た
生

IV 

「
教
訓
性
」
の
形
骸
化

が
い
は
く
、
さ
の
み
我
計
を
に
く
み
給
ふ
な
。
此
一
荷
の
荷
物
の
う
へ

に
貧
乏
神
が
い
く
ら
と
い
ふ
数
な
く
の
り
侍
る
。
あ
ま
り
せ
ば
く
し
て

を
し
あ
ひ
つ
>
‘
わ
れ
は
只
荷
の
う
へ
よ
り
お
と
さ
れ
た
り
と
て
、
ま

た
荷
の
う
へ
に
の
ら
ん
と
す
る
を
、
つ
き
た
を
し
う
ち
ふ
せ
、
く
み
あ

ひ
、
つ
か
ミ
あ
ひ
す
る
と
お
ぼ
え
て
、
ゆ
め
ハ
さ
め
に
け
加
。

と
あ
る
よ
う
に
、
巻
四
の
一
も
、
こ
の
例
と
同
様
に
神
の
擬
人
化
に
よ
る

「
滑
稽
味
」
を
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
例
と
し
て
考
え
て
み
る
と
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
西
鶴
の
主
張
な
ど
読
み
取
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
り
、
「
擬
神
化
」
な
ど
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
こ
そ
神
の

「
擬
人
化
」
と
い
う
「
咄
の
伝
統
」
を
利
用
し
て
、
お
か
し
み
を
最
大
限

醸
し
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

け
鯛
の
運
搬
方
法
を
源
内
に
伝
授
す
る
。
こ
の
部
分
な
ど
は
、
先
の
白
倉

氏
の
よ
う
な
「
徳
目
即
神
」
と
い
う
捉
え
方
と
は
あ
き
ら
か
に
相
容
れ
な

い
。
し
か
も
、
本
来
、
神
に
対
し
て
失
礼
き
わ
ま
り
な
い
、
酒
を
飲
み
神

参
り
に
遅
れ
た
不
届
き
者
に
、
神
が
幸
福
を
与
え
て
し
ま
う
と
い
う
結
末

は
、
「
教
訓
的
」
に
は
、
ど
う
考
え
て
も
不
自
然
で
あ
る
。
巻
四
の
一
は
、

相
手
が
貧
乏
神
で
は
あ
る
も
の
の
、
ま
だ
、
神
を
神
と
し
て
尊
ぶ
姿
勢
は

崩
れ
て
い
な
い
。
「
殊
更
世
の
仁
義
を
本
と
し
て
、
神
仏
を
ま
つ
る
べ
し
」

と
い
う
常
識
的
な
教
訓
に
従
い
、
「
元
日
よ
り
七
種
迄
、
心
に
有
程
の
も
て

な
し
」
を
貧
乏
神
に
対
し
て
、
お
お
げ
さ
に
行
っ
て
い
る
こ
と
に
む
し
ろ

滑
稽
さ
が
出
て
く
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
巻
二
の

四
に
い
た
っ
て
は
、
全
く
世
の
常
識
的
教
訓
を
踏
み
外
し
、
酒
に
よ
っ
て

神
仏
の
存
在
を
忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
不
心
得
者
に
幸
福
が
与
え
ら
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
さ
き
の
貧
乏
神
の
御
託
宣
は
、

そ
れ
身
過
は
色
々
あ
り
。
柳
は
み
ど
り
花
は
く
れ
な
ゐ

と
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
一
言
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
宮
恵
比
寿
神

は、

魚
嶋
時
に
限
ら
ず
、
生
船
の
鯛
を
、
何
國
ま
で
も
無
事
に
着
や
う
有
。

弱
し
鯛
の
腹
に
針
の
立
所
、
尾
先
よ
り
三
寸
程
前
を
、
と
が
り
し
竹
に

て
突
く
と
い
な
や
、
生
き
て
働
く
鯛
の
療
治
、
新
敷
事
で
は
な
い
か
。

と
、
実
に
懇
切
丁
寧
な
の
で
あ
る
。

た
だ
、
ど
ち
ら
の
御
託
宣
も
「
徳
目
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
と
異

質
で
あ
る
。
狂
言
「
福
の
神
」
の
、

富
貴
に
な
る
に
は
持
た
い
で
叶
は
ぬ
物
が
あ
る
ぞ
。
／
そ
れ
は
何
で

御
座
る
。
／
元
手
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
／
元
手
と
仰
せ
ら
る
A

は、

金
銀
米
銭
で
が
な
御
座
ろ
う
。
／
元
手
と
言
ふ
は
其
様
な
事
で
は
な
い
。
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た
と
へ
ば
仁
義
礼
智
信
の
五
常
を
守
り
、
上
を
敬
ひ
下
を
憐
れ
み
、
心

(18) 

を
正
直
正
路
に
持
つ
。
是
を
元
手
を
持
っ
た
と
言
ふ
様
に
…
…

と
い
う
部
分
と
比
較
し
て
も
、
『
日
本
永
代
蔵
』
の
ど
ち
ら
の
神
も
「
徳
目

即
神
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
巻
二
の
四
や
巻
四
の
一
の
御
託
宣
の
あ
り
様
は
、
西

鶴
の
ど
の
よ
う
な
考
え
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
神

仏
信
仰
へ
の
批
判
や
信
心
の
篤
い
者
に
対
す
る
皮
肉
が
西
鶴
に
あ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
森
啓
助
氏
は
、
巻
二
の
四
に
つ
い
て

は
「
鯛
の
生
か
し
方
は
神
か
ら
授
か
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
仕
事

に
あ
く
ま
で
忠
実
、
真
剣
で
あ
り
」
研
究
熱
心
の
源
内
自
身
の
考
案
と
し

て
解
す
べ
き
だ
と
し
、
巻
四
の
一
に
つ
い
て
も
、
そ
の
成
功
は
「
消
極
主

義
か
ら
翻
然
と
し
て
眼
覚
め
、
な
ん
と
か
人
の
や
ら
ぬ
こ
と
を
や
ろ
う
と

(19) 

し
た
執
念
の
た
ま
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
、
ど
ち
ら
も
そ
れ
を
夢
と
い
う
形

に
仮
託
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
御
託
宣
そ
の

も
の
よ
り
も
、
そ
の
発
言
に
至
る
過
程
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
巻
四
の
一
を
見
て
も
、

人
皆
欲
の
世
な
れ
ば
、
若
恵
比
寿
、
大
黒
殿
、
毘
沙
門
、
弁
財
天
に

頼
み
を
か
け
、
鉦
の
緒
に
取
付
、
元
手
ね
が
ひ
し
に
、
せ
け
ん
か
し
こ

き
時
代
に
な
り
て
、
此
事
か
な
ひ
が
た
し
。

な
と
ど
い
う
世
相
の
中
で
の
、
桔
梗
屋
の
生
き
方
が
貧
乏
神
を
祀
る
こ
と

の
発
見
へ
と
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
、
致
富
へ
と
つ
な
が
る
。
そ
の
生
き
方

(20) 

に
重
点
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
貧
乏
神
の
御
託
宣
は
禅
問
答
め
い
た
漠
然
と

し
た
も
の
で
も
、
成
功
に
到
る
の
で
あ
る
。
巻
二
の
四
の
源
内
に
し
て
も
、

は
じ
め
か
ら
神
を
疎
か
に
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
常
識
的
町
人
と
し
て

「
信
あ
れ
ば
徳
あ
り
と
、
仏
に
つ
か
へ
神
を
祭
る
こ
と
お
ろ
か
な
ら
ず
」

生
き
て
き
た
の
に
、
あ
る
年
そ
の
「
人
よ
り
は
や
く
参
詣
け
る
」
吉
例
を

破
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
読
者
の
興
味
は
そ
そ
が
れ
話
の
展
開
に
期
待
が

広
が
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
、
神
の
存
在
は
薄
く
、
主
人
公

た
ち
の
知
恵
や
オ
覚
を
強
調
す
る
た
め
に
、
神
の
存
在
が
利
用
さ
れ
て
い

る
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
知
恵
や
オ
覚
が
、
神
仏
の
存
在
よ
り
も
優
先
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
巻
二
の
三
「
オ
覚
を
笠
に
着
大
黒
」
の
主
人
公
新

六
の
行
為
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
新
六
は
勘
当
さ
れ
江
戸
へ
下
り
、

木
綿
手
拭
の
切
り
売
り
を
始
め
る
。
し
か
も
、
そ
の
商
売
の
地
と
し
て
、

神
社
の
境
内
を
選
び
、

下
谷
の
天
神
に
行
て
手
水
鉢
の
も
と
に
て
賣
出
し
け
る
に
。
参
詣
の

人
買
て
の
幸
と
一
日
に
利
を
得
て
。
毎
日
是
よ
り
仕
出
し
て
十
ケ
年
立

ぬ
内
に
五
千
両
の
分
限
に
さ
A

れ
。
一
人
の
オ
覚
者
と
い
は
れ
。

と
い
う
成
功
を
収
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
「
い
か
な
い
か
な
此
廣
き

御
城
下
な
れ
共
日
本
の
か
し
こ
き
人
の
寄
會
錢
三
文
あ
だ
に
は
も
う
け
さ

せ
ず
」
と
い
う
状
況
の
中
で
、
天
神
の
境
内
に
集
ま
る
人
間
を
、
ま
ん
ま

と
利
用
し
て
分
限
者
と
な
っ
て
し
ま
う
新
六
の
姿
は
、
神
仏
の
加
護
に
関

係
な
く
し
た
た
か
に
自
分
の
知
恵
・
オ
覚
で
生
き
ぬ
く
人
間
の
姿
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
巻
三
の
三
「
世
は
抜
取
の
観
音
の
眼
」

や
巻
三
の
五
「
紙
子
身
鉢
の
破
れ
時
」
か
ら
も
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

巻
三
の
三
の
主
人
公
で
あ
る
伏
見
の
質
屋
菊
屋
善
蔵
は
、

な
を
ひ
す
ら
く
人
に
情
を
知
ら
ず
、
足
も
と
な
る
高
泉
和
尚
の
寺
に

ま
い
ら
ず
、
祭
に
も
五
香
の
宮
に
参
詣
せ
ず
。

と
い
う
程
の
、
吝
薔
家
で
不
信
心
で
あ
っ
た
の
に
、
に
わ
か
に
初
瀬
に
参

- 8 -



詣
を
始
め
る
。
本
当
の
目
当
て
は
信
心
ど
こ
ろ
か
、
長
谷
寺
の
戸
帳
の
古

代
の
名
物
裂
れ
な
の
で
あ
っ
た
。
善
蔵
は
ま
ん
ま
と
そ
の
戸
帳
を
手
に
入

れ
て
大
儲
け
し
た
も
の
の
、
つ
い
に
は
没
落
し
て
い
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

森
山
重
雄
氏
は
、

水
間
寺
の
観
音
に
擬
神
し
て
、
「
戸
帳
ご
し
に
あ
ら
た
な
る
御
告
」
を

し
た
西
鶴
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
そ
の
「
戸
帳
」
に
目
を
つ
け
、
こ
れ

を
我
が
利
の
た
め
に
買
収
し
た
男
を
憎
ま
な
い
は
ず
が
な
い
。

と
し
、
善
蔵
は
、
そ
の
た
め
に
「
伏
見
か
ら
少
し
は
ず
れ
た
辺
外
者
と
し

て
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
思
議
な
こ

と
に
初
瀬
の
観
音
自
体
は
、
こ
こ
で
物
語
に
介
入
し
て
こ
な
い
。
森
山
氏

の
い
う
「
擬
神
化
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
さ
て
も
す
か
ぬ
男
」
と
い
う
西

鶴
の
批
評
は
、
初
瀬
の
観
音
に
よ
っ
て
御
託
宣
と
し
て
言
わ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
、
没
落
の
原
因
も
、
「
元
来
す
ぢ
な
き
分
限
」
と
い
う
き
わ

め
て
人
的
な
問
題
で
は
な
く
、
神
仏
の
罰
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の

例
を
考
え
て
も
、
西
鶴
に
徳
目
や
教
訓
を
「
擬
神
化
」
し
て
読
者
に
示
そ

う
な
ど
と
い
う
考
え
が
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

た
と
え
ば
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
集
』
巻
十
一
の
七
「
清
水
寺
御
帳
賜
る
女

の
事
」
の
よ
う
な
霊
験
諏
と
比
較
し
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
。
『
宇
治
拾
遺
』
で
は
、
「
た
よ
り
な
か
り
け
る
女
の
、
清
水
に
あ
な

が
ち
参
る
」
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
観
音
か
ら
「
御
帳
の
帷
子
」
を
賜
り
、

そ
れ
を
着
物
に
仕
立
て
て
身
に
つ
け
た
結
果
、
幸
運
を
手
に
入
れ
る
と
い

う
話
で
あ
る
。
夢
の
お
告
げ
で
、
観
音
が
御
帳
を
与
え
る
と
い
う
の
に
、

こ
の
女
は
三
度
ま
で
辞
退
す
る
と
い
う
部
分
が
あ
る
。
『
宇
治
拾
遺
』
で
は
、

観
音
は
自
ら
告
げ
て
御
帳
を
与
え
て
い
る
の
に
、
先
の
善
蔵
の
話
で
は
観

音
自
身
の
介
在
は
ま
っ
た
く
な
い
。
さ
ら
に
、
善
蔵
に
は
、
こ
れ
ま
で
の

『
日
本
永
代
蔵
』
で
の
神
仏
の
利
用
の
仕
方
と
異
な
り
、
自
分
か
ら
の
知

恵
・
エ
夫
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
金
の
た
め
に
は
神
仏
さ
え
駆
し
利

用
し
て
し
ま
う
菊
蔵
の
生
き
方
は
、
一
見
、
商
人
と
し
て
徹
し
て
い
る
よ

う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
自
ら
の
知
恵
・
エ
夫
の
見
ら

れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
「
す
か
ぬ
男
」
と
い
う
批
評
を
与
え
ら
れ
、
抜
け
目
の

な
さ
を
批
判
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
、
教

訓
性
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
初
瀬
の
観
音
を
登
場
さ
せ
、
自
ら
罰
を

与
え
さ
せ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
は
や
、
当
時
、
神
仏
が
制
裁
と
し
て
罰

を
与
え
る
も
の
だ
と
い
う
在
り
方
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
一
面
が

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
巻
四
の
四
「
茶
の
十
徳

も
一
度
に
皆
」
の
小
橋
の
利
助
と
比
較
し
て
も
わ
か
る
。
利
助
は
客
を
蝙

す
と
い
う
商
人
に
と
っ
て
も
っ
と
も
嫌
う
べ
き
「
不
正
直
」
な
存
在
と
し

て
描
か
れ
、
「
一
度
は
利
を
得
て
家
栄
へ
し
に
、
天
是
を
と
が
め
給
ふ
に
や
。

此
利
助
、
俄
に
乱
人
と
な
り
て
」
非
業
の
死
を
遂
げ
、
幽
霊
に
ま
で
な
る
。

菊
蔵
が
請
売
の
酒
屋
へ
と
没
落
し
た
と
い
う
結
末
と
比
べ
て
、
利
助
の
方

が
は
る
か
に
悲
惨
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
天
」
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
罰
せ

ら
れ
る
の
も
、
神
仏
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
の
も
大
差
が
な
い
と
い
う
考

え
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
商
人
と
し
て
「
客
」

を
偽
り
・
願
す
と
い
う
「
不
正
直
」
の
姿
勢
ま
で
も
容
認
し
て
し
ま
っ
て

は
、
商
人
道
徳
の
存
在
す
ら
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ

う
か
。
い
か
に
教
訓
性
を
期
待
し
な
い
読
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
ま
で
い

っ
て
し
ま
っ
て
は
共
感
は
得
ら
れ
な
い
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

神
仏
を
敬
う
こ
と
で
そ
の
余
徳
に
あ
ず
か
る
な
ど
と
い
う
、
他
力
本
願
の

空
洞
化
し
た
教
訓
は
、
西
鶴
も
信
用
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

巻
三
の
三
で
、
観
音
自
ら
罰
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
出
自
を
没
落
の
原

-9-



『
日
本
永
代
蔵
』
が
、
「
大
福
新
長
者
教
」
の
副
題
も
持
つ
こ
と
か
ら
、

な
ん
ら
か
の
教
訓
を
読
者
に
伝
え
、
読
者
も
そ
こ
に
致
富
に
役
立
つ
教
訓

を
見
出
だ
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
『
日
本
永
代
蔵
』
の
読
み

方
が
、
神
仏
の
表
現
を
見
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
が
ち
そ
う
で
は

な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
西
鶴
が
、
無
神
論
者
で
あ

VI

お
わ
り
に

因
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
利
助
の
悲
惨
な
末
路
も
、
本
来
な
ら
「
ゑ
び
す

の
朝
茶
」
と
売
り
歩
き
財
を
な
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
恵
比
寿
神
に

よ
っ
て
罰
が
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
お
そ

ら
く
西
鶴
の
認
め
た
信
仰
の
姿
勢
は
、
町
人
と
し
て
の
常
識
的
範
囲
内
で

あ
り
、
そ
れ
も
、
商
売
を
安
定
さ
せ
、
社
会
的
信
用
を
得
る
た
め
に
、
日
々

「
正
直
」
に
生
き
て
い
く
自
己
規
制
力
と
し
て
の
信
仰
だ
っ
た
と
い
え
よ

ぷ
ノ

ま
た
、
巻
三
の
五
「
紙
子
身
鉢
の
破
れ
時
」
で
も
、
主
人
公
忠
助
は
佐

夜
の
中
山
へ
と
で
か
け
、
「
無
間
の
鐘
」
を
、
「
こ
の
鐘
を
つ
い
て
分
限
に

な
ら
ば
、
今
の
世
の
人
、
末
の
世
に
は
蛇
と
な
る
事
も
か
ま
ふ
べ
き
か
。

増
し
て
蛭
の
地
獄
も
恐
ろ
し
か
ら
ず
」
と
言
い
切
っ
て
、
撞
く
の
で
あ
る
。

こ
の
現
実
主
義
に
対
し
て
、
結
局
は
幸
福
が
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
「
愚
か
な

る
忠
助
無
用
の
路
錢
を
つ
か
ひ
て
妥
に
来
に
け
り
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
「
無
間
の
鐘
」
の
伝
説
の
持
つ
権
威
は
、
こ
こ
で
も
、
ほ
と
ん
ど

感
じ
ら
れ
な
い
。
我
が
子
の
美
形
の
お
陰
で
「
江
戸
の
福
人
」
に
養
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
幸
福
の
結
末
は
、
信
仰
の
力
と
い
う
よ
り
、
現
実
社
会
で

き
わ
め
て
一
般
的
な
結
末
と
い
え
よ
う
。

っ
た
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
西
鶴
と
て
、
近
世
人
と
し
て
き
わ
め

て
常
識
的
な
信
仰
は
持
つ
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
否
定
す
る
つ
も
り
も

な
い
。
し
か
し
、
神
仏
を
信
仰
す
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
絶
対
的
存

在
と
し
て
の
神
仏
を
心
か
ら
信
じ
切
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
か
な
り
疑

問
が
残
る
の
で
は
な
い
か
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
神
仏
へ
の
信
仰
が
絶

対
で
な
い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
巻
四
の
五
「
伊
勢
ゑ
び
の
高
買
」
の
樋

口
屋
が
、
あ
る
年
、
伊
勢
海
老
が
高
騰
し
、
江
戸
で
一
匹
五
両
、
橙
が
三

両
し
た
時
、

さ
れ
ば
、
蓬
莱
は
神
代
此
か
た
の
な
ら
は
し
な
れ
ば
と
て
高
直
な
る

物
を
買
調
て
是
を
か
ざ
る
事
何
の
益
な
し
。
天
照
大
神
も
と
か
め
さ
せ

給
ふ
ま
じ
と
伊
勢
ゑ
び
の
代
に
車
ゑ
び
代
々
の
替
に
九
年
母
を
つ
み
て

同
じ
心
の
春
の
色
才
覚
男
の
仕
出
し
と
其
年
は
境
中
に
伊
勢
ゑ
び
代
々

ひ
と
つ
買
ず
に
清
し
ぬ
。

と
い
う
行
動
を
と
り
、
そ
の
合
理
性
を
讃
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら

も
う
か
が
え
よ
う
。

人
間
を
超
越
し
て
い
る
存
在
を
神
仏
と
呼
ぶ
な
ら
、
そ
の
存
在
を
絶
対

視
し
て
扱
っ
て
き
た
の
が
、
西
鶴
ま
で
の
文
学
の
流
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
神
仏
が
提
唱
し
て
い
る
こ
と
が
、
「
教
訓
L

そ
の
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
西
鶴
は
、
神
仏
を
絶
対
の
世
界
か
ら
ひ
き

ず
り
お
ろ
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、

そ
の
場
面
に
応
じ
て
、
神
仏
の
存
在
を
巧
み
に
話
の
展
開
の
一
部
と
し
て

取
り
入
れ
、
表
現
を
膨
ら
ま
せ
る
た
め
の
材
料
と
し
て
利
用
し
は
じ
め
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
「
教
訓
」
を
示
す
ど
こ

ろ
か
、
金
銭
の
現
実
社
会
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
神
仏
の
姿
さ
え
見
ら

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
日
本
永
代
蔵
』
が
、
そ
の
副
題
か
ら
し
ば
し
ば
「
教
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1注

野
間
光
辰
『
補
剛
・
西
鶴
年
譜
考
證
』
昭
和
五
八
・
十
一
中
央
公
論
社

長
友
千
代
治
「
西
鶴
と
書
陣
と
読
者
」
『
元
禄
文
学
の
開
花
I
』
平
成
四
・
六

誠
社な

ど
に
そ
の
盛
行
が
詳
し
い
。

暉
峻
康
隆
日
本
古
典
文
学
全
集
『
井
原
西
鶴
集
三
』
解
説
昭
和
四
七
•
四

小
学
館

東
明
雅
岩
波
文
庫
『
日
本
永
代
蔵
』
解
説
昭
和
三
一
・
九
岩
波
書
店

麻
生
磯
次
・
冨
士
昭
雄
訳
注
『
決
定
版
対
訳
西
鶴
全
集
』
解
説
平
成
五
・
三
明

治
書
院

な
ど
も
こ
の
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。

藤
江
峰
夫
「
町
人
物
の
成
立
と
展
開
」
『
元
禄
文
学
の
開
花
I
』
平
成
四
・
六
勉

誠
社

篠
原
進
「
西
鶴
の
ぬ
け
」
国
文
学
研
究
資
料
館
講
演
集
十
五
『
西
鶴
没
後
三
百

年
』
平
成
六
・
三
国
文
学
研
究
資
料
館
に
簡
潔
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

谷
脇
理
史
「
『
日
本
永
代
蔵
』
の
方
法
と
読
者
の
問
題
」
『
日
本
文
学
』
昭
和
五
八
・

七谷
脇
理
史
「
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
頭
の
一
節
を
め
ぐ
っ
て
」
『
西
鶴
研
究
序
説
』
昭

和
五
六
・
六
新
典
社

植
田
一
夫
『
西
鶴
文
芸
の
研
究
』
昭
和
五
四
・
ニ
笠
間
書
院

篠
原
進
「
『
日
本
永
代
蔵
』
の
主
題
」
『
弘
前
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
昭
和
五
六
． 勉

訓
性
」
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
、
西
鶴
の
意
識
し
た

作
品
世
界
と
く
い
ち
が
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
「
大
福
新
長
者
教
」
と
銘
打
ち
つ
つ
も
、
あ
り
き
た
り
の
教
訓

を
自
己
の
知
恵
や
オ
覚
と
い
っ
た
能
力
で
見
事
に
超
越
し
て
、
富
を
得
よ

う
と
し
た
人
々
の
姿
を
、
既
成
の
表
現
の
形
や
固
定
観
念
を
超
え
て
描
い

た
か
ら
こ
そ
、
『
日
本
永
代
蔵
』
は
多
く
の
読
者
を
得
て
、
盛
ん
に
読
ま
れ

た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 

三西
島
孜
哉
「
晩
年
の
活
動
」
『
西
鶴
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
平
成
五
・
六

谷
脇
理
史
「
『
日
本
永
代
蔵
』
成
立
へ
の
一
試
論
」
『
西
鶴
研
究
序
説
』
昭
和
五
六
．

六
新
典
社
で
は
巻
五
・
六
を
初
稿
と
す
る
が
、
暉
峻
康
隆
・
西
島
孜
哉
は
、
巻
一

か
ら
四
を
初
稿
と
す
る
。

吉
江
久
弥
『
西
鶴
文
学
の
研
究
』
昭
和
四
九
・
三

長
友
千
代
治
「
西
鶴
と
書
陣
と
読
者
」
『
元
禄
文
学
の
開
花
I
』
平
成
四
・
六
勉

誠
社

大
島
健
彦
訳
注
日
本
古
典
文
学
全
集
『
御
伽
草
子
集
』
昭
和
四
九
・
九
小
学

館森
山
重
雄
「
噺
の
伝
統
と
西
鶴
」
『
文
学
』
昭
和
三
三
・
八
岩
波
書
店

森
山
重
雄
『
西
鶴
の
研
究
』
昭
和
五
六
・
一
新
読
書
社

白
倉
一
由
「
日
本
永
代
蔵
の
世
界
」
『
日
本
文
芸
学
』
五
号
昭
和
四
五
・
ニ

武
藤
禎
夫
・
岡
雅
彦
編
『
噺
本
大
系
』
四
巻
昭
和
五
一
・
六
東
京
堂

野
々
村
戒
三
•
安
藤
常
次
郎
『
狂
言
集
成
』
昭
和
四
九
・
三
能
楽
書
林

小
森
啓
助
「
『
日
本
永
代
蔵
』
の
思
想
と
表
現
」
『
同
志
社
国
文
学
』
創
刊
号
昭
和
四

一
・
三

『
一
休
は
な
し
』
（
寛
文
八
年
）
四
の
十
三
に
一
休
の
末
期
の
句
と
し
て
「
生
也
死
也

死
也
生
也
／
柳
は
緑
花
ハ
紅
／
喝
／
柳
不
緑
花
不
紅
／
御
用
心
御
用
心
一

休
筆
題
」

と
あ
る
。

（
筑
波
大
学
附
属
駒
場
中
・
高
等
学
校
教
諭
）
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