
田
門
外
の
雪
を
血
で
染
め
る
始
末
と
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
叙
述
で
は
、
江
戸
時
代
に
は
大
名
と
そ
の
家
臣
だ
け
が
肉
に
あ

り
つ
い
て
い
て
、
下
々
に
は
無
縁
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な

い
。
い
つ
の
時
代
に
も
、
う
ま
い
も
の
の
味
を
知

っ
て
、
こ
れ
を
探
し
出
す
努

力
を
惜
し
ま
な
い
通
人
と
い
う
も
の
が
い
る
。

頃
は
元
禄
十
四
年

（
一
七
〇

一
）
、
殿
中
刃
傷
が
か
ど
に
よ
り
、
赤
穂
藩
主

浅
野
長
矩
は
切
腹
を
命
ぜ
ら
れ
、
お
家
断
絶
。
家
臣
は
除
邑
の
憂
き
目
を
か
こ

ち
つ
つ
、
諸
国
へ
散

っ
て
行

っ
た
。
時
の
家
老
職

。
大
石
内
蔵
助
良
雄
は
、
京
都

山
科
に
閑
居
、
昼
行
灯
を
装

っ
て
、
主
君
の
仇

・
吉
良
義
央
の
首
を
ね
ら
っ
て

い
た
。
彼
は
、
或
る
時
、
烈
士

・
村
上
喜
剣
の
足
の
ゆ
び
に
挿
ん
だ
肉
を
食
わ

さ
れ
て
、
肉
の
味
を
知
る
よ
う
に
な
り
、
牛
肉
を
同
志
の
堀
部
弥
兵
衛
老
人
に

贈

っ
て
い
る
。
そ
の
添
手
紙
に
、

「可
然
方
よ
り
内
々
到
来
に
ま
か
せ
、
進
上
致
候
、
彦
根
産
黄
牛
の
味
噌
漬
、

養
老
品
故
、
其
許
に
は
重
宝
か
と
存
じ
候
。
枠
主
税
な
ど
に
参
ら
せ
候
と
、
か

へ
っ
て
あ
し
か
る
べ
し
。
大
笑
大
笑
。
十
二
日
。
堀
部
弥
兵
衛
殿
。
大
石
内
蔵

助
」
と
あ
る
。

文
中
、　
然
る
べ
き
方
よ
り
内
々
到
来
、　
と
あ
る
の
は
、
牛
肉
の
入
手
過
程
を

あ
い
ま
い
に
し
た
も
の
で
、
大
公
方
の
治
下
に
あ
っ
て
、
ヤ
ミ
の
牛
肉
に
つ
い

て
の
大
石
の
行
届
い
た
配
慮
が
窺
わ
れ
る
。
十
二
日
の
日
附
け
は
、
元
禄
十
五

年
の
討
入
り
に
近
い
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
、
老
人
に
ス
タ
ミ
ナ
を
つ
け
て
や
り

た
い
内
蔵
助
の
思
い
や
り
が
わ
か
る
。

安
政
三
年

（
一
八
五
六
）
、　
ハ
リ
ス
が
下
田
へ
や
っ
て
来
て
玉
泉
寺
を
宿
と

し
た
。
章
酒
山
門
に
入
る
を
許
さ
ぬ
寺
内
で
、
而
も
境
内
の
仏
手
柑
の
木
に
牛

を
繋
い
で
、
撲
殺
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
世
は
発
季
だ
と
い
っ
て
、
坊
主

も
た
ま
げ
た
ろ
う
と
思
う
。
下
田
の
人
達
は
唐
人
お
吉
か
ら
牛
肉
の
す
そ
分
け

１

０

は

役

に

た

つ
」
と
題
す

る
文
中
に
左

の

一
節
が
あ

Ｚ
つ
。「

か
れ

（
孔

子
）
の
学
説

が
封
建
秩
序

を
維
持
す
る

に
は
、
き
わ

め
て
有
利
な

武
器
で
あ
っ

た
た
め
、
か

れ
は
聖
人
と

た

た

え

ら

れ
、
二
千
余

年
の
間
、
い

か
な
る
王
朝

も
、
尊
崇
し

な
い
も
の
は

な
く
、
永
久

と
と
な
っ
た
」

に
孔
子
廟
内
に
祭
ら
れ
て
、
お
そ
な
え
の
豚
肉
に
あ
り
つ
く
こ

（
毎
日
新
聞
社
訳
）

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
、
昔
、
漢
神
に
牛
肉
を
献
じ
て
い
た
が
、

こ
れ
は
中
国
の
風
習
に
な
ら
っ
た
も
の
で
、
中
国
で
は
、
祭
の
時
に
四
つ
足
が

を
貰

っ
て
食
べ
て
は
い
た
が
、
仏
罰
が
あ
た
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
身
に
な
ら

な
か
っ
た
。

そ
の
頃
、
若
い
福
沢
諭
吉

（
一
八
三
四
―

一
九
〇
二
）
は
　
蘭
学
を
学
ぶ
た

め
に
長
崎
へ
や
っ
て
来
て
、
そ
こ
で
シ
ッ
ポ
ク

（卓
状
）
料
理
を
食
べ
た
。
そ

れ
は
、
中
国
式
の
テ
ー
ブ
ル
料
理
を
意
味
し
、
通
常
、
肉
の
角
煮

（東
妓
肉
）

な
ど
を
含
む
も
の
で
　
江
戸
時
代
か
ら
長
崎
で
流
行
し
て
い
る
名
物
料
理
で
あ

る
。
中
津
藩
の
大
阪
堂
島
の
倉
屋
敷
で
生
ま
れ
、
キ
チ
ン
と
し
た
武
家
の
食
事

方
式
に
な
じ
ん
で
い
た
諭
吉
は
、
他
人
と
箸
を
交
え
て
、
つ
っ
つ
き
合
う
中
国

方
式
の
食
べ
方
と
、
そ
の
料
理
の
風
味
に
甚
だ
異
国
情
緒
の
あ
る
こ
と
を
知

っ

た
。
彼
は
、　
そ
の
情
緒
の
中
に
外
国
ら
し
さ
を
見
出
し
、　
日
本
人
の
考
え
方

や
、
交
わ
り
方
、
社
会
の
あ
り
方
の
改
造
に
つ
い
て
の
方
向
を
見
出
し
た
。
大

観
院
独
立
自
尊
居
士
の
法
名
を
も
つ
彼
の
本
領
は
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
根
ざ
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
維
新
の
変
革
に
あ
た
り
、
高
く
思
い
低
く
処
し
た
彼
の

啓
蒙
態
度
は
、
実
は
こ
の
シ
ッ
ポ
ク
か
ら
出
た
も
の
だ
と
云
え
ば
、
差
し
障
り

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
彼
の
大
観
性
と
独
立
自
尊
性
は
、
中
国
料
理
の
味
の
わ
か

ら
ぬ
者
に
う
な
ず
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
日
本
歴
史
の
夜
明
け

は
、
さ
く
ら
鍋
。
明
治
維
新
の
黎
明
は
シ
ッ
ポ
ク
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

日
本
で
は
、
専
ら
牛
肉
が
愛
好
さ
れ
て
き
た
が
、
海
の
向
う
の
中
国
で
は
、

昔
か
ら
豚
も
重
き
を
な
し
て
い
る
。
三
千
年
も
昔
の
殷
周
時
代
の
盤
銘
な
ど
に

本

（
豚
の
古
字
）
の
字
が
見
え
る
。
家
の
字
な
ど
も
、
屋
根
の
下
に
人
が
い
そ

う
だ
が
、
そ
こ
に
は
本
が
い
る
。
豚
は
家
畜
の
王
座
に
位
し
、
食
肉
の
首
位
に

お
か
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

最
近
、
中
国
で
批
判
さ
れ
て
い
る
三
家
村
札
記
、
こ
れ
は
孔
子
以
来
の
古
典

や
故
事
な
ど
を
豊
富
に
引
用
し
た
現
代
中
共
の
要
人
た
ち
の
随
筆
集
で
、
中
共

の
初
期
に
思
想
の
指
導
標
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で

「
孔
子
の
教
え

―

―

牲
に
供
さ
れ
る
の
が
慣
わ
し
で
あ
る
。
太
牢
の
際
に
は
、
牛
豚
羊
、
少
牢
の
時

は
牛
を
省
い
て
豚
羊
が
供
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も

豚
は
欠
か
さ
な
い
の
で
、
孔
子
廟
の
祭
に
は
必
ら
ず
豚
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。

前
の
文
章
の
あ
り
つ
く
と
い
う
表
現
は
、
唯
物
史
観
の
立
場
の
語
意
を
含
む

が
、
肉
食
史
観
か
ら
見
れ
ば
、
彼
の
国
に
お
い
て
の
豚
肉
の
重
要
さ
が
こ
の
言

葉
か
ら
読
み
と
ら
れ
る
。

清
朝
の
頃
、
英
国
人
が
中
国
の
黒
豚
を
自
国
に
持
ち
帰
り
、
バ
ー
ク
シ
ャ
ー

地
方
で
、
自
国
産
の
黒
豚
と
交
配
し
て
、
い
わ
ゆ
る
。ハ
ー
ク
シ
ャ
ー
種

（
黒
）

を
作
り
出
し
た
。
そ
れ
と
、
そ
の
後
、
ョ
ー
ク
シ
ャ
ー
地
方
で
改
良
し
た
コ
ー

ク
シ
ャ
ー
種

（
自
）
が
英
国
豚
の
二
大
横
綱
で
あ
る
。
こ
の
黒
豚
の
方
を
、
英

人
が
幕
末
に
、
薩
摩
に
持
ち
込
ん
で
来
た
。

薩
摩
藩
は
九
州
の
南
端
に
位
し
、
古
く
鎌
倉
時
代
に
、
島
津
が
関
東
武
士
を

引
き
具
し
て
赴
任
し
て
以
来
、
明
治
に
至
る
ま
で
、
国
替
え
な
ど
も
な
か
っ
た

の
で
、
凡
そ
八
百
年
の
間
、
中
央
の
干
渉
か
ら
遠
離
さ
れ
て
い
て
、
恰
か
も
独

立
国
の
観
を
呈
し
て
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
も
早
く
か
ら

受
け
入
れ
、
外
国
と
の
交
易
も
盛
ん
で
、
夙
に
ガ
ラ
ス
エ
業
を
興
し
、
ビ
ン
や

食
器
な
ど
を
造

っ
て
い
た
。
ま
た
、
江
戸
初
期
に
入
来
し
た
蕃
薯

（
甘
薯
、
さ

つ
ま
い
も
）
の
耕
作
も
進
ん
で
い
た
の
で
、
青
木
昆
陽

（
甘
薯
先
生
）
は
こ
こ

の
種
芋
を
江
戸

へ
移
植
し
て
、
全
国
へ
流
布
し
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
薩
摩
に

は
も
と
も
と
豚
の
飼
料
が
具
わ
っ
て
い
て
、
中
国
豚
も
琉
球
を
通
じ
て
既
に
渡

っ
て
来
て
い
た
。
豚
の
飼
育
技
術
に
も
長
け
て
い
た
の
で
、
新
来
の
英
国
系
バ

ー
ク
シ
ャ
ー
は
、
こ
こ
で
次
第
に
増
え
て
い
っ
た
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
、
牛
肉
の
味
で
キ
リ
ス
ト
教
を
広
め
よ
う
と
し
た
こ
と
は

前
に
述
べ
た
が
、
英
国
人
は
、
バ
ー
ク
シ
ャ
ー
と
ス
コ
ッ
チ
ウ
イ
ス
キ
ー
で
薩

摩
を
手
な
づ
け
て
、
日
本
列
島

へ
の
布
石
に
す
る
考
え
で
い
た
。
英
国
と
薩
摩

幕末のころ薩摩に持ち込まれたバータシャーの銅像 (水道橋かつ吉)

-8-- 9 -―



藩
の
因
縁
は
そ
れ
ま
で
久
し
く
深
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
文
久
一
一年

（
一
八
六

二
）
島
津
久
光
の
行
列
が
神
奈
川
の
生
麦
村
に
さ
し
か
か
つ
た
時
に
、
こ
の
行

列
を
英
人
が
横
切
っ
た
。
こ
れ
を
警
固
の
武
士
が
、
無
礼
打
ち
に
ブ
ッ
タ
斬

つ

た
の
で
、
英
国
は
艦
隊
を
も

っ
て
、
鹿
児
島
湾
に
侵
入
、
島
津
の
牙
城
に
報
復

艦
砲
射
撃
を
加
え
た
。
こ
の
時
は
薩
摩
武
士
の
奮
戦
め
ざ
ま
し
く
、
敵
艦
隊
に

異
常
な
打
撃
を
与
え
て
撃
退
し
た
っ
こ
の
薩
英
戦
争
に
は
、
幕
府
は
い
た
く
狼

狽
し
、
取
り
な
し
の
挙
に
出
た
が
、
西
郷
隆
盛
を
中
心
と
す
る
武
士
た
ち
は
、

英
国
と
の
親
交
を
拒
ん
だ
。
西
郷
は

「
西
郷
と
豚
姫
」
の
芝
居
な
ど
で
、
豚
に

惚
れ
ら
れ
る
奇
縁
が
あ
る
が
、
と
も
か
く
豚
を
持
ち
込
ん
だ
者
と
の
関
係
を
、

必
要
以
上
に
深
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

一
方
、
フ
ラ
ン
ス
は
幕
府
に
加
担
し
、
ボ
ル
ド
ー
フ
イ
ン
と
仏
蘭
西
御
料
理

で
、
勝
海
舟
腋
ゼ
物
要
人
を
薬
籠
の
中
に
収
め
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、

「糞
士

は
食
わ
ね
ど
高
楊
枝
」
の
サ
ム
ラ
イ
達
は
こ
れ
に
な
び
か
ず
、
そ
の
洗
脳
に
は

１

リ

Ｃ
Ｍ
の
七
言
絶
句
が
あ
る
。

柳
か
牛
店
を
開
い
て
、
微
忠
を
表
わ
し

生
民
の
頑
古
の
風
を
洗
わ
ん
と
欲
す

一
喫
、
乍
ち
悟
る
開
化
の
味

果
た
し
て
知
る
、
肥
肉
半
斤
の
功

そ
ろ
ば
ん
勘
定
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
思
潮
の
指
導
に
も
心
を
配
っ
た
明
治
の

牛
鍋
屋
の
旺
ん
な
気
慨
に
ふ
れ
る
思
い
が
す
る
。

関
西
で
は
、
今
日
で
も
、
単
に
肉
と
い
え
ば
牛
肉
の
こ
と
で
、
明
治
時
代
に

も
丹
波
、
但
馬
の
牛
が
、
神
戸
牛
の
名
称
で
、
近
江
牛
と
並
ん
で
、
東
京

へ
移

出
さ
れ
て
い
た
。
宮
中
の
大
膳
寮
で
も
牛
肉
で
外
来
の
賓
客
を
饗
応
し
、
明
治

陛
下
も
好
ん
で
召
上
っ
た
。

新
顔
の
薩
摩
の
黒
豚
は
、
都
に
上
る
に
あ
た
っ
て
、
牛
と
角
逐
し
て
は
勝
味

が
な
い
と
し
て
、
京
阪
神
、
名
古
屋
を
素
通
り
し
て
、　
一
挙
に
関
東

へ
入
り
こ

ん
で
来
た
の
で
、
東
京
地
区
に
は
、
養
豚
所
が
ふ
え
て
い
っ
た
ｏ
そ
の
頃
の
養

豚
施
設
は
、
今
と
ち
が
っ
て
不
潔
だ
っ
た
た
め
、
附
近
の
住
民
は
悪
臭
と
蝿
に

せ
め
ら
れ
、
こ
れ
が
撤
去
方
を
政
府
に
願
い
出
た
。
明
治
六
年
五
月
十
五
日
の

太
政
官
布
告
第

一
六
三
号
に
よ
れ
ば

「―
前
略
―
自
今
三
府
市
街
の
区
内
は
勿

論
、
各
地

一
般
人
家
棚
密
の
場
所
に
て
養
豚
の
儀
堅
く
禁
止
候
条
、
右
区
内
に

於
て
従
前
営
業
の
者
は
布
令
到
達
の
日
よ
り
三
十
五
日
以
内
を
以

っ
て
郊
外
便

宣
の
地
に
立
退
き
、
養
豚
致
す
可
き
事
。
但
し
東
京
府
下
朱
引
内
は
た
と
え
草

野
空
間
の
地
と
雖
も
養
豚
相
成
ら
ず
候
。
も
っ
と
も
乳
汁
搾
取
の
た
め
養
豚
候

は
差
許
さ
れ
候
え
ど
も
、
不
潔
汚
臭
の
儀
も
之
れ
有
り
候
え
ば
詮
議
の
上
取
り

払
い
令
す
べ
き
事
。
太
政
大
臣
　
一二
条
実
美
」
と
あ
る
。
文
中
の
乳
汁
搾
取
は

少
し
お
か
し
い
が
、
こ
れ
は
豚
肉
処
理
が
業
務
で
な
く
、
豚
乳
搾
取
が
目
的
だ

と
言
い
張

っ
て
、
乳
牛
業
者
並
み
の
扱
い
を
主
張
し
て
、
退
去
を
拒
む
養
豚
業

彼
等
は
手
を
焼
く
始
末
だ
っ
た
。

彼
等
お
も
え
ら
く
、
衣
は
肝
に
至
り
、
袖
腕
に
至
る
、
三
尺
の
秋
水
人
断
つ

べ
し
、
と
い
つ
て
、
全
土
に
温
れ
る
百
万
に
近
い
不
遅
の
や
か
ら
を
平
げ
て
教

て
も
、
資
源
に
は
乏
し
く
、
言
葉
は
通
じ
な
い
。
文
化
は
低
級
、
そ
ん
な
む
だ

骨
は
避
け
た
方
が
い
い
と
、
英
仏
も
そ
の
他
の
国
も
、
さ
わ
ら
ぬ
神
に
崇
り
な

し
の
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。

当
時
の
サ
ム
ラ
イ
達
は
葉
が
く
れ
論
語
を
読
み

「武
士
道
と
は
死
ぬ
こ
と
」

と
悟
り
、
茶
を
の
ん
で

「茶
禅

一
如
」
の
境
地
を
味
わ
っ
て
い
た
か
ら
、
外
国

人
の
側
か
ら
は
、
わ
び
し
い
動
物
の
よ
う
に
見
ら
れ
た
が
、
こ
ち
ら
側
か
ら
向

う
を
見
れ
ば
、
物
欲
し
気
な

一
方
通
行
の
損
益
計
算
器
の
よ
う
に
見
え
た
か
も

知
れ
な
い
。
武
士
は

一
見
、
智
性
に
欠
け
て
い
て
、
人
間
性
の
薄
い
木
石
の
よ

う
に
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
葡
萄
酒
の
風
味
や
豚
肉
の
味
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
な

野
蛮
人
で
は
な
い
。
彼
等
は
い
つ
も
、
人
殺
し
と
い
う
保
身
と
、
腹
切
り
と
い

う
滅
身
の
両
面
交
通
に
扶
ま
れ
て
物
を
考
え
、
そ
の
中
か
ら
生

き
と
し
生
け
る
も
の
の
生
の
醍
醐
味
を
味
わ
い
、
い
わ
ゆ
る
大

乗
の
味
覚
を
自
覚
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
た
。
幕
末
時

代
の
有
為
転
変
が
そ
ん
な
人
物
を
た
く
さ
ん
生
ん
で
い
た
。
西

郷
も
勝
も
そ
ん
な
人
物
だ
っ
た
ら
か
ら
、
お
か
げ
で
、
江
戸
の

町
は
兵
火
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

さ
て
、
世
は
明
治

と
な
り
、　
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
の
許
が
出

て
、
南
無
阿
跡
陀
仏
も
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
も
、
肉
を
食
う
こ

と
が
自
由
に
な
っ
た
。
国
を
挙
げ
て
文
明
開
化
を
謳
歌
し
、
西

洋
料
理
が
せ
て
は
や
さ
れ
る
時
代
と
な
っ
た
が
、
肉
の
本
流
は

依
然
と
し
て
牛
で
、
牛
肉
料
理
は
牛
鍋
が
主
流
で
あ
っ
た
。
明

治
九
年
版
の

「
日
本
開
化
詩
」
の
中
に
、
牛
鍋
屋
開
店
披
露
の

●
″
“
　
”
●

　

■

者
も
い
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

そ
の
頃
は
、
豚
は
無
精
者
の
標
本
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
無
芸
大
食
の
馬
鹿
者

の
代
表
と
さ
れ
て
い
た
か
ら

「愚
息
」
の
代
り
に

「豚
児
」
と
い
う
言
葉
が
流

行

っ
た
。
大
事
な
入
学
試
験
に
臨
ん
で
、
豚
児
に
と
ん
か
つ
を
食
べ
さ
せ
る
親

は
い
な
か
っ
た
。
豚
肉
は
牛
肉
と
混
ぜ
て
腸
詰
と
さ
れ
、
ま
た
、　
ハ
ム
や
ベ
ー

コ
ン
の
よ
う
に
ス
モ
ー
ク
さ
れ
て
、　
一
部
の
ハ
イ
カ
ラ
階
級
の
専
用
と
な
り
、

そ
の
人
達
は
、
こ
れ
を
時
代
お
く
れ
の
人
達
に
食
べ
さ
せ
て
、
こ
の
人
た
ち
を

煙
に
ま
い
て
誇
り
を
感
じ
て
い
た
。
こ
ん
な
時
代
が
長
く
続
い
た
。

明
治
十
年
、
西
南
戦
争
で
家
を
焼
か
れ
、
食
う
に
困
っ
た
薩
摩
の
一
青
年
が

上
京
し
て
来
た
。
城
山
が
陥
ち
る
前
の
暑
い
さ
か
り
で
、
旅
に
疲
れ
て
い
た
彼

は
、
新
橋
で
汽
車
を
降
り
る
と
、
何
気
な
く
駅
前
の
西
洋
料
理
屋
の
暖
簾
を
く

ぐ
り
、
豚
肉
料
理
を
注
文
し
た
が
、
お
あ
い
に
く
と
断
わ
ら
れ
、
そ
れ
で
は
と

い
う
の
で
、
ビ
フ
テ
キ
を
注
文
し
た
。
久
し
く
栄
養
に
欠
け
て
い
た
彼
は
、
ビ

フ
テ
キ
を
食
べ
る
と
、
そ
の
味
が
全
身
に
深
り
渡
り
、
大
死

一
番
の
気
慨
が
肛

の
底
に
固
ま
り
、
そ
こ
で
揮
の
紐
を
締
め
直
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
う

に
、
不
敵
な
悟
り
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
故
郷
の
豚
が
東
京
で
巾
が
き
か

な
い
の
を
見
て
、
食
わ
ず
嫌
い
の
生
民
の
頑
固
の
風
を
洗
わ
ん
と
欲
し
て
、
終

生
、
豚
の
普
及
に
努
め
た
。
そ
の
男
こ
そ
、
天
狗

・
岩
谷
松
平

（
一
八
四
九
―

一
九
二
〇
）
で
あ
る
。

彼
は
日
本
に
お
け
る
巻
タ
バ
コ
の
始
祖
で
、
明
治
十
二
年
か
ら
薩
摩
葉
を
主

体
と
し
た
天
狗
煙
草
を
売
り
出
し
、
こ
れ
を
日
本
全
国
に
広
め
、
遠
く
印
度
ま

で
東
洋

一
円
に
売
り
込
ん
だ
。
自
ら
、
東
洋
煙
葉
大
王
、
国
益
の
親
玉
と
称
し

「驚
く
勿
れ
煙
草
税
金
た
っ
た
三
百
万
円
」
の
標
語
を
掲
げ
て
、
明
治
の
実
業

界
に
君
臨
し
た
。
日
清
戦
争
後
に
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
タ
バ

コ
・
ト

ラ

ス
ト

が
、
日
本
の
タ
バ
コ
事
業
に
目
を
つ
け
、
ま
ず
岩
谷
商
会
の
買
収
に
乗
り
出
し

薩摩グラアのびんは早 くから造 られた
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て
き
た
。
は
じ
め
三
百
万
円
を
提

示
し
た
が
不
調
に
お
わ
り
、
次
に

一
千
万
円
を
持

っ
て
来
た
が
、
松

平
は
、
ゼ
ニ
カ
ネ
の
こ
と
で
は
な

い
と
云

っ
て
、
ト
ラ
ス
ト
の
全
権

に
対
し
て
、
巌
谷

一
六
の
書
い
た

「
国
益
之
親
玉
」
の
扁
額
の
説
明

を
し
て
間
か
せ
た
。
不
敵
な
野
郎

と
ば
か
り
、
ア
メ
リ
カ
タ
バ
コ
・

ト
ラ
ス
ト
は
、
日
本
の
他
の
業
者

を
糾
合
し
て
、
天
狗
の
鼻
を
ヘ
シ

折
り
に
か
か
っ
た
が
、
松
平
は
終

始
独
力
こ
れ
に
拮
抗
し
、
矢
玉
つ

き
て
最
後
に
は
、
煙
草
専
売
法
を

も

っ
て
こ
れ
に
む
く
い
、
つ
い
に

日
本
の
タ
バ
コ
権
益
を
外
資
に
渡

さ
な
か
っ
た
。
明
治
三
十
七
年
の

こ
と
で
、
桂
内
閣
の
蔵
相

・
曽
爾

荒
助
の
献
身
的
な
努
力
が
手
伝

っ

て
の
こ
と
だ

っ
た
。　
こ

の
所
謂

「
日
米
タ
バ
コ
合
戦
」
が
、
最
近

マ
ス
コ
ミ
に
捉
え
ら
れ

「
け
む
り

よ
煙
」
の
題
名
で
人
気
を
呼
び
、

明
治
百
年
の

一
的
を
担
っ
て
い
る

こ
と
は
．　
御
承
知
の
通
り

で
あ

費

日
本
家
畜
市
場
株
式
会
社
と
い
う
屠
殺
場
に
つ
れ
て
行
か
れ
る
と
、
レ
パ
ー
シ

チ
ュ
ウ
や
と
ん
こ
つ

（
豚
の
骨
つ
き
バ
ラ
の
煮
込
ん
だ
も
の
）
な
ど
が
出
た
。

当
時
、
豊
多
摩
郡
渋
谷
町
字
下
渋
谷
の
屋
敷
内
に
は
茶
畑
が
あ
り
、
八
十
八

夜
に
は
若
芽
を
摘
ん
で
、
手
も
み
の
茶
を
つ
く
っ
た
。
ま
た
、
野
菜
畠
に
は
、

そ
の
頃
と
し
て
は
珍
ら
し
い
洋
菜
が
作

っ
て
あ

っ
た
。
赤
蕪
、
レ
イ
ン
、
蕃

紀
ヽ
機
蔀
ヽ
極
鶏
解
活
、
パ
セ
リ
、
セ
ロ
リ
、
ポ
Ｆ
デ
な
ど
。
こ
の
ほ
か
、
鷲

薯
と
玉
蜀
黍
は
大
量
に
作
ら
れ
て
、
季
節
に
は
主
食
と
し
た
。

豚
舎
に
は
、
常
時
二
百
頭
く
ら
い
の
コ
ー
ク
シ
ャ
ー
と
バ
ー
ク
シ
ャ
ー
が
い

た
。
陸
海
軍
の
軍
人
さ
ん
な
ど
が
大
ぜ
い
で
豚
を
見
学
に
来
る

こ
と
も

あ

っ

た
。
こ
の
人
達
に
、
と
う
も
ろ
こ
し
や
さ
つ
ま
い
も
に
バ
タ
ー
を
ぬ
っ
て
食
べ

さ
せ
た
り
、
豚
肉
と
赤
茄
子
の
煮
込
み
な
ど
を
作

っ
て
試
食
さ
せ
た
。
大
石
内

蔵
助
と
ち
が
っ
て
、
父
は
わ
れ
わ
れ
を
こ
の
席
に
侍
ら
せ
、
お
相
伴
を
つ
と
め

さ
せ
た
の
で
、
私
な
ど
末
席
の
子
が
、
豚
の
料
理
の
能
書
が
云
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
頃

（
大
正
初
期
）
の
豚
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
水
ブ
タ
で
、
今
の
よ

う
な
う
ま
味
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

父
は
明
治
の
早
い
頃
か
ら
、
鯨
の
資
源
に
目
を
つ
け
、
東
洋
捕
鯨
株
式
会
社

を
設
立
し
て
、
太
平
洋
の
鯨
で
国
民
の
体
位
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て

い
た
。
家
で
は
、
皮
つ
き
の
脂
肉
を
塩
漬
に
し
て
お
い
て
、
こ
れ
を
味
噌
汁
の

実
に
し
た
り
、
酢
味
噌
で
た
べ
た
り
し
た
。
庭
の
目
抜
き
の
場
所
に
、
な
が
す

鯨
の
頭
蓋
骨
が
庭
石
の
代
り
に
押
し
立
て
て
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
用

の
プ
ラ
ン
コ
の
支
柱
は
そ
の
顎
骨
で
作
ら
れ
て
い
た
。
冬
は
ま
だ
し
も
夏
と
も

な
れ
ば
ひ
ど
く
異
様
な
臭
い
が
し
た
。

こ
の
捕
鯨
事
業
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
海
洋
資
源
を
開
発
す
る
こ
と
と
、
北

方
警
護
と
い
う
国
防
目
的
を
か
ね
て
い
た
。
日
露
戦
争
の
頃
は
、
捕
鯨
会
社
の

キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
ボ
ー
ト
は
、
つ
ね
に
北
海
道
周
辺
か
ら
千
島
あ
た
り
を
巡
航
し

′
つ
。商

一
位
大
薫
位
光
爵
国
益
大
妙
人
の
位
階
勲
等
を
も
っ
て
い
た
彼
は
、
豚
や

鯨
の
食
肉
の
方
面
で
も
、
不
朽
の
功
績
を
残
し
て
い
る
。
新
修
渋
谷
区
史
に
よ

れ
ば
、
前
記
の
太
政
官
布
告
に
引
き
続
き
、
左
の
記
述
が
あ
る
。

「―
前
略
―

こ
の
頃

（
明
治
初
期
）
の
人
々
は
前
代
の
儒
教
々
育
の
流
れ
を
受
け
継
い
で
、

動
物

（
四
つ
足
）
の
肉
を
食
べ
る
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
魚
鳥

を
副
食
と
す
る
当
時
で
は
当
然
の
考
え
方
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ

の
布
告
か
ら
約
二
〇
年
後
に
薩
摩
の
人
、
岩
谷
松
平
は
西
洋
と
我
が
国
と
の
食

事
カ
ロ
リ
ー
の
差
を
考
え
、
敢
然
と
し
て
養
豚
を
行

っ
た
の
が
　
現
在
の
猿
楽

町

一
番
地
か
ら

八
幡
通

一
一丁
目
附
近
の
一
万
三
千
坪
の
土
地
で
あ

っ
た
。

彼

は
明
治
時
代
に
お
け
る
先
覚
者
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
て
　
ア
メ
リ
カ
資
本

に
依
存
し
た
村
井
商
会
に
対
抗
し
て
最
初
に
開
始
し
た
の
が
、
今
に
伝
え
ら
れ

る
民
営
煙
草
合
戦
で
あ
る
。
―
中
略
―
渋
谷
に
移
り
住
ん
で
養
豚
業
を
開
始
し

た
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
庶
民
は
ま
だ
こ
れ
を
食
べ
る
習
慣
が
な
か
っ
た

た
め
に
、
か
え

っ
て
臭
い
と
か
四
つ
足
と
か
い
っ
て
、
岩
谷
松
平
が
都
内
に
十

数
軒
の
豚
肉
店
を
開
い
て
　
こ
の
普
及
に
つ
と
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

事
業
は
甚
だ
振
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
豚
肉
を
軍
隊
に
持
ち
込
ん
だ
ほ
ど

で
あ
っ
た
。
け
だ
し
明
治
時
代
人
の
信
念
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は

こ
の
他
に
捕
鯨
業
、
水
力
発
電
そ
の
他
国
家
的
事
業
を
興
し
―
後
略
」
。

岩
谷
松
平
に
関
す
る
記
述
が
蛇
足
と
冗
長
に
亘
る
如
く
で
甚
だ
恐
縮
だ
が
、

松
平
は
実
は
私
の
実
父
で
、
私
が
父
の
先
師
・西
郷
吉
之
助
の
名
を
頂
戴
し

「
か

つ
吉
」
の
看
板
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
心
な
ら
ず
も
筆
に
力
が
つ
い
て
し

ま
っ
た
。

そ
ん
な
因
縁
が
あ
っ
て
、
私
は
幼
少
の
頃
か
ら
豚
に
馴
染
み
が
深
く
、
カ
ロ

リ
ー
の
た
め
と
は
い
い
な
が
ら
。
豚
肉
は
ず
い
ぶ
ん
食
べ
た
。
父
の
主
宰
す
る

て
、　
ロ
シ
ヤ
の
動
向
を
監
視
し
て
い
た
。
父
は
千
島
に
お
け
る
ラ
ッ
コ
、
オ
ッ

ト
セ
ー
の
狩
猟
権
を
政
府
に
申
請
し
、
そ
の
許
可
の
も
と
に
、
ラ
ッ
コ
と
オ
ッ

ト
セ
ー
を
獲

っ
て
い
た
。
明
治
時
代
の
金
持
ち
は
、
こ
の
毛
皮
を
二
重
ま
わ
し

の
襟
に
つ
け
て
得
意
が
っ
て
い
た
。
泉
鏡
花
の

「
日
本
橋
」
の
芝
居
に
も
、
そ

ん
な
風
体
の
高
利
貸
が
現
わ
れ
て
く
る
。

蝦
夷
地
の
開
発
に
意
を
用
い
た
政
府
は
、
廃
刀
の
武
士
を
屯
田
兵
と
し
て
、

こ
の
地
方
に
扶
植
し
た
が
、
武
士
の
農
法
は
あ
ま
り
成
果
が
あ

が
ら

な
か
っ

た
。
そ
こ
で
父
は
、
近
代
的
な
大
農
法
と
牧
畜
に
よ
っ
て
こ
れ
を
開
発
す
る
こ

と
を
つ
と
に
主
張
し
、
北
海
道
開
拓
使
長
官

・
黒
田
清
隆
に
建
言
し
て
、
稚
内

地
区
の
土
地
約
百
万
坪
を
入
手
し
た
。
後
、
更
に
別
の
地
区
に
も
手
を
の
ば
し

た
が
、
い
づ
れ
も
宗
谷
海
峡
に
面
し
た
軍
事
的
要
地
で
あ
る
。
こ
の
朔
北
の
地

を
開
墾
す
る
た
め
に
、
森
林
の
伐
採
と
農
具
の
改
良
に
意
を
用
い
、
セ
ッ
タ
ー

犬
を
つ
れ
て
熊
狩
り
に
専
念
し
た
。
父
は
、
熊
の
肉
は
あ
ま
り
う
ま
く
な
い
と

い
っ
て
い
た
が
、
虎
よ
り
は
ま
だ
い
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
く
さ
ん

の
大
熊
小
熊
の
皮
を
な
め
し
て
、
居
間
の
敷
き
物
に
し
て
い
た
。

熊
の
皮
を
敷
い
た
父
の
居
間
か
ら
は
、
鯨
の
黒
い
骨
が
見
え
て
い
た
。
父
は

晩
年
、
枠
た
ち
を
こ
こ
に
集
め
て
、
仏
道
の
四
諦
み
た
い
な
人
生
観
を

「
人
間

は
食
う
て
、
寝
て
、
た
れ
て
、
死
ぬ
」
と
教
え
た
。
こ
の
諦
観
の
冒
頭
に
、
食

う
て
、
と
い
っ
た
父
は
、
食
い
し
ん
坊
で
、　
ま
ず

い
物
が
嫌
い
で
あ
っ
た
か

ら
、
わ
れ
わ
れ
も
、
ず
い
ぶ
ん
色
々
な
旨
い
も
の
を
食
わ
さ
れ
た
。
蜜
柑
は
、

い
た
ん
だ
も
の
が
う
ま
い
と
云
っ
て
、
銀
座
千
疋
屋
ま
で
人
を
と
ば
し
て
、
い

た
み
蜜
柑
を
買
わ
せ
た
。
ま
た
、
天
津
あ
た
り
か
ら
乾
肉
を
取
り
寄
せ
、
荷
受

け
に
行

っ
た
書
生
さ
ん
が
、
腐
臭
に
耐
え
か
ね
て
、
太
間
の
故
事
を
慮

っ
て
か

川
に
捨
て
て
帰

っ
て
来
て
、
大
目
玉
を
食

っ
た
こ
と
な
ど
も
あ
っ
た
。

天
狗
の
旅
行
は
平
常
、
貸
し
切
り
の
二
等
車
で
、
車
内
に
コ
ン
ロ
を
持
込
み

天狗 ・岩谷松平の書 (水道橋かつ吉)
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焼
肉
や
ス
キ
焼
を
や
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ｏ
こ
ん
な
こ
と
が
旅
客
輸
送
法
に
違

反
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
天
狗
の
預
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
途
中
の
停

車
駅
で
、
駅
大
が
、
け
む
り
よ
煙
と
、
け
げ
ん
な
顔
つ
き
で
の
ぞ
き
込
む
景
色

な
ど
あ
っ
た
。
代
議
士
時
代
の
パ
ス
が
通
用
し
て
い
た
の
か
、
或
い
は
博
多
湾

鉄
道
を
経
営
し
て
い
た
た
め
か
、
父
は
、
全
国
通
用
の
鉄
道
パ
ス
を
も

っ
て
い

た
。
従

っ
て
切
符
を
買
わ
な
い
く
せ
が
つ
き
、
家
の
子
郎
党
ま
で
改
札
口
通
行

の
慣
わ
し
に
違
反
し
て
い
た
。
特
に
渋
谷
駅
の
場
合
は
、
ホ
ー
ム
か
ら
線
路
づ

た
い
に
家
へ
帰
る
習
慣
が
あ
っ
た
の
で
、
渋
谷
駅
長
は
困

っ
て
い
た
。
度
々
注

意
を
受
け
る
の
で
、
そ
の
申
し
わ
け
に
、
豚
の
枝
肉
を
駅
長
室
に
か
つ
ぎ
込
ま

せ
、
駅
長
を
仰
天
さ
せ
た
り
し
た
。

盆
暮
に
は
、
天
下
の
名
士
に
豚
肉
を
配
っ
て
い
た
が
、
届
先
の
女
中
さ
ん
が

豚
の
肉
塊
を
見
て
、
悲
鳴
を
あ
げ
て
飛
び
逃
げ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
配
達
係
の
書
生
さ
ん
た
ち
は
、
帰

っ
て
来
て
、
大
山
さ
ん
は
、
山
県

さ
ん
は
、
黒
田
さ
ん
は
、
渋
沢
さ
ん
は
、
松
方
さ
ん
は
、
大
倉
さ
ん
は
、
中
橋

さ
ん
は
、
床
次
さ
ん
は
と
、
次
々
に
送
達
先
の
台
所
の
反
響
を
具
さ
に
報
告
し

て
い
た
。
父
は
そ
れ
に
う
な
ず
き
な
が
ら
、
次
の
手
を
考
え
て
い
た
。

併
し
、
タ
バ

コ
合
戦
で
、
国
益
の
名
を
と
り
、
ゼ
ニ
カ
ネ
の
利
を
棄
て
た
父

の
晩
年
は
財
政
的
に
は
み
じ
め
で
、
内
々
到
来
の
浄
財
な
ど
の
助
け
を
か
り
て

生
き
て
い
た
。
大
正
九
年
に
父
が
往
生
を
遂
げ
る
と
、
豚
小
屋
な
ど
も
取
り
毀

わ
さ
れ
て
、
岩
谷
は
豚
の
失
敗
で
潰
れ
た
と
噂
さ
れ
た
。
捕
鯨
事
業
か
ら
は
鯨

の
朽
ち
骨
が
、
北
海
道
開
発
か
ら
は
数
枚
の
熊
の
皮
が
、
養
豚
事
業
か
ら
は
豚

の
糞
尿
溜
め
が
残

っ
た
だ
け
で
、
私
は
番
頭
の
吉
田
市
恵
に
引
き
と
ら
れ
た
。

さ
て
、　
一
般
的
に
、
日
本
で
豚
肉
の
良
否
が
云
々
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
岩
谷
松
平
死
後
の
関
東
大
震
災
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
お

は
な
ん
に
よ
れ
ば
、
横
浜
で
潰
れ
た
ヒ
ゲ

カ

ツ
が
震
災
前
に
東
京
上
野
に
移

●

藤
原
定
家
の
こ
の
歌
は
、茶
道
の
心
を
、
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ

の
歌
の
も
つ
寂
び
が
、
日
本
の
茶
の
湯
を
育
て
、
そ
の
茶
の
湯
が
日
本
の
お
茶

の
向
上
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
と
同
じ
く
と
ん
か
つ
の
見
栄
も
体
裁
も
な
い
一

り
、
お
は
な
は
ん
の
指
導
に
よ
っ
て
、
洋
風
か
ら
和
風
の
と
ん
か
つ
に
転
換
し

た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
事
実
、
上
野
に
発
祥
を
み
た
と
ん
か
つ
は
、
日
本
伝

統
の
精
進
の
法
に
よ
る
惣
菜
料
理
で
、
楠
物
油
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ラ
ー

ド

（
豚
脂
）
を
用
い
て
揚
げ
、
チ
ー
ズ
な
ど
で
香
り
を
つ
け
た
り
す
る
、
い
わ

ゆ
る
ポ
ー
ク
カ
ツ
レ
ツ
と
は
類
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
ん
か
つ
は
箸
で

食
べ
、
ナ
イ
フ
、
フ
オ
ー
ク
を
使
わ
な
い
。
添
え
物
も
マ
ョ
ネ
ー
ズ
サ
ラ
グ
の

代
り
に
生
野
菜
、
パ
ン
の
代
り
に
丼
め
し
、
ス
ー
プ
の
代
り
に
味
噌
汁
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
ん
か
つ
の
語
源
は
、
豚
と
カ
ツ
レ
ツ
か
ら
来
て
い
る

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
カ
ツ
レ
ツ
と
い
え
ば
、
ビ
ー
フ
か
チ
キ
ン
で
、
ポ
ー
ク
カ

ツ
ン
ツ
と
い
う
も
の
は
、
正
式
な
メ
ニ
ュ
ー
に
は
載

っ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
と
ん
か
つ
は
、
お
惣
菜
の
油
揚
げ
や
薩
摩
揚
げ
の
弟
分
で
、
江
戸

っ

子
が
発
明
し
た
日
本
料
理
で
あ
る
。

日
本
の
豚
の
改
良
発
達
は
、
と
ん
か
つ
が
推
進
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
な

い
。
多
く
の
惣
菜
料
理
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
と
ん
か
つ
は
、
ズ
バ
リ
型
の

料
理
で
、
材
料
の
吟
味
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
揚
げ
方
は
、
大
量
の
新
ら

し
い
油
の
中
に
入
れ
、
揚
が
る

一
歩
手
前
で
、
瞬
間
を
逃
さ
ず
引
き
揚
げ
る
の

が
コ
ツ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
見
た
目
の
配
色
や
風
味
の
混
合
で
感
心
さ
れ
る
料

理
で
は
な
く
、
材
料
と
そ
の
生
か
し
方
が
問
題
で
あ
る
。
茶
の
湯
の
湯
加
減
が

動
村

堂 ヵ、
」
一
檄
約
れ
に
浸
れ
「
”
諏
嘲
¨
珈
鋼
嚇
赫
討
』

（ し
い
が
恥

社 っ
蒙
一
は

与
え
た
。
塩
梅
加
減
が
上
手
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
総
理
大
臣
の
揚
げ
た
と
ん
か

っ
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
ん
か
つ
屋
は
め
し
屋
で
あ
っ
て
、
料
亭
や
飲
み
屋
で
は
な
い
か
ら
、
素
朴

姜力ヽを呼けっけれ味撫跡けいけ幾議「̈
率̈
籠どこ「観測いれ】〔柿喉も

本
調
子
の
朴
訥
さ
が
日
本
の
豚
の
向
上
発
達
に
資
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

建
久
四
年
、
仁
田
四
郎
忠
常
が
、
大
猪
を
屠

っ
て
男
を
あ
げ

て
か
ら
八
百

年
、
忠
常
の
出
身
地

・
伊
豆
は
伊
豆
豚
の
産
地
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
。
富
士

の
巻
狩
の
直
後
、
島
津
と
共
に
西
国
へ
下

っ
た
関
東
武
士
は
、
い
つ
し
か
薩
摩

隼
人
と
化
し
て
、
薩
摩
は
豚
の
家
元
と
し
て
の
名
誉
を
担

っ
て
い
る
。
薩
摩
の

川
内
川
の
ガ
ラ
ッ
パ

・
岩
谷
松
平
は
豚
に
こ
だ
わ
り
、
人
を
悩
ま
し
て
男
を
下

げ
た
が
、
こ
れ
に
も
、
こ
の
川
の
早
瀬
に
か
け
て
、
う
き
世
の
波
を
し
の
ぐ
に

た
え
な
い
深
い
運
命
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
哉
　
　
芭
蕉

さ
て
、
肉
食
盛
衷
記
の

「
と
ん
か
つ
の
段
」
に
よ
れ
ば

「
人
の
浮
沈
と
世
の

移
ろ
い
は
、
波
に
浮
べ
る
捨
て
小
舟
。
風
の
ま
に
ま
に
流
れ
の
ま
ま
に
、
き
の
う

は
東
き
ょ
う
は
西
。
雨
が
降
ろ
う
が
陽
が
照
ろ
が
、
水
の
流
れ
は
天
に
し
て
、

人
の
運
命
は
性
な
れ
や
。
二
九
は
元
来
十
八
と
、
き
ま
っ
て
い
る
と
い
う
も
の

の
、
肉
の
よ
し
あ
し
品
定
め
、
こ
れ
も
浮
世
の
慣
わ
し
と
、
き
の
う
は
薩
摩
き

ょ
う
は
伊
豆
。
人
の
口
さ
が
い
ろ
い
ろ
な
れ
ど
、
豚
の
先
祖
は
い
の
し
し
な
れ

ば
、
我
も
多
少
の
味
を
知
る
。
関
東
武
士
の
な
れ
の
果
て
、
江
戸

っ
子
衆
に
見

込
ま
れ
て
、
因
果
は
廻
る
緒
車
の
、
麻
の
衣
を
着
せ
ら
れ
て
、
油
地
獄
に
浮
き

沈
み
。
に
は
ん
の
箸
に
救
わ
れ
て
、
世
に
出
て
み
れ
ば
金
調
の
、
衣
の
そ
う
と

変
り
け
り
。　
一
喝
く
ら
っ
て
お
ど
ろ
く
は
、
そ
れ
早
計
の
お
人
な
れ
、
な
か
身

を
割
れ
ば
仏
陀
の
慈
悲
、餓
鬼
救
済
の
味
あ
り
て
、
衆
生
を
頓
に
活
か
す
な
り
。

さ
あ
れ
昔
の
人
々
も
、
神
代
時
代
の
神
々
も
、
お
れ
の
風
味
は
御
存
知
な
く
、

ま
し
て
西
方
浄
上
に
在
わ
す
、
お
釈
迦
さ
ま
で
は
気
が
つ
く
め
え
。
仁
田
忠
常

往
生
四
郎
、
況
ん
や
天
狗
の
松
平
お
や
」
と
あ
る
。

金
調
の
こ
ろ
も
を
着
け
て
喝
と
の
う

き
ょ
う
の
揚
げ
か
た
そ
う
も
至
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
食
散
人
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んば Ś,んだもこのししゆえじや」鳥羽名筆画譜より(東京名物研究会蔵)

「

γ

々
な

電

嗽
を

為

―- 14 -――- 15 -―



撥・■

歯

一ト
カ
緒
烙
臭
春
織
暑
、

略 壕

仁

れ
薫

右
綾
た
■

二

裏
た
事

■

守

巻

十

繊

ふ

4

承 「ヽ

Ｌ
Ｔ
や
燎
春
ハ
・雷
丈
為
ォ
轟

歳
４

・贅

れ
偽

像
ド

Ｆ
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目

社
日
、
社
猪
　
を
取
り

播
実
し
て
、
香
、
村
に
満
つ

飢
鳴
、
街
樹
に
集
ま
り

老
巫
、
廟
門
に
立
つ

牲
牢
の
盛
ん
な
る
無
し
と
雖
も

古
礼
、
亦
た
略
存
す

酔
う
て
帰
る
に
、
余
肉
を
懐
に
し

霧
遺
す
る
こ
と
、
諸
孫
に
偏
し

放
翁
詩
　
　
社
肉
　
遊
記
山
人

お
祭
が
終

っ
た
あ
と
の
ね
ぎ
ら
い
に
、
供
え
の
豚
を
料
理
し
て
、
村
人

達
が
幡
く
煙
に
、
飢
え
た
鴨
が
集
ま
っ
て
、
道
ば
た
の
木
で
騒
い
で
る
。

老
い
た
る
巫
も
寄
り
来
り
、
物
は
し
げ
な
る
顔
を
し
て
、
社
の
門
に
立
ち

並
ぶ
。
昔
の
よ
う
な
い
か
め
し
い
、
儀
式
は
今
は
す
た
れ
た
が
、
尚
も
伝

わ
る
慣
わ
し
に
心
う
る
お
う
心
地
し
て
、
お
神
酒
に
ホ
ロ
リ
酔
い
心
地
。

残
し
た
肉
を
懐
に
、
家
で
待

っ
て
る
孫
共
の
、
嬉
ぶ
顔
が
目
に
映
る
。
さ

て
こ
の
へ
ん
で
お
興
を
、
も
た
げ
る
こ
と
と
し
よ
う
か
な
。

（放
翁
は
南
宋
の
詩
人
陸
済
。
書
は
山
水
楼
・
宮
田
武
義
氏
）
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