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十
九
世
紀
の
〈
旅
路
〉

山
　
本
　
和

．
L

は
　
じ
　
め
　
に

　
人
は
な
に
ゆ
え
旅
を
す
る
の
だ
ろ
う
。
何
を
目
的
と
し
て
旅
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
ふ
と
そ
ん
な
思
い
に
駈
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
携
帯
電
話
や
デ
ジ
タ
ル
カ
メ

ラ
で
風
景
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
撮
影
し
、
綺
麗
に
写
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
良
し
と

す
る
旅
人
た
ち
の
姿
を
、
最
近
よ
く
み
か
け
る
。
そ
の
あ
と
、
そ
そ
く
さ
と
食
べ

物
や
土
産
物
売
り
場
へ
と
猛
進
す
る
姿
は
多
く
の
観
光
地
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い

る
。　

次
か
ら
次
へ
と
目
的
地
を
消
化
し
、
途
中
の
経
路
な
ん
て
ど
う
で
も
良
く
、
観

光
地
か
ら
観
光
地
へ
の
ワ
ー
プ
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
ん
と
も
忙
し
い
話

だ
。
そ
れ
は
事
前
に
計
画
さ
れ
た
旅
、
蒐
集
さ
れ
た
く
情
報
V
を
も
と
に
し
て
の

行
動
な
の
だ
。
い
わ
ば
、
事
前
情
報
を
消
化
・
追
認
す
る
た
め
に
旅
が
あ
る
、
と

云
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

　
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
旅
の
想
い
出
は
、
外
部
装
置
に
記
録
を
委
ね
て
お
り
、
人
間

の
内
部
に
は
記
憶
す
ら
残
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
き
お
り
再
生
さ
れ
た

写
真
（
映
像
）
を
観
る
こ
と
で
、
自
身
の
軌
跡
な
の
に
、
ま
る
で
は
じ
め
て
観
る

か
の
よ
う
に
振
り
返
り
み
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
私
自
身
は
、
目
的
も
な
く
ふ
ら
り
と
車
で
旅
行
す
る
の
が
好
き
だ
。
広
島
あ
た

り
ま
で
は
国
道
を
通
っ
て
行
っ
て
み
た
り
も
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
と
て
与
え
ら
れ

た
道
筋
を
通
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ふ
ら
り
と
、
し
か
し
安
全
な
経
路
に
し
た
が

い
行
く
の
み
で
あ
る
こ
と
が
ふ
と
心
を
よ
ぎ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
昔
の
旅
に
想
い
を
馳
せ
て
み
よ
う
。
云
う
ま
で
も
な
く
昔
の
旅

は
徒
歩
で
あ
る
。
今
日
ほ
ど
の
く
情
報
〉
も
な
い
中
で
、
い
か
な
る
旅
が
繰
り
広

げ
ら
れ
て
き
た
の
か
。
目
印
も
な
い
田
圃
の
あ
ぜ
道
を
ひ
た
す
ら
歩
き
、
旅
を
し

た
時
代
。
そ
う
し
た
時
代
に
想
い
を
巡
ら
す
の
で
あ
る
。
雑
駁
に
捉
え
て
恐
縮
だ

が
、
そ
う
し
た
旅
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
動
を
み
せ
た
の
は
十
八
世
紀
後
半
か
ら

十
九
世
紀
に
か
け
て
で
あ
っ
た
、
と
思
う
。
十
九
世
紀
と
い
っ
て
も
、
既
に
明
治

の
時
代
を
含
み
、
鉄
道
の
時
代
に
突
入
し
て
い
る
。
徒
歩
か
ら
鉄
道
へ
。
そ
の
時

代
を
い
か
に
記
録
し
、
文
学
的
世
界
は
表
現
し
て
い
る
の
か
。
少
し
考
え
て
み
た

い
。

　
　
（
補
記
）
本
稿
に
つ
い
て
申
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
相
愛
学
園
創
立
＝
一
〇
周
年
記
念

　
　
公
開
講
座
で
「
十
九
世
紀
の
〈
旅
路
＞
1
江
戸
小
説
の
描
く
世
界
一
」
（
二
〇
〇
八
年

　
十
二
月
六
日
於
本
学
南
港
学
舎
）
と
題
し
講
演
し
た
。
本
稿
は
そ
の
お
り
に
作

　
　
成
し
た
準
備
稿
の
一
部
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
先
学
の
研
究
や
拙
稿
な
ど

　
を
踏
ま
え
て
お
り
、
新
た
な
知
見
に
乏
し
い
点
は
否
定
で
き
な
い
が
、
あ
え
て
そ
の
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ま
ま
と
し
た
。
ご
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。

旅
す
る
庶
民

　
旅
が
盛
ん
に
な
る
の
は
、
江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
に
日

本
橋
を
五
街
道
の
起
点
と
し
て
定
め
ら
れ
、
街
道
が
整
備
さ
れ
て
、
そ
れ
を
民
衆

が
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
近
年
の
研
究
（
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
江
戸
の
旅
か
ら
鉄
道
旅
行
へ
』
二
〇
〇
八
年
）
を
み
れ

ば
、
実
際
に
は
逆
な
の
だ
と
い
う
。
社
会
の
中
で
自
然
に
作
ら
れ
て
き
た
旅
行
の

シ
ス
テ
ム
を
体
制
化
し
た
の
が
、
江
戸
時
代
の
街
道
と
宿
場
の
制
度
な
の
だ
。
用

向
き
の
あ
る
人
間
は
、
金
銭
さ
え
あ
れ
ば
確
実
に
遠
距
離
の
旅
を
行
え
た
と
す

る
。
と
は
言
え
、
旅
が
広
く
普
及
す
る
た
め
に
は
、
街
道
と
し
て
整
備
さ
れ
る
こ

と
は
重
要
だ
ろ
う
。
東
海
道
が
完
成
し
た
の
は
寛
文
元
年
（
一
六
二
四
）
。
中
山

道
で
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
。
甲
州
街
道
は
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
に
至
っ

て
完
成
し
て
い
る
。
本
陣
・
脇
本
陣
な
ど
が
整
っ
た
宿
駅
制
は
、
本
来
、
参
勤
交

代
な
ど
の
武
士
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
道
筋
を
通
っ
て
一
般
庶
民
も

街
道
を
通
っ
て
旅
を
す
る
。
す
る
と
、
茶
屋
や
旅
籠
屋
、
木
賃
宿
な
ど
が
宿
場
に

生
ま
れ
て
い
く
。
庶
民
の
往
来
も
時
代
を
経
て
徐
々
に
増
え
て
い
っ
た
と
想
像
さ

れ
る
。

　
参
勤
交
代
す
る
大
名
た
ち
は
、
決
し
て
各
地
を
見
物
し
て
ま
わ
る
よ
う
な
旅
を

し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
旅
路
に
面
白
味
を
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
一
方

の
庶
民
の
旅
は
、
と
云
う
と
、
伊
勢
参
宮
や
西
国
巡
礼
な
ど
、
寺
社
参
詣
が
中
心

だ
っ
た
。
町
や
農
村
か
ら
往
来
手
形
を
も
ら
い
、
と
き
に
は
抜
け
参
り
の
形
で
、

一
生
に
一
度
の
思
い
を
も
っ
て
旅
立
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
商
用
の
旅
な
ど
は

別
に
し
て
、
通
常
、
旅
は
数
人
か
ら
数
十
人
が
一
団
と
な
っ
て
行
わ
れ
、
旅
の
行

程
は
行
く
前
に
ほ
と
ん
ど
決
ま
っ
て
い
た
。
不
安
と
隣
り
合
わ
せ
の
旅
だ
か
ら
こ

そ
、
茶
屋
や
宿
場
の
所
在
に
敏
感
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
架
蔵
の
一
枚
刷
を
眺
め
て
み
た
い
【
図
版
①
参
照
】
。

　
「
〈
伊
勢
案
内
・
京
・
大
坂
・
多
賀
明
神
／
奈
良
・
長
谷
・
大
和
廻
り
高
野
〉
絵

図
道
風
付
」
と
題
さ
れ
た
江
戸
後
期
の
一
枚
刷
は
、
宿
場
と
宿
場
の
あ
い
だ
の
里

程
を
示
す
の
み
で
あ
り
、
旧
聖
者
に
よ
っ
て
朱
筆
で
旅
の
経
路
が
辿
ら
れ
て
い

る
。
恐
ら
く
奈
良
か
ら
出
発
し
、
（
伊
賀
）
上
野
、
松
坂
を
経
て
伊
勢
内
宮
へ
。

帰
り
は
再
び
松
坂
を
経
て
長
谷
へ
と
詣
で
て
い
る
と
思
し
い
。
そ
の
経
路
を
奈
良

か
ら
賀
茂
へ
二
里
、
賀
茂
か
ら
笠
置
へ
二
里
と
い
う
具
合
に
、
要
所
要
所
の
里
程

が
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
旅
人
は
こ
う
し
た
一
枚
刷
を
携
え
、
道
標
を
頼
り
に

歩
み
を
続
け
て
い
た
。
今
日
の
吾
々
か
ら
す
れ
ば
ほ
と
ん
ど
〈
情
報
〉
ら
し
い
情

報
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
の
旅
人
に
と
っ
て
の
命
綱
で
あ
っ
た
ろ
う
。
主

要
街
道
を
の
ぞ
け
ば
、
道
も
荒
れ
、
途
中
に
休
む
茶
屋
も
な
い
こ
と
も
あ
る
時
代

に
、
進
む
べ
き
指
針
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
は
く
た
い

月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
か
ふ
年
も
又
旅
人
也
。
舟
の
上
に
生
涯
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
み
か

う
か
べ
、
馬
口
と
ら
へ
て
老
を
む
か
ふ
る
物
は
、
日
々
旅
に
し
て
旅
を
栖
と

す
。
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
。
予
も
い
つ
れ
の
年
よ
り
か
、
片
雲
の

風
に
さ
そ
は
れ
て
…

　
「
お
く
の
細
道
」
よ
り
、
冒
頭
の
有
名
な
一
節
を
引
用
し
て
み
た
。
旅
と
文
学

と
い
う
テ
ー
マ
で
は
、
き
ま
っ
て
芭
蕉
の
「
お
く
の
細
道
」
の
旅
が
採
り
あ
げ
ら

れ
る
。
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
三
月
、
芭
蕉
は
門
人
曾
良
と
と
も
に
陸
奥
へ
と
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【図版①】

旅
立
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
旅
は
宗
祇
な
ど
古
人
追
慕
の
旅
で
あ
り
、
各
地
に
残
る
歌

枕
を
求
め
て
の
旅
路
で
も
あ
っ
た
。
点
と
点
を
結
ぶ
こ
と
、
す
な
わ
ち
歌
枕
と
歌

枕
と
の
間
を
結
ぶ
行
程
が
、
線
と
な
っ
て
旅
路
を
形
成
し
て
い
く
。
ま
だ
街
道
整

備
も
儘
な
ら
ぬ
お
り
ゆ
え
に
「
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
」
と
死
を
も
覚
悟

の
旅
路
と
す
る
芭
蕉
の
決
意
は
、
あ
な
が
ち
旅
に
臨
ん
で
特
別
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
た
だ
し
芭
蕉
の
場
合
に
は
、
各
地
に
門
人
が
お
り
、
図
譜
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
要
所
要
所
で
歓
待
を
う
け
る
の
で
あ
る
。
見
知
ら
ぬ
旅

先
、
土
地
勘
の
な
い
不
安
は
そ
の
土
地
土
地
の
門
人
た
ち
の
存
在
に
よ
っ
て
解
消

さ
れ
、
そ
の
地
の
人
と
俳
言
を
た
し
な
む
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
た
。
旅
先
に
知
人

が
い
る
と
い
な
い
と
で
は
全
く
、
旅
そ
の
も
の
が
異
な
る
。
当
時
、
立
て
看
板
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
歌
枕
の
地
で
あ
る
か
否
か
も
、
そ
の
地
元
の
誰
に
尋
ね
て

も
知
っ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
考
え
て
み
れ
ば
至
極
当
然
で
あ
ろ
う
。
宿

所
の
確
保
、
地
元
の
情
報
な
ど
、
様
々
な
情
報
が
芭
蕉
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
る

状
況
に
あ
っ
た
訳
で
、
庶
民
に
比
し
て
、
こ
の
う
え
な
く
安
全
な
旅
だ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

　
「
浪
花
講
」
の
原
型
が
よ
う
や
く
成
立
し
た
の
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
前

後
。
旅
館
同
士
で
組
合
を
つ
く
り
、
こ
の
講
に
加
盟
し
て
い
る
旅
館
は
安
心
で
あ

る
と
宣
伝
さ
れ
た
。
見
知
ら
ぬ
地
に
足
を
踏
み
入
れ
る
人
々
に
と
っ
て
、
宿
所
の

安
全
が
保
証
さ
れ
な
い
限
り
、
旅
に
不
安
が
よ
ぎ
る
。
西
国
三
十
三
箇
所
・
四
国

八
十
八
箇
所
・
金
毘
羅
詣
・
伊
勢
参
宮
な
ど
寺
社
参
詣
中
心
と
し
た
旅
の
あ
り
よ

う
も
、
信
仰
の
旅
か
ら
、
見
物
・
行
楽
の
旅
へ
と
変
貌
を
み
せ
る
た
め
に
は
、
宿

所
の
安
全
や
、
情
報
の
整
備
（
次
章
参
照
）
な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
「
講
」
が
整
う
十
九
世
紀
ま
で
の
段
階
で
、
街
道
に
宿
場
は
徐
々

に
形
成
さ
れ
て
い
く
。
医
師
で
も
な
く
僧
侶
で
も
な
く
、
俳
譜
師
で
も
な
い
、
ご
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く
普
通
の
人
々
の
旅
す
る
時
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世

紀
に
か
け
て
旅
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
動
を
み
せ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
本
論
冒

頭
に
述
べ
た
の
は
、
そ
う
し
た
状
況
の
整
う
時
代
が
到
来
し
た
こ
と
を
云
い
た
か

っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
表
現
な
ど
は
、
当
時
の
旅
の
盛
況
ぶ
り
を
語
っ

て
く
れ
て
い
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
は
ひ

　
う
ら
や
す
の
国
ひ
さ
し
く
、
民
作
業
を
た
の
し
む
あ
ま
り
に
、
春
は
花
の

も
と
　
　
や
す

下
に
息
ら
ひ
、
秋
は
錦
の
林
を
尋
ね
、
し
ら
ぬ
火
の
筑
紫
路
も
し
ら
で
は
と

か
ち械

ま
く
ら
す
る
人
の
、
冨
士
筑
波
の
嶺
一
を
心
に
し
む
る
そ
そ
“
う
な
る

か
な
。

　
　
　
　
あ
ふ
か
　
　
　
　
　
　
さ
と
　
　
　
　
は
や
し
う
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
い
む

　
伊
勢
の
相
可
と
い
ふ
郷
に
、
拝
志
氏
の
人
、
世
を
は
や
く
嗣
に
譲
り
、
忌

　
　
　
　
か
し
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
よ
り

こ
と
も
な
く
頭
お
ろ
し
て
、
名
を
躍
然
と
あ
ら
た
め
従
来
身
に
病
さ
へ
な
く

　
　
を
ち
こ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ゑ
の
こ

て
、
彼
此
の
旅
寝
を
老
の
た
の
し
み
と
す
る
。
季
子
作
之
治
な
る
も
の
が

ひ
と
と
な
り
　
か
た
く

生
長
の
頑
な
る
を
う
れ
ひ
て
、
京
の
人
見
す
る
と
て
、
一
月
あ
ま
り
二
条

　
べ
つ
げ
う
　
　
と
ど
　
　
　
　
　
　
　
や
よ
ひ
　
　
す
ゑ

の
別
業
に
逗
ま
り
て
、
三
月
の
末
吉
野
の
奥
の
花
を
見
て
、
知
れ
る
寺
院
に

七
日
ば
か
り
か
た
ら
ひ
、
此
つ
い
で
に
「
い
ま
だ
高
野
山
を
見
ず
。
い
ざ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
え

と
て
、
夏
の
は
じ
め
青
葉
の
茂
み
を
わ
け
つ
・
、
天
の
川
と
い
ふ
よ
り
鍮

　
　
ま
　
　
に

て
、
摩
尼
の
御
山
に
い
た
る
。

　
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
刊
『
雨
月
物
語
』
「
仏
法
僧
」
の
一
節
で
あ
る
。
『
雨

月
物
語
』
に
は
、
こ
と
の
ほ
か
旅
を
扱
っ
た
も
の
が
多
い
。
こ
の
「
仏
法
僧
」
の

冒
頭
の
文
章
は
、
旅
の
の
ど
か
な
光
景
、
遊
山
の
様
を
描
い
て
や
ま
な
い
。
板
坂

耀
子
氏
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
安
ら
か
な
御
代
に
、
の
ど
か
に
旅
が
で
き
る
喜
び
と

感
謝
を
述
べ
、
そ
の
旅
の
案
内
の
た
め
に
、
と
名
所
の
記
述
に
と
り
か
か
る
の

が
、
名
所
記
の
書
き
出
し
の
一
つ
の
型
を
な
し
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
。
そ
う
し

た
型
を
反
映
し
て
の
文
章
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
本
話
末
尾
を
読
ん
で
振
り
返

り
み
る
と
、
全
く
別
の
様
相
が
み
え
て
く
る
の
だ
け
れ
ど
も
。
「
筑
紫
路
も
し
ら

　
　
　
か
ち

で
は
と
息
ま
く
ら
す
る
人
の
、
冨
士
筑
波
の
嶺
一
を
心
に
し
む
る
」
と
人
々
の

想
い
を
馳
せ
る
の
は
、
西
国
か
ら
東
国
ま
で
と
範
囲
が
広
い
。

　
そ
の
よ
う
な
旅
が
盛
ん
な
中
、
そ
ぞ
ろ
に
旅
を
楽
し
む
作
中
人
物
夢
然
親
子

は
、
伊
勢
か
ら
京
都
二
条
を
見
物
し
、
吉
野
、
高
野
山
へ
と
旅
を
続
け
て
い
く
。

七
里
結
界
を
ひ
い
て
い
る
こ
と
も
知
ら
ず
「
此
つ
い
で
に
」
、
高
野
山
へ
と
向
か

う
の
で
あ
る
。
現
代
の
旅
慣
れ
た
人
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
吉
野
か
ら
高
野
山
へ
と

い
う
行
程
は
い
さ
さ
か
脇
に
落
ち
な
い
だ
ろ
う
が
、
先
の
一
枚
刷
に
も
「
天
の
川

越
十
三
里
山
坂
難
所
」
と
記
さ
れ
る
。
難
所
で
は
あ
っ
た
が
、
実
際
の
旅
の
経
路

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
「
此
つ
い
で
に
」
高
野
山
へ
向
か
う
こ
と
は
、
旅
宿
の
手
配

が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
二
条
は
「
別
業
」
即
ち
別
荘
で
あ
り
、

吉
野
は
「
知
れ
る
寺
院
」
に
旅
宿
し
て
い
る
の
に
対
し
、
高
野
山
へ
と
向
か
う
夢

然
父
子
の
行
動
は
、
あ
ま
り
に
無
謀
な
行
動
に
み
え
て
く
る
。
宿
の
保
証
も
な
い

な
ら
ば
、
旅
は
途
端
に
迷
い
道
と
な
ろ
う
。
宿
所
の
確
保
は
旅
す
る
第
一
歩
な
の

だ
。　

そ
れ
に
し
て
も
、
お
く
の
細
道
の
旅
に
せ
よ
、
「
仏
法
僧
」
に
せ
よ
、
先
の
一

枚
刷
に
示
さ
れ
た
旅
路
に
せ
よ
、
旅
の
経
路
に
お
い
て
、
往
路
と
復
路
と
を
異
に

す
る
周
遊
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
旅
の
あ
り
様
を
投
映
し
て
い
る
。

数
泊
の
旅
で
さ
え
、
誰
し
も
気
ま
ま
に
行
く
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
で
は
な

い
。
そ
の
た
め
、
一
旦
旅
に
で
る
な
ら
ば
、
少
し
で
も
多
く
の
寺
社
や
名
所
旧
跡

を
観
て
廻
っ
た
。
往
復
の
旅
路
を
、
合
理
的
に
、
時
間
に
追
わ
れ
同
一
の
経
路
に

し
が
ち
な
現
代
人
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
周
遊
化
は
見
習
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
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〈
情
報
〉
と
し
て
の
旅

　
旅
先
の
〈
情
報
〉
は
、
十
九
世
紀
に
格
段
の
飛
躍
を
遂
げ
て
旅
人
に
も
た
ら
さ

れ
た
と
思
し
い
。
近
世
初
頭
に
も
歌
枕
の
名
所
案
内
的
役
割
を
担
っ
た
「
名
所

記
」
の
類
が
作
ら
れ
て
は
い
る
。
物
語
仕
立
て
で
、
狂
言
回
し
の
主
人
公
が
名
所

を
尋
ね
て
廻
り
、
そ
の
名
所
に
つ
い
て
説
明
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
内
容

は
簡
便
で
あ
り
、
現
実
味
に
乏
し
い
。
実
際
の
旅
路
に
本
当
に
役
に
立
つ
も
の
で

あ
っ
た
か
、
甚
だ
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。

　
安
永
九
年
（
一
七
八
○
）
、
「
名
所
図
会
」
と
な
の
る
最
初
の
本
『
都
名
所
図

会
』
六
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
『
都
名
所
図
会
拾
遺
』
、
寛

政
三
年
（
一
七
九
一
）
『
大
和
名
所
図
会
』
、
寛
政
八
・
十
年
目
一
七
九
六
・
九

八
）
『
摂
津
名
所
図
会
』
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
『
河
内
名
所
図
会
』
と
多
く

の
名
所
図
会
が
引
き
続
き
刊
行
さ
れ
、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
か
ら
文
化
三
年

（一

ｪ
〇
六
）
こ
ろ
ま
で
は
、
一
種
「
名
所
図
会
」
ブ
ー
ム
と
い
っ
て
も
よ
い
時

代
が
到
来
し
た
。
ち
な
み
に
『
都
名
所
図
会
』
な
ど
、
一
年
の
製
本
が
四
千
部
を

越
え
、
刷
っ
た
本
紙
に
表
紙
と
綴
じ
糸
を
添
え
て
売
り
渡
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
ほ

ど
で
あ
っ
た
と
い
う
（
「
異
聞
雑
稿
」
）
。

　
歌
枕
に
必
ず
し
も
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
実
地
調
査
に
基
づ
き
名
所
を
網
羅

し
、
埋
も
れ
て
い
た
小
さ
な
「
摂
社
・
草
庵
た
り
と
も
一
宇
も
洩
ら
さ
ず
」
（
『
都

名
所
図
会
』
凡
例
）
取
り
上
げ
て
い
く
。
そ
の
姿
勢
は
「
神
社
の
芳
境
、
仏
閣
の

佳
邑
、
山
川
の
美
観
等
、
今
時
の
風
景
を
あ
り
の
ま
ま
に
模
写
」
（
同
）
す
る
こ

と
を
標
榜
す
る
。
か
つ
て
の
歌
枕
も
描
く
が
、
「
今
時
の
風
景
」
を
も
描
き
、
精

緻
な
絵
を
ふ
ん
だ
ん
に
挿
ん
で
い
く
。
多
く
の
書
冊
を
う
ま
く
整
理
し
、
編
纂
さ

れ
た
啓
蒙
書
と
な
り
え
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
「
図
会
」
と
は
図
の
集
積
の
謂
い

で
あ
っ
た
。

　
こ
の
名
所
図
会
の
登
場
に
よ
っ
て
、
人
々
は
見
知
ら
ぬ
世
界
へ
の
興
味
を
か
き

立
て
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
古
き
「
歌
枕
」
の
世
界
か
ら
離
脱
し
、
事
実
へ
の
志

向
を
十
分
に
満
た
し
て
く
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
十
九
世
紀
に
至
っ
て
、
人
々
の
往

来
も
盛
ん
と
な
る
な
か
で
、
そ
の
旅
路
の
糧
と
も
な
り
う
る
よ
う
な
情
報
の
書
冊

が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
往
来
す
る
人
々
の
知
識
欲
・
情
報
収
集
欲
を
満
た
し
、

時
に
は
、
旅
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
人
た
ち
に
ま
で
、
見
知
ら
ぬ
世
界
へ
の
知
識

欲
を
駆
り
立
て
、
紙
上
で
の
旅
路
を
繰
り
広
げ
て
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
名
所
図
会
の
登
場
は
、
一
面
「
名
所
」
す
な
わ
ち
歌
枕
と
し
て
名
の
あ
る
所
、

旧
跡
を
再
発
見
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
。
過
多
な
ま
で
の
情
報
の
呈
示
は
、
そ
れ

ま
で
忘
却
の
彼
方
に
あ
っ
た
土
地
土
地
に
「
意
味
」
を
見
い
だ
し
、
人
々
を
近
郊

の
「
物
見
遊
山
」
へ
と
誘
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
旅
を
す
る
に
は

多
忙
す
ぎ
、
手
形
を
も
ら
う
な
ど
の
手
続
き
を
必
要
と
す
る
近
世
期
に
お
い
て
、

遠
く
で
な
く
と
も
身
近
な
と
こ
ろ
に
気
晴
ら
し
に
遊
び
に
出
か
け
る
。
そ
の
場
所

を
呈
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
旅
」
を
描
く

　
庶
民
の
旅
が
盛
ん
に
な
る
と
、
多
く
の
初
心
者
た
ち
を
目
当
て
に
、
種
々
の
道

中
案
内
記
・
入
門
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
く
。
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
刊
行
さ

れ
た
八
隅
芦
庵
『
旅
行
用
心
集
』
は
そ
う
し
た
書
冊
の
一
つ
だ
が
、
そ
の
な
か
に

「
○
道
中
所
持
す
べ
き
品
の
事
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。

矢
立
　
扇
子
　
亭
亭
　
懐
中
鏡
　
日
記
手
帳
一
冊
　
直
な
ら
び
に
墨
付
油
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で

　
但
シ
か
み
そ
り
は
八
目
に
て
か
り
用
ゆ
べ
し
。
遺
髪
ゆ
ひ
も
あ
れ
ど
も

只
途
中
又
は
御
関
所
城
下
等
通
る
節
び
ん
の
そ
そ
げ
ざ
る
為
な
り
。

挑
灯
　
ろ
う
そ
く
　
火
打
道
具
　
懐
中
付
木

　
是
は
た
ば
こ
を
呑
ぬ
人
も
懐
中
す
べ
し
。
は
た
ご
屋
の
あ
ん
ど
う
は
き

へ
や
す
き
も
の
故
、
不
慮
に
備
ふ
べ
し
。
（
以
下
略
）

　
こ
こ
に
「
日
記
手
帳
一
冊
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
短
い
旅
や
物
見
遊
山
は
あ
ま
り
記
録
に
遺
す
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
長
旅

と
も
な
れ
ば
、
人
々
は
日
記
を
書
き
記
し
た
。
日
記
と
い
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
が

箇
条
書
き
程
度
の
も
の
で
、
諸
事
些
末
な
こ
と
を
書
き
記
し
た
写
本
な
ど
拝
見
す

る
機
会
も
多
い
。
寓
目
し
た
範
囲
で
は
、
日
々
の
旅
で
い
く
ら
食
事
に
費
や
し
た

か
、
ど
こ
に
泊
ま
っ
た
か
、
距
離
は
ど
れ
く
ら
い
か
、
宿
賃
は
い
く
ら
か
と
い
っ

た
こ
と
が
大
半
で
あ
る
。
こ
う
し
た
記
録
を
遺
す
目
的
は
、
自
身
の
備
忘
と
い
う

こ
と
も
あ
る
が
、
次
に
旅
す
る
家
族
や
子
孫
た
ち
の
参
考
と
な
る
た
め
だ
と
云

、
つ
。

　
時
折
数
行
に
わ
た
っ
て
こ
と
細
か
く
そ
の
日
に
あ
っ
た
出
来
事
を
書
き
記
し
て

い
て
、
意
外
に
思
う
こ
と
が
あ
る
。
今
日
か
ら
み
れ
ば
一
髪
事
に
し
か
す
ぎ
な
い

と
思
え
る
事
柄
が
こ
と
細
か
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
考
え

る
と
き
に
、
板
坂
耀
子
『
江
戸
の
旅
と
文
学
を
歩
く
』
（
ぺ
り
か
ん
社
・
平
成
五

年
一
二
月
目
の
見
解
が
一
つ
の
指
針
と
な
る
。

い
さ
さ
か
誇
張
す
る
に
し
ろ
、
事
実
に
拘
泥
す
る
に
し
ろ
、
近
世
の
旅
人
に

と
っ
て
、
旅
先
で
そ
の
よ
う
な
語
る
に
た
る
奇
談
が
採
取
で
き
な
い
の
は
、

旅
そ
の
も
の
を
も
不
完
全
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

本
居
大
平
は
『
有
馬
日
記
』
の
中
で
、
面
白
い
話
が
充
分
に
集
め
ら
れ
な
い

の
を
あ
せ
り
、
し
き
り
と
同
宿
の
旅
人
た
ち
を
訪
問
し
て
記
事
の
採
取
に
つ

と
め
て
い
る
。

　
我
々
が
旅
を
す
る
と
き
、
そ
の
土
地
に
関
わ
る
情
報
を
、
書
物
か
な
に
か
で
事

前
に
み
て
か
か
ら
な
い
と
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
。
そ
れ
は
経
験
と
し

て
誰
し
も
あ
る
こ
と
に
違
い
な
い
。
情
報
収
集
は
容
易
い
こ
と
で
は
な
く
、
土
地

土
地
の
人
々
と
の
交
流
は
な
か
な
か
難
し
い
。
名
所
図
会
な
ど
の
登
場
は
、
そ
の

土
地
ご
と
の
名
所
旧
跡
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
書
冊
の
な
か
で
消
化
し
、
地

元
の
人
に
尋
ね
る
必
要
を
生
じ
さ
せ
な
い
。
そ
の
旅
路
の
な
か
で
、
あ
え
て
地
元

の
人
と
交
流
し
、
「
語
る
に
た
る
奇
談
」
を
採
取
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
土
地
に
根
ざ
し
た
話
を
、
突
然
旅
人
が
話
し
か
け
、
情
報
収
集
す
る
こ
と
な
ど

は
、
今
日
で
も
、
実
際
の
問
題
と
し
て
、
困
難
を
要
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え

ば
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
年
刊
、
鳥
翠
台
北
茎
『
北
国
単
身
記
』
序
に
「
あ

た
ら
海
山
の
望
み
も
月
花
の
情
も
し
ら
ず
、
ひ
と
へ
に
旅
は
う
き
も
の
と
の
み
お

ぼ
え
て
、
い
た
づ
ら
に
行
め
ぐ
る
人
は
宝
の
山
に
入
な
が
ら
手
を
む
な
し
う
す
と

も
い
ふ
べ
し
」
と
あ
る
。
「
宝
の
山
」
を
分
け
入
る
こ
と
な
く
「
い
た
づ
ら
に
勉

め
ぐ
る
人
」
が
む
し
ろ
大
半
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
写
本
で
伝
わ
る
道
中
記
の
中
に
は
、
旅
先
の
土
地
土
地
に
関
わ
る
情
報
が
蒐
集

さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
土
地
の
人
か
ら
の
見
聞
記
事
で
は
な
く
、
自
身
の
旅
路

の
み
を
淡
々
と
記
載
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
道
理
で
あ
ろ
う
。
簡
便

な
案
内
記
の
類
や
名
所
図
会
な
ど
が
重
宝
さ
れ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。

　
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
日
記
な
ど
に
そ
の
日
に
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
と
い
う
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こ
と
は
、
何
か
し
ら
地
元
の
人
と
交
錯
す
る
出
来
事
、
記
憶
に
残
る
こ
と
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
「
語
る
に
た
る
奇
談
」
を
採
取
す
る
と
い
う
点
で
は
、
橘
南
諮
『
諸
国
奇

談
／
西
遊
記
』
（
寛
政
七
・
十
年
刊
）
を
は
じ
め
と
す
る
寛
政
年
間
（
一
七
八
九

～
一
八
〇
一
）
に
流
行
し
た
「
諸
国
奇
談
」
の
存
在
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
諸

国
の
具
体
的
な
情
報
に
つ
い
て
は
名
所
図
会
を
容
れ
ば
こ
と
は
す
む
。
そ
れ
で
も

「
諸
国
奇
談
」
が
流
行
し
た
背
景
に
は
、
今
ま
さ
に
「
採
取
」
さ
れ
た
話
の
鮮

度
、
旅
人
の
実
体
験
談
で
あ
る
と
い
う
実
況
感
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
具
体
的
に
考
え
る
た
め
、
一
つ
の
話
を
採
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
既
に
拙
稿
で
触

れ
た
話
で
は
あ
る
が
、
寛
政
十
三
年
（
一
八
〇
一
）
に
刊
行
さ
れ
た
一
半
散
人

『
東
遊
奇
談
』
巻
下
弓
に
収
ま
る
「
伊
達
の
墨
守
」
と
い
う
話
で
あ
る
。
短
い
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
の
で
全
文
を
掲
げ
て
お
く

．1
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【
図
版
②
参
照
】
。

　
　
　
　
　
こ
ほ
り
つ
き
だ
ち

奥
州
伊
達
の
郡
築
館

と
い
ふ
所
に
年
を
取
、

春
を
迎
へ
し
事
あ
り
。

こ
・
に
正
月
十
四
日
墨

塗
と
云
事
あ
っ
て
、
は

じ
め
て
嫁
を
迎
へ
智
を

取
し
家
に
行
て
夫
婦
の

も
の
・
顔
に
墨
を
ぬ
る

事
を
祝
ひ
と
す
。
年
々

の
例
な
れ
ば
兼
て
あ
た

ら
し
き
夫
婦
は
其
日
を
心
得
、
た
と
へ
親
し
き
ゆ
か
り
の
も
の
た
り
と
も
ゆ

だ
ん
な
く
近
よ
ら
ざ
る
や
う
に
立
ま
は
り
、
す
わ
と
い
は
ず
逃
出
ん
と
用
心

す
る
こ
そ
お
か
し
け
れ
。
人
々
、
此
日
は
是
を
興
じ
て
い
ろ
一
心
附
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
し
ゅ
く

斗
暑
に
て
、
思
ひ
が
け
な
き
所
を
引
と
ら
へ
て
ぬ
る
事
な
り
。
吾
止
宿
せ
し

家
に
も
新
ら
し
き
あ
り
て
、
翌
日
は
墨
塗
ら
れ
ん
事
を
宵
よ
り
覚
悟
し
て
別

座
敷
に
や
こ
も
ら
ん
な
ど
い
ひ
合
せ
居
た
り
し
が
、
夜
明
て
い
ま
だ
目
さ
へ

覚
ざ
る
う
ち
に
、
宵
の
ほ
ど
夜
ぱ
な
し
に
来
り
し
六
十
あ
ま
り
の
老
人
重
郎

治
と
い
ふ
も
の
来
て
、
「
よ
べ
、
た
ば
こ
入
を
う
し
な
ひ
た
り
。
見
て
た
べ
」

な
ん
ど
い
ひ
て
、
そ
こ
こ
・
さ
が
し
け
れ
ば
、
か
の
導
管
の
こ
・
う
も
附

ず
、
と
も
一
に
其
あ
た
り
を
見
ま
は
り
近
よ
り
け
る
を
、
引
と
ら
へ
て
は

　
マ
マ
　

う
ど
塗
る
。
智
こ
ら
へ
ず
、
後
よ
り
「
是
は
い
か
に
」
と
い
ひ
つ
・
引
の
け

ん
と
し
け
る
に
、
ふ
り
か
へ
り
て
又
べ
っ
た
り
と
智
の
顔
へ
も
祝
ひ
け
る
。

此
家
に
今
年
八
十
の
翁
あ
り
て
、
是
を
見
つ
・
よ
ろ
ば
ひ
出
、
「
重
郎
治
、

よ
い
年
を
し
て
た
し
な
み
め
さ
れ
」
と
い
ひ
け
る
を
、
「
お
手
前
も
」
と
い

ひ
な
が
ら
、
又
翁
が
顔
へ
も
ぬ
り
つ
け
て
、
早
々
逃
て
か
へ
り
し
な
り
。
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
て

は
奥
座
敷
に
こ
も
り
し
が
、
何
か
勝
手
の
賑
ひ
け
る
と
見
に
出
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
が

常
々
た
は
れ
ご
と
噺
し
合
た
る
婆
娯
ど
も
四
五
人
う
ち
連
来
て
、
斯
て
我
に

ぬ
ら
ん
と
す
。
思
ひ
寄
ら
ね
ば
お
ど
ろ
き
て
、
も
と
の
一
間
に
逃
げ
る
を
、

追
々
に
か
け
重
て
、
し
た
・
か
に
こ
そ
ぬ
り
た
り
け
る
こ
へ
に
お
ど
ろ
き
、

其
家
の
人
々
女
ど
も
を
追
と
り
巻
、
あ
る
ひ
は
鯨
蝋
・
す
る
墨
な
ど
取
々
に

　
　
　
　
　
　
あ
ま
た

ぬ
り
か
へ
し
、
数
多
の
男
女
う
ち
み
だ
れ
、
た
が
ひ
に
顔
は
ま
つ
黒
に
ぬ
り

に
ぬ
ら
れ
て
た
・
か
ひ
け
り
。
は
じ
め
は
あ
た
ら
し
き
夫
婦
の
み
な
り
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ぬ
つ

が
、
後
に
は
大
軍
に
成
り
て
、
・
村
中
の
家
々
、
主
も
家
来
も
、
老
た
る
も
若

き
も
、
尼
も
坊
主
も
入
乱
れ
、
顔
真
黒
に
ぬ
ら
れ
つ
・
、
泣
上
戸
あ
り
、
笑
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ふ
あ
り
、

な
り
。

酔
た
る
も
酔
ざ
る
も
、

げ
に実

春
の
人
心
、

お
も
し
ろ
か
り
け
る
遊
び

　
奥
州
伊
達
で
年
始
を
迎
え
た
作
者
一
無
散
人
は
、
新
婚
の
夫
婦
の
顔
に
墨
を
塗

る
地
元
の
風
習
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。
「
吾
止
宿
せ
し
家
に
も
」
「
吾
は
奥
座
敷

に
こ
も
り
し
が
（
略
）
常
々
た
は
れ
ご
と
忙
し
合
た
る
婆
娯
ど
も
四
五
人
う
ち
連

　
　
　
や
が

来
て
、
斯
て
我
に
ぬ
ら
ん
と
す
。
」
と
散
人
自
身
も
巻
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
「
い
た

づ
ら
に
行
め
ぐ
る
」
こ
と
な
く
、
地
元
の
人
々
と
と
も
に
過
ご
し
た
ひ
と
と
き

は
、
「
ま
た
は
じ
め
て
そ
の
さ
か
み
に
し
も
い
ま
き
た
ら
ん
こ
・
ち
こ
そ
す
れ
」

（『

圏
V
奇
談
』
序
）
と
、
読
む
者
の
眼
前
に
そ
の
光
景
を
再
現
し
て
み
せ
て
い
る
。

　
著
者
の
一
無
散
人
は
、
近
世
中
興
期
に
活
躍
し
た
京
都
の
俳
人
、
至
聖
左
の
こ

と
で
あ
る
。
薙
髪
し
、
東
国
へ
と
旅
し
た
の
は
「
翁
世
に
な
く
な
り
て
百
年
の
と

し
に
あ
た
れ
る
に
、
（
略
）
洛
の
丈
左
ほ
ふ
し
、
翁
の
杖
の
跡
を
し
た
ひ
、
奥
羽

の
間
に
さ
ま
よ
ひ
あ
り
き
て
」
（
寛
政
八
年
『
狭
豊
島
墳
集
』
成
美
序
）
と
あ
る

よ
う
に
、
芭
蕉
を
慕
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
七
と
せ
の
後
、
洛
に
帰
ふ
た
・

び
一
無
庵
の
と
も
し
火
を
か
・
げ
」
（
『
俳
譜
八
仙
歌
』
閾
更
践
）
と
、
永
き
諸
国

行
脚
の
旅
を
経
て
書
き
記
さ
れ
た
『
東
遊
奇
談
』
は
、
多
く
丈
左
の
見
聞
と
し
て

得
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
宜
し
か
ろ
う
。
引
用
の
巻
四
「
伊
達
墨
壷
」
の
舞
台
で

も
あ
る
「
奥
州
伊
達
の
郡
築
館
」
の
ふ
も
と
に
は
、
門
人
連
桑
庵
律
大
（
『
俳
譜

八
仙
歌
』
後
叙
）
や
暦
装
置
竹
冠
（
『
狭
寄
辺
墳
集
』
践
）
が
居
り
、
そ
う
し
た

知
己
の
存
在
ゆ
え
に
「
た
は
れ
ご
と
噺
し
合
た
る
婆
心
ど
も
」
と
も
馴
染
み
に
な

り
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
文
中
の
「
常
々
」
の
＝
三
口
か
ら
、
そ
う
想
い
を
巡
ら
す

の
で
あ
る
。

　
深
く
そ
の
土
地
土
地
の
情
報
・
逸
話
を
蒐
集
し
記
載
さ
れ
て
い
る
書
冊
－
時
に

は
そ
れ
は
奇
談
の
類
と
さ
れ
た
一
の
多
く
は
、
地
方
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て

い
た
俳
譜
師
た
ち
や
学
者
た
ち
と
い
っ
た
面
々
に
よ
っ
て
書
き
記
さ
れ
た
も
の
が

多
い
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
土
地
土
地
の
人
々
と
の
交
流
は
な
か
な

か
難
し
い
。
俳
轡
師
は
そ
の
土
地
に
門
人
な
ど
が
い
て
交
流
を
保
証
さ
れ
た
存
在

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
般
の
旅
人
に
と
っ
て
は
、
望
外
の
こ
と
で
し
か
な

か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
か
に
し
て
土
地
土
地
の
人
と
交
流
す
る
か
、
が

問
題
な
の
で
あ
る
。

笑
い
と
い
う
交
流

　
旅
を
記
し
た
文
学
作
品
の
な
か
で
、
近
世
後
期
を
代
表
す
る
も
の
に
十
返
舎
一

九
『
道
中
膝
栗
毛
』
が
あ
る
こ
と
は
周
知
に
属
し
よ
う
。
享
和
二
年
（
一
八
〇

二
）
に
始
ま
っ
た
膝
栗
毛
の
旅
は
、
弥
次
郎
兵
衛
・
喜
多
八
の
二
人
連
で
東
海
道

を
歩
み
、
厚
か
ま
し
く
愚
か
な
行
動
を
く
り
か
え
し
て
ゆ
く
。
正
編
十
八
冊
が
終

る
と
、
続
編
二
十
五
冊
と
し
て
金
毘
羅
、
宮
島
、
木
曾
街
道
、
善
光
寺
な
ど
を
見

廻
り
、
完
結
し
た
の
は
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
と
、
実
に
二
十
一
年
も
の
長
き

に
わ
た
る
旅
路
で
あ
っ
た
。
「
編
を
載
る
ま
ま
に
、
古
き
洒
落
な
ど
を
ま
じ
へ
、

垂
耳
似
た
る
事
多
け
れ
共
、
看
官
は
其
所
ら
を
意
に
と
ど
め
ず
、
只
笑
を
催
す
を

め
で
た
し
と
し
て
飽
く
事
な
か
り
し
か
ば
、
板
元
は
さ
ら
也
、
貸
本
屋
等
も
、
利

あ
る
も
の
、
是
に
ま
さ
れ
る
は
な
し
と
云
に
き
」
と
馬
琴
『
近
世
割
織
本
江
戸
作

者
部
類
』
も
評
し
て
い
る
。

　
旅
は
、
そ
の
旅
先
旅
先
が
常
に
新
し
い
情
報
の
場
で
あ
り
、
小
説
作
法
の
上
か

ら
謂
え
ば
、
場
面
転
換
が
容
易
で
、
全
体
の
構
成
を
必
要
と
し
な
い
。
い
つ
終
わ

っ
て
も
よ
く
、
あ
く
な
き
繰
り
返
し
（
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
）
を
も
可
能
と
す
る
。
後
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期
滑
稽
本
の
多
く
は
、
こ
の
繰
り
返
し
、
即
ち
「
終
わ
ら
な
い
（
逆
に
謂
え
ば
い

つ
で
も
終
え
る
こ
と
の
で
き
る
）
」
形
式
に
特
徴
が
あ
る
。
い
つ
ま
で
も
道
中
を

続
け
る
『
膝
栗
毛
』
、
次
々
に
入
浴
客
を
迎
え
る
『
浮
世
風
呂
』
、
茶
番
を
や
り
続

け
る
『
八
笑
人
』
な
ど
を
み
て
も
、
そ
の
こ
と
は
頷
け
よ
う
。

　
こ
の
「
膝
栗
毛
」
に
つ
い
て
先
学
は
ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い

ま
中
村
幸
彦
氏
の
見
解
（
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
解
説
）
を
、
参
考
ま
で
に

紹
介
し
て
お
こ
う
。

ど
詳
し
い
。
お
そ
ら
く
旅
の
経
験
者
や
そ
の
土
地
の
読
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
で

も
十
分
嬉
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
鞠
子
の
と
ろ
ろ
汁
、
桑
名
の
蛤

な
ど
と
い
っ
た
街
道
の
名
物
は
、
膝
栗
毛
な
ど
の
人
気
と
と
も
に
、
人
々
の
知
る

と
こ
ろ
と
も
な
っ
て
い
る
。
わ
ず
か
に
記
述
さ
れ
る
、
そ
れ
だ
け
で
も
評
判
と
な

り
え
て
い
る
の
だ
。

　
し
か
し
、
実
は
『
膝
栗
毛
』
が
伝
え
た
か
っ
た
の
は
、
そ
の
土
地
土
地
の
人
々

と
の
い
か
に
交
流
し
て
い
く
か
、
と
い
う
点
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

一
九
の
土
地
土
地
の
社
寺
名
所
の
案
内
の
挿
入
を
、
古
い
『
東
海
道
名
所

記
』
と
同
じ
よ
う
に
、
一
種
の
旅
行
案
内
の
目
的
を
も
合
せ
も
っ
た
か
と
す

る
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
『
膝
栗
毛
』
を
最
も
興
味

深
く
読
み
得
た
の
は
、
す
で
に
東
海
道
・
伊
勢
参
宮
の
旅
の
経
験
の
あ
る

人
々
で
あ
っ
た
。
参
勤
交
代
で
何
回
も
、
そ
こ
を
通
っ
た
松
浦
静
山
侯
の
ご

と
き
は
、
ど
れ
ほ
ど
こ
れ
を
面
白
く
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
。
二
人
の
道
化
者

の
失
敗
の
場
面
の
背
景
は
、
か
つ
て
の
旅
の
記
憶
に
あ
る
。
（
略
）

『
膝
栗
毛
』
に
は
、
東
海
道
筋
の
人
々
の
狂
歌
や
俳
譜
の
発
句
を
、
画
賛
に

掲
げ
て
い
る
。
彼
ら
は
自
分
の
土
地
が
、
そ
れ
こ
そ
初
め
て
小
説
の
舞
台
に

な
っ
た
こ
と
が
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
読
者
の
代

表
者
な
の
で
あ
る
。

　
『
膝
栗
毛
』
を
読
ん
で
思
う
の
は
、
そ
の
記
述
を
み
て
も
、
な
に
も
旅
先
の
こ

と
が
詳
細
に
分
か
り
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
あ
え
て
、

そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
情
報
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
記
述
は
サ
ワ
リ
程

度
で
し
か
な
い
。
詳
細
な
情
報
を
求
め
る
な
ら
、
名
所
図
会
な
ど
の
ほ
う
が
よ
ほ

や
が
て
此
駅
を
打
立
け
る
が
、
今
も
ど
り
し
道
を
ま
す
ぐ
に
、
ほ
ど
な
く
弥

勒
と
い
へ
る
に
い
た
る
。
袋
は
名
に
お
ふ
あ
べ
川
も
ち
の
名
物
に
て
、
爾
側

の
茶
屋
、
い
つ
れ
も
奇
麗
に
花
や
か
な
り
。
△
ち
ゃ
や
女
「
め
い
ぶ
つ
餅
を
あ

が
り
や
ア
し
。
五
文
ど
り
を
あ
が
り
や
ア
し
」
△
弥
二
「
お
い
ら
ア
ゆ
ふ

べ
、
弐
朱
が
も
ち
を
く
っ
て
來
た
か
ら
、
モ
ウ
こ
・
で
は
く
ふ
め
へ
」
△
北
八

「
そ
ふ
さ
一
」
ト
此
内
あ
べ
川
の
川
ご
し
道
に
出
む
か
ひ
て
「
だ
ん
な
衆

お
の
ぼ
り
か
な
」
△
弥
二
「
ヲ
イ
。
き
さ
ま
な
ん
だ
」
△
川
ご
し
「
か
は
こ
し

で
ご
ざ
り
ま
す
。
や
す
く
や
ら
ず
に
、
お
た
の
ん
申
ま
す
」
△
北
八
「
い
く

ら
だ
」
△
川
ご
し
「
さ
ん
に
ょ
う
の
雨
で
水
が
高
い
か
ら
、
ひ
と
り
ま
へ
六

十
四
文
」
△
北
八
「
そ
い
つ
は
高
い
」
△
川
ご
し
「
ハ
レ
川
を
マ
ア
お
見
な
さ

い
」
ト
打
つ
れ
て
川
ば
た
に
出
、
△
弥
二
「
な
る
ほ
ど
、
こ
う
せ
い
な
水
せ

い
だ
。
コ
レ
お
と
す
め
へ
よ
」
△
川
ご
し
「
ナ
ニ
お
ま
い
、
サ
ア
そ
っ
ち
よ

ヲ
つ
ん
む
き
な
さ
ろ
」
ト
ニ
人
を
か
た
ぐ
る
ま
に
の
せ
て
川
へ
ざ
ぶ
一
と

は
い
る
。
△
北
八
「
ア
・
な
ん
ま
い
だ
ー
ー
目
が
ま
は
る
よ
ふ

だ
」
△
川
ご
し
「
し
っ
か
り
わ
し
が
あ
た
ま
へ
と
っ
つ
き
な
さ
ろ
。
ア
・
コ

レ
、
そ
ん
な
に
わ
し
が
目
を
ふ
さ
が
つ
し
や
る
な
。
向
ふ
が
見
へ
な
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い
」
△
弥
二
「
な
る
ほ
ど
深
い
ハ
。
コ
レ
お
と
し
て
下
さ
る
な
」
△
川
ご
し

「
ア
ニ
お
と
す
も
ん
か
へ
」
△
弥
二
「
そ
れ
で
も
ひ
よ
つ
と
、
お
と
し
た
ら
ど

ふ
す
る
」
△
川
ご
し
「
ハ
レ
お
と
し
た
所
が
、
た
か
で
お
ま
い
は
、
な
が
れ

て
し
ま
は
し
ゃ
る
ぶ
ん
の
こ
と
だ
」
△
弥
二
「
エ
・
な
が
れ
で
た
ま
る
も
の

か
。
イ
ヤ
も
ふ
き
た
ぞ
一
。
ヤ
レ
ー
御
く
ら
う
ー
ー
」
ト
か
た
ぐ

る
ま
よ
り
お
り
て
ち
ん
せ
ん
を
や
り
△
弥
二
「
ソ
レ
べ
つ
に
酒
手
が
十
六
文

ヅ
・
」
△
川
ご
し
「
ヘ
イ
コ
レ
ハ
御
き
げ
ん
よ
ふ
」
ト
川
ご
し
は
す
ぐ
に
川

か
み
の
あ
さ
い
ほ
う
を
わ
た
っ
て
か
へ
る
。
△
北
「
ア
レ
弥
次
さ
ん
見
ね

へ
。
お
い
ら
を
ば
ふ
か
い
所
を
わ
た
し
て
、
六
十
四
文
ヅ
・
ふ
ん
だ
く
り
や

ア
が
っ
た
」

　
　
川
ご
し
の
肩
車
に
て
わ
れ
一
を
ふ
か
い
と
こ
ろ
へ
ひ
き
ま
は
し
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
道
中
膝
栗
毛
』
三
編
よ
り
）

　
描
か
れ
て
い
る
の
は
何
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
名
物
「
安
倍
川
餅
」
が
で
て
く

る
も
の
の
、
そ
れ
よ
り
も
川
越
し
と
の
や
り
と
り
に
重
点
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
何

の
知
見
も
惑
蓄
も
存
在
し
な
い
。
川
越
し
に
、
し
て
や
ら
れ
た
弥
次
郎
兵
衛
と
喜

多
八
は
、
時
に
は
本
人
同
士
で
ふ
ざ
け
あ
い
、
時
に
は
こ
う
し
て
地
元
の
人
と
の

接
点
で
、
笑
わ
れ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
地
元
と
の
遊
遁
の
↓

つ
な
の
で
は
な
い
か
。
笑
わ
れ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
土
地
土
地

の
人
々
に
笑
い
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
通
じ
る
。
何
も
せ
ず
に
通
過
し
て
い
く
旅

で
は
な
く
、
そ
の
宿
場
宿
場
で
ふ
ざ
け
あ
い
、
「
事
件
」
を
お
こ
す
旅
路
。
自
身

も
参
加
し
て
、
地
元
の
人
々
と
交
流
し
、
「
語
る
に
た
る
」
お
ろ
か
な
行
動
の
話

を
採
取
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
旅
に
あ
こ
が
れ
る
読
者
た
ち
に
と
っ
て
、
笑

い
を
興
し
な
が
ら
も
、
旅
の
あ
り
か
た
と
し
て
一
種
あ
り
た
き
理
想
と
い
う
側
面

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
ふ
と
そ
ん
な
想
い
に
駈
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

失
わ
れ
た
も
の
へ

　
時
代
は
下
る
。
明
治
五
年
、
新
橋
横
浜
間
に
鉄
道
が
開
通
し
た
。
十
九
世
紀
も

終
わ
り
を
告
げ
よ
う
と
す
る
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
に
は
早
く
も
東
海
道
線

が
完
成
す
る
。
よ
り
速
く
、
よ
り
遠
く
へ
と
い
う
、
新
し
い
「
旅
」
の
時
代
が
到

来
し
た
の
で
あ
る
。
日
帰
り
旅
行
に
せ
よ
、
温
泉
旅
行
・
海
水
浴
・
初
詣
の
旅
に

せ
よ
、
鉄
道
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
江
戸
の
旅

か
ら
鉄
道
旅
行
へ
』
や
、
文
学
研
究
の
側
か
ら
も
近
年
精
緻
な
研
究
が
な
さ
れ
つ

つ
あ
る
。

　
明
治
と
い
う
時
代
に
は
、
誰
で
も
自
由
に
移
動
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
も
そ
れ

に
鉄
道
が
加
わ
る
。
歩
い
て
の
旅
は
、
姿
を
消
し
、
鉄
道
旅
行
の
時
代
に
入
っ
た

の
で
あ
る
。
徒
歩
な
ら
子
細
を
要
し
た
と
こ
ろ
も
、
日
帰
り
か
ら
一
・
二
泊
の
旅

行
で
可
能
と
し
た
。
鉄
道
が
利
用
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
、
一
般
人
で
も
長
距
離

の
移
動
が
、
楽
に
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
至
便
性
は
大
き
い
。
近
場
に
も
変
化
を

も
た
ら
し
た
。
都
市
近
郊
で
も
、
鉄
道
会
社
主
導
で
、
停
車
駅
ご
と
に
新
た
な
観

光
の
地
を
見
い
だ
し
、
乗
客
を
惹
き
つ
け
て
い
く
。

　
旅
行
者
の
道
中
は
車
中
に
な
っ
た
。
旅
の
目
的
地
近
く
ま
で
一
気
に
移
動
可
能

で
あ
る
こ
と
は
、
旅
路
で
の
地
元
の
人
と
の
の
ど
か
な
交
流
を
絶
や
し
、
食
べ
も

の
一
つ
と
っ
て
み
て
も
、
駅
弁
な
ど
に
と
っ
て
替
わ
ら
れ
て
い
く
。
か
つ
て
の
宿

場
や
名
所
・
旧
跡
は
線
路
か
ら
遠
く
、
利
便
性
と
い
う
観
点
か
ら
次
第
に
忘
れ
去

ら
れ
て
ゆ
く
。
都
市
近
郊
の
観
光
地
化
と
は
裏
腹
に
、
街
道
は
衰
退
し
て
い
く
ば

か
り
と
な
る
。
人
々
は
簡
便
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
情
報
を
得
、
高
速
化
さ
れ
た
鉄
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道
で
旅
を
す
る
。
「
語
る
に
た
る
奇
談
を
採
取
」
し
よ
う
に
も
、
時
間
が
許
し
て

く
れ
な
い
の
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
情
報
を
消
化
し
、
「
観
光
」
と
称
し
て
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
に
示
さ
れ
た
勝
景
地
を
眺
め
れ
ば
事
足
り
た
。
土
地
土
地
の
人
々
と
の

交
流
は
薄
れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
の
是
非
を
今
は
問
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
考
え
て
お
き
た
い
。

旅
の
醍
醐
味
は
そ
の
土
地
土
地
の
人
と
の
交
流
に
あ
っ
た
時
代
の
存
し
た
こ
と

を
。
十
九
世
紀
の
〈
旅
路
〉
を
辿
る
こ
と
で
、
旅
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
何
を
求

め
る
の
か
、
ふ
と
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。


