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近
世
申
期
の
代
表
的
地
理
学
者
、
長
久
保
赤
水
が
下
関
で
感
じ
た
お
ど
ろ
き

は
、
赤
水
の
一
文
を
読
ん
だ
私
の
お
ど
ろ
き
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
本
稿
で
触

れ
よ
う
と
思
っ
た
端
緒
で
も
あ
る
。
長
い
引
用
に
な
る
が
、
問
題
点
の
整
理
に

な
る
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
関
係
す
る
部
分
を
引
い
て
お
ぐ
。

 
赤
水
が
長
崎
ま
で
清
国
へ
漂
流
し
た
船
を
受
け
取
り
に
行
っ
た
復
路
、
下
関

に
滞
在
し
た
の
は
明
和
四
年
十
月
廿
六
日
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
「
長
崎
行
役
日

記
」
で
下
関
の
遊
女
か
ぶ
き
を
見
た
感
想
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
ゐ
 
「
長

崎
行
役
日
記
」
は
日
記
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
が
、
 
「
標
註
図
画
長
崎
紀
行
」
と

別
電
が
あ
る
如
く
、
ま
た
、
刊
本
で
流
布
し
た
も
の
で
あ
り
私
的
な
日
記
で
は

な
い
。
長
崎
を
中
心
と
し
た
諸
国
風
俗
見
聞
記
的
な
も
の
で
あ
る
。

 
 
当
地
ハ
赤
間
か
関
と
も
門
司
か
関
長
い
へ
り
、
人
家
数
千
軒
、
平
生
入
津

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
チ
ヤ
ヤ

 
 
の
ふ
ね
数
百
艘
、
繁
華
大
坂
に
類
せ
り
、
い
な
り
町
と
い
ふ
所
は
娼
家
あ

 
 
り
沸
其
中
に
碍
舞
伎
す
る
茶
屋
三
軒
 
銀
三
百
目
あ
た
ふ
る
も
の
あ
れ
ば

 
 
俄
に
舞
と
い
ふ
、
そ
の
零
幸
に
大
坂
屋
に
興
行
有
、
舞
台
は
江
戸
の
湯
島

 
 
芝
居
よ
り
も
廣
し
、
装
束
は
さ
か
ひ
町
に
も
劣
ら
す
 
開
に
は
錦
を
着
た

 
 
る
も
有
 
浄
る
り
ハ
義
太
夫
に
て
冨
士
見
西
行
な
り
、
悪
方
、
あ
ら
事
、

 
 
ヲ
ト
コ
タ
テ

 
 
遊
侠
、
法
師
、
奴
等
迄
皆
女
也
、
し
ど
け
な
け
れ
と
も
面
白
し
、
見
物
人

 
 
す
べ
て
揚
屋
の
案
内
に
て
入
る
、
案
内
な
き
も
の
も
推
て
入
ん
と
す
る
故

 
 
 
 
ク
 
リ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ケ
ン
ソ
ウ

 
 
に
門
の
狗
裏
に
群
集
し
押
合
揉
合
喧
躁
甚
し
、
年
寄
子
ど
も
は
入
事
を
え

 
 
す
、
．
淺
敷
三
百
人
を
か
ぎ
り
と
す
、
橋
が
か
り
中
道
な
と
あ
り
て
、
若
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
チ
ヤ
ヤ

 
 
売
番
付
三
等
立
め
く
り
、
さ
な
が
ら
娼
家
の
内
と
は
思
は
れ
す
一
画
次
の

 
 
夜
ハ
堺
や
に
て
物
草
太
郎
を
舞
ふ
、
'
舞
台
ハ
ニ
階
に
構
へ
た
り
、
何
れ
も

 
 
役
者
ハ
一
軒
切
に
て
事
足
り
 
唯
音
曲
甘
干
と
い
ふ
、
石
見
や
と
や
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テ
イ
エ
イ

 
 
に
は
山
庄
太
夫
の
戯
が
有
、
い
つ
れ
も
優
劣
な
し
と
そ
、
鄭
衛
の
声
女
楽

 
 
の
た
は
ぶ
れ
、
記
す
る
所
足
す
と
い
へ
共
又
其
土
の
風
俗
を
み
つ
へ
き
也
・

 
日
本
の
多
く
の
地
を
見
聞
し
た
「
長
久
保
赤
水
を
お
ど
ろ
か
し
た
第
一
の
点

は
、
遊
郭
の
中
で
遊
女
達
の
手
に
よ
っ
て
か
な
り
本
格
的
な
歌
舞
伎
が
演
じ
ら

れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
全
国
的
に
み
て
も
こ
の
様
な
形
で
歌
舞
伎
が
演
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
既
に
早
く
寛
永
期
以
降
、
遊
女
か

ぶ
き
は
全
国
的
規
模
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
常
識
で
あ
る
。

 
そ
し
て
、
さ
ら
に
彼
を
瞠
目
さ
せ
た
の
は
、
遊
客
の
た
め
に
の
み
催
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
一
般
庶
民
、
老
若
を
害
わ
ず
こ
の
芝
居
が
開
放
さ
れ
て
い
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る
点
で
あ
る
。
遊
里
が
老
人
、
子
供
等
の
一
般
庶
民
か
ら
隔
離
さ
れ
た
閉
鎖
的

社
会
で
あ
る
こ
と
は
、
江
戸
時
代
中
期
で
も
同
様
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
と
も
そ
の
思
い
は
、
二
号
遊
里
の
イ
メ
ー
ジ
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
た
私
の
思
い

こ
み
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

・
確
か
に
、
我
々
の
申
に
は
、
遊
里
史
が
あ
ま
り
に
中
央
遊
里
を
中
心
に
語
ら

れ
す
ぎ
、
全
国
の
大
部
分
を
占
め
た
地
方
遊
里
の
実
態
を
看
過
し
て
き
た
と
い

う
反
省
が
あ
る
。
各
地
個
別
の
遊
里
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

本
稿
は
そ
の
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
下
関
の
遊
里
、
稲
荷
町
の
遊
女
か

ぶ
き
を
と
り
あ
げ
て
そ
の
問
題
を
検
討
し
、
併
せ
て
下
関
遊
女
か
ぶ
き
の
様
相

を
紹
介
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）

 
下
関
の
遊
女
は
壇
の
浦
で
敗
走
し
た
平
家
の
女
官
達
に
源
を
発
し
て
い
た
と

い
う
伝
承
が
あ
る
。
そ
れ
な
り
に
尊
重
す
べ
き
伝
承
で
は
あ
る
が
、
こ
の
地

が
西
海
道
の
要
所
と
し
て
繁
栄
し
た
港
町
で
あ
り
、
港
町
に
は
つ
き
も
の
の
遊

女
達
が
い
た
こ
と
は
十
分
に
想
像
さ
れ
る
。
古
く
、
大
江
馬
鹿
の
「
俺
縄
旧

記
」
に
、
 
「
東
国
美
濃
参
州
遠
江
等
党
為
二
豪
貴
「
、
山
陽
播
州
山
陰
馬
州
等
党

次
・
之
、
西
海
党
為
レ
下
」
と
あ
っ
て
、
下
関
を
も
含
め
た
西
海
道
の
遊
女
の
評

価
に
ふ
れ
て
い
る
つ
又
、
遊
女
が
売
色
行
為
と
共
に
芸
能
を
身
に
つ
け
て
い
た

事
も
よ
く
知
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
ル
か
し
、
下
関
の
遊
女
に
関
す
る
具
体
的
な

資
料
で
中
世
以
前
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
又
、
本
稿
は
近
世
初
期
殊
に
、

か
ぶ
き
者
と
の
関
連
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
申
世
以
前
の

状
況
に
つ
い
て
は
今
後
の
問
題
と
し
た
。

 
平
戸
商
館
長
の
イ
ギ
リ
ス
人
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
ス
の
日
記
の
一
六
一
八

年
九
月
三
日
の
条
に
、
下
関
の
か
ぶ
き
者
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ
る
。
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こ
の
日
の
朝
下
関
を
出
発
し
た
コ
ッ
ク
ス
は
、
別
れ
際
に
宿
の
主
人
と
そ
の

 
 
 
 
 
（
注
1
）

娘
に
じ
ゃ
香
袋
を
与
え
、
そ
し
て
更
に
三
人
の
か
ぶ
き
者
に
も
同
様
に
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
三
人
の
か
ぶ
き
三
訂
ど
の
よ
う
な
者
達
で
あ
っ
た
か
、
こ
の
条

-
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
書
の
、
一
六
一
七
年
の
五
月
二
十
一
日
の
条
に

 
 
ω
b
8
0
げ
Φ
ω
錠
。
σ
q
o
＜
窪
。
暮
夢
9
。
け
島
⑦
o
帥
び
o
ρ
¢
o
霞
｝
磐
自
「
b
窄

 
 
醸
巽
。
。
（
O
居
 
♂
く
げ
O
層
O
ω
）

と
あ
っ
て
、
か
ぶ
き
者
が
芸
能
を
事
と
し
、
又
同
時
に
売
春
婦
達
で
あ
っ
た
事

が
知
れ
る
。
旧
記
に
は
、
他
の
条
に
か
ぶ
き
者
が
七
日
間
連
続
興
行
し
た
事
や
、

外
題
に
は
戦
争
物
や
恋
愛
物
が
多
く
、
内
容
は
せ
り
ふ
劇
と
乱
舞
の
中
間
と
い

う
段
階
で
あ
る
と
記
さ
れ
．
て
い
る
。
 
 
、

 
下
関
の
港
で
コ
ッ
ク
ス
を
見
送
っ
た
三
人
の
か
ぶ
き
者
達
が
遊
女
で
あ
り
、

近
世
極
初
期
、
元
和
年
間
、
下
関
に
遊
女
集
団
の
居
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
記

事
で
あ
る
。
京
都
を
中
心
と
す
る
お
国
か
ぶ
き
の
如
き
一
座
が
、
全
国
に
ひ
ろ

ま
り
支
持
を
受
け
る
の
は
、
慶
長
」
元
和
年
間
で
あ
り
、
下
関
も
そ
の
影
響
を

受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
下
関
遊
女
か
ぶ
き
の
近
世
に
お
け
る
も
っ
と
も
早
い

例
で
あ
る
。

 
創
始
者
と
さ
れ
る
出
雲
の
お
国
が
、
ア
ル
キ
巫
女
と
し
て
遊
女
の
性
格
を
帯

び
て
い
る
如
く
、
当
時
の
か
ぶ
き
心
算
に
と
っ
て
売
色
と
遊
芸
は
切
り
離
せ
ぬ

も
の
で
あ
っ
た
。
森
末
義
彰
氏
は
、
「
女
か
ぶ
き
発
展
の
史
的
考
察
」
（
昭
和
1
1
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年
1
2
月
『
思
想
』
）
に
お
い
て
、
傾
城
屋
と
女
か
ぶ
き
の
太
夫
元
が
同
じ
も
の

で
あ
る
と
し
、
踊
子
達
が
純
粋
の
芸
人
で
は
な
く
「
舞
台
を
離
れ
て
は
一
般
の

傾
城
、
遊
女
と
何
等
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ

る
。
芸
能
と
売
色
の
不
可
分
の
関
係
は
、
遊
女
か
ぶ
き
禁
止
令
ま
で
続
き
、
遊

女
か
ぶ
き
盛
況
の
も
っ
と
も
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。

 
遊
女
か
ぶ
き
禁
止
令
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
る
「
日
本

演
劇
史
」
 
（
伊
原
敏
郎
著
）
の
寛
永
六
年
説
の
他
に
、
 
「
武
江
年
表
」
 
「
梅
津

政
景
日
記
」
を
拠
と
す
る
元
和
二
年
説
、
大
坂
で
は
h
大
坂
道
頓
堀
諸
芝
居
之

覚
」
か
ら
逆
算
し
た
寛
永
十
三
年
説
、
江
戸
に
お
け
る
「
歌
舞
伎
年
表
」
を
も

と
に
し
た
寛
永
十
七
年
説
な
ど
が
あ
る
。

 
長
州
藩
内
に
お
い
て
も
、
岩
国
支
藩
で
は
、
元
和
三
年
四
月
十
六
日
の
町
中

掟
（
「
別
本
吉
川
家
譜
」
十
七
）
に
お
い
て
、
 
「
か
ぶ
き
、
山
伏
、
其
外
占

か
た
仕
候
も
の
禁
制
之
事
」
と
町
内
よ
り
か
ぶ
き
者
を
締
め
出
し
、
萩
本
藩
で

は
、
元
和
二
年
に
出
雲
巫
女
と
称
す
る
か
ぶ
巻
女
が
来
て
、
彼
女
ら
を
め
ぐ
っ

て
刃
傷
沙
汰
が
お
き
た
た
め
に
禁
止
令
を
出
し
て
い
る
（
「
毛
利
四
代
実
録
考

証
論
断
」
六
十
上
）
。
下
関
周
辺
で
も
遊
女
か
ぶ
き
は
盛
況
で
あ
り
、
禁
止
令

の
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
他
の
地
域
と
同
様
で
あ
っ
た
。

 
女
か
ぶ
き
禁
止
令
の
徹
底
化
に
は
年
代
的
に
ず
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
髄

が
、
ほ
ぼ
寛
永
末
年
に
お
い
て
遊
女
か
ぶ
き
は
終
焉
を
迎
え
、
そ
の
結
果
、
遊

女
達
が
集
娼
制
度
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
遊
郭
が
成
立
す
る
と
い
う
の
が
通

説
で
あ
る
。
盛
田
嘉
穂
氏
は
、
論
考
「
女
か
ぶ
き
の
禁
制
に
つ
い
て
」
（
昭
和
3
7

年
1
月
『
学
大
国
文
』
）
に
お
い
て
、
遊
郭
制
度
の
成
立
を
「
そ
れ
ぞ
れ
幾
ら
か

の
遅
速
も
あ
っ
た
が
、
ほ
ぼ
寛
永
年
間
の
こ
と
で
あ
る
」
と
し
、
「
遊
郭
制
度
の

確
立
が
、
女
か
ぶ
き
の
死
命
を
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
結
論
さ

下
関
遊
女
か
ぶ
き

-
女
か
ぶ
き
禁
止
令
と
地
方
遊
里
一

れ
て
い
る
。
ま
た
守
屋
毅
氏
は
、
 
「
『
か
ぶ
き
』
の
時
代
」
 
（
昭
和
5
1
年
「
諮
凱

日
本
文
化
ヲ
」
角
川
書
店
）
に
お
い
て
、
禁
令
の
実
施
規
模
に
疑
問
を
提
出
し

な
が
ら
、
禁
制
の
背
景
に
言
及
し
て
、
 
「
数
次
に
わ
た
っ
て
く
り
返
さ
れ
た
遊

女
歌
舞
伎
の
禁
制
は
幕
府
の
遊
里
対
策
の
い
ち
お
う
の
完
成
1
つ
ま
り
集
娼
制

度
の
確
立
、
そ
の
具
体
的
表
現
で
あ
る
近
世
遊
郭
の
成
立
に
よ
っ
て
、
終
結
す

る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

 
し
か
し
、
次
に
説
明
す
る
如
く
、
集
娼
制
度
（
遊
郭
）
の
成
立
と
女
か
ぶ
き
．

の
消
滅
と
い
う
原
則
的
な
相
互
関
係
は
、
下
関
稲
荷
町
に
お
い
て
は
成
立
し
な

か
っ
た
。
両
氏
は
主
に
三
都
に
つ
い
て
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
他
地
域
を

考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
、
私
も
そ
の
原
則
的
な
相
互
関
係
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
こ
の
相
互
的
関
係
が
、
近
世
に
お
け
る
芸
能
説
及
び

演
劇
史
上
通
説
化
さ
れ
、
地
方
遊
里
の
実
態
へ
の
考
慮
な
し
に
展
開
さ
れ
て
い

る
事
も
事
実
で
あ
る
。

 
地
方
遊
里
は
日
本
の
遊
里
の
大
部
分
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の

，
地
域
の
実
態
を
除
外
し
て
遊
郭
史
を
語
る
こ
と
は
片
手
落
ち
で
あ
る
。
私
は

単
に
例
外
的
な
地
域
と
し
て
下
関
稲
荷
町
を
取
り
あ
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

下
関
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
代
表
的
な
都
市
と
b
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た

し
、
稲
荷
町
も
有
数
の
遊
里
と
し
て
名
が
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
下
関
稲

荷
町
が
地
方
遊
里
論
を
構
築
す
る
上
で
重
要
な
地
域
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が

な
い
。

（
3
）

大
坂
（
瓢
箪
町
）

三
十
五
軒
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下
関
（
稲
荷
町
）

京
 
（
島
原
）

江
戸
（
三
谷
）

奈
良
（
木
辻
町
）

大
津
（
柴
屋
町
）

靹
 
（
有
磯
町
）

伏
見
（
鐘
木
町
）

三
十
四
軒

二
十
四
軒

 
十
四
軒

 
十
一
軒

 
 
十
軒

 
 
七
軒

 
 
五
軒

ノ

 
遊
里
の
下
の
数
字
は
、
畠
山
箕
山
が
「
色
道
大
鏡
」
中
で
あ
げ
て
い
る
揚
屋

の
軒
数
で
あ
る
。
「
色
道
大
鏡
」
が
成
立
し
た
の
は
延
宝
六
年
で
あ
り
、
寛
永

，
末
年
に
遊
女
か
ぶ
き
が
三
都
を
中
心
に
禁
止
さ
れ
て
か
ら
約
二
十
年
後
、
十
七

世
紀
後
半
の
遊
里
の
状
況
を
伝
え
る
資
料
で
あ
る
。

 
揚
屋
の
軒
数
が
そ
の
ま
ま
そ
の
遊
里
の
繁
栄
の
様
相
を
伝
え
て
い
る
と
考
え

る
の
は
早
計
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
同
書
で
は
、
長
崎
（
丸
山
）
に
お
い

て
は
「
傾
城
の
数
八
百
余
人
」
と
記
し
な
が
ら
も
「
挙
屋
な
し
、
内
気
な
り
」

と
記
し
、
ま
た
、
博
多
（
柳
町
）
に
つ
い
て
「
傾
城
の
高
下
な
し
（
略
）
挙
屋

は
な
し
 
内
留
な
り
」
と
記
し
て
い
る
コ
ま
た
島
原
で
は
、
揚
屋
の
他
に
「
茶

屋
合
せ
て
十
九
軒
」
、
瓢
箪
町
で
も
「
都
合
廿
九
軒
」
の
茶
屋
の
あ
っ
た
こ
と

を
記
し
て
い
る
。
又
、
江
戸
に
つ
い
て
も
、
こ
の
当
時
は
、
仮
宅
三
谷
に
お
け

る
軒
数
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
列
記
し
た
揚
屋
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遊
里
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
延
宝
年
間
、
下
関
の
揚
屋
数
が
三
都
に
十
分
比
肩
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
着
目
に
値
す
る
。

 
空
色
軒
一
夢
の
「
諸
国
遊
里
案
内
」
は
、
約
十
年
後
の
貞
享
五
年
の
刊
行
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
稲
荷
町
の
揚
屋
と
し
て
二
軒
を
あ
げ
る
の
み
で
あ
る
。
代
表

的
揚
屋
の
み
を
記
し
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
靹
（
有
磯
町
）
に
お
い
て
す
ら
、

五
軒
の
揚
屋
が
記
さ
れ
て
お
り
、
数
の
上
で
あ
ま
り
に
ひ
ち
き
が
あ
る
。
し
か

し
こ
こ
で
は
隔
柳
亭
種
彦
が
「
諸
国
遊
里
案
内
」
に
対
し
て
「
吉
原
の
事
は
委

し
か
ら
ず
、
誤
り
も
っ
と
も
多
し
、
諸
国
の
事
三
更
い
ぶ
か
し
」
と
批
判
し
て

い
る
言
を
信
じ
、
「
色
道
大
鏡
」
が
自
序
で
「
諸
国
の
風
俗
、
人
伝
に
の
み
聞

て
は
、
く
は
し
く
勘
弁
し
が
た
き
ゆ
へ
に
、
或
は
関
東
に
わ
b
り
、
或
は
中
国

よ
り
九
州
に
わ
た
り
、
其
郭
辺
に
経
歴
し
て
」
と
記
す
、
実
証
的
と
も
言
う
べ

き
姿
勢
に
信
を
置
く
べ
き
と
考
え
る
。

 
西
尾
市
立
図
書
館
蔵
「
国
々
い
う
さ
と
ば
ん
附
井
あ
た
ひ
附
」
は
、
遊
里
の
見

立
相
撲
番
付
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
る
『
守
夏
毛
稿
」
所
収
の
「
諸

国
遊
所
見
立
角
力
」
番
付
が
天
保
年
間
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
明
和
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，
（
注
2
）

豊
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
下
関
稲
荷
町
は
、
関

脇
大
坂
新
町
の
次
の
小
結
に
位
置
し
、
地
方
遊
里
随
一
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て

い
る
。

 
こ
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
既
に
「
色
道
大
鏡
」
に
「
島
人
の
云
、
下
関
の
傾

城
は
、
大
坂
よ
り
ま
さ
る
べ
き
と
い
ぺ
り
、
さ
れ
ど
も
、
大
坂
は
名
に
し
お
ぶ

大
郭
な
れ
ば
、
下
関
を
大
坂
の
次
と
す
べ
し
」
（
巻
十
二
）
と
あ
り
、
ま
た
「
其

外
の
小
羊
の
遊
郭
風
儀
を
談
ず
る
に
あ
た
は
ず
。
其
中
に
長
州
下
関
は
江
戸
、

大
坂
に
准
ず
」
と
も
記
し
て
い
る
。
揚
屋
数
と
い
っ
た
規
模
の
み
で
は
な
く
、

遊
女
の
品
格
（
風
儀
）
の
面
で
も
稲
荷
町
は
三
都
に
比
肩
す
る
地
位
を
与
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
地
位
は
ほ
ぼ
江
戸
時
代
中
期
に
至
る
ま
で

不
動
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

稲
荷
町
の
繁
盛
は
下
関
の
隆
盛
に
よ
っ
た
庵
の
で
あ
る
。
そ
の
隆
盛
は
西
廻

り
航
路
（
北
前
船
）
の
整
備
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
日
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本
海
海
運
史
の
研
究
」
（
福
井
図
書
館
等
編
）
に
よ
れ
ば
、
河
村
瑞
賢
が
西
廻
り

丈
短
の
開
発
に
着
手
し
た
の
は
寛
文
十
二
年
で
あ
り
、
航
路
整
備
以
前
に
京
・

大
坂
に
物
資
を
輸
送
す
る
際
の
重
要
な
港
で
あ
っ
た
敦
賀
・
小
浜
へ
の
廻
船
入

津
数
が
著
し
く
減
少
す
る
の
は
延
宝
八
年
頃
か
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
箕
山

が
下
関
稲
荷
町
の
揚
屋
の
数
が
全
国
で
二
番
目
で
あ
る
と
記
し
、
．
遊
女
の
風
儀

-
を
賞
賛
し
た
の
は
、
下
関
が
都
市
と
し
て
上
昇
期
に
あ
っ
た
頃
な
の
で
あ
る
。

 
下
関
稲
荷
町
を
田
舎
遊
里
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
「
当
赤
間
関

は
日
本
無
双
回
船
の
津
」
 
（
「
月
本
行
脚
文
集
」
元
禄
二
年
）
で
あ
り
、
 
「
千

艘
出
れ
ば
入
船
も
、
日
に
千
貫
目
万
貫
目
、
小
判
走
れ
ば
銀
が
飛
ぶ
金
色
世
界

も
斯
ぐ
や
ら
ん
」
 
（
「
博
多
小
女
郎
波
枕
」
享
保
三
年
）
と
い
っ
た
商
品
流
通

の
地
で
あ
り
、
「
服
色
も
ま
た
華
艶
、
通
衙
貨
騨
も
燗
然
と
し
て
眼
に
満
つ
る
、

赤
間
関
も
ま
た
海
門
の
一
都
会
」
 
（
「
国
母
録
」
享
保
四
年
）
で
あ
っ
た
。
稲

荷
町
は
「
傾
城
長
の
屋
造
り
田
舎
め
か
ず
」
 
（
「
色
道
大
鏡
」
）
．
都
会
風
俗
の

只
中
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。

 
蛇
足
の
如
く
で
あ
る
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
下
関
が
西
国

随
一
の
都
市
で
あ
る
こ
と
は
、
．
そ
の
ま
ま
都
市
人
口
（
軒
数
）
の
多
さ
を
示
す

・
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
 
「
色
道
大
鏡
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
寛

文
七
年
に
行
な
わ
れ
た
幕
府
の
巡
見
使
の
報
告
、
「
国
々
海
辺
巡
見
記
」
（
旧
東

京
教
育
大
学
所
蔵
本
）
に
は
、
「
町
屋
五
百
八
拾
七
軒
舛
渡
海
舟
多
シ
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
五
八
七
軒
と
い
う
数
は
、
同
じ
長
州
で
比
較
す
れ
ば
柳
井
の

五
八
○
軒
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
。
ま
た
近
辺
で
は
小
倉
の
一
六
三
九
軒
の
約
三

分
の
一
程
度
で
あ
り
、
人
口
数
（
軒
数
）
の
み
で
比
較
す
る
な
ら
ば
、
江
戸
時

代
を
通
じ
て
も
西
国
一
の
都
会
で
あ
る
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
猶
西
国
随
一
の
都
会
で
あ
る
と
い
っ
た
評
価
を
受
け
る

下
関
遊
女
か
旨
ぶ
き
一
女
か
ぶ
き
禁
止
令
と
地
方
遊
里
一

の
は
、
商
品
流
通
の
基
地
と
し
て
の
商
都
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
稲
荷
町
の
遊
里
の
性
格
と
遊
女
か
ぶ
き
に
つ
い
て

の
重
要
な
背
景
が
こ
の
点
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。
．

（
4
）

 
以
上
の
如
き
状
況
の
下
関
稲
荷
町
で
行
な
わ
れ
た
遊
女
か
ぶ
き
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
近
世
初
期
の
状
況
を
面
心
に
考
え
て
い
く
こ
と
に
す

る
。 

三
都
で
は
寛
永
末
年
に
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
た
と
思
わ
れ
る
遊
女
か
ぶ
き

が
、
約
三
十
年
後
の
延
宝
年
間
に
下
関
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
 
「
色
道

大
鏡
」
に
は

 
 
家
毎
に
寄
舞
妓
の
跳
あ
り
、
傾
国
こ
れ
を
役
と
す
、
旅
人
の
所
望
に
依
て

 
 
是
を
興
行
す
、
其
催
料
白
銀
壱
枚
宛

と
記
さ
れ
、
ま
た
「
諸
国
色
里
案
内
」
に
も
同
様
の
記
事
が
見
え
る
。
そ
し

て
、
こ
の
点
で
留
意
す
べ
き
は
、
下
関
の
み
な
ら
ず
西
国
に
お
い
て
は
、
遊
女

か
ぶ
き
が
他
の
所
で
も
催
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
色
道
大
鏡
」
に
お
い
て
、

室
で
は

 
 
猶
頃
年
は
、
寄
舞
妓
の
を
ど
り
を
催
し
て
、
家
々
の
女
郎
鼠
舞
を
尽
す
事

 
 
下
関
の
傾
城
の
こ
と
し

と
あ
り
、
博
多
に
お
い
て
は

 
 
家
々
に
寄
舞
妓
の
跳
あ
り
、
室
・
下
関
の
こ
と
し
客
の
所
望
に
依
て
是
を

 
 
興
行
す

と
あ
る
。
ま
た
近
年
は
廃
れ
た
と
記
し
て
い
る
が
長
崎
に
お
い
て
も

 
 
当
郭
傾
城
の
能
・
跳
、
む
か
し
は
専
と
た
し
な
み
け
れ
ば
、
野
馳
に
舞
台
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．
を
た
て
㌧
、
客
の
所
望
次
第
に
催
し
け
り
、
頃
年
は
興
行
す
る
客
も
な
け

 
 
れ
ば
．
を
し
な
べ
て
こ
れ
を
た
し
な
む
に
は
あ
ら
ね
ど
 
舞
台
も
所
々
に

 
 
あ
り

「
と
記
し
て
い
る
。
西
国
の
主
た
る
遊
里
で
は
、
下
関
を
代
表
格
と
し
て
、
室
、

博
多
、
長
崎
等
に
お
い
て
も
、
遊
女
か
ぶ
き
の
跳
り
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
 
「
色
道
大
鏡
」
三
四
（
寛
文
式
下
）
で
は
一
項
を
設
け
、
「
躍
の
事
」
と

し
て
盆
の
踊
り
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
京
（
島
原
）
の
状
況
と
と
も
に
、
回

り
の
内
容
を
具
体
的
に
記
し
て
い
る
の
で
全
文
を
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

 
 
躍
の
事
、
盆
の
を
ど
り
は
さ
は
が
し
く
て
よ
か
ら
ぬ
た
は
ふ
れ
な
れ
ど
、

 
 
郭
中
商
売
の
為
な
れ
ば
停
止
し
が
た
し
。
此
見
物
と
し
て
入
り
こ
む
輩
、

 
．
郭
中
無
案
内
の
老
若
と
も
に
来
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
名
に
あ
る
傾
城

 
 
の
を
ど
る
ぞ
と
斗
お
も
ひ
て
見
る
事
に
や
、
先
馬
を
つ
け
て
見
る
に
、
な

 
 
ら
は
ぬ
芸
な
れ
ば
、
拍
子
そ
ろ
は
ず
品
よ
か
ら
ず
、
殊
更
傾
城
ば
か
り
儀

 
 
式
を
た
て
㌧
も
を
と
ら
ず
、
道
俗
人
ご
み
に
も
を
ど
れ
る
す
が
た
、
昏
々

 
 
と
し
て
ら
う
が
は
し
し
。
年
に
一
度
の
事
な
り
と
も
、
よ
く
な
ら
は
せ
て

 
 
見
ま
く
ほ
レ
き
事
也
。
室
、
下
関
、
長
崎
は
、
田
舎
な
れ
ど
も
を
ど
り
を

 
 
た
し
な
み
、
一
ふ
り
ふ
り
た
る
回
す
が
た
、
都
の
傾
城
に
は
ま
さ
り
侍
る

 
こ
れ
は
寛
文
期
を
中
心
と
し
た
状
況
で
あ
る
。
寛
永
末
年
の
遊
女
か
ぶ
き
禁

止
令
以
降
の
島
原
の
様
子
を
こ
こ
で
は
う
か
が
う
事
が
出
来
る
。
・
禁
止
令
以

降
、
歌
舞
は
「
な
ら
は
ぬ
芸
」
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
禁
止
令
は
全
面
的
な

も
の
で
は
な
く
、
「
年
に
一
度
の
事
」
と
し
て
「
盆
の
を
ど
り
」
に
は
、
風

紀
を
乱
す
「
さ
は
が
し
く
て
よ
か
ら
ぬ
た
は
ふ
れ
」
と
し
て
認
識
さ
れ
な
が
ら

も
、
島
原
に
お
い
て
遊
女
か
ぶ
き
の
お
ど
り
は
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
禁
止

令
以
降
、
遊
里
が
郭
と
し
て
、
一
般
庶
民
か
ら
全
く
・
か
け
離
れ
た
閉
じ
こ
め
ら

れ
て
存
在
し
た
の
で
は
な
く
、
年
に
一
度
「
老
若
と
も
に
来
ら
ず
と
い
ふ
こ
と

な
し
」
と
い
っ
た
状
況
で
演
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
守
屋
氏
は
前
掲
書
の
結
び

に
お
い
て
、
「
か
ぶ
き
」
の
命
脈
が
島
原
の
盆
踊
り
（
総
踊
り
）
と
し
て
再
生

し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
島
原
の
み
で
は
な
く
、
西
国
の
地
方
遊
里
（
室
、

下
関
、
長
崎
、
博
多
）
に
「
都
の
傾
城
に
ま
さ
り
侍
る
」
滞
り
、
遊
女
か
ぶ
き

と
し
て
残
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
，

 
以
上
の
如
く
、
「
色
道
大
鏡
」
に
記
さ
れ
て
い
る
下
関
等
の
遊
女
か
ぶ
き
は
、

都
の
傾
城
に
ま
さ
る
芸
を
持
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
服
部
幸
雄
氏
が
お
国
歌
舞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
3
）

伎
を
評
し
た
表
現
を
借
り
れ
ば
、
せ
い
ぜ
い
踊
る
こ
と
で
あ
か
、
踊
る
程
度
の

も
の
で
あ
り
、
劇
的
手
法
の
萌
芽
な
ど
ほ
と
ん
ど
見
い
出
せ
得
な
い
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

 
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
に
せ
よ
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
近
世
遊

里
史
及
び
女
か
ぶ
き
の
歴
史
の
上
で
常
識
化
さ
れ
て
い
る
、
遊
郭
の
成
立
と
女

か
ぶ
き
の
消
滅
と
い
う
図
式
が
、
下
関
及
び
西
国
の
都
市
に
は
適
用
し
え
な
い

と
い
う
点
で
あ
る
。
売
色
行
為
を
背
景
と
す
る
遊
女
か
ぶ
き
は
、
風
俗
棄
乱
を

理
由
に
禁
止
さ
れ
た
寛
永
末
年
以
降
も
、
三
都
以
外
の
多
く
の
都
市
に
残
存
し

支
持
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
次
に
踊
る
程
度
で
あ
っ
た
下
関
遊
女
か
ぶ
き
の
様
相
の
、
変
化
を
、
元
禄
期
の

浮
世
草
子
、
「
御
前
義
経
記
」
 
（
元
禄
十
三
年
刊
）
、
「
け
い
せ
い
色
三
味
線
」

（
元
禄
十
四
年
刊
、
以
下
「
色
三
味
線
」
と
略
）
、
「
け
い
せ
い
新
色
三
味
線
」

（
享
保
三
年
刊
、
但
し
元
禄
十
五
年
刊
「
心
様
太
鼓
」
の
改
題
本
、
東
洋
文
庫

蔵
、
以
下
「
新
色
三
味
線
」
と
略
）
等
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

 
ま
ず
、
遊
女
か
ぶ
き
が
大
寄
せ
に
よ
っ
て
催
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お

く
。
大
寄
せ
と
は
遊
女
を
総
揚
げ
に
し
て
遊
興
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 
「
御
前
義
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経
記
し
に

 
 
田
舎
な
れ
共
此
里
の
女
郎
一
芸
に
ほ
ま
れ
を
と
り
、
上
方
に
て
は
や
り
し

 
 
狂
言
せ
り
ふ
物
ま
ね
、
不
忠
覚
て
、
大
よ
せ
に
は
女
郎
す
が
た
を
若
女
方

 
 
若
衆
方
、
立
役
敵
役
道
外
花
車
、
お
や
が
た
と
衣
漿
ま
で
を
か
へ
て
か
ぶ

 
 
き
を
は
じ
め
、
客
の
も
て
な
し
と
す
る
事
、
都
の
傾
城
は
つ
か
し

と
あ
り
、
ま
た
同
書
に
、
「
今
日
の
大
寄
に
付
何
が
な
め
づ
ら
し
い
事
を
お
目

に
か
け
た
う
ぞ
ん
じ
ま
す
」
と
あ
り
、
「
色
三
味
線
」
に
は
、
，
大
寄
せ
と
い
う

表
現
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
「
六
軒
の
女
郎
の
こ
ぢ
ず
愛
に
集
り
」
と
あ
る
。

 
「
諸
艶
大
鑑
」
巻
七
の
一
に
「
脊
よ
り
大
よ
せ
大
踊
、
一
町
の
女
郎
愛
に
あ

つ
ま
る
」
と
あ
る
ご
．
と
く
、
京
で
は
大
寄
せ
に
は
踊
る
程
度
の
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
下
関
で
は
、
上
方
で
流
行
っ
て
い
る
狂
言
の
せ
り
ふ
な
ど
を
覚
え
、
物
真

似
し
、
劇
的
趣
向
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
 
連
城
仏
の
原
夕
蝉
梅
川
文
蔵
身
の
う
へ
物
語

 
 
 
 
 
 
役
人
替
名
の
次
第

 
 
一
梅
川
文
蔵
二

 
 
一
傾
城
奥
州
二

 
 
一
奥
州
う
ば
二

 
 
一
同
腰
元
し
け
二

 
 
一
三
め
う
さ
ん
二

 
 
一
腰
元
は
な
二

戸
れ
は
、

の
番
付
で
あ
る
。

河
内
屋
和
か
山

ふ
ち
や
お
こ
と

や
り
て
の
か
め

な
が
と
や
か
づ
ら
き

あ
ふ
み
や
く
れ
な
み

折
や
小
も
ん
ど

 
 
 
 
 
「
御
前
義
経
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
遊
女
か
ぶ
き
「
傾
城
仏
の
原
」

 
 
 
 
 
 
 
河
内
屋
、
ふ
ち
や
、
な
が
と
や
、
あ
ふ
み
や
、
折
や
は
下
関

の
遊
女
屋
の
名
前
で
あ
る
。
同
形
式
の
番
付
は
、
 
「
色
三
味
線
」
の
「
当
流
義

経
北
国
落
」
に
お
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
 
「
傾
城
仏
の
原
」
は
言
う
ま
で
も

下
関
遊
女
か
ぶ
き

一
女
か
ぶ
き
禁
止
令
と
地
方
遊
里
1

な
く
近
松
門
左
衛
門
作
の
当
り
狂
言
で
あ
る
。
他
に
「
今
一
ツ
は
大
し
よ
く
わ

ん
 
三
か
つ
の
心
中
 
あ
る
ひ
は
ま
や
山
の
開
帳
」
と
い
っ
た
狂
言
名
が
記
さ

れ
て
い
る
。
「
新
色
三
味
線
」
に
は
、
遊
女
の
配
役
が
彼
女
ら
の
特
長
を
生
か

し
た
も
の
で
あ
る
事
が

 
 
金
太
夫
は
い
ろ
浅
黒
け
れ
は
三
男
の
三
郎
唐
崎
は
と
し
ま
な
れ
は
山
椒

 
 
太
夫
．
勝
山
は
新
造
な
れ
は
っ
し
王
丸
 
藤
か
へ
は
う
つ
く
し
け
れ
は
あ

 
 
ん
し
ゅ
の
姫
乏
 
そ
れ
く
に
役
わ
り
を
し
て
 
さ
き
へ
口
上
い
ひ
の
女

 
 
郎
出
て
替
名
を
よ
み
立
 
そ
れ
よ
り
狂
言
は
し
ま
り

と
記
さ
れ
て
い
る
。

 
劇
的
趣
向
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
、
遊
女
屋
の
亭
主
の
「
上
方
に

て
は
や
り
ル
傾
城
仏
の
原
と
申
狂
言
を
も
っ
ぱ
ら
け
い
こ
被
成
ま
す
」
之
い
っ

た
口
上
を
鵜
呑
み
に
、
遊
女
達
が
芝
居
に
ま
じ
め
に
取
り
組
ん
で
い
た
な
ど
と

は
も
ち
ろ
ん
思
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
素
人
芝
居
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
上
手
下
手
を
考
え
る
こ
と
は
論
外
で
あ
る
。
 
彼
女
等

に
と
っ
て
か
ぶ
き
を
演
じ
る
事
は
売
色
行
為
の
仲
立
ち
で
し
か
な
い
の
で
あ

る
。
「
色
三
味
線
」
に
は
、
常
陸
坊
海
上
を
演
じ
た
く
な
い
遊
女
の
言
い
訳
と
し

て
、
「
買
徳
な
女
郎
と
い
は
れ
て
こ
そ
、
う
れ
し
う
御
さ
ん
し
ょ
け
れ
、
女
郎

の
身
で
、
買
損
と
い
は
る
＼
役
目
は
い
や
」
と
い
っ
た
言
葉
が
記
さ
れ
て
い

る
。 

遊
女
か
ぶ
き
に
要
し
た
金
額
と
し
て
は
、
「
色
三
味
線
」
に
「
都
に
て
は
壼
万

両
に
て
も
な
ら
ぬ
事
を
銀
壼
枚
で
お
気
の
は
ち
ぬ
お
な
ぐ
さ
み
」
と
あ
り
、
「
新

色
三
味
線
」
に
、
「
全
国
に
で
千
両
に
て
も
な
ら
ぬ
短
目
、
銀
一
枚
に
極
て
も
や

ふ
し
け
る
」
と
あ
る
。

「
都
に
て
は
壼
万
両
に
て
も
な
ら
ぬ
事
」
と
は
、
女
か
ぶ
き
の
禁
令
に
よ
っ
て
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な
ら
ぬ
事
と
い
う
意
味
と
、
大
寄
せ
に
す
る
に
は
都
で
莫
大
な
費
用
が
か
か
る

と
い
う
意
味
の
両
方
を
重
ね
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
銀
」
枚
と
は
、
江
戸
市

村
座
な
ど
で
の
茶
屋
屋
方
の
買
切
値
段
と
ほ
ぼ
同
じ
か
と
思
わ
れ
、
極
め
て
安

価
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
遊
女
達
の
売
り
込
み
の
た
め
の
宣
伝
費
用
と
し

て
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
だ
け
で
済
む
わ
け
で
も
な
く
、
大
寄
せ
の
た
め

の
揚
げ
代
に
は
相
当
な
額
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

 
下
関
遊
女
か
ぶ
ぎ
が
催
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
催
す
バ
ト
ロ
．
ン
が
必
要

で
あ
っ
た
。
 
「
御
前
義
経
記
」
に
は
こ
の
点
に
つ
い
て
北
前
船
の
商
人
達
の
各

車
を
あ
げ
て
い
る
。

 
」
-
精
良
秋
田
最
上
の
何
が
し
能
登
屋
孫
三
郎
、
種
屋
与
三
次
郎
と
い
ふ
大
商

 
 
人
毎
年
難
波
の
浜
に
俵
物
を
つ
ん
で
、
お
の
れ
も
共
に
乗
の
舟
、
三
十
反

 
 
帆
を
気
ま
㌧
に
あ
げ
さ
し
、
下
の
関
に
舟
を
と
め
さ
せ
け
る
に

と
、
到
着
し
た
商
人
達
（
旦
那
達
）
は
、
揚
屋
の
亭
主
に
迎
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
歌
祭
文
を
逗
留
中
に
覚
え
た
い
と
い
う
旦
那
の
希
望
に
対
し
て
、
 
「
是
非

御
所
望
な
ら
ば
大
寄
を
被
成
ま
せ
う
然
者
を
し
へ
奉
ら
ん
」
と
誘
っ
て
遊
女
か

ぶ
き
の
準
備
を
と
ど
の
わ
せ
て
い
る
。
能
登
屋
孫
三
郎
、
種
屋
与
三
郎
等
が

実
在
す
る
名
前
で
あ
る
か
ど
う
か
確
認
出
来
な
か
っ
た
が
、
先
に
述
べ
た
如
き

下
関
の
繁
栄
を
支
え
た
西
廻
り
廻
船
の
商
人
達
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

「
御
前
義
経
記
」
に
は
、
「
揚
屋
よ
り
上
方
北
国
の
問
屋
へ
廻
状
し
た
～
め
見
物

さ
せ
る
事
、
逗
留
の
内
女
郎
う
る
べ
き
種
ぞ
か
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
下
関

滞
在
中
の
上
方
及
び
北
国
の
問
屋
に
、
遊
女
か
ぶ
き
が
催
さ
れ
る
と
い
う
廻
状

が
届
く
と
、
「
あ
ま
た
の
諸
商
人
、
我
も
く
と
入
つ
ど
ひ
、
こ
～
を
は
れ
と

見
物
」
人
が
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
開
放
的
な
郭
の
状
況
が
う
か
が
わ
れ
、
遊

郭
へ
不
案
内
な
一
般
庶
民
を
も
含
め
た
見
物
人
が
集
ま
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

北
前
船
は
上
下
往
復
年
四
回
、
冬
期
は
日
本
海
が
荒
れ
た
た
め
、
春
は
四
月
か

ら
六
月
ま
で
秋
は
七
月
末
か
ら
十
月
ま
で
来
港
し
た
。
下
関
遊
女
か
ぶ
き
は
主

に
北
前
船
運
行
の
期
間
に
不
定
期
な
形
で
続
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

 
下
関
の
遊
女
か
ぶ
き
は
、
北
前
船
の
問
屋
層
を
中
心
と
す
る
大
商
人
が
勧
進

元
に
な
り
、
不
定
期
な
が
ら
各
遊
女
屋
の
遊
女
を
総
揚
げ
に
す
る
大
寄
せ
と
い

う
形
を
と
り
、
当
時
上
方
で
評
判
の
演
題
を
取
り
あ
げ
て
、
一
般
大
衆
殊
に
下

面
達
の
支
持
を
受
け
て
、
売
色
の
た
め
の
客
寄
せ
を
目
的
と
し
て
催
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

 
こ
の
様
な
遊
女
か
ぶ
き
が
い
つ
頃
ま
で
行
な
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
吉
田

重
房
の
「
筑
紫
紀
行
」
の
享
和
二
年
四
月
十
七
旧
の
条
に
そ
の
推
移
の
様
が
記

，
さ
れ
、
「
近
年
は
倹
約
し
て
止
ま
り
し
と
そ
」
と
あ
り
、
十
八
世
紀
後
半
ま
で

続
け
ら
れ
て
い
た
事
が
知
れ
る
。
前
記
の
コ
ッ
ク
ス
日
記
の
記
事
を
、
お
国
か

ぶ
き
波
及
の
事
例
と
し
て
と
ら
え
う
る
な
ら
ば
、
原
初
的
な
女
か
ぶ
き
の
影
響
9

を
受
け
な
が
ら
、
島
原
の
盆
お
ど
り
の
様
式
を
残
存
さ
せ
、
上
方
の
元
禄
か
ぶ

き
の
流
行
を
受
け
た
形
で
、
百
数
十
年
間
続
い
た
の
で
あ
る
。

（
5
）

 
以
上
が
下
関
遊
女
か
ぶ
き
の
様
相
で
あ
る
。
演
劇
史
的
側
面
か
ら
は
、
初
期

か
ぶ
き
の
残
澤
と
し
て
一
瞥
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

遊
里
史
及
び
広
く
文
化
史
的
側
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
様
相
は
い
く
つ
か

の
百
舌
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

'
私
は
先
に
「
遊
女
の
父
-
下
関
稲
荷
町
遊
女
屋
過
去
帳
」
と
題
し
た
報
告
の

中
で
、
現
存
す
る
遊
女
屋
の
過
去
帳
と
し
て
は
も
っ
と
も
古
い
と
思
わ
れ
る
過

 
 
 
 
 
（
注
4
）

去
帳
を
紹
介
し
た
。
そ
の
際
、
過
去
帳
の
中
に
遊
女
の
近
親
者
の
名
前
の
あ
が
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っ
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ
、
遊
女
が
病
気
の
父
を
遊
郭
の
近
辺
に
置
き
看
病
す
る

と
い
っ
た
状
況
が
稲
荷
町
で
行
な
わ
れ
て
い
る
事
を
指
摘
し
、
そ
の
実
態
が
、

吉
原
島
原
等
に
代
表
さ
れ
る
申
央
遊
里
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
っ
た
も
の
で
な
い

か
と
疑
問
を
呈
し
た
。
そ
れ
は
地
方
遊
里
の
く
あ
る
種
の
ゆ
と
り
V
か
ら
く
る

の
で
は
な
い
か
と
も
説
明
し
た
。

 
〈
あ
る
種
の
ゆ
と
り
V
等
と
極
め
て
曖
昧
な
言
い
方
を
し
た
が
、
誤
解
を
恐

れ
ず
に
言
え
ば
、
お
歯
黒
溝
や
大
門
と
い
っ
た
厳
し
い
境
界
が
地
方
遊
里
で
は

希
薄
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
遊
女
の
側
に
も
く
町
〉
の
側
に
も
共
通
の
場
に
お

け
る
親
近
感
が
存
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
私
は
、
身
売
奉
公
人

請
状
に
具
体
的
に
う
か
が
わ
れ
る
人
身
売
買
の
悲
惨
さ
（
苦
界
）
を
看
過
し
て
、

親
近
感
な
ど
と
い
っ
た
表
現
を
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
遊
女

か
ぶ
き
が
残
存
し
た
理
由
を
探
る
た
め
に
、
下
関
稲
荷
町
の
一
面
を
述
べ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
，

 
「
色
道
大
鏡
」
で
は
、
稲
荷
町
の
遊
女
達
が
寛
文
年
中
ま
で
「
町
へ
出
る
事

自
由
」
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
慣
習
は
延
宝
期
に
入
っ
て
制
限
さ
れ

「
門
外
へ
出
ず
」
、
と
な
る
が
、
裏
町
の
揚
屋
は
門
外
に
あ
っ
た
の
で
「
是
迄
は

昼
夜
共
に
往
還
す
」
と
あ
る
。
彼
女
等
は
庶
民
の
目
に
ふ
れ
な
が
ら
町
を
往
来

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
寛
永
末
年
以
降
、
吉
原
、
島
原
等
の
遊
女
が
く
町
V
か

ら
隔
離
さ
れ
た
〈
郭
〉
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
稲
荷
町
で
は

く
町
〉
の
中
で
生
活
の
一
部
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の

地
方
遊
里
で
も
ほ
ぼ
同
じ
状
況
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
機
会
を
改
め
て
地

方
遊
里
論
を
試
み
た
い
。
今
回
は
稲
荷
町
に
限
る
事
と
す
る
。

 
元
文
五
年
九
月
、
稲
荷
町
の
大
坂
屋
を
始
め
と
す
る
遊
女
屋
九
軒
が
、
連
名

で
遊
女
取
り
締
り
に
対
し
て
誓
紙
（
『
下
関
市
史
」
）
所
収
を
所
轄
の
長
府
藩

 
下
関
遊
女
か
ぶ
き
 
一
女
か
ぶ
き
禁
止
令
と
地
方
遊
，
里
一

に
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
布
令
は
今
迄
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
総
括
的
に
述
べ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

て
い
る
と
思
え
る
。

 
 
 
 
 
御
身
西
之
事

 
一
、
兼
々
被
仰
渡
候
従
御
公
儀
様
御
制
法
之
洋
算
重
心
相
守
候
事

 
一
、
従
先
年
度
々
被
仰
付
候
御
家
中
御
諸
士
買
方
引
請
傾
城
買
を
申
問
敷
候

 
 
段
奉
得
其
事
候
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・

 
｝
、
御
諸
士
様
方
よ
り
踊
御
座
被
遊
候
共
半
間
敷
候
尤
御
見
物
等
手
引
一
切

 
 
仕
間
粟
井
事

 
一
、
市
中
問
屋
衆
中
よ
り
旅
人
誹
之
踊
は
格
別
町
向
衆
中
よ
り
被
口
頼
候
踊

 
 
は
仕
間
無
念
事

 
一
、
傾
城
共
揚
屋
之
外
町
並
又
は
浜
辺
野
辺
墨
譜
候
儀
兼
而
御
法
度
に
被
仰

 
 
候
御
免
之
外
向
後
門
外
江
出
し
申
間
敷
候
段
鼻
歯
痛
奉
昏
昏
事

 
 
右
一
ッ
書
之
通
被
仰
渡
三
三
其
旨
候
前
廉
度
々
仰
付
候
処
近
年
狸
二
相
成

 
 
候
（
後
略
）

 
こ
の
法
度
を
し
て
、
・
遊
女
達
が
〈
町
〉
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
と
の
み
考
え
る

の
は
適
当
で
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
、
「
度
々
濃
墨
付
候
」
、
「
御
公
儀
野

選
制
法
」
に
対
し
て
、
「
狼
二
相
成
」
現
実
の
状
況
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
る
。

「
公
儀
」
よ
り
繰
り
返
し
出
さ
れ
た
制
禁
に
対
す
る
、
「
狸
」
な
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
下
関
の
地
に
長
く
遊
女
か
ぶ
き
を
存
続
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

 
「
公
儀
」
即
ち
長
府
藩
が
遊
郭
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
は
、

「
諸
士
」
達
で
あ
る
。
遊
女
を
郭
に
閉
じ
こ
め
、
風
紀
を
乱
す
と
し
て
郭
に
立

ち
入
る
こ
と
も
禁
止
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
武
家
社
会
の
倫
理
で
あ
り
論
理
で

あ
っ
た
。
制
禁
は
城
下
町
や
天
領
で
有
効
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

流
通
経
済
を
基
盤
と
し
、
定
住
人
口
よ
り
も
流
動
人
口
（
旅
人
）
が
多
か
っ
た

（115）



の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
商
，
都
下
関
で
は
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
無
力
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
商
都
下
関
の
繁
栄
が
も
た
ら
し
た
自
由
澗
達
さ
は
、
公
儀
・

の
論
理
と
倫
理
を
無
効
な
も
の
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。

 
繁
栄
の
支
柱
で
あ
る
「
市
中
問
屋
衆
」
、
北
前
船
の
商
人
達
は
、
制
禁
の
回
外

に
あ
る
「
格
別
」
で
あ
り
、
 
「
旅
人
読
之
踊
」
で
あ
る
く
遊
女
か
ぶ
き
V
を
催

す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
寛
永
末
年
、
三
都
に
お
い
て
は
風
紀
棄
乱
を
理

由
に
遊
女
か
ぶ
き
が
禁
止
さ
れ
、
遊
女
達
は
町
か
ら
閉
め
出
さ
れ
た
。
し
か
し

下
関
で
は
、
そ
れ
か
ら
約
百
年
後
の
元
文
年
間
に
至
っ
て
も
、
遊
女
達
は
「
狸

一
こ
、
「
町
鳶
又
は
浜
辺
野
辺
」
を
自
分
の
場
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
女
等

は
閉
じ
こ
め
ら
れ
ず
く
町
V
に
あ
っ
た
。
下
関
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
誰
も

が
、
少
な
く
も
繁
栄
を
支
え
た
商
人
の
全
て
は
、
彼
女
等
の
存
在
が
「
狼
一
こ

風
紀
を
乱
す
も
の
だ
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
彼
女
等
は
く
町
V
の
繁
栄
を
共
に

支
え
る
担
い
手
で
あ
っ
た
。

 
冒
頭
に
引
用
の
如
く
、
長
久
保
赤
水
は
、
遊
女
か
ぶ
き
に
「
群
集
し
押
合
揉

 
ケ
ン
ソ
ゥ
 
 
 
 
 
 
ロ
 
チ
ヤ
や

合
喧
曝
甚
し
」
様
を
「
娼
家
の
内
と
は
思
は
れ
す
」
と
驚
嘆
し
た
。
 
「
年
寄

．
子
ど
も
」
迄
遊
女
屋
の
舞
台
に
む
ら
が
る
'
そ
の
様
は
、
〈
町
V
と
遊
女
が
一
体

と
な
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
象
徴
的
様
相
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
赤
水
の
お
ど
ろ

き
は
水
戸
藩
士
と
し
て
の
武
士
の
側
の
発
想
で
あ
り
、
ま
た
私
自
身
の
お
ど
ろ

き
も
中
央
遊
里
の
で
メ
ー
ジ
に
と
ら
わ
れ
た
思
い
こ
み
で
あ
っ
た
の
だ
。
・

 
 
り
推
定
し
た
。
例
え
ば
下
関
伊
崎
は
天
保
年
間
の
も
の
に
は
載
る
が
、

 
 
そ
れ
以
前
に
は
未
発
達
の
た
め
載
っ
て
い
な
い
。

注
3
 
「
歌
舞
伎
成
立
の
研
究
」
 
（
昭
和
4
3
年
 
風
間
童
鼠
算
）
で
「
阿
国
時

 
 
代
に
あ
っ
た
の
は
、
せ
い
ぜ
い
茶
屋
の
お
か
か
に
戯
れ
か
け
て
ヅ
緒
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ

 
 
踊
る
こ
と
で
あ
り
、
風
呂
上
り
と
称
し
て
、
髪
を
乱
て
踊
る
程
度
の
こ

 
 
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
私
は
『
劇
的
萌
芽
」
と
認
め
る
こ
と
が

 
 
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

注
4
 
長
久
保
赤
水
が
遊
女
か
ぶ
き
を
見
た
大
坂
屋
の
過
去
帳
で
あ
る
。
前

 
 
述
の
「
新
色
三
味
線
」
で
「
藤
か
へ
は
う
つ
く
し
け
れ
は
あ
ん
し
ゅ
の

 
 
姫
」
と
あ
る
遊
女
藤
か
へ
の
戒
名
も
「
日
柳
信
女
 
元
禄
十
六
年
置
年

 
 
正
月
六
日
」
と
あ
る
。
拙
稿
、
・
「
江
戸
蒔
代
文
学
誌
・
第
三
号
」
 
（
昭

 
 
和
5
8
年
柳
門
舎
）
参
照
。

 
本
稿
を
成
す
に
当
り
北
前
船
調
査
の
一
部
に
、

ま
し
た
。
付
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

高
岡
勲
氏
の
御
助
力
を
得

（116）

注
1
 
「
平
戸
商
館
日
記
・
「
改
正
増
補
版
」
 
（
昭
和
4
2
年
 
篠
崎
書
林
）
に
．

 
 
お
け
る
皆
川
三
郎
氏
の
訳
は
、
 
崖
g
鴇
8
畠
の
を
じ
ゃ
香
鱈
と
す
る

 
 
が
、
ズ
ボ
ン
の
前
に
つ
け
る
装
飾
用
の
じ
ゃ
香
袋
で
あ
ろ
う
。

注
2
．
無
刊
記
の
番
付
は
年
代
推
定
が
困
難
で
あ
る
が
、
掲
載
の
遊
量
に
よ


