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一

『

雲
陽
秘
事
記』
の
性
格
に
つ
い
て

『

雲
陽
秘
事
記』

は
、
松
江
藩
主
松
平
氏
、
初
代
直
政
か
ら
六
代
宗
衍
ま
で
約
一
五
○
年
間
に
わ
た
る
、
藩
主
と
そ
の
周
辺
の
人
々
に

関
す
る
逸
話
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
、
成
立
年
時
に
関
し
て
は
諸
本
に
記
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
た
だ
、
収
録
し
た
記
事
に
関
連
し

て
、｢

治
郷
公
の
御
代
よ
り｣

云
々
と
付
言
す
る
所
が
見
出
さ
れ
る
の
で
、
お
お
よ
そ
七
代
治
郷
の
時
代
、
即
ち
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一

九
世
紀
初
の
頃
に
作
ら
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
伝
本
は
、
島
根
大
学
所
蔵
本
が
三
種

(

桑
原
文
庫
、
郷
土
資
料
室
、
大
森
文
庫)

、

島
根
県
立
図
書
館
本
、
他
に
個
人
蔵
本
も
幾
つ
か
存
す
る
。
こ
れ
ら
全
て
が
写
本
で
あ
り
、
刊
本
は
見
出
さ
れ
な
い
。
伝
本
の
数
が
あ
る

程
度
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
秘
事
記
と
言
い
つ
つ
実
際
に
は
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

と
こ
ろ
で
本
作
は
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
何
に
分
類
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
実
在
人
物
の
こ
と
が
書
か
れ
る
が
、
そ
の
言

動
の
詳
細
に
関
し
て
は
虚
と
す
べ
き
部
分
が
余
り
に
多
く
、
歴
史
の
書
と
は
言
え
な
い
。
虚
が
多
い
こ
と
、
ま
た
後
に
述
べ
る
よ
う
に
そ

の
虚
の
作
り
方
に
一
定
の
形
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
文
学
と
し
て
扱
う
方
が
妥
当
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
文
学
の
中
で
も
、
近

世
小
説
の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る

｢

実
録｣

の
一
類
と
し
て
捉
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

実
録
に
関
し
て
は
、
中
村
幸
彦
に
よ
っ
て
近
世
小
説
と
し
て
の
意
義
が
説
か
れ
、
研
究
の
必
要
が
提
唱
さ
れ
、
近
年
そ
の
専
著
も
出
る

に
至
っ
て
い
る

(

高
橋
圭
一

『

実
録
研
究
―
筋
を
通
す
文
学
―』

、
二
○
○
二
年
。
菊
池
庸
介

『

近
世
実
録
の
研
究
―
成
長
と
展
開
―』

、

二
○
○
八
年)

。
さ
て
実
録
の
特
色
と
し
て

『

日
本
古
典
文
学
大
辞
典』

(

岩
波
書
店
刊)

｢

実
録｣

の
項

(

中
村
幸
彦
執
筆)

に
挙
げ
ら

文
学
と
し
て
の

『

雲
陽
秘
事
記』

一



れ
る
も
の
の
う
ち
、
殊
に
次
の
ご
と
き
は

『

雲
陽
秘
事
記』

に
そ
の
ま
ま
該
当
す
る
。

１

大
体
は
実
在
し
た
事
件
を
主
題
ま
た
は
背
景
に
し
、
主
要
人
物
は
実
名
で
登
場
す
る
。

２

し
か
し
そ
の
人
物
の
行
動
や
思
念
は
必
ず
し
も
実
で
な
く
、
虚
即
ち
小
説
的
で
あ
る
部
分
が
多
い
。

３

ほ
と
ん
ど
が
写
本
で
伝
わ
り
広
ま
り
、
刊
行
を
見
な
か
っ
た
。

１
に
つ
い
て
は
、
松
江
藩
主
と
そ
の
周
辺
人
物
た
ち
が
実
名
で
登
場
し
、
扱
わ
れ
る
事
件
の
多
く
は
実
在
の
も
の
に
基
づ
く
か
と
思
わ
れ

る
。
２
に
つ
い
て
は
、
後
に
挙
例
す
る
よ
う
に
、
人
物
が
そ
の
時
ど
の
よ
う
に
考
え
、
行
動
し
た
か
に
つ
い
て
の
詳
細
部
分
に
至
る
と
、

自
由
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
入
れ
て
い
る
。
３
に
関
し
て
も
、
先
に
述
べ
た
伝
本
の
状
況
は
こ
れ
に
合
致
す
る
。

一
般
に
実
録
は
そ
の
作
に
扱
わ
れ
る
素
材
に
即
し
て
、
御
家
騒
動
物
、
敵
討
物
、
軍
談
、
盗
賊
物
、
騒
擾
物

(

一
揆
な
ど)

等
々
に
分

類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

『

雲
陽
秘
事
記』

は
、
あ
る
素
材
に
特
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
一
つ
独
立
し
た
逸
話
を
収
録
し

て
、
全
体
と
し
て
は
短
編
集
の
よ
う
な
体
裁
を
し
て
お
り
、
そ
の
各
編
の
素
材
が
御
家
騒
動
、
敵
討
等
々
多
岐
に
わ
た
る
。

な
お
右
に
掲
げ
た
特
色
の
３
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
、
実
録
は
専
ら
写
本
に
よ
っ
て
伝
わ
り
、
そ
の
伝
播
に
貸
本
屋
が
関
与
す
る
場
合

が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、『

雲
陽
秘
事
記』

に
つ
い
て
は
、
藩
主
個
人
に
関
わ
る
内
容
が
多
い
点
か
ら
も
貸
本
屋
で
の
扱
い
は

考
え
難
く
、
専
ら
個
人
で
読
ま
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

中
村
幸
彦

｢

実
録
、
講
談
に
つ
い
て｣

(『

中
村
幸
彦
著
述
集』

第
十
巻)

で
は
、
実
録
は
、
史
実
と
い
う
観
点
か
ら
は
問
題
に
な
ら
な

い
、
文
学
と
し
て
対
す
べ
き
で
あ
り
、
い
か
に

｢

う
そ｣
で
あ
る
か
が
そ
の
作
品
の
価
値
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
社
会
的

に
も
、
人
生
的
に
も
重
大
な
問
題
が
豊
富
に
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
人
生
の
宿
命
、
あ
わ
れ
、
人
間
の
業
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
交
渉
な
ど
を
、

生
々
し
く
抛
り
出
し
て
あ
る
と
さ
れ
る
。
い
ま
こ
れ
に
私
見
と
し
て
加
え
た
い
の
は
、
事
件
や
人
物
に
対
す
る
著
者
の
解
釈
・
評
価
、
捉

え
た
雰
囲
気
な
ど
が
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
当
時
の
典
型
的
な
見
方
で
あ
っ
た
り
、
本
質
を
的
確
に
捉
え
た
も
の
で
あ
っ

た
り
す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

｢

う
そ｣

即
ち
虚
構
を
設
け
る
に
際
し
て
は
、
あ
る
事
件
に
関
し
て
、
実
在
し
な
か
っ
た
話
を
添
加
し
た
り
実
在
し
た
話
を
削
除

す
る
、
元
来
は
別
の
土
地
、
別
の
時
期
の
話
で
あ
っ
た
も
の
と
関
連
付
け
る
、
話
の
相
互
の
配
置
を
調
整
す
る
こ
と
で
そ
こ
に
因
果
関
係

二



や
流
れ
を
作
り
出
す
、
な
ど
の
方
法
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
明
確
な
意
図
が
働
い
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
著
者
の
捉
え
た
も

の
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

松
江
藩
儒
臣
で
あ
っ
た
桃
節
山
が
、
そ
の
著

『

藩
祖
御
事
蹟』

(

慶
応
三
年

(

一
八
六
七)

成)

の
中
で
、『

雲
陽
秘
事
記』

に
つ
い
て

評
し
て
い
る
。
批
判
的
な
言
説
な
が
ら
、
こ
の
書
の
実
録
と
し
て
の
性
格
を
見
事
に
言
い
当
て
て
い
る
。

元
来
此
書
は
、
只
世
俗
の
口
碑
に
存
せ
る
事
ど
も
を
書
集
め
し
者
と
見
え
て
、
誤
れ
る
事
少
か
ら
ず
。
…
…
爾
し
又
其
内
に
も
尤
な

る
事
は
必
し
も
捨
つ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
心
し
て
読
む
べ
き
な
り
。(

出
雲
文
庫
第
四
編
の
翻
刻
に
よ
る
。)

史
実
に
反
す
る
事
柄
が
多
い
が
、
中
に
尤
な
る
事
と
し
て
取
る
べ
き
所
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
虚
の
記
述
の
中
に
そ
れ
な
り
に
事
の
本
質

を
捉
え
た
部
分
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、『
雲
陽
秘
事
記』

は
、
実
録
と
い
う
文
学
の
書
の
一
類
と
し
て
対
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
特
色
と
意
義

を
把
握
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
以
下
、
本
文
に
即
し
て
検
討
を
試
み
る
。
な
お
引
用
に
際
し
て
は
、
島
根
大
学
附
属
図
書
館
桑
原
文
庫

蔵
本
に
基
づ
き
、
島
根
県
立
図
書
館
蔵
本
を
用
い
て
校
訂
を
行
っ
た
。
読
解
の
便
の
た
め
、
異
体
字
等
の
表
記
を
一
部
改
め
、
ま
た
明
ら

か
な
誤
記
等
は
訂
正
し
た
。

二

初
代
直
政
の
逸
話
か
ら

｢

御
元
祖
直
政
公
大
坂
御
初
陣
之
事
附
り
順
光
寺
由
来
之
事｣

本
作
の
第
一
話
、
初
代
直
政
の
初
陣
、
即
ち
大
坂
冬
の
陣
に
お
け
る
働
き
の
話
を
掲
げ
る
。
越
前
松
平
家
は
、
徳
川
家
康
の
子
秀
康
に

始
ま
る
。
そ
の
長
男
が
忠
直
、
直
政
は
そ
の
弟
に
当
た
る
。
国
松
丸
と
言
い
、
当
時
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
は
父
秀
康
は
既
に
没
し

て
お
り
、
国
松
丸
は
兄
忠
直
の
庇
護
の
も
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
兄
に
対
し
て
、
自
分
も
出
陣
し
た
い
と
願
い
出
る
。

慶
長
十
九
年
の
冬
、
越
前
宰
相
忠
直
公
、
大
坂
へ
御
出
陣
有
け
る
時
、
御
舎
弟
国
松
丸
君
、
御
歳
拾
四
歳
に
成
ら
せ
給
ひ
し
が
、
御

父
君
秀
康
公
の
御
勇
気
を
継
せ
給
ひ
、
甚
活
気
の
将
な
れ
ば
、
兄
君
忠
直
公
に
向
せ
ら
れ
、｢

此
度
の
軍
は
天
下
わ
け
め
の
軍
な
れ

文
学
と
し
て
の

『

雲
陽
秘
事
記』

三



ば
、
何
卒
御
供
に
而
罷
出
見
物
致
度｣

と
折
入
て
御
頼
也
。

忠
直
は
こ
れ
を
止
め
る
が
、
国
松
丸
は
押
し
返
し
て
、

｢
某
幼
年
に
は
候
得
ど
も
、
兄
君
の
御
馬
の
先
に
而
天
晴
高
名
天
下
に
名
を
上
げ
御
目
に
懸
可
申｣

と
思
ひ
込
て
被
仰
け
れ
ば
、
…
…

遂
に
忠
直
を
説
き
伏
せ
て
し
ま
う
。
こ
こ
か
ら
話
は
一
旦
脇
へ
入
る
。
国
松
丸
は
こ
う
し
て
出
陣
の
運
び
と
は
な
っ
た
も
の
の
、
未
だ
部

屋
住
で
あ
っ
て
、
軍
用
金
の
準
備
が
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
家
老
神
谷
源
五
郎
の
母
が
東
本
願
寺
へ
掛
け
合
い
、
調
達
に
成
功

す
る
。
た
だ
し
こ
れ
に
際
し
て
東
本
願
寺
か
ら
、
徳
川
方
勝
利
の
後
に
は
、
国
松
丸
の
宗
旨
を
真
宗
に
変
更
あ
る
よ
う
計
ら
う
こ
と
と
い

う
条
件
を
出
さ
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
戦
が
終
わ
っ
て
後
、
や
は
り
東
照
宮
家
康
の
深
く
帰
依
し
た
浄
土
宗
を
改
め
る
の
は
困
難
と
の
こ

と
で
、
直
政
の
出
雲
入
国
後
、
神
谷
氏
は
か
の
約
束
に
代
え
て
、
松
江
石
橋
町
に
あ
っ
た
真
宗
寺
院
の
復
興
を
行
っ
た
。
こ
れ
が
順
光
寺

で
あ
る
と
説
く
。

松
江
石
橋
町
に
て
真
宗
の
寺
一
宇
捨
り
有
け
る
を
、
神
谷
氏
大
旦
那
と
な
り
、
名
を
順
光
寺
と
改
ら
れ
け
る
故
、
今
以
神
谷
氏
の
菩

提
所
と
な
り
け
る
。

本
作
が
、
あ
る
程
度
松
江
の
事
情
を
知
る
読
者
を
想
定
し
て
作
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
も
触
れ
る
。
順
光
寺
を

知
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
同
寺
が
神
谷
氏
の
菩
提
所
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
読
者
に
と
っ
て
は
、
既
知
の
事
柄
の
後
ろ
に
あ

る
逸
話
を
こ
こ
で
聞
く
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、｢
あ
の
順
光
寺
の
背
景
と
し
て
こ
れ
だ
け
の
話
が
あ
る
の
だ｣

と
い
う
示
し
方
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
本
作
で
頻
出
す
る
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。

か
く
て
再
び
大
坂
の
陣
直
前
の
所
へ
と
話
は
遡
る
。
戦
の
手
配
に
掛
か
っ
た
と
こ
ろ
、
馬
印
持
が
足
り
ず
、
炭
屋
の
太
兵
衛
と
い
う
人

物
を
急
遽
登
用
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

扨
直
政
公
に
は
御
軍
用
金
被
調
け
れ
ば
、
御
人
数
配
り
有
け
る
所
、
御
馬
験
持
壱
人
不
足
な
る
所
に
、
其
節
御
台
所
に
太
兵
衛
と
云

ふ
炭
屋
参
り
居
け
る
に
、
直
政
公
太
兵
衛
を
御
呼
被
成
、｢

炭
屋
、
某
供
に
て
軍
に
出
不
申
哉｣

と
御
意
有
け
れ
ば
、
太
兵
衛
承
り
、

｢

御
意
の
趣
奉
畏
候
。
尓
し
軍
と
申
も
の
に
出
候
事
無
之
、
軍
の
仕
様
存
不
申
候
間
、
何
卒
御
習
は
し
被
下
候
は
ゞ
御
供
に
出
可
申｣

と
い
さ
ぎ
よ
く
御
請
申
け
れ
ば
、
直
政
公
御
歓
有
て
、｢

軍
の
仕
方
と
言
て
外
に
な
し
。
此
方
の
馬
の
先
に
て
馬
印
を
持
て
跡
へ
さ
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へ
引
ざ
れ
ば
宜
敷｣

と
被
仰
け
れ
ば
、｢

夫
は
易
き
こ
と
な
り｣

と
言
て
、
直
に
御
供
に
て
出
け
る
。

急
拵
え
な
抜
擢
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
決
し
て
い
い
加
減
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
直
政
は
人
を
見
る
眼
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ

と
が
、
後
の
所
で
明
ら
か
に
な
る
。

次
は
大
坂
の
陣
に
お
け
る
戦
闘
の
場
面
で
あ
る
。
越
前
松
平
の
軍
勢
は
真
田
丸
を
攻
め
た
が
、
真
田
幸
村
の
軍
も
弓
鉄
砲
で
こ
れ
に
激

し
く
応
戦
致
し
た
た
め
、
松
平
方
は
攻
め
あ
ぐ
む
。
大
将
の
忠
直
は

｢

敵
の
矢
玉
に
恐
る
ゝ
は
き
た
な
き
味
方
の
振
舞
か
な
。
つ
ゞ
け
や

��｣
と
励
ま
す
が
、
誰
一
人
前
へ
出
ら
れ
な
い
。
こ
の
時
一
人
の
武
者
が
駆
け
抜
け
て
行
く
。

後
陣
の
方
よ
り
、
紫
お
ど
し
の
鎧
に
同
じ
色
の
甲
を
着
し
、
黒
毛
の
駒
に
打
乗
、
軍
勢
を
懸
ぬ
け
、
真
田
丸
の
塀
下
に
一
文
字
に
乗

出
者
有
。
是
を
見
る
に
、
松
平
出
羽
守
直
政
公
也
。

家
臣
の
天
方
山
城
が
轡
に
取
り
付
い
て
止
め
る
が
、
直
政
は
構
わ
ず
進
ん
で
行
く
。

直
政
公
無
御
合
点
、
乗
ぬ
け��
城
外
の
塀
下
迄
御
進
せ
給
し
時
、
御
馬
印
持
武
藤
太
兵
衛
、
矢
玉
の
繁
き
を
少
も
い
と
わ
ず
御
馬

の
先
へ
進
み
、
御
馬
験
を
押
立
け
る
こ
そ
勇
し
け
れ
。

こ
の
時
直
政
の
馬
先
を
走
っ
た
の
は
、
炭
屋
の
太
兵
衛
で
あ
っ
た
。
一
見
、
太
兵
衛
の
勇
戦
と
い
う
一
つ
の
事
柄
を
書
い
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
前
出
の
、
出
陣
前
の
抜
擢
の
話
と
連
続
さ
せ
て
読
ん
だ
と
き
、
当
初
か
ら
直
政
は
淡
々
と
し
た

言
葉
の
中
に
太
兵
衛
を
見
込
ん
で
の
期
待
を
込
め
て
お
り
、
太
兵
衛
の
方
は
そ
れ
を
全
く
素
直
に
受
け
と
め
、
本
番
に
お
い
て
愚
直
な
ま

で
に
応
え
て
見
せ
た
と
い
う
、
両
者
の
心
情
の
遣
り
取
り
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

次
の
所
で
は
、
真
田
幸
村
が
登
場
す
る
。
真
田
は
味
方
の
鉄
砲
を
止
め
、
直
政
に
呼
び
掛
け
る
。
二
人
の
遣
り
取
り
は
次
の
ご
と
く
で

あ
る
。此

時
真
田
左
衛
門
佐
幸
村
は
矢
倉
を
開
き
、
諸
軍
を
下
知
し
、｢
城
内
の
鉄
砲
を
止
め｣

と
言
け
る
。
扨
、｢

塀
下
へ
押
寄
給
ふ
は
関

東
の
大
将
と
見
へ
た
り
。
御
名
乗
可
有｣

と
言
け
れ
ば
、
直
政
公
被
仰
け
る
は
、｢

越
前
宰
相
忠
直
の
弟
、
松
平
出
羽
守
直
政
也｣

と
御
名
乗
有
け
れ
ば
、
幸
村
手
を
打
て
、｢

扨
こ
そ��
流
石
は
家
康
公
の
孫
君
也
。
栴
檀
は
二
葉
よ
り
香
ば
し
と
、
寔
成
か
な
。

天
晴
な
る
御
働
也
。
今
日
の
御
高
名
の
御
印
差
出
さ
ん｣

と
て
、
矢
倉
よ
り
軍
扇
投
出
し
け
れ
ば
、
…
…

文
学
と
し
て
の
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相
手
は
十
四
歳
の
初
陣
の
少
年
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

｢

関
東
の
大
将｣

と
呼
び
掛
け
、｢

流
石
は
家
康
公
の
孫
君
也｣

と
そ
の
戦
い
ぶ
り

を
称
賛
し
、
櫓
か
ら
軍
扇
を
投
げ
与
え
た
と
い
う
。
さ
て
下
に
落
ち
た
こ
の
軍
扇
を
直
政
が
馬
を
進
め
て
取
ろ
う
と
し
た
時
、
ま
た
弓
鉄

砲
が
激
し
く
な
っ
た
。
家
臣
の
松
原
三
左
衛
門
が
先
回
り
し
て
こ
れ
を
拾
い
上
げ
て
渡
す
と
、
直
政
は
激
怒
し
た
。

直
政
公
御
機
嫌
損
じ
、
御
鞭
に
て
松
原
を
し
た
ゝ
か
打
給
ふ
。｢

我
自
身
受
取
べ
き
物
を
、
早
ま
り
し
仕
方
也
。
元
の
所
へ
持
行
べ

し
。
其
扇
は
某
行
て
受
取
べ
し｣

と
被
仰
け
れ
ば
、
松
原
も
無
詮
方
、
又
元
の
所
へ
持
行
け
れ
ば
、
直
政
公
御
馬
を
進
め
往
て
、
御

鞭
に
て
取
上
ら
れ
、
鎧
の
上
帯
に
さ
し
給
ふ
て
、
味
方
の
陣
へ
ぞ
帰
り
給
ふ
け
る
。

老
練
の
真
田
が
若
い
直
政
に
向
か
っ
て
、
全
く
対
等
に
一
人
の
武
将
と
し
て
敬
意
を
以
て
遇
し
、
直
政
は
こ
れ
を
正
面
か
ら
受
け
と
め
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
な
が
ら
、
両
雄
に
対
す
る
著
者
の
解
釈
で
あ
る
。
戦
場
で
の
会
話
の
一
々
な
ど
書
き
留
め
る
者
の
あ
る
は
ず
が

な
い
。
こ
の
よ
う
な
心
の
遣
り
取
り
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
思
考
が
存
し
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
言
動
が
描
写
さ
れ
て
行
っ
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
著
者
は
、
こ
の
話
を
次
の
よ
う
に
締
め
括
る
。

此
軍
扇
は
今
以
御
当
家
の
御
宝
物
に
而
、
御
代
々
江
戸
御
通
行
の
砌
も
御
具
足
櫃
に
納
給
ふ
と
言
。

現
在
松
江
城
内
に
展
示
さ
れ
る
扇
が
こ
れ
に
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
の
軍
扇
は
宝
物
と
し
て
そ
の
後
も
大
切
に
受
け
継
が
れ

た
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
の

『

雲
陽
秘
事
記』

が
書
か
れ
た
頃
は
大
坂
の
陣
か
ら
百
数
十
年
を
経
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
軍
扇
の
実
物
が
、
当

時
の
松
江
藩
の
人
々
の
知
る
所
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
そ
の
背
後
に
位
置
す
る
話
を
描
き
上
げ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
直
政
初
陣
の
話
は
、
新
井
白
石
の

『

藩
翰
譜』

巻
一
に
も
収
め
ら
れ
る

(

新
井
白
石
全
集
第
一)

。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、
大
坂
の

陣
が
起
こ
っ
た
時
、
母
が
十
四
歳
の
直
政
に
向
か
っ
て
、｢

殿
は
ま
さ
し
き
故
中
納
言
殿

(

秀
康)

の
御
子
、
大
御
所
の
御
孫
に
て
わ
た

ら
せ
玉
ふ
。
栴
檀
は
二
葉
よ
り
か
う
ば
し
と
こ
そ
承
れ
。
弓
矢
取
る
家
に
生
れ
、
既
に
十
歳
に
あ
ま
ら
せ
給
へ
ば
、
今
度
い
か
な
る
高
名

を
も
極
め
て
、
大
御
所
の
御
感
に
預
ら
せ
玉
へ
。｣

と
諭
し
て
送
り
出
し
た
と
し
、
真
田
と
の
対
決
に
つ
い
て
は
、

慶
長
十
九
年
十
二
月
四
日
の
あ
し
た
、
越
前
の
軍
勢
、
加
賀
の
兵
と
先
を
争
て
、
真
田
が
城
を
攻
め
し
時
、
国
松
殿
真
先
を
懸
け
玉

ひ
、
天
下
に
名
を
揚
げ
給
ひ
け
り
。
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と
記
す
の
み
で
あ
る
。『

雲
陽
秘
事
記』

は
こ
れ
を
、
直
政
が
専
ら
自
身
で
意
思
を
定
め
て
出
陣
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、｢

栴
檀
は
二

葉
よ
り
香
ば
し｣

も
真
田
が
贈
っ
た
言
で
あ
っ
た
と
し
て
、
両
雄
の
間
に
起
こ
っ
た
事
を
描
き
上
げ
た
も
の
と
窺
え
る
。
こ
こ
で
直
政
を

勇
の
人
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
著
者
の
意
図
が
関
与
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
次
に
掲
げ
る
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
著
者
は
ま

た
、
直
政
の
言
わ
ば
情
の
人
と
い
う
側
面
に
も
注
目
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

三

直
政
と
家
臣
達
と
の
間
の
逸
話
か
ら

｢

大
橋
茂
右
衛
門
御
当
家
へ
被
召
抱
事
并
器
量
の
事｣

次
に
直
政
が
大
橋
茂
右
衛
門
を
召
し
抱
え
た
話
を
掲
げ
る
。
大
橋
茂
右
衛
門
は
、
最
初
福
島
正
則
に
仕
え
て
い
た
が
、
福
島
家
断
絶
の

後
は
浪
人
し
て
貧
し
く
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
折
大
橋
の
一
人
娘
が
疱
瘡
に
罹
っ
て
し
ま
い
、
貧
し
さ
ゆ
え
に
人
参
代
も
尽
き
果

て
、
つ
い
に
没
す
る
。

浪
人
の
事
な
れ
ば
、
次
第��
に
人
参
代
も
と
ぼ
し
く
な
り
、
家
内
の
諸
道
具
迄
も
売
代
な
し
て
人
参
代
と
せ
し
。
是
迚
も
遣
ひ
果

し
て
、
み
す��
人
参
を
調
る
力
も
な
く
、
終
に
娘
は
死
去
た
り
。
依
之
夫
婦
の
な
げ
き
不
大
形
、
目
も
当
ら
れ
ぬ
次
第
也
。

こ
こ
で
、
茂
右
衛
門
夫
婦
が
激
し
く
嘆
き
悲
し
ん
だ
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

さ
て
こ
の
後
、
古
傍
輩
の
吉
村
又
右
衛
門
が
訪
ね
て
来
て
、
自
分
は
幸
い
仕
官
が
決
ま
っ
た
の
で
、
用
意
の
た
め
の
資
金
と
し
て
金
子

千
両
を
貸
し
て
欲
し
い
と
、
茂
右
衛
門
に
頼
む
。

(

吉
村)
｢

外
の
事
に
て
は
無
之
。
此
度
約
束
の
通
、
松
平
越
中
守
殿
へ
知
行
壱
万
石
に
て
被
召
抱
た
り
。
右
に
付
、
金
子
千
両
無

之
候
而
は
不
叶
。
何
卒
御
持
合
御
座
候
は
ゞ
、
御
貸
し
給
れ
か
し｣

と
言
け
れ
ば
、
茂
右
衛
門
、｢

夫
は
目
出
度
御
事
な
り
。
御
用

金
の
御
事
は
御
易
き
事
な
り｣

と
て
、
納
戸
に
有
し
具
足
櫃
の
内
よ
り
金
子
千
両
取
出
し
、
吉
村
に
渡
し
け
れ
ば
、
…
…

茂
右
衛
門
と
吉
村
と
は
、
各
々
一
万
石
で
仕
官
を
し
よ
う
と
以
前
か
ら
約
束
し
て
い
た
が
、
吉
村
の
方
が
先
に
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
茂

右
衛
門
は
快
諾
し
、
納
戸
に
あ
る
具
足
櫃
の
中
か
ら
千
両
を
取
り
出
し
て
吉
村
に
渡
し
て
や
る
。

文
学
と
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さ
て
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
女
房
は
憤
り
、
茂
右
衛
門
に
詰
め
寄
る
。

｢

扨
々
無
情
人
也
。
我
子
の
大
切
に
煩
、
人
参
無
之
而
は
難
助
所
に
、
其
人
参
代
不
行
届
故
、
娘
死
た
り
。
然
に
今
吉
村
殿
へ
被
渡

し
程
の
金
子
有
ば
、
何
と
し
て
娘
の
難
病
を
救
ひ
不
給
。｣

こ
れ
に
対
し
て
茂
右
衛
門
は
答
え
る
。

｢

娘
は
我
が
子
也
。
譬
へ
死
し
た
り
共
夫
切
の
事
。
右
の
金
子
は
士
の
用
金
に
し
て
、
斯
信
友
の
無
拠
用
金
入
用
の
時
か
、
又
は
軍

用
の
時
な
ら
で
は
出
す
間
敷
金
也｣

と
て
、
頓
着
せ
ず
と
か
や
。

吉
村
に
与
え
た
の
は

｢
士
の
用
金｣

、
武
士
と
し
て
使
う
た
め
の
金
で
、
そ
も
そ
も
私
用
の
金
と
は
別
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
、

頓
着
し
な
か
っ
た
と
あ
る
。

さ
て
そ
の
後
茂
右
衛
門
は
江
戸
へ
出
て
松
平
隠
岐
守
の
足
軽
奉
公
を
勤
め
、
門
前
で
辻
番
を
し
て
い
た
。
あ
る
日
隠
岐
守
邸
を
訪
れ
た

直
政
を
見
て
、
茂
右
衛
門
は
臆
す
る
こ
と
な
く
言
葉
を
発
し
た
。

直
政
公
隠
岐
守
殿
へ
御
茶
に
被
為
入
け
る
時
、
此
辻
番
所
御
通
り
の
節
、
茂
右
衛
門
顔
を
上
げ
、｢

扨
々
出
羽
守
様
御
成
長
被
成
候｣

と
独
言
申
け
れ
ば
、
仲
間
の
足
軽
共
大
に
恐
れ
、｢

か
ゝ
る
勇
気
の
大
名
へ
無
礼
の
段
、
後
日
如
何
様
の
御
咎
あ
ら
ん
も
難
計｣

と

言
け
れ
ど
も
、
茂
右
衛
門
何
の
頓
着
せ
ず
居
た
り
け
る
に
、
…
…

仲
間
の
足
軽
た
ち
は
、
無
礼
の
咎
め
が
あ
ろ
う
と
恐
れ
た
が
、
茂
右
衛
門
本
人
は
何
の
頓
着
も
し
な
か
っ
た
と
あ
る
。

一
方
直
政
は
隠
岐
守
に
対
面
し
て
、
次
の
よ
う
な
遣
り
取
り
を
し
た
と
い
う
。

｢

近
頃
御
無
心
の
儀
御
座
候
。
某
頂
戴
致
度
物
御
座
候
間
、
何
卒
御
叶
ひ
被
下
か
し｣

と
の
事
な
り
け
れ
ば
、
隠
岐
守
殿
被
申
け
る

は
、｢

何
成
共
不
存
申
候
得
ど
も
、
随
分
叶
進
上
可
仕｣
と
の
事
な
れ
ば
、
直
政
公
又
被
仰
け
る
は
、｢

然
ば
申
出
し
た
る
跡
に
て
必

否
也
は
無
之
候
は
ゞ
可
申
出｣

と
有
け
れ
ば
、
隠
岐
守
殿
、｢
何
か
左
様
の
事
不
可
有｣

と
被
申
け
れ
ば
、
直
政
公
、｢

然
ば
御
門
前

の
辻
番
所
に
居
る
足
軽
の
内
老
人
の
分
某
に
可
給｣

と
の
事
な
れ
ば
、
…
…

要
す
る
に
茂
右
衛
門
を
譲
り
受
け
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
異
様
な
ま
で
に
改
ま
っ
た
言
い
方
で
、
何
度
も
相
手
に
念
を

押
し
な
が
ら
切
り
出
し
て
い
る
。
こ
の
描
写
に
込
め
ら
れ
た
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
。
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か
く
て
茂
右
衛
門
は
直
政
の
所
へ
呼
ば
れ
る
。

右
辻
番
所
へ
被
申
聞
せ
け
れ
ば
、
扨
辻
番
の
足
軽
共
、｢

扨
々
恐
敷
事
。
此
方
迄
も
如
何
様
の
御
咎
に
逢
ん
も
不
知｣

と
恐
れ
居
け

る
が
、
茂
右
衛
門
何
の
恐
れ
も
な
く
、
直
政
公
の
御
前
へ
被
召
出
け
る
。

茂
右
衛
門
は
依
然
と
し
て

｢

何
の
恐
れ
も
な
く｣

、
動
ぜ
ぬ
様
で
あ
っ
た
。
直
政
が
自
分
に
仕
え
よ
と
言
う
と
、
茂
右
衛
門
は
例
の
吉
村

と
の
約
束
の
こ
と
を
明
か
す
。
直
政
は
こ
れ
を
即
座
に
受
け
入
れ
る
。

時
に
直
政
公
被
仰
付
け
る
は
、｢

茂
右
衛
門
、
か
わ
る
事
も
無
之
哉
。
今
日
よ
り
我
家
来
に
召
抱
度
候
間
、
主
従
の
約
束
此
所
に
而

致
度｣

と
の
事
な
り
け
れ
ば
、
茂
右
衛
門
申
け
る
は
、｢

私
儀
古
傍
輩
の
吉
村
又
右
衛
門
と
堅
く
約
束
仕
候
に
は
、
互
に
壱
万
石
に

而
無
之
候
而
は
主
取
不
致
と
申
合
候
処
、
又
右
衛
門
儀
は
松
平
越
中
守
殿
へ
壱
万
石
に
て
被
召
抱
候
間
、
私
も
壱
万
石
な
ら
ば
参
上

可
仕｣

と
申
上
け
る
。
直
政
公
、｢

夫
は
如
何
様
と
も
可
相
成｣

と
て
、
御
盃
を
被
下
け
る
時
、
…
…

こ
の
一
章
は
、
全
体
に
わ
た
っ
て
描
写
に
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
最
初
の
方
の
、
茂
右
衛
門
が

｢

士
の
用
金｣

と
し
て
蓄
え
て

い
た
も
の
を
娘
の
た
め
に
使
わ
な
か
っ
た
と
い
う
話
が
、
彼
の
冷
淡
を
言
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
娘
が
没
し
た
時
の
様

は
、｢

夫
婦
の
な
げ
き
不
大
形
、
目
も
当
ら
れ
ぬ
次
第
也｣

と
あ
っ
た
。
か
く
あ
る
べ
し
と
決
め
た
ら
守
り
通
そ
う
と
す
る
、
彼
の
精
神

の
一
徹
さ
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
彼
の
人
間
性
を
端
的
に
示
す
の
が
、｢

頓
着
せ
ず｣

｢

何
の
恐
れ
も

な
く｣

の
ご
と
き
表
現
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
直
政
へ
の
応
対
に
も
見
て
取
れ
る
。
権
威
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
思
い
を
率
直
に
言
動
に
表
す
。
一
方
直
政
の
方

も
、
茂
右
衛
門
の
こ
の
よ
う
な
人
格
を
知
り
こ
れ
を
愛
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
隠
岐
守
に
茂
右
衛
門
を
譲
り
受
け
た
い
と
申
し

出
る
時
の
、
話
の
切
り
出
し
方
に
表
れ
て
い
る
。
相
手
に
断
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
念
を
押
し
つ
つ
、
丁
重
に
慎
重
に
依
頼
を
述

べ
て
い
る
。

当
然
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
言
動
の
細
か
な
部
分
は
虚
構
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
直
政
は
茂
右
衛
門
に
惚
れ
込
ん
だ

こ
の
こ

と
を
直
接
言
う
の
で
は
な
く
、
話
の
組
み
立
て
方
、
描
写
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

文
学
と
し
て
の

『

雲
陽
秘
事
記』
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｢

御
番
士
の
面
々
へ
寒
の
御
料
理
被
下
事｣

直
政
が
鷹
狩
り
で
多
く
の
鴨
を
得
た
の
で
、
料
理
を
申
し
付
け
、｢

御
番
士
の
面
々
嘸
寒
か
ら
ん
。
呼
て
喰
せ
よ｣

と
命
じ
た
。
そ
こ

で
番
士
達
は
、
長
囲
炉
裏
の
間
へ
出
て
こ
れ
を
頂
戴
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
時
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
。

大
守
御
自
身
に
平
皿
へ
御
盛
被
遊
候
処
、
御
燭
台
の
影
に
て
わ
か
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
或
人
是
を
見
損
じ
、
大
守
の
御
背
を
た
ゝ
き
、

｢

親
父��
、
鴨
の
身
所
を
沢
山
に
盛
り
呉
よ｣

と
言
け
れ
ば
、
大
守
殊
の
外
御
笑
ひ
被
遊
け
る
。

こ
の
反
応
に
見
え
る
直
政
の
大
度
の
こ
と
が
、
こ
の
話
の
中
心
で
あ
る
。
身
分
の
別
云
々
な
ど
言
う
こ
と
な
く
、
単
純
に
面
白
い
こ
と
は

面
白
い
こ
と
と
し
て
大
い
に
笑
う
と
い
う
、
純
朴
で
開
放
的
な
空
気
が
主
従
の
間
に
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
描
く
。
大
橋
茂
右
衛
門
の
話

と
併
せ
て
考
え
る
と
、
直
政
と
そ
の
家
臣
達
と
の
間
に
は
相
互
に
心
を
通
じ
合
う
温
か
い
空
気
が
存
在
し
た
と
い
う
、
著
者
の
解
釈
を
文

章
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
な
お
著
者
は
さ
ら
に
次
の
こ
と
を
付
け
加
え
る
。

是
よ
り
例
格
と
成
り
、
毎
年
寒
中
に
は
御
番
士
の
面
々
へ
御
料
理
被
下
来
り
し
と
也
。
後
に
治
郷
公
の
御
代
よ
り
御
餅
に
成
な
り
。

著
者
の
当
時
に
お
い
て
も
こ
の
習
わ
し
は
続
い
て
い
る
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
。
こ
こ
で
も
、
守
り
伝
え
ら
れ
て
当
時
の
人
々
の
知
る
事

柄
の
後
ろ
に
存
在
す
る
話
を
描
こ
う
と
い
う
態
度
が
見
て
取
れ
る
。

な
お
前
掲
の

『

藩
祖
御
事
蹟』

で
は
、
こ
の
話
を

｢

雲
陽
秘
事
記
に
見
ゆ｣

と
明
示
し
た
上
で
掲
げ
、
こ
の
長
囲
炉
裏
の
間
は
藩
主
の

居
間
と
近
か
っ
た
と
推
定
し
つ
つ
、

此
処
へ
御
呼
出
し
御
自
ら
盛
ら
せ
ら
れ
御
親
し
く
御
料
理
を
賜
は
り
た
る
御
模
様
、
思
ひ
合
は
さ
る
ゝ
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。『

雲
陽
秘
事
記』

の
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
を
酌
ん
だ
評
で
あ
る
。

四

家
臣
に
関
す
る
逸
話
か
ら

｢

綱
隆
公
茶
臼
山
猪
狩
御
催
并
出
雲
江
御
迎
由
来｣

こ
れ
は
二
代
藩
主
綱
隆
の
時
代
の
話
で
あ
る
。
あ
る
時
綱
隆
の
発
案
で
、｢

家
中
の
諸
士
の
嫡
子
二
男
三
男
并
弟
各
十
七
歳
以
上
の
面
々｣

一
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を
集
め
、
茶
臼
山

(

松
江
市
山
代
町)

で
巻
狩
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
松
江
藩
士
の
子
息
の
青
年
達
は
、
綱
隆
が

｢
江
戸
よ
り
御
帰
城
の
節
、
意
宇
郡
出
雲
江
村
迄
御
迎
な
が
ら
出
向
奉
り｣

、
即
ち
出
雲
郷(

東
出
雲
町)

ま
で
出
迎
え
て
勇
み
進
ん
で
待
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
綱
隆
自
身
の
急
病
の
た
め
中
止
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
然
る
に
ど
う
し
た
わ
け
か
、
こ
の
件
に
関
し
て
江
戸
詰
の
家
老

三
谷
権
大
夫
が
幕
府
へ
呼
び
出
さ
れ
、
咎
め
ら
れ
た
。

｢

出
羽
守
儀
、
領
内
茶
臼
山
と
い
ふ
所
に
て
諸
士
を
集
め
猪
狩
有
之
よ
し
相
聞
へ
、
以
の
外
の
儀
也
。
い
ま
だ
戦
国
に
間
も
な
き
に
、

ヶ
様
の
事
有
之
は
、
御
家
柄
と
は
申
な
が
ら
、
公
儀
へ
聞
へ
宜
敷
か
ら
ず
候
。
以
後
ヶ
様
の
儀
無
之
様
。｣

こ
れ
に
対
し
て
三
谷
は
次
の
よ
う
に
返
答
し
た
。

｢

さ
れ
ば
の
儀
に
御
座
候
。
公
儀
よ
り
の
被
仰
渡
、
承
知
仕
候
。
然
処
出
羽
守
領
国
意
宇
郡
に
有
之
茶
臼
山
と
申
は
毛
な
し
山
に
て
、

な
か��
狩
抔
の
可
相
成
所
に
無
御
座
候
。
是
は
決
而
虚
説
に
而
御
座
候
は
ん
。｣

こ
れ
を
聞
い
た
役
人
衆
は
、｢

其
儀
な
ら
ば
可
然
。｣

と
い
う
こ
と
で
落
着
す
る
。
続
い
て
こ
う
あ
る
。

夫
よ
り
江
戸
よ
り
早
打
来
り
て
、
右
の
趣
な
れ
ば
、
早
々
茶
臼
山
を
切
開
き
木
無
き
山
と
相
成
し
け
る
。

三
谷
は
松
江
に
早
打
ち
を
飛
ば
し
て
江
戸
で
の
経
緯
を
伝
え
、
茶
臼
山
を
本
当
に
木
無
き
山
と
し
て
し
ま
っ
た
。
以
上
の
こ
と
に
対
す
る

著
者
の
評
は
次
の
一
文
の
み
で
あ
る
。

是
三
谷
権
太
夫
即
答
に
而
相
済
け
る
。

緊
迫
し
た
状
況
の
中
、
三
谷
が
瞬
時
の
判
断
で
切
り
抜
け
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
賢
明
で
あ
っ
た
云
々
と
い
う
よ
う
な
直
接
的
な
言

辞
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
評
価
を
描
写
の
中
に
込
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。

さ
て
最
後
に
次
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

依
之
御
代
々
御
帰
城
の
節
は
諸
士
の
嫡
子
二
男
三
男
弟
に
至
迄
各
皆
旅
装
束
に
而
出
雲
江
へ
出
、
大
守
を
奉
迎
事
、
是
よ
り
始
る
と

か
や
。

先
ほ
ど
の
寒
中
の
料
理
を
は
じ
め
、
松
江
藩
に
は
歴
代
の
藩
主
に
ち
な
む
恒
例
行
事
が
幾
つ
か
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
藩
主
が
江
戸
参

勤
か
ら
帰
る
の
を
、
藩
の
青
年
達
が
こ
ぞ
っ
て
出
雲
郷
ま
で
迎
え
に
出
る
と
い
う
習
わ
し
が
現
に
あ
っ
て
、
そ
の
背
景
に
実
は
三
谷
の
活

文
学
と
し
て
の

『

雲
陽
秘
事
記』
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躍
の
話
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
語
り
方
で
あ
る
。

｢
北
堀
豆
腐
屋
の
事｣

こ
れ
は
四
代
藩
主
吉
透
の
時
代
の
話
で
あ
る
。
家
老
の
乙
部
九
郎
兵
衛
は
豆
腐
好
き
で
、
北
堀
町
の
豆
腐
屋
か
ら
大
量
に
買
っ
て
い
た

と
い
う
。

松
江
北
堀
町
に
豆
腐
屋
何
某
と
い
ふ
者
有
け
る
が
、
御
家
老
乙
部
九
郎
兵
衛
殊
の
外
豆
腐
好
に
て
、
毎
日
豆
腐
を
取
寄
ら
れ
け
れ
ば
、

是
に
て
過
半
身
上
を
持
上
し
な
ど
ゝ
い
ひ
は
や
し
け
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
豆
腐
屋
は
突
然
店
を
畳
み
、
行
方
知
れ
ず
と
な
る
。
後
に
乙
部
氏
は
江
戸
で
、
こ
の
豆
腐
屋
と
思
い
が
け
ぬ
再
会
を
果
た

す
こ
と
に
な
る
。

年
を
越
て
乙
部
九
郎
兵
衛
江
戸
に
て
両
国
橋
を
渡
ら
れ
け
る
時
、
向
よ
り
一
頭
の
御
旗
本
と
見
へ
て
馬
上
に
て
来
る
。
近
寄
に
し
た

が
ひ
馬
上
よ
り
下
り
、｢

扨
々
久
敷
御
目
に
懸
り
不
申
。
随
分
御
堅
固
に
て
御
勤
被
成
候
哉｣

と
挨
拶
あ
り
け
る
。
乙
部
氏
も
相
応

に
挨
拶
有
、
別
れ
ん
と
す
る
時
、
彼
御
旗
本
跡
へ
戻
り
、｢

九
郎
兵
衛
殿
、
今
以
豆
腐
は
御
好
に
て
こ
そ
有
べ
し｣

と
言
て
別
れ
け

り
。
是
則
件
の
豆
腐
屋
に
て
あ
り
け
る
。
是
は
公
儀
の
御
廻
し
者
な
り
け
る
。

こ
の
豆
腐
屋
、
実
は
幕
府
か
ら
松
江
藩
へ
隠
密
に
遣
わ
さ
れ
た
者
で
あ
っ
た
と
い
う
オ
チ
で
あ
る
。

さ
て
話
の
筋
だ
け
を
ま
と
め
れ
ば
、｢

か
つ
て
乙
部
氏
が
贔
屓
に
し
て
い
た
豆
腐
屋
が
、
実
は
幕
府
か
ら
の
御
廻
し
者
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
、
後
に
江
戸
で
再
会
し
た
時
に
判
明
し
た｣

と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
一
節
が
そ
れ
な
り
に
読
ま
せ
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ど
の
あ
た
り
に
理
由
が
あ
る
の
か
。
ま
ず
、
乙
部
氏
が
豆
腐
好
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
単
純
な
情
報

に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
を

｢

毎
日
豆
腐
を
取
寄
ら
れ
け
れ
ば
、
是
に
て
過
半
身
上
を
持
上
し
な
ど
ゝ
い
ひ
は
や
し
け
る｣

と
書
く
。
こ
の

こ
と
で
、
乙
部
氏
の
豆
腐
屋
に
対
す
る
、
心
を
許
し
た
昵
懇
の
様
な
ど
が
、
直
接
記
さ
れ
ず
と
も
読
者
に
は
了
解
で
き
る
。
そ
し
て
再
会

の
場
面
に
お
い
て
、
ま
ず
両
国
橋
の
向
こ
う
か
ら
旗
本
ら
し
き
人
が
馬
に
乗
っ
て
近
付
い
て
く
る
、
と
い
う
書
き
方
を
す
る
。
両
者
端
然

と
挨
拶
を
す
る
。
そ
し
て
別
れ
た
と
思
っ
た
時
、
相
手
が
ま
た
戻
っ
て
来
て
、｢
九
郎
兵
衛
殿
、
今
以
豆
腐
は
御
好
に
て
こ
そ
有
べ
し｣

一
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と
の
一
言
を
残
し
て
去
っ
て
行
く
。
こ
の
時
乙
部
氏
が
ど
う
反
応
し
た
か
な
ど
、
あ
え
て
何
も
書
か
な
い
。
何
も
書
か
な
い
こ
と
で
、
乙

部
氏
の
驚
き
が
い
か
ば
か
り
の
も
の
で
あ
っ
た
か
が
、
読
者
に
は
よ
く
伝
わ
る
の
で
あ
る
。

五

『
雲
陽
秘
事
記』

か
ら
見
え
て
く
る
こ
と

実
録
に
は
、
後
に
他
の
小
説
ジ
ャ
ン
ル

(

読
本
な
ど)

や
演
劇

(

浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎)

に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
全
国
規
模
で
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
素
材
を
扱
う
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
赤
穂
浪
士
事
件
、
伊
賀
越
敵
討
事
件
の
実
録
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
地
方
の

事
件
を
描
い
て
そ
の
地
方
を
中
心
に
伝
わ
っ
た
実
録
も
あ
る
。
出
雲
国
に
も
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
が
幾
つ
か
残
っ
て
い
る
。

『

三
巴
八
雲
の
敵
討』

(
伝
本
は
島
根
大
学
附
属
図
書
館
桑
原
文
庫
な
ど)

は
、『

雲
陽
秘
事
記』

に
も｢

乙
部
九
郎
兵
衛
宅
敵
討
之
事｣

と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
、
正
保
二
年(

一
六
四
五)

に
飯
尾
彦
之
丞
兼
晴
と
い
う
人
物
が
松
江
藩
家
老
屋
敷
に
お
い
て
叔
父
の
敵
を
討
っ

た
事
件
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。『

雲
陽
秘
事
記』

で
は
多
数
の
短
編
の
中
の
一
つ
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
が
、
こ
の

『

三
巴
八
雲
の
敵

討』

は
、
こ
の
事
件
の
み
に
特
化
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
然
内
容
も
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。

『

雲
州
橘
巻』

(

伝
本
は
桑
原
文
庫
な
ど)
は
、
出
雲
国
母
里
藩
に
お
い
て
、
明
和
三
年

(

一
七
六
六)

に
起
こ
っ
た
御
家
騒
動
を
描

く
。
こ
れ
も

『

雲
陽
秘
事
記』

に

｢

母
里
騒
動
の
事｣
と
し
て
収
録
さ
れ
る
事
件
を
、
こ
れ
に
特
化
し
て
書
く
も
の
で
あ
る
。

『

敵
討
摂
陽
高
麗
橋
実
記』

(

伝
本
個
人
蔵)

は
、
享
保
二
年

(

一
七
一
七)

大
坂
の
高
麗
橋
で
、
松
江
藩
士
が
自
分
の
妻
と
そ
の
密

通
相
手
の
男
を
斬
っ
た
と
い
う
妻
敵
討
事
件
を
扱
う
。
こ
の
事
件
は
、
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃

『

鑓
権
三
重
帷
子』

の
素
材
と
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
実
録
の
中
に
は
、
妻
敵
討
事
件
と
は
直
接
関
係
の
な
い
初
代
直
政
の
記
事
が
見
ら
れ
、
そ
の
中
に
前
掲
し
た

『

雲
陽

秘
事
記』

所
収
の
初
陣
の
話
に
該
当
す
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
書
に
関
し
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
検
討
す
る
。

右
に
掲
げ
た
三
種
の
実
録
の
書
と
の
素
材
の
共
通
と
い
う
点
を
見
て
も
、『

雲
陽
秘
事
記』

を
実
録
の
一
類
と
見
て
扱
う
こ
と
は
妥
当

か
と
考
え
る
。
そ
こ
で
実
録
と
し
て
、
文
学
と
し
て

『

雲
陽
秘
事
記』

を
見
る
と
ど
う
な
る
の
か
、
改
め
て
整
理
し
て
み
る
。
激
し
い
戦

闘
場
面
の
中
で
、
直
政
と
真
田
と
が
武
将
と
し
て
相
互
に
認
め
合
っ
た
話
、
茶
臼
山
の
一
件
に
お
け
る
三
谷
権
太
夫
の
即
答
の
話
な
ど
、

文
学
と
し
て
の

『

雲
陽
秘
事
記』

一
三



窮
迫
し
た
状
況
の
中
で
の
人
間
の
真
情
を
自
ず
と
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
橋
茂
右
衛
門
の
一
徹
な
生
き
方
に
共
鳴
す
る
直
政
、
鴨

の
料
理
の
場
で
の
主
従
間
の
温
か
い
遣
り
取
り
な
ど
、
著
者
に
よ
る
人
物
や
事
件
に
対
す
る
解
釈
・
評
価
、
捉
え
た
雰
囲
気
な
ど
が
文
章

上
に
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
虚
構
の
効
果
ゆ
え
で
あ
る
。
虚
構
は
決
し
て
単
な
る
思
い
付
き
に
よ
る

も
の
で
は
な
く
、
著
者
が
捉
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
表
す
べ
く
、
一
定
の
方
向
に
沿
っ
て
施
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、『
雲
陽
秘
事
記』

を
読
み
継
い
で
来
た
人
々
が
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
推
測
し
て

み
た
い
。
本
作
に
記
す
と
こ
ろ
か
ら
、
出
雲
国
の
人
々
に
は
、
松
江
藩
の
面
々
の
逸
話
を
大
切
に
語
り
継
ご
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
興
味
深
い
の
は
、�
今
も
伝
存
す
る
物�
に
注
目
す
る
態
度
で
あ
る
。
こ
こ
で�
物�
と
言
う
の

は
、
例
え
ば
真
田
か
ら
贈
ら
れ
た
扇
、
寒
中
に
料
理
が
振
る
舞
わ
れ
る
行
事
、
藩
主
の
江
戸
か
ら
の
帰
国
を
出
雲
郷
で
青
年
達
が
出
迎
え

る
習
わ
し
な
ど
、
要
す
る
に
何
ら
か
の
形
を
も
っ
て
残
っ
て
い
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
を
前
に
し
て
、
そ
の
背
後
に
あ

る
逸
話
を
語
り
、
古
き
人
々
の
生
き
様
を
偲
ぶ
、
そ
の
人
柄
や
当
時
の
雰
囲
気
な
ど
に
思
い
を
遣
る
と
い
う
営
み
と
共
に
、
こ
の

『

雲
陽

秘
事
記』

と
い
う
作
品
は
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

【
付
記
】

直
政
初
陣
の
話
が

『

藩
翰
譜』

に
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た

｢

北
堀
豆
腐
屋
の
事｣

に
関
連
し
て
、『

土
芥
寇
讎
記』

の
記
述
に
よ
っ
て
、

幕
府
か
ら
藩
に
対
し
て
隠
密
の
者
が
遣
わ
さ
れ
て
い
た
事
実
が
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
こ
と
を
、
乾
隆
明
氏
よ
り
御
教
示
頂
い
た
。

二
○
○
八
年
九
月
〜
十
一
月
、
松
江
郷
土
館
の
特
別
展

｢
松
江
藩
の
治
世
と
文
化
―
京
極
氏
か
ら
松
平
氏
へ
―｣

に
お
い
て
公
開
さ
れ

た

｢

藩
祖
楽
山
公
軍
功
略
記｣

(

七
代
治
郷
筆
、
松
江
神
社
蔵)
に
も
、
直
政
初
陣
の
事
が
記
さ
れ
る
。
当
家
譜
に
よ
る
と
し
て
、
真
田

丸
を
攻
め
た
時
、
直
政
が
落
と
し
た
鞭
を
家
臣
の
松
原
三
左
衛
門
が
取
っ
て
渡
す
と
、
直
政
は
こ
れ
を
叱
し
て
元
の
所
へ
置
か
せ
、
天
方

山
城
の
諫
め
も
聞
か
ず
、
鉄
砲
お
び
た
だ
し
き
中
を
自
分
で
取
っ
て
帰
る
、
真
田
が
こ
れ
を
見
て
姓
名
を
尋
ね
軍
扇
を
与
え
た
と
す
る
。

話
の
大
枠
と
い
う
べ
き
も
の
が
存
在
し
て
、『

雲
陽
秘
事
記』

は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
小
説
仕
立
て
に
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
。

一
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