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一
、「
西
宮
え
び
す
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て

「
西
宮
の
え
べ
っ
さ
ん
」
の
名
で
親
し
ま
れ
る
西
宮
神
社
の
歴
史
は
古
い
。
そ
の
神
社
に
つ
い
て
、
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、「
西
宮
神

社
」
と
当
然
な
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
が
、
あ
な
が
ち
そ
う
で
も
な
い
ら
し
い
。

そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
こ
で
長
い
「
西
宮
神
社
」
の
歴
史
を
紐
解
き
、
検
討
を
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

手
続
き
は
本
稿
の
本
意
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
。
求
め
る
べ
き
は
西
鶴
当
時
の
状
況
に
あ
る
。

西
鶴
の
活
躍
時
期
は
十
七
世
紀
中
か
ら
後
期
、
い
わ
ゆ
る
元
禄
時
代
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
例
と
し
て
、
西
宮
神
社
「
本
殿
造
営
棟
札
」

﹇
寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年
五
月
﹈
に
、

上
棟

摂
津
国
西
宮
蛭
子
大
明
神
社

征
夷
大
将
軍
左
大
臣
源
朝
臣
家
綱
公
御
造
営
⑴

一



と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
「
西
宮
蛭
子
大
明
神
社
」
が
正
式
な
名
称
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
後
述
す

る
。一

方
、
明
暦
四
（
一
六
五
八
）
年
の
社
領
を
安
堵
す
る
文
書
に
は
「
摂
州
西
宮
社
」（
西
宮
神
社
文
書
）
と
あ
り
、
貞
享
元
（
一
六
八

四
）
年
の
「
諍
論
裁
許
状
」（
西
宮
社
中
諍
論
裁
許
状
）
に
も
「
摂
州
西
宮
神
主
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
西
宮
社
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と

も
わ
か
る
⑵
。

西
鶴
の
『
武
家
義
理
物
語
』﹇
貞
享
五
（
一
六
八
八
）
年
刊
﹈
巻
六
の
三
、
後
述
す
る
『
日
本
永
代
蔵
』﹇
貞
享
五
（
一
六
八
八
）
年

刊
﹈
巻
二
の
四
に
は
西
宮
神
社
を
指
し
て
「
西
の
宮
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

『
好
色
一
代
男
』﹇
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
刊
﹈
巻
二
の
一
に
は
「
西
の
み
や
の
戎
ま
は
し
」
と
「
戎
」
の
文
字
が
見
え
る
が
、
こ
れ

は
あ
る
門
付
け
芸
の
芸
人
（「
え
び
す
か
き
」
と
同
じ
意
味
）
を
指
し
た
呼
び
名
と
し
て
登
場
す
る
も
の
で
、
首
に
か
け
た
箱
の
中
で
え

び
す
神
の
人
形
を
舞
わ
せ
た
り
し
た
芸
能
集
団
の
一
人
で
あ
る
。「
西
宮
神
社
」
と
は
、
そ
の
芸
の
発
祥
の
地
と
い
う
つ
な
が
り
だ
け
で

あ
る
。「
戎
」
の
字
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
も
「
西
の
宮
」
の
例
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
後
述
の
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
二
の
四
に
は
、「
西
の
宮
」
の
記
述
箇
所
に
登
場
す
る
神
を
「
ゑ
び
す
殿
」
と
し
て
い
る
。
こ
の

点
は
『
西
鶴
名
残
の
友
』﹇
元
禄
十
二
（
一
六
九
九
）
年
刊
﹈
巻
五
の
二
で
も
「
西
の
宮
の
海
」
と
し
た
後
、
続
い
て
「
ゑ
び
す
殿
」
と

あ
る
。『
西
鶴
名
残
の
友
』
巻
三
の
一
に
も
「
西
の
宮
の
ゑ
び
す
殿
へ
の
散
銭
」
と
あ
る
が
同
様
の
例
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
人
々
は
建
物
、
地
域
を
「
西
宮
」「
西
の
宮
」
と
呼
び
、
そ
こ
で
祀
ら
れ
て
い
る
神
を
「
ゑ
び
す
殿
」
と

呼
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
西
鶴
当
時
の
西
宮
神
社
を
神
社
側
か
ら
の
歴
史
資
料
か
ら
検
証
す
る
と
こ
ろ
に
は
な
い
。
江
戸
時
代
の
当
時
の
人
々
が
西
宮

神
社
を
ど
の
よ
う
に
身
近
な
生
活
の
一
部
と
し
て
受
け
容
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
探
究
し
た
い
の
で
あ
る
。
西
宮
神
社
を
宗
教
学

的
、
歴
史
学
的
に
正
式
に
ど
う
呼
ぶ
か
と
い
う
よ
り
、
現
代
の
我
々
が
愛
着
を
こ
め
て
、「
西
宮
の
え
べ
っ
さ
ん
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
西
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鶴
当
時
と
現
代
に
通
じ
る
一
般
呼
称
と
し
て
、
便
宜
的
に
「
西
宮
え
び
す
」
と
い
う
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
西

宮
神
社
が
運
営
管
理
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
名
が
「
西
宮
え
び
す
」
で
あ
る
こ
と
に
も
発
し
て
い
る
。
以
下
、
西
鶴
と
「
西
宮
え
び
す
」
と

し
て
論
じ
た
い
。

二
、『
日
本
永
代
蔵
』
と
「
西
宮
え
び
す
」
の
「
早
参
り
」

西
鶴
の
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
二
の
四
「
天
狗
は
家
名
風
車
」
は
前
半
と
後
半
に
分
か
れ
る
。
前
半
部
は
以
下
で
あ
る
。

紀
伊
国
泰
地
（
太
地
）
は
鯨
恵
比
須
を
祀
り
、
繁
盛
し
て
い
る
。
そ
の
宮
の
鳥
居
に
は
、
鯨
の
三
丈
（
約
９
メ
ー
ト
ル
強
）
胴
骨

を
立
て
て
い
る
。
見
慣
れ
な
い
の
で
土�

地�

の�

人�

に�

尋�

ね�

て�

み�

る�

と�

、
こ
ん
な
話
を
教
え
て
く
れ
た
。
こ
の
浜
に
も
り
を
打
ち
込
む
名

人
に
天
狗
源
内
と
い
う
も
の
が
い
た
。
と
て
も
よ
い
獲
物
に
行
き
合
う
幸
運
な
男
だ
と
い
う
の
で
、
ど
の
舟
も
彼
を
舳
先
に
立
て
た

が
、
あ
る
時
、
一
番
銛
を
鯨
に
立
て
て
源
内
の
印
の
風
車
を
立
て
た
の
で
、
そ
の
風
車
が
天
狗
の
扇
に
似
て
い
る
の
で
「
天
狗
源

内
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
時
、
引
き
上
げ
た
鯨
は
セ
ミ
ク
ジ
ラ
と
い
う
巨
大
鯨
だ
っ
た
の
で
、
近
郷
近
在
の
村
々
ま

で
沸
き
立
ち
、
油
を
絞
れ
ば
千
樽
、
白
い
脂
身
を
切
り
積
め
ば
山
も
な
い
の
に
雪
の
富
士
、
赤
身
を
積
め
ば
高
尾
の
紅
葉
と
賑
わ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
源
内
は
捨
て
る
べ
き
鯨
の
骨
を
買
い
取
っ
た
と
こ
ろ
、
ま
だ
ま
だ
油
を
絞
る
こ
と
が
で
き
、
た
ち
ま
ち
金
持

ち
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
近
年
に
は
鯨
網
を
工
夫
し
て
さ
ら
に
儲
け
、
次
第
に
富
は
増
し
、「
楠
木
分
限
」
と
呼
ば
れ
る
大
金
持
ち
と

な
っ
た
。（
本
文
挿
絵
は
【
図
１
】）

こ
の
前
半
部
の
鯨
猟
に
関
す
る
説
話
性
に
つ
い
て
は
、
染
谷
智
幸
氏
が
口
頭
発
表
し
た
「
天
狗
源
内
論
│
近
世
漁
業
の
イ
ス
ト
ワ
ー

ル
」（
第
二
十
七
回
西
鶴
研
究
会

二
〇
〇
八
）
に
お
い
て
中
世
以
来
の
歴
史
語
り
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
と
し
て
も
、

さ
ら
に
こ
こ
で
天
狗
源
内
の
鯨
漁
に
つ
い
て
言
及
し
、
日
本
文
学
あ
る
い
は
世
界
文
学
に
お
い
て
、
漁
ま
た
は
猟
に
対
峙
す
る
人
間
の
真

西
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摯
な
姿
を
描
い
た
説
話
と
の
差
異
を
論
じ
、
そ
の
説
話
性
も
し
く
は

文
芸
性
を
解
明
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
本
意
で
は
な
い
。

こ
の
大
金
持
ち
「
楠
木
分
限
」
と
な
っ
た
話
は
モ
デ
ル
小
説
と
さ

れ
る
。

太
地
で
鯨
に
網
を
絡
ま
せ
遊
泳
の
自
由
を
奪
い
、
羽
刺
が
銛
仕
留

め
る
網
捕
法
が
考
案
さ
れ
た
の
は
延
宝
三
（
一
六
七
五
）
年
の
こ
と

で
あ
る
⑶
。
貞
享
年
間
（
一
六
八
四
〜
一
六
八
八
）、
そ
の
太
地
の

和
田
惣
右
衛
門
頼
治
が
徳
川
光
貞
公
よ
り
「
太
地
」
の
姓
を
賜
り
、

太
地
角
右
衛
門
と
名
乗
っ
た
が
、
彼
こ
そ
が
天
狗
源
内
の
モ
デ
ル
で

あ
る
と
さ
れ
る
⑷
。

『
日
本
永
代
蔵
』
に
は
モ
デ
ル
小
説
が
多
い
。「
三
井
越
後
屋
八
郎

右
衛
門
」、「
藤
屋
市
兵
衛
」「
鐙
屋
惣
左
衛
門
」「
桔
梗
屋
甚
三
郎
」

「
糸
屋
十
右
衛
門
」
等
実
在
し
た
、
実
在
す
る
数
多
い
当
時
の
大
金

持
ち
が
登
場
す
る
。
天
狗
源
内
は
ま
さ
に
西
鶴
当
時
の
ヒ
ー
ロ
ー
で

モ
デ
ル
小
説
の
典
型
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
章
の
冒
頭
書
き
出
し
は

は
た
ら
き

智
恵
の
海
広
く
、
日
本
人
の
袒
を
見
て
、
身
過
に
う
と
き
唐

楽
天
が
逃
げ
て
帰
り
し
事
の
を
か
し
。

前
半
部
と
し
た
最
終
の
一
文
は
、

［図 1］
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昔
日
は
浜
び
さ
し
の
住
ゐ
せ
し
が
、
檜
木
造
り
の
長
屋
、
二
百
余
人
の
猟
師
を
か
か
へ
、
舟
ば
か
り
も
八
十
艘
、
何
事
に
し
て
も

頭
に
乗
つ
て
、
今
は
金
銀
う
め
き
て
遣
へ
ど
跡
は
へ
ら
ず
、
根
へ
入
り
て
の
内
証
よ
し
、
こ
れ
を
楠
木
分
限
と
い
へ
り
。

と
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
太
地
の
鯨
突
き
の
名
人
か
ら
太
地
の
鯨
の
長
ま
で
な
り
、
一
財
産
を
な
し
た
天
狗
源
内
一
代
の
出

世
譚
で
あ
る
。

資
産
の
な
い
身
か
ら
「
智
恵
」
と
「
才
覚
」
だ
け
で
大
金
持
ち
と
な
る
と
い
う
枠
組
み
も
『
日
本
永
代
蔵
』
が
副
題
に
「
新
大
福
長
者

教
」
と
す
る
よ
う
に
典
型
的
な
西
鶴
説
話
の
生
成
法
と
し
て
、
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
る
雛
形
で
あ
る
。

本
来
、
こ
の
話
を
前
後
半
に
分
け
た
の
は
、
前
半
部
が
一
説
話
と
し
て
完
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
比
し
、
後
半
部
の
記
述
は
以
下
で
あ
る
。

﹇
Ⅰ
﹈
信
あ
れ
ば
徳
あ
り
と
、
仏
に
つ
か
へ
神
を
祭
る
事
お
ろ
か
な
ら
ず
、﹇
Ⅱ
﹈
中
に
も
西
の
宮
を
有
難
く
、
例
年
正
月
十
日
に

ま
ふ
で

は
人
よ
り
早
く
参
詣
け
る
に
、
一
年
、
帳
綴
の
酒
に
前
後
を
わ
す
れ
、
や
う
�
�
明
方
よ
り
手
船
の
二
十
挺
立
を
押
し
き
ら
せ
行
く

に
、
い
つ
の
年
よ
り
お
そ
き
事
を
何
と
や
ら
心
が
か
り
に
思
ひ
し
に
、
年
男
の
福
太
夫
と
い
ふ
家
来
、
子
細
ら
し
き
顔
つ
き
し
て
申

し
出
せ
し
は
、「
二
十
年
こ
の
か
た
朝
え
び
す
に
参
り
給
ふ
に
、
当�

年�

は�

日�

の�

入�

り�

、
旦�

那�

の�

身�

代�

も�

挑�

灯�

程�

な�

火�

が�

ふ�

ら�

う�

」

と
、
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
あ
だ
口
、
い
よ
�
�
気
を
そ
む
き
て
脇
指
に
手
は
掛
け
し
が
、
こ
こ
が
思
案
と
を
さ
め
て
、「
春
の
夜
の
闇
を

挑
灯
な
し
に
は
歩
か
れ
じ
」
と
、
足
を
延
ば
し
胸
を
さ
す
り
て
苦
笑
ひ
の
中
に
、

﹇
Ⅲ
﹈
早
船
広
田
の
浜
に
付
け
て
、
心
静
か
に
参
詣
せ
し
に
、
松
原
淋
し
く
御
灯
の
光
幽
か
に
、
皆
下
向
ば
か
り
に
て
、
参
る
は

我
よ
り
外
に
な
く
、
心
を
せ
き
て
神
前
に
な
れ
ば
、「
お
神
楽
」
と
い
へ
ど
、
社
人
は
車
座
に
ゐ
て
銭
つ
な
ぎ
か
か
り
、
誰
の
彼
の

と
兼
ひ
あ
ひ
、
舞
姫
の
跡
に
て
鼓
ば
か
り
打
ち
て
、
そ
こ
�
�
に
埒
明
け
、
鈴
も
遠
い
か
ら
い
た
だ
か
せ
て
仕
舞
は
れ
け
る
。

﹇
Ⅳ
﹈
神
の
事
な
が
ら
少
し
腹
立
ち
て
、
大
か
た
に
廻
り
て
、
又
舟
に
取
り
乗
り
、
袴
も
脱
が
ず
波
枕
し
て
、
い
つ
と
な
く
寝
入

り
け
る
に
、
跡
よ
り
え
び
す
殿
、
え
ぼ
し
の
ぬ
げ
る
も
か
ま
は
ず
、
玉
襷
し
て
袖
ま
く
り
、
片
足
あ
げ
て
岩
の
鼻
か
ら
船
に
乗
り
移

西
鶴
と
西
宮
え
び
す
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ら
せ
給
ひ
、
あ
ら
た
な
る
御
声
に
て
、「
や
れ
�
�
、
よ
い
事
を
思
ひ
出
し
て
ゐ
て
か
ら
忘
れ
た
は
。
こ
の
福
を
何
れ
の
猟
師
な
り

と
も
、
機
嫌
に
任
せ
語
り
与
よ
う
と
思
ふ
に
、
今
の
世
の
人
心
せ
は
し
く
、
我
が
云
ふ
事
ば
か
り
い
う
て
ざ
ら
�
�
と
立
ち
行
け

ば
、
何
を
云
う
て
聞
か
す
間
も
な
し
。
お
そ
く
参
り
て
汝
が
仕
合
せ
」
と
、
耳
た
ぶ
に
よ
ら
せ
ら
れ
小
語
き
給
ふ
は
、「
魚
島
時
に

限
ら
ず
、
生
船
の
鯛
を
何
国
ま
で
も
無
事
に
着
け
や
う
あ
り
。
弱
り
し
鯛
の
腹
に
針
の
立
て
所
、
尾
さ
き
よ
り
三
寸
程
度
を
、
と
が

り
し
竹
に
て
突
く
と
い
な
や
生
き
て
働
く
鯛
の
療
治
、
新
し
き
事
で
は
な
い
か
」
と
語
り
給
ふ
と
夢
覚
め
て
、「
こ
れ
は
世
の
例
ぞ
」

と
、
御
告
に
任
せ
け
る
に
、
案
の
ご
と
く
鯛
を
殺
さ
ず
。
こ
れ
に
又
利
を
得
て
、
仕
合
せ
の
よ
い
時
津
風
真
艫
に
船
を
乗
り
け
る
。

ま
ず
、﹇
Ⅰ
﹈「
信
あ
れ
ば
徳
あ
り
と
、
仏
に
つ
か
へ
神
を
祭
る
事
お
ろ
か
な
ら
ず
」
と
『
毛
吹
草
』
な
ど
に
み
る
諺
は
、
素
封
家
と
な

っ
た
天
狗
源
内
の
信
心
深
さ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
大
切
な
導
入
部
と
な
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
江
戸
時
代
に
限
ら
ず
大
金
持
ち
と
い
う
も
の
が
欲
の
皮
が
突
っ
張
り
、
さ
ら
な
る
儲
け
を
頼
み
、
福
の
神
を
狂
信

的
に
信
じ
る
姿
を
揶
揄
し
た
も
の
で
も
、
天
狗
源
内
の
特
殊
性
を
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
れ
は
後
述
す
る
。

む
し
ろ
、﹇
Ⅱ
﹈
か
ら
以
降
の
一
風
変
わ
っ
た
「
西
宮
え
び
す
」
の
「
早
参
り
」
と
い
う
習
俗
を
あ
げ
る
こ
と
で
、
当
時
の
読
者
た
ち

を
ひ
き
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ま
ふ
で

今
も
「
西
宮
え
び
す
」
で
は
例
年
正
月
十
日
に
「
人
よ
り
早
く
参
詣
け
る
」
行
事
は
あ
り
、
こ
れ
を
「
開
門
の
神
事
」
と
し
て
い
る
。

十
日
の
午
前
六
時
に
表
大
門
を
開
門
し
、
早
駆
け
の
一
番
手
は
福
男
と
し
て
報
道
さ
れ
て
い
る
。
参
加
す
る
千
人
を
超
す
人
々
は
氏
子
に

限
ら
ず
、
前
日
の
九
日
か
ら
待
機
し
、
開
門
と
同
時
に
本
殿
の
初
鈴
を
目
指
し
な
だ
れ
込
む
。
こ
の
「
十
日
戎
」
の
行
事
は
戦
前
の
昭
和

九
年
の
頃
も
ほ
ぼ
同
様
⑸
で
、
そ
れ
以
前
か
ら
続
い
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
管
見
で
は
、「
西
宮
え
び
す
」
の
様
々
な
神
社
の
歴
史
を
調
べ
て
も
、「
早
参
り
」
と
い
う
行
事
を
西
鶴
の
頃
ま
で
遡
源
で
き

な
い
。

前
田
金
五
郎
氏
は
、「
正
月
九
日
は
忌
籠
祭
で
、
翌
十
日
早
朝
参
詣
し
、
福
徳
を
祈
る
。
こ
れ
を
十
日
恵
比
須
と
い
う
。」⑹
と
さ
れ
て

西
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い
る
が
、
西
鶴
当
時
の
典
拠
が
不
明
で
あ
る
。
他
の
『
日
本
永
代
蔵
』
の
諸
注
も
「
西
宮
え
び
す
」
の
「
早
参
り
」
の
項
に
つ
い
て
言
及

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
鶴
が
こ
と
さ
ら
「
西
宮
え
び
す
」
の
早
参
り
の
こ
と
を
あ
げ
、
天
狗
源
内
が
そ
の
「
早
参
り
」
に
「
二
十
年
」
来
、
固
執

し
続
け
て
き
た
姿
を
描
く
の
は
、
当
時
の
人
々
、
読
者
に
は
浸
透
し
て
い
た
事
実
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
を
読
書
効
果
と
し
て
利

用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
く
て
は
、「
い
つ
の
年
よ
り
お
そ
き
事
を
何
と
や
ら
心
が
か
り
に
思
ひ
し
に
」
と
い
う
天
狗
源
内
の
不
安

の
滑
稽
さ
が
共
有
で
き
な
い
。

事
実
、
そ
の
行
事
を
「
朝
え
び
す
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
も
右
の
『
日
本
永
代
蔵
』
か
ら
確
認
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
「
開
門
の
神
事
」
の
よ
う
に
、
例
年
正
月
十
日
午
前
六
時
に
「
西
宮
え
び
す
」
が
開
門
す
る
と
と
も
に
全
力
疾
走

で
奥
殿
に
走
り
込
み
、
短
距
離
走
に
よ
っ
て
覇
を
競
う
形
⑺
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
場
の
共
感
と
し
て
、
当
時
の
読
者
は
そ
の
詳

細
は
知
ら
な
く
て
も
、
周
知
の
行
事
「
西
宮
え
び
す
」
の
「
朝
え
び
す
」
と
い
う
行
事
は
、
了
解
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
現
在
、
そ
の
先
着
一
番
手
〜
三
番
手
は
「
福�

男�

」
と
さ
れ
る
が
、
右
の
『
日
本
永
代
蔵
』
に
天
狗
源
内
の
朝
参
り
の
苛
立
ち
を

助
長
す
る
「
年
男�

の
福�

太
夫
」
と
い
う
鯨
猟
師
の
家
来
が
存
在
す
る
。
こ
の
不
自
然
な
名
前
の
設
定
は
、「
福
男
」
を
連
想
さ
せ
て
い
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
西
鶴
の
当
時
す
で
に
、
こ
の
「
福
男
」
も
「
朝
え
び
す
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
称
号
の
よ
う
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
で
き
る
。

西
鶴
作
品
に
お
い
て
、
特
に
都
市
部
を
舞
台
と
し
た
作
品
に
信
憑
性
が
高
い
こ
と
は
、
そ
の
説
話
生
成
の
特
徴
と
い
え
る
⑻
。

西
鶴
は
『
日
本
永
代
蔵
』
を
刊
行
す
る
直
前
に
、
諸
国
説
話
物
と
し
て
、『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』﹇
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
序
﹈
を
出

版
し
て
い
る
。『
日
本
永
代
蔵
』
に
比
べ
て
、
圧
倒
的
に
奇
談
偏
重
で
は
あ
る
が
、
こ
の
頃
、
西
鶴
は
驚
異
的
な
多
作
期
を
迎
え
、
量
産

さ
れ
た
西
鶴
説
話
は
多
種
多
様
と
な
り
、
そ
の
系
譜
を
整
理
す
る
に
は
、
か
な
り
の
手
続
き
が
必
要
と
な
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
都
市
や

上
方
に
関
わ
る
説
話
に
関
し
て
は
現
実
描
写
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
お
り
、
説
得
性
を
有
し
て
い
る
。
当
然
こ
の
方
法
は
、『
日
本
永
代
蔵
』

西
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に
も
通
じ
る
は
ず
で
あ
る
。

西
鶴
説
話
の
中
に
都
市
伝
説
が
多
く
存
在
す
る
中
で
生
成
さ
れ
た
、
摂
津
の
西
宮
神
社
説
話
も
都
市
部
に
近
く
、
同
様
の
特
色
を
有
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
庶
民
周
知
の
「
西
宮
え
び
す
」
と
い
う
信
仰
か
ら
逸
脱
し
て
は
、
作
者
と
読
者
の
関
係
は
良
い
関
係

に
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
西
鶴
版
「
西
宮
え
び
す
」
説
話
は
、
ど
の
よ
う
に
生
成
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
か
、
検
証
し
て
み
た
い
。

い
ご
も

三
、
西
鶴
と
「
西
宮
え
び
す
」
の
「
居
籠
り
」

そ
れ
で
は
、「
西
宮
え
び
す
」
の
「
早
参
り
」
と
は
な
ぜ
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
巻
二
の
四
を
分
析
す
る
前
に
考
察
し
た

い
。先

述
し
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
十
七
世
紀
中
頃
、
西
宮
神
社
の
正
式
名
が
「
西
宮
蛭
子
大
明
神
社
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た

が
、
以
下
の
岡
田
米
夫
氏
の
研
究
⑼
に
よ
っ
て
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。

西
宮
神
社
が
西
宮
夷
と
し
て
夷
神
を
祀
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
た
の
は
平
安
末
で
、『
伊
呂
波
字
類
抄
』（
天
養
│
治
承
）
の
う
ち
に
当

社
の
こ
と
を
い
っ
て
、「
夷
（
毘
沙
門

エ
ビ
ス
）」
と
あ
る
の
を
、
文
献
上
の
初
見
と
す
る
。
…
（
中
略
）
…
次
に
こ
の
「
西
宮
夷
」
が
、
そ

の
祭
神
を
「
蛭
児
神
」
と
明
記
す
る
に
到
っ
た
の
は
、
鎌
倉
中
期
の
こ
と
で
、『
神
皇
正
統
録
』
に
「
蛭
児
ト
ハ
西
宮
ノ
大
明
神
、

夷
三
郎
殿
是
也
。」
と
あ
る
こ
と
、
又
『
源
平
盛
衰
記
』
の
う
ち
に
「
蛭
子
ハ
…
…
摂
津
国
ニ
流
寄
テ
海
ヲ
領
ス
ル
神
ト
成
テ
、
夷

三
郎
殿
ト
顕
レ
給
テ
、
西
宮
ニ
オ
ハ
シ
マ
ス
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
、『
西
宮
神
社
史
話
』⑽
で
は
、

今
日
え
び
す
神
の
総
本
社
で
あ
る
西
宮
神
社
の
主
祭
神
は
、
西
宮
大
神
こ
と
、
こ
の
蛭
児
神
で
あ
り
ま
す
。
え
び
す
神
を
蛭
児
神

西
鶴
と
西
宮
え
び
す
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と
す
る
説
は
、
古
く
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
か
ら
十
分
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
即
ち
、
え
び
す
を
蛭
児

と
同
一
神
で
あ
る
と
し
た
思
想
や
信
仰
は
、
え
び
す
神
が
文
献
に
見
え
は
じ
め
た
平
安
末
期
よ
り
は
、
遙
か
に
時
代
の
下
っ
た
鎌
倉

時
代
の
中
期
か
ら
南
北
朝
の
初
期
に
か
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

と
、
岡
田
氏
と
同
じ
史
料
を
あ
げ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ひ
る
こ

と
こ
ろ
で
、
こ
の
当
時
の
人
々
が
、「
西
宮
え
び
す
」
を
「
夷
神
」
で
は
な
く
、「
蛭
子
神
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
西
鶴
の

説
話
生
成
に
も
大
き
く
関
係
し
て
く
る
。

「
蛭
子
（
児
）
神
」
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
』
で
は
、

な
む
ち

み
ぎ

あ
れ

ひ
だ
り

ち
ぎ

を
は

い

ざ

な
み
の
み
こ
と

ま

「
汝
は
、
右
よ
り
廻
り
逢
へ
。
我
は
、
左
よ
り
廻
り
逢
は
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
約
り
竟
り
て
廻
り
し
時
に
、
伊
耶
那
美
命
の
先

の
ち

い

ざ

な
き
の
み
こ
と

づ
言
は
く
、「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
こ
を
」
と
い
ひ
、
後
に
伊
耶
那
岐
命
の
言
ひ
し
く
、「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
め
を
」
と
い

お
の
お
の

を
は

の
ち

そ

い
も

の

い

を
み
な

ま

い

よ

し
か

ひ
き
。
各
言
ひ
竟
り
し
後
に
、
其
の
妹
に
告
ら
し
て
曰
ひ
し
く
、「
女
人
の
先
づ
言
ひ
つ
る
は
、
良
く
あ
ら
ず
」
と
い
ひ
き
。
然
れ

お
こ

う

ひ

る

こ

こ

あ
し
ぶ
ね

い

ど
も
、
く
み
ど
に
興
こ
し
て
生
み
し
子
は
、
水
蛭
子
。
此
の
子
は
、
葦
船
に
入
れ
て
流
し
去
り
き
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
日
本
書
紀
』「
神
代
巻
」
で
も
、

ま
た
あ
ま
の
み
は
し
ら

み

た

を
か
み

め
か
み

の
た
ま

な

み

な
に

な

こ
た

又
天
柱
を
化
堅
つ
。
陽
神
、
陰
神
に
問
ひ
て
曰
は
く
、「
汝
が
身
に
何
の
成
れ
る
と
こ
ろ
か
有
る
」
と
の
た
ま
ふ
。
対
へ
て
曰
は

あ

な
り
な
り

め
の
も
と

い

も
の
ひ
と
こ
と
こ
ろ

あ

な
り
な
り

を
の
も
と

い

く
、「
吾
が
身
に
具
成
り
て
陰
元
と
称
ふ
者
一
処
有
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
陽
神
の
曰
は
く
、「
吾
が
身
に
も
具
成
り
て
陽
元
と
称
ふ

あ

も

な

あ
は

お

も

し
か
い

あ
ま
の
み
は
し
ら

め
ぐ

者
一
処
有
り
。
吾
が
身
の
陽
元
を
以
ち
て
、
汝
が
身
の
陰
元
を
合
せ
む
と
思
欲
ふ
」
と
、
爾
云
ふ
。
即
ち
天
柱
を
巡
ら
む
と
し

ち

ぎ

い
も

ひ
だ
り

め
ぐ

わ
れ

み
ぎ

す
で

わ
か

あ

て
、
約
束
り
て
曰
は
く
、「
妹
は
左
よ
り
巡
れ
。
吾
は
右
よ
り
巡
ら
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
既
に
し
て
分
れ
巡
り
て
相
遇
ひ
た
ま
ふ
。

す
な
は

ま

と
な

あ
な
に
ゑ
や

え

を
と
こ

の
ち

こ
た

あ
な
に
ゑ
や

え

を
と
め

陰
神
乃
ち
先
づ
唱
へ
て
曰
は
く
、「
�
哉
、
可
愛
少
男
を
」
と
の
た
ま
ふ
。
陽
神
後
に
和
へ
て
曰
は
く
、「
�
哉
、
可
愛
少
女
を
」
と

つ
ひ

い
も
せ

な

ひ
る
こ

う

す
な
は

あ
し
ふ
ね

の

の
た
ま
ふ
。
遂
に
夫
婦
と
為
り
、
先
づ
蛭
児
を
生
み
た
ま
ふ
。
便
ち
葦
船
に
載
せ
て
流
し
や
り
き
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
二
柱
の
神
は
御
子
と
し
て
「
蛭
子
」
神
を
海
へ
流
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
海
の

西
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西
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「
蛭
子
神
」
が
西
宮
え
び
す
神
な
の
で
あ
る
。

同
じ
く
『
西
宮
神
社
史
話
』
に
は
、「
蛭
児
神
」
は
毎
年
行
わ
れ
る
「
十
日
戎
」
の
た
め
に
西
宮
に
お
い
で
に
な
る
の
で
、
そ
の
お
姿

を
見
な
い
よ
う
に
努
め
る
「
居
籠
（
い
ご
も
り
）」
と
い
う
行
事
が
最
近
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
古
老
の
話
と
し
て
載
せ
、
加
え
て
以
下
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
。

元
禄
十
四
年
刊
行
の
『
摂
陽
群
談
』
に
よ
る
と
、
毎
年
正
月
九
日
蛭
児
神
が
広
田
社
に
神
幸
さ
れ
る
の
で
村
民
は
門
戸
を
閉
じ
て

外
に
出
な
い
、
ま
た
門
松
を
逆
に
立
て
て
居
籠
と
い
い
、
翌
日
早
旦
諸
人
戸
を
開
い
て
一
斉
に
社
参
す
る
、
こ
れ
を
十
日
夷
と
い
っ

た
と
記
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
享
保
二
十
年
出
版
の
『
摂
津
志
』
に
も
毎
年
正
月
十
日
斎
居
祭
を
修
し
前
日
戸
を
閉
じ
、
そ
の
一
昼

夜
声
響
を
遏
密
（
と
ど
め
る
の
意
）
す
る
と
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
西
鶴
以
前
の
例
と
し
て
、

『
足
利
季
世
記
』
に
よ
る
と
、

正
月
十
日
（
永
正
十
七
年
）
は
西
宮
の
神
事
に
し
て
御
狩
り
な
り
。
居
籠
と
て
人
音
も
せ
ざ
る
に
細
川
高
国
、
神
事
を
憚
ら
ず
合
戦

を
始
め
給
へ
ば
神
罰
に
て
打
負
け
給
ふ
と
沙
汰
し
け
り

「
永
正
十
七
年
」
と
は
、
一
五
二
〇
年
で
あ
る
か
ら
、『
摂
陽
群
談
』『
摂
津
志
』
と
の
間
を
埋
め
る
こ
と
と
な
り
、
西
鶴
当
時
に
も

「
西
宮
え
び
す
」
で
「
居
籠
り
」
の
神
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
西
鶴
の
『
世
間
胸
算
用
』﹇
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
刊
﹈
巻
四
の
一
「
闇
の
夜
の
悪
口
」
冒
頭
に

所
の
な
ら
は
し
と
て
、
関
東
に
定
め
置
き
て
、
大
晦
日
に
祭
あ
り
。
津
の
国
西
の
宮
の
居
籠
り
、
豊
前
の
国
は
や
と
も
の

め

か

り

和
布
刈
、
…

と
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
『
世
間
胸
算
用
』
は
時
間
的
に
大
晦
日
に
集
約
さ
れ
た
短
編
集
で
あ
る
。
当
然
、
巻
四
の
一
冒
頭
は
大
晦
日
の

祭
礼
尽
く
し
で
あ
る
。
西
宮
の
「
居
籠
り
」
も
例
外
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
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「
所
の
な
ら
は
し
と
て
、
関
東
に
定
め
置
き
て
」
と
あ
る
が
、
関
東
の
大
晦
日
の
祭
礼
の
例
と
し
て
は
、
芝
神
明
宮
や
神
田
明
神
な
ど

あ
が
る
が
、
地
方
に
目
を
転
ず
れ
ば
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。
本
章
も
大
晦
日
に
行
わ
れ
る
京
都
祇
園
で
の
「
け
ず
り
か
け
の
神
事
」
を
ベ

ー
ス
と
し
て
い
る
の
で
、
右
引
用
冒
頭
部
は
そ
の
枕
と
い
え
る
。
そ
れ
を
今
日
の
京
都
の
「
お
け
ら
祭
り
」
と
す
れ
ば
、
情
報
過
多
の
今

日
で
あ
る
か
ら
簡
単
に
了
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
も
の
の
、
西
鶴
の
当
時
の
情
報
量
で
は
万
人
が
知
り
得
な
い
。
西
宮
の
記
事
に
続
く
、

北
九
州
門
司
の
和
布
刈
神
社
す
な
わ
ち
「
早
鞆
明
神
」
の
神
事
は
、
除
夜
過
ぎ
て
、
寒
風
の
玄
界
灘
に
臨
む
磯
に
、
神
主
自
ら
ワ
カ
メ
を

刈
り
、
神
前
に
供
え
る
行
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
尋
常
で
は
な
い
神
事
で
あ
る
。
こ
の
神
事
と
関
東
の
神
事
が
大
晦
日
の
奇
祭
で

あ
れ
ば
、
文
脈
か
ら
「
津
の
国
西
の
宮
の
居
籠
り
」
も
大
晦
日
の
奇
祭
と
し
て
例
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

『
世
間
胸
算
用
』
に
あ
げ
る
「
西
の
宮
の
居
籠
り
」
が
大
晦
日
の
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
諸
本
注
釈
は
「
古
く
は
大
晦
日
の

行
事
」
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
前
田
金
五
郎
氏
⑾
や
『
対
訳
西
鶴
全
集
』
は
大
晦
日
の
『
神
道
名
目
類
聚
鈔
』
を
引
書
と
し
て
い

る
。
前
田
氏
は
（
補
注
一
五
七
）
に
こ
の
書
の
原
文
を
引
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書
の
序
は
元
禄
十
二
（
一
六
九
九
）
年
、
刊
記
は
元

禄
十
五
年
と
な
っ
て
い
る
。

と
な
る
と
、
西
鶴
当
時
、「
西
宮
え
び
す
」
で
「
居
籠
り
」
の
神
事
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
大�

晦�

日�

の�

行�

事�

と
な
る
。
こ
れ
は
元
禄
十

四
年
刊
行
の
『
摂
陽
群
談
』
の
「
毎
年
正
月
九
日
」
の
行
事
と
矛
盾
、
齟
齬
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
般
的
に
「
居
籠
り
」
の
神
事
は
全
国
に
存
在
す
る
。
明
日
の
大
祭
を
前
に
ど
こ
か
に
籠
も
り
精
進
潔
斎
す
る
の
は
ど
こ
で
も
あ
る
話

で
あ
る
。
し
か
し
、
前
日
の
「
居
籠
り
」
か
ら
正
式
な
祭
礼
行
事
と
し
て
扱
わ
れ
る
例
と
な
る
と
限
ら
れ
て
く
る
。
そ
れ
で
も
多
く
の
例

が
あ
る
中
で
、
こ
と
さ
ら
、「
西
宮
え
び
す
」
の
「
居
籠
り
」
が
あ
が
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
有
名
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
西

鶴
当
時
の
「
西
宮
え
び
す
」
の
「
居
籠
り
」
の
神
事
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
課
題
と
し
た
い

い
ず
れ
に
せ
よ
、『
日
本
永
代
蔵
』
で
は
九
日
の
「
居
籠
り
」
の
神
事
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
十
日
の
「
早
参
り
」
を
背
景
と
し
て

展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
衆
目
が
「
西
宮
え
び
す
」
の
「
十
日
え
び
す
」
で
は
、
前
日
の
「
九
日
」
よ
り
、
そ
の
早
朝
に
集
ま
っ
て
い
る
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た
め
で
あ
ろ
う
。
十
日
の
「
早
参
り
」
は
、
前
日
の
九
日
よ
り
満
を
持
し
て
備
え
る
た
め
に
起
こ
る
現
象
で
、
西
鶴
当
時
、
す
で
に
一
大

イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

現
在
の
「
三
日
戎
祭
り
」、
す
な
わ
ち
「
宵
え
び
す
」、「
本
え
び
す
」、「
残
り
福
」
が
こ
の
「
居
籠
り
」
の
神
事
と
関
係
し
て
い
る
と

考
え
て
よ
か
ろ
う
が
、
そ
れ
は
別
の
分
野
か
ら
の
研
究
成
果
を
待
ち
た
い
。

四
、「
手
船
の
二
十
挺
立
」
で
の
海
の
「
早
参
り
」

『
日
本
永
代
蔵
』
後
半
部
﹇
Ⅱ
﹈
で
は
、
天
狗
源
内
は
二
十
年
来
「
十
日
え
び
す
」
の
「
早
参
り
」
の
た
め
に
、
十
日
の
早
朝
「
西
宮

え
び
す
」
に
到
着
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
年
、「
帳
綴
の
酒
に
前
後
を
わ
す
れ
」
た
た
め
に
西
宮
に
夕
方
到
着
し
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

「
帳
綴
」
と
は
売
り
掛
け
の
元
帳
を
作
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
公
務
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
仕
事
始
め
の
「
帳
綴
」
の
祝
い
の
酒
を
飲

み
過
ぎ
て
遅
れ
た
の
は
源
内
の
過
失
で
あ
る
。
源
内
が
慌
て
て
西
宮
に
駆
け
つ
け
る
こ
の
場
面
は
、
そ
の
苛
立
ち
の
火
に
油
を
注
ぐ
「
年

男
の
福
太
夫
」
の
発
言
も
含
め
、
笑
い
の
場
で
あ
っ
て
、
真
剣
に
そ
の
行
動
を
追
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
遅
れ
た
と
は
い
え
、
太
地
を
「
や
う
�
�
明
方
」
に
出
て
、
い
く
ら
「
手
船
の
二
十
挺
立
を
押
し
き
ら
せ
」
た
に
し
て
も
、

西
宮
に
そ
の
日
の
夕
方
に
は
着
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
距
離
的
に
は
あ
ま
り
に
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。【
図
２
】

紀
勢
本
線
は
海
沿
い
に
あ
る
の
で
、
路
線
図
か
ら
距
離
を
算
出
し
、
さ
ら
に
埋
め
立
て
ら
れ
る
以
前
の
江
戸
時
代
頃
の
大
坂
湾
を
考
慮

す
れ
ば
、
ざ
っ
と
陸
路
で
二
百
五
十
キ
ロ
強
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
マ
ラ
ソ
ン
の
時
間
や
車
の
時
速
を
あ
て
は
め
て
も
よ
い
が
、
現
在
で
も

特
急
列
車
を
用
い
て
約
四
時
間
半
は
か
か
る
。
と
て
も
十
二
時
間
で
は
到
着
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
海
と
な
る
と
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
お
ざ
っ
ぱ
に
海
里
で
約
百
四
十
海
里
ほ
ど
。
十
二
時
間
の
所
要
時
間
と
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西宮

太地

す
れ
ば
毎
時
十
二
ノ
ッ
ト
程
度
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
江

戸
期
の
帆
船
は
十
ノ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
が
、
こ
の
船
は
「
二
十

挺
立
」
の
手
こ
ぎ
動
力
で
あ
る
。
天
狗
源
内
の
「
手
船
」
で
あ

る
以
上
、【
図
１
】
の
挿
絵
の
よ
う
な
足
の
速
い
「
く
じ
ら
船
」

で
あ
ろ
う
。

太
地
に
あ
る
「
捕
鯨
船
資
料
館
」
に
展
示
さ
れ
て
い
る
「
第

１１
京
丸
」
は
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
第
一
線
で
活
躍
し
た
近
代

的
捕
鯨
船
で
あ
る
が
、
十
六
・
五
ノ
ッ
ト
で
あ
る
。
天
狗
源
内

の
「
く
じ
ら
船
」
も
鯨
を
見
つ
け
た
短
時
間
に
お
い
て
は
、
相

応
の
ス
ピ
ー
ド
が
出
た
と
想
像
で
き
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
毎
時
十
二
ノ
ッ
ト
程
度
の
速
度
を
手
こ

ぎ
船
で
十
二
時
間
も
保
つ
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
海

に
出
て
は
潮
流
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
逆
ら
え
ば
び
く
と
も
動

か
な
い
。
激
し
い
潮
流
で
は
壇
ノ
浦
、
来
島
海
峡
な
ど
八
ノ
ッ

ト
前
後
も
あ
る
と
い
う
。
不
可
能
な
数
字
か
も
知
れ
な
い
。
た

だ
、
う
ま
く
潮
流
に
の
れ
ば
速
力
も
あ
が
る
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
操
舵
に
不
明
な
た
め
、
難
所
紀
淡
海
峡
、

潮
流
や
潮
の
満
干
な
ど
の
困
難
さ
が
わ
か
ら
ず
、
素
人
の
推
測

の
域
で
し
か
な
い
が
、
可
能
性
を
全
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

［図 2］
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い
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
当
時
の
「
く
じ
ら
船
」
は
単
に
鯨
漁
に
用
い
た
だ
け
で
は
な
い
。
堅
牢
・
軽
捷
を
要
求
さ
れ
る
「
く
じ
ら
船
」
の
用
途
は
多

い
。江

戸
時
代
の
「
く
じ
ら
船
」
は
最
速
の
船
で
あ
る
と
と
も
に
、
江
戸
で
は
洪
水
の
際
の
激
流
に
も
漕
ぎ
き
れ
る
馬
力
の
あ
る
船
と
し
、

寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
以
来
、
常
備
管
理
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
⑿

【
図
３
】
は
、
徳
島
藩
が
参
勤
交
代
で
渡
海
の
際
、
藩
主
が
用
い
た
徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館
に
現
存
す
る
「
徳
島
藩
御
召
鯨
船

千

山
丸
」
で
あ
る
。
図
録
の
説
明
⒀
に
よ
れ
ば
以
下
で
あ
る
。

安
政
四
年
（
一
八
五
七
）

全
長
一
〇
四
四
・
〇

肩
幅
二
七
七
・
〇

徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館
蔵

参
勤
交
代
の
際
、
藩
主
が
御
座
船
に
乗
り
移
る
た
め
に
用
い
た
と
さ
れ
る
船
。
参
勤
時
に
は
藩
主
は
城
を
出
発
し
東
に
進
み
、
福

島
橋
東
詰
の
南
側
か
ら
千�

山�

丸�

に
乗
船
し
た
。
新
町
川
を
下
り
沖
洲
辺
り
で
御
座
船
に
乗
り
移
っ
た
。
鯨
船
は
本
来
的
に
は
捕
鯨
を

目
的
と
し
た
が
、
船
脚
が
早
い
た
め
船
団
の
指
揮
や
連
絡
等
に
利
用
さ
れ
た
。
藩
の
船
の
な
か
で
藩
主
関
係
の
船
は
丹
塗
り
で
あ
っ

た
が
、
鯨
船
タ
イ
プ
の
船
は
側
面
に
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
千
山
丸
は
金
箔
地
に
青
や
赤
で
軍
配
や
団
扇
等
が
描
か
れ
格
別
豪
華
で

あ
る
。

船
尾
の
戸
立
に
「
安
政
四
年
巳
九
月
御
船
」
と
陰
刻
さ
れ
、
一
三
代
藩
主
斉
裕
時
代
に
造
船
さ
れ
た
。

全
国
で
唯
一
現
存
す
る
大
名
の
船
と
し
て
、
ま
た
最
古
の
和
船
と
し
て
平
成
八
年
に
国
指
定
重
要
文
化
財
（
歴
史
資
料
）
と
な
っ

た
。

す
な
わ
ち
、
徳
島
藩
主
と
し
て
の
タ
グ
ボ
ー
ト
、
曳
船
だ
け
の
役
割
で
は
な
く
、
船
足
が
速
い
た
め
、
船
団
指
揮
や
連
絡
の
役
割
も
担
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う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、「
く
じ
ら
船
」
は
藩
主
の
御
座
船
を
大
き
く
上
回
ら
な
い
と
、
こ
の
役
割
は
務
ま
ら
な
い

こ
と
に
な
る
。

『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
巻
二
の
二
「
十
二
人
の
俄
坊
主
」
は
、
紀
州
藩
徳
川
頼
宣
公
が
紀
州
加
太
神
社
に
遊
ぶ
話
で
あ
る
。
話
の
後
半

で
加
太
神
社
の
神
域
を
犯
し
、
大
蛇
に
襲
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
果
敢
に
頼
宣
公
は
大
蛇
に
立
ち
向
か
う
の
が
、
そ
の
後
、
十
二
人
の
家
臣

も
立
ち
向
か
う
。

う
は
ば
み

沖
よ
り
十
弐
人
乗
り
し
小
早
、
横
切
に
押
す
と
見
え
し
が
、
蛇
蝎
一
息
に
呑
み
込
み
、
身
も
だ
へ
せ
し
が
、
間
も
な
く
跡
へ
ぬ
け

て
、
汀
に
流
れ
つ
き
し
を
見
る
に
、
残
ら
ず
夢
中
に
な
つ
て
、
か
し
ら
髪
一
筋
も
な
く
、
十
弐
人
つ
く
り
坊
主
と
な
れ
り
。

結
果
、
十
二
人
は
大
蛇
に
飲
み
込
ま
れ
て
、
吐
き
出
さ
れ
、
命
は
と
り
と
め
た
も
の
の
恐
怖
の
た
め
、
皆
丸
坊
主
と
な
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
で
き
る
の
は
「
十
弐
人
乗
り
し
小
早
」
が
主
君
の
御
座
船
を
追
い
越
し
横
切
り
戦
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

「
小
早
」
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
あ
る
が
、
以
下
が
明
解
で
あ
る
。

あ
た
け

せ
き

中
世
末
期
以
降
、
水
軍
で
使
用
さ
れ
た
軍
船
の
一
種
。
安
宅
船
・
関
船
を
近
代
海
軍
の
戦
艦
・
巡
洋
艦
に
比
す
る
な
ら
ば
、
さ
し

ず
め
駆
逐
艦
に
相
当
す
る
軽
快
な
軍
船
で
あ
る
。
関
船
の
別
称
早
船
の
小
型
と
い
う
意
味
で
小
早
と
い
わ
れ
、
ま
た
小
関
船
と
も
呼

ば
れ
る
。
近
世
水
軍
で
は
関
船
と
と
も
に
重
用
さ
れ
、
櫓
数
は
ふ
つ
う
二
十
丁
前
後
か
ら
四
十
丁
ま
で
で
、
と
き
に
は
六
丁
立
ま
で

の
小
船
を
も
含
め
る
こ
と
も
あ
る
⒁
。

熊
野
水
軍
の
活
動
域
で
あ
っ
た
紀
州
藩
が
、
水
軍
が
使
う
よ
う
な
高
速
船
と
し
て
、
御
座
船
警
備
に
小
廻
り
の
き
く
「
小
早
」
を
何
艘

か
つ
け
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
た
だ
、『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
こ
の
話
の
挿
絵
に
船
が
画
か
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
十

弐
人
乗
り
し
小
早
」
の
様
子
が
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
推
測
を
可
能
と
し
て
く
れ
る
の
が
【
図
４
】
で
あ
る
。

【
図
４
】
は
同
じ
く
「
蜂
須
賀
家
御
船
絵
巻
」
で
あ
る
。
同
じ
く
図
録
の
説
明
に
よ
れ
ば
以
下
で
あ
る
⒂
。
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明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）

三
八
・
六
×
七
七
九
・
四

徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館
蔵

御
座
船
至
徳
丸
・
御
召
替
一
言
丸
・
千
山
丸
等
と
い
っ
た
徳
島
藩
水
軍
の
諸
船
を
描
い
た
絵
巻
。
九
場
面
か
ら
構
成
さ
れ
、
御
座

船
至
徳
丸
の
出
航
の
様
子
や
沖
合
で
帆
を
立
て
て
進
む
姿
が
華
麗
に
し
か
も
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
徳
島
水
軍
の
船
を
知
る
上
で

重
要
な
資
料
。

つ
ま
り
、
徳
島
藩
の
く
じ
ら
船
も
「
十
弐
人
乗
り
し
小
早
」
も
水
軍
、
軍
事
用
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
十
弐
人
乗
り
し
小
早
」

も
相
当
な
ス
ピ
ー
ド
を
出
し
て
殿
様
の
火
急
に
駆
け
着
く
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
れ
ば
、『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
「
十
弐
人
乗
り
し
小

早
」
は
、「
千
山
丸
」
の
よ
う
な
船
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
【
図
４
】
の
右
端
の
三
艘
の
く
じ
ら
船
は
水
主
が
六
、
七
人
ほ
ど
し
か
画
か
れ
て
い
な
い
。
画
法
と
し
て
省
略
し
た
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
石
井
謙
治
氏
は
、「
小
早
」
に
通
じ
る
「
関
船
」
に
つ
い
て
、

櫓
数
と
い
う
の
は
、
そ
の
船
に
装
備
す
る
最
大
の
櫓
の
数
の
こ
と
で
、
関
船
に
限
ら
ず
軍
船
の
大
き
さ
を
表
す
た
め
に
慣
用
さ
れ

て
い
た
も
の
で
、
こ
れ
が
何
石
積
と
い
っ
て
積
石
数
で
大
き
さ
を
示
す
商
船
と
違
う
点
で
あ
っ
た
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
⒃
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
船
は
「
十
弐
人
乗
り
し
小
早
」
と
同
規
模
の
「
小
早
」
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
天
狗
源
内
の
船
は
「
二
十
挺
立
」
で
あ
る
。
右
の
二
例
よ
り
、
か
な
り
大
き
な
特
別
な
「
く
じ
ら
船
」
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
む
ろ
ん
、
い
っ
そ
う
の
馬
力
と
速
度
が
出
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、『
日
本
永
代
蔵
』
に
﹇
Ⅱ
﹈
の
よ
う
な
逸
話
を
あ
げ
る
の
は
、
ま
っ
た
く
の
嘘
で
は
な
く
、
西
鶴
の
頃
、
毎

年
正
月
十
日
に
、
太
地
か
ら
「
く
じ
ら
船
」
で
長
駆
懸
命
に
漕
ぎ
、
水
し
ぶ
き
を
あ
げ
て
、「
西
宮
え
び
す
」
へ
早
朝
「
早
参
り
」
を
行

う
勇
壮
な
姿
は
、
何
年
も
続
い
た
西
宮
浜
、「
西
宮
え
び
す
」
の
風
物
詩
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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こ
の
想
像
は
あ
な
が
ち
外
れ
て
い
な
い
。
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

（
十
日
戎
に
）
そ
の
昔
、
恒
例
の
漁
業
グ
ル
ー
プ
が
四
国
や
九
州
方
面
か
ら
よ
く
や
っ
て
来
た
。
夜
を
徹
し
て
瀬
戸
内
を
渡
っ
て

西
宮
港
に
上
陸
し
、
そ
の
ま
ま
ま
っ
す
ぐ
に
社
頭
に
向
か
い
参
拝
を
し
て
、
た
い
て
い
明
け
方
か
早
朝
が
多
い
よ
う
だ
が
、
大
漁
祈

願
が
終
わ
る
と
、
休
む
時
間
も
惜
し
む
よ
う
に
さ
っ
さ
と
帰
路
に
つ
い
た
⒄
。

お
そ
ら
く
例
年
は
余
裕
を
持
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
「
千
山
丸
」
の
よ
う
な
「
二
十
挺
立
」
よ
り
は
一
回
り
小
さ
な
尋
常
の
船
で
駆
け
つ
け

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、「
二
百
余
人
の
猟
師
を
か
か
へ
、
舟
ば
か
り
も
八
十
艘
」
を
持
っ
て
い
た
天
狗
源
内
。
配
下
の

船
総
力
で
堂
々
の
大
船
団
の
「
早
参
り
」
を
行
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
年
は
遅
れ
た
た
め
に
「
二
十
挺
立
」
の
船
一
艘
で
駆
け
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

年
男
福
太
夫
の
「
当�

年�

は�

日�

の�

入�

り�

、
旦�

那�

の�

身�

代�

も�

挑�

灯�

程�

な�

火�

が�

ふ�

ら�

う�

。」
と
い
う
発
言
は
縁
起
で
も
な
い
極
め
て
非
礼
な
物

言
い
で
あ
る
。
天
狗
源
内
が
「
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
あ
だ
口
、
い
よ
�
�
気
を
そ
む
き
て
脇
指
に
手
は
掛
け
し
」
と
怒
り
に
ま
か
せ
て
斬
り
殺

そ
う
と
し
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
こ
こ
で
源
内
を
ぐ
っ
と
我
慢
さ
せ
た
の
は
、
神
参
り
の
途
中
で
あ
る
こ
と
と
、
例
年
の
豪
壮
派
手
な

「
早
参
り
」
を
知
る
ゆ
え
の
軽
口
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
自
戒
し
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
「
西
宮
え
び
す
」
の
「
早
参
り
」
は
、
西
鶴
の
頃
は
陸
上
の
開
門
の
神
事
だ
け
で
は
な

く
、
海
上
か
ら
も
行
わ
れ
る
雄
壮
な
光
景
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

五
、
海
神
と
し
て
の
蛭
子
神

毎
年
行
わ
れ
る
「
早
参
り
」。
そ
の
一
途
す
ぎ
る
、
健
気
な
天
狗
源
内
の
姿
。
誰
に
褒
め
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
出
費
ば
か
り
が
か

さ
む
わ
け
で
合
理
的
に
考
え
れ
ば
、
大
損
で
あ
る
。
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同
じ
く
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
二
の
一
「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
倹
約
家
藤
市
に
言
わ
せ
れ
ば
「
世
の
費
え
」
と
で
も
一
蹴
さ
れ
そ
う
な

愚
か
な
ぜ
い
た
く
話
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
「
西
宮
え
び
す
」
の
「
早
参
り
」
に
心
的
に
、
物
的
に
入
れ
込
む
天
狗
源
内
。
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
り
、
愚
直
な
ま
で
の
滑
稽

さ
が
後
半
部
の
こ
こ
ま
で
の
ペ
ー
ソ
ス
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

﹇
Ⅲ
﹈
以
降
も
天
狗
源
内
の
惨
憺
な
様
は
続
い
て
い
る
。

早
船
広
田
の
浜
に
付
け
て
、
心
静
か
に
参
詣
せ
し
に
、
松
原
淋
し
く
御
灯
の
光
幽
か
に
、
皆
下
向
ば
か
り
に
て
、
参
る
は
我
よ
り

外
に
な
く
、
心
を
せ
き
て
神
前
に
な
れ
ば
、「
お
神
楽
」
と
い
へ
ど
、
社
人
は
車
座
に
ゐ
て
銭
つ
な
ぎ
か
か
り
、
誰
の
彼
の
と
兼
ひ

あ
ひ
、
舞
姫
の
跡
に
て
鼓
ば
か
り
打
ち
て
、
そ
こ
�
�
に
埒
明
け
、
鈴
も
遠
い
か
ら
い
た
だ
か
せ
て
仕
舞
は
れ
け
る

「
早
参
り
」
ど
こ
ろ
か
十
日
戎
に
も
遅
れ
て
着
い
た
た
め
に
、
す
べ
て
が
ず
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
浜
か
ら
広
田
神
社
に
参
詣
す
る

が
、
人
通
り
が
少
な
く
、
常
夜
灯
の
火
も
幽
か
で
あ
る
。
皆
、
帰
る
者
ば
か
り
で
参
る
の
は
自
分
た
ち
ば
か
り
。「
お
神
楽
」
を
頼
ん
で

も
社
人
は
賽
銭
の
勘
定
。
誰
の
彼
の
と
い
っ
て
、
い
や
い
や
舞
姫
の
う
し
ろ
で
申
し
訳
程
度
に
鼓
を
打
っ
て
片
付
け
、
祈
祷
の
鈴
も
遠
い

と
こ
ろ
で
振
っ
て
終
わ
り
に
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
十
日
戎
の
祭
り
の
後
、
人�

事�

に
裏
切
ら
れ
た
醜
悪
な
滑
稽
な
の
で
あ

る
。し

か
し
、
こ
れ
を
す
べ
て
を
裏
返
せ
ば
、
例
年
の
「
西
宮
え
び
す
」
の
「
十
日
戎
」
の
賑
わ
い
の
姿
と
な
る
。
一
日
の
大
勢
の
参
拝
客

の
前
に
い
か
な
社
人
で
も
疲
れ
果
て
る
こ
と
は
仕
方
な
い
。
こ
こ
を
も
っ
て
責
め
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。﹇
Ⅳ
﹈
に
お
い
て
、「
神
の
事
な

が
ら
少�

し�

腹
立
ち
て
、」
と
寛
容
な
の
は
、
人
の
常
と
し
て
社
人
の
無
愛
想
な
行
為
を
許
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
「
大
か
た
に
廻
り
て
、
又
舟
に
取
り
乗
り
、
袴
も
脱
が
ず
波
枕
し
て
、
い
つ
と
な
く
寝
入
り
け
る
に
」
と
い
う
の
は
ふ
て
腐

れ
た
態
度
だ
け
で
は
な
く
、
先
に
あ
げ
た
四
国
や
九
州
漁
業
グ
ル
ー
プ
が
「
大
漁
祈
願
が
終
わ
る
と
、
休
む
時
間
も
惜
し
む
よ
う
に
さ
っ

さ
と
」
帰
路
に
つ
い
た
の
と
同
じ
、
船
参
り
の
常
の
行
動
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
意
気
消
沈
し
た
天
狗
源
内
の
前
に
奇
跡
が
訪
れ
る
。「
ゑ
び
す
殿
」
の
出
現
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
者
も
自
分
の
こ
と

だ
け
祈
っ
て
と
っ
と
帰
る
の
で
遅
れ
て
き
た
お
ま
え
に
だ
け
教
え
よ
う
と
、
鯛
の
生
き
た
ま
ま
で
の
保
存
法
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
源
内
は
ま
た
利
を
得
て
大
金
持
ち
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
奇
跡
と
現
実
と
の
整
合
性
は
、﹇
Ⅰ
﹈「
信
あ
れ
ば
徳
あ
り
と
、
仏
に
つ
か
へ
神
を
祭
る
事
お
ろ
か
な
ら
ず
」
と
い
う
天
狗
源
内
の

愚
直
な
ほ
ど
の
信
仰
心
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
鯨
漁
が
生
業
の
天
狗
源
内
に
な
ぜ
、
鯛
で
の
儲
け
話
と
な
る
の
か
。
こ
ち
ら
の
点
に
矛
盾
が
生
じ
る
。

そ
の
答
え
は
本
来
、
西
宮
沖
は
鯛
の
一
大
漁
場
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

お
ま
え
お
き

『
摂
津
名
所
図
会
』
巻
七
に
は
「
西
宮
の
御
前
澳
の
桜
鯛
は
蛭
子
三
郎
殿
つ
り
初
給
ひ
し
よ
り
世
に
賞
す
。
こ
れ
我
国
の
名
産
に
し

も
ろ
こ
し

て
、
中
華
に
鯛
あ
る
事
い
ま
だ
聞
か
ず
」
と
し
て
「
西
宮
え
び
す
」
縁
の
鯛
を
褒
め
て
い
る
。
当
然
、
鯛
の
大
生
産
地
で
仮
死
状
態
で
市

場
に
出
す
方
法
を
知
れ
ば
、
利
を
得
て
当
た
り
前
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
﹇
Ⅳ
﹈
の
天
狗
源
内
は
「
西
宮
え
び
す
」
と
「
鯛
」
を
結
び
つ
け
る
た
め
の
役
割
人
物
か
も
知
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
西
宮
の
古
伝
承
に
以
下
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

昔
鳴
尾
の
浦
（
西
宮
東
方
三
キ
ロ
）
の
漁
夫
が
武
庫
の
海
の
沖
で
夜
漁
り
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
網
が
平
常
よ
り
た
い
へ
ん

重
く
感
じ
た
の
で
よ
ろ
こ
ん
で
引
上
げ
て
み
た
と
こ
ろ
魚
で
は
な
く
、
奇
し
き
神
像
の
よ
う
な
も
の
が
か
か
っ
た
。
漁
夫
は
何
心
な

く
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
そ
れ
を
海
中
に
遺
棄
し
て
、
さ
ら
に
沖
遠
く
行
く
う
ち
に
和
田
岬
の
あ
た
り
に
さ
し
か
か
っ
た
。
そ
こ
で
も
ま

た
網
を
曳
い
て
い
る
と
、
不
思
議
や
先
ほ
ど
武
庫
の
沖
で
見
送
っ
た
神
像
が
ま
た
か
か
っ
て
き
た
で
は
な
い
か
。
今
度
は
た
だ
事
で

は
な
い
と
感
づ
き
、
像
を
船
に
の
せ
家
に
帰
っ
て
大
切
に
祀
っ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
夜
の
夢
に
神
の
託
宣
が
あ
っ
て
、「
吾
は
蛭
児

神
な
り
、
国
々
を
廻
っ
て
こ
の
地
に
来
た
が
、
こ
の
地
よ
り
少
し
西
方
に
好
き
宮
地
が
あ
る
、
そ
こ
に
居
ら
ん
と
欲
す
る
、
よ
く
計

ら
え
よ
」
と
教
え
ら
れ
た
。
漁
夫
は
驚
い
て
こ
の
夢
の
有
様
を
里
人
に
語
っ
て
一
同
の
同
意
を
得
、
つ
い
に
さ
き
の
像
を
御
輿
に
乗
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せ
西
の
方
の
お�

前�

の�

浜�

を
さ
し
て
進
み
、
し
ば
ら
く
仮
宮
に
と
ど
め
た
後
、
そ
の
里
人
と
も
ど
も
に
、
相
図
っ
て
好
適
の
地
に
鎮
め

祀
っ
た
の
が
、
現
在
の
戎
社
す
な
わ
ち
西
宮
神
社
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
海
神
と
し
て
の
蛭
子
神
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
狗
源
内
も
海
上
で
「
ゑ
び
す
殿
」
か
ら
告
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
ま
さ
し
く
「
西
宮
え
び
す
」
の
ご
本
体
、
蛭
子
神
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。

話
が
も
ど
る
が
本
文
﹇
Ⅲ
﹈
で
源
内
が
す
ぐ
に
西
宮
神
社
に
行
か
ず
、
広
田
神
社
↓
松
原
↓
西
宮
神
社
と
参
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
。【
図
５
】
は
西
鶴
当
時
の
西
宮
神
社
図
で
あ
る
⒅
が
、
境
内
も
含
め
、
今
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
西
宮
神
社
絵
図
と
し
な
が
ら
、

右
上
に
広
田
神
社
も
画
か
れ
、
そ
の
濃
密
な
関
係
が
わ
か
る
。

広
田
神
社
と
西
宮
神
社
の
関
係
は
、
先
述
し
た
「
居
籠
り
」
の
神
事
が
古
く
は
広
田
神
社
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
鎌
倉
末
期

の
作
と
思
わ
れ
る
『
二
十
二
社
本
縁
』
に
は
、「
廣
田
社
摂
社
仁（
に
）夷
都（
と
）號
寸
留
和（
す
る
は
）蛭
子
仁
天（
に
て
）坐
都
母（
と
も
）

申
伝
也
」
と
あ
り
、『
古
史
伝
』
に
は
「
式
な
る
摂
津
国
武
庫
郡
廣
田
神
社
の
枝
宮
に
西
宮
大
神
と
稱
ふ
神
あ
り
」
と
あ
る
⒆
。
つ
ま

り
、
神
社
の
格
か
ら
広
田
神
社
↓
松
原
↓
西
宮
神
社
は
当
時
の
人
々
の
一
般
的
参
拝
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
後
半
部
﹇
Ⅲ
﹈
か
ら
す
で
に
天
狗
源
内
は
物
語
の
主
人
公
を
離
れ
て
、「
西
宮
え
び
す
」
を
参
る
人
の
代
表
と
な

っ
て
以
下
の
展
開
す
る
話
そ
の
も
の
が
「
西
宮
え
び
す
」
の
縁
起
話
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
眼
目
が
本
文

﹇
Ⅳ
﹈
か
ら
の
え
び
す
と
鯛
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
な
の
で
あ
る
。
極
論
す
れ
ば
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
ま
さ
し
く
全
国
の
え
び
す
様
の
御
神
影

に
通
じ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
西
宮
え
び
す
」
は
え
び
す
本
社
。
末
社
の
太
地
の
鯨
え
び
す
か
ら
の
代
表
者
の
訪
問
と
す
れ
ば
、
宗
教
的
意
味
合
い
も
強

く
、
説
話
性
も
高
く
な
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
金
持
ち
と
な
っ
た
生
け
鯛
の
保
存
法
を
、
え
び
す
神
が
天
狗
源
内
に
授
け
た
理
由
は
「
お�

そ�

く�

参�

り�

て�

汝
が
仕
合

せ
」
な
の
で
あ
る
。
十
日
戎
の
「
残
り
福
」
が
す
で
に
巷
間
に
流
布
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
で
は
そ
の
史
料
を
未
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見
で
あ
る
。
こ
の
西
鶴
当
時
の
巷
問
の
西
宮
え
び
す
観
、
さ
ら
な
る
説
話
生
成
過
程
の
事
例
の
分
析
研
究
を
課
題
と
し
て
本
論
考
を
終
え

た
い
。

註⑴

西
宮
神
社
宮
司

吉
井
良
隆
編
『
広
田
神
社
御
鎮
座
壱
千
八
百
年
記
念

広
田
・
西
宮
両
宮
史
の
研
究

史
料
篇
』
西
宮
神
社

二
〇
〇
一
年

刊
。

⑵

右
に
同
じ
。

⑶

第
二
部
「
モ
ノ
と
カ
タ
チ
の
基
礎
知
識
」
林
英
夫
・
青
木
美
智
男
編
『
事
典
し
ら
べ
る
江
戸
時
代
』
柏
書
房

二
〇
〇
一
年
刊
。

⑷

秋
道
智
彌
「
日
本
く
じ
ら
物
語
」『
知
る
楽

歴
史
は
眠
ら
な
い
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版

二
〇
〇
九
年
刊
。

⑸
「
Ⅱ

招
福
の
ま
つ
り
・
十
日
戎

開
門
神
事
と
福
男
」『
福
の
神

え
べ
す
さ
ん

も
の
が
た
り
』
戎
光
祥
出
版

二
〇
〇
三
年
刊
。

⑹
『
新
注

日
本
永
代
蔵
』
大
修
館

一
九
六
八
年
刊
。

⑺

二
〇
〇
八
年
度
福
男
に
は
、
当
時
本
学
総
合
政
策
学
部
在
学
中
の
「
榮
悠
樹
」
君
が
一
番
福
と
な
っ
た
。
彼
は
本
学
陸
上
部
で
一
〇
〇
ⅿ
短
距
離

走
の
選
手
で
あ
っ
た
。
こ
の
神
事
の
距
離
は
門
か
ら
本
殿
ま
で
約
二
〇
〇
ⅿ
の
競
争
で
あ
る
が
、
そ
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
が
わ
か
る
。

⑻

拙
稿
「
西
鶴
の
描
い
た
説
話
の
世
界
」
中
嶋
隆
編
『
二
十
一
世
紀
日
本
文
学
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

井
原
西
鶴
』
ひ
つ
じ
書
房

二
〇
一
一
年
四
月
刊

行
予
定
（
二
〇
一
〇
年
入
稿
済
み
）。

⑼
「
西
宮
神
社
と
海
神
信
仰
」
西
宮
神
社
社
務
所
編
『
西
宮
神
社
の
研
究
』
一
九
七
六
年
刊
。

⑽

西
宮
神
社
宮
司

吉
井
良
尚
著
・
吉
井
良
隆
改
訂
版

二
〇
〇
二
年
刊

⑾
『
世
間
胸
算
用

付
現
代
語
訳
』
角
川
日
本
古
典
文
庫

一
九
七
二
刊
。

⑿

小
木
新
造
・
吉
原
健
一
郎
等
編
『
江
戸
東
京
学
事
典
』
三
省
堂

二
〇
〇
三
年
刊

⒀

図
録
『
特
別
展

大
名
の
旅
│
徳
島
藩
参
勤
交
代
の
社
会
史
│
』
徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館

二
〇
〇
五
年
刊
。

⒁

丸
山
雍
成
・
小
風
秀
雅
・
中
村
尚
史
編
『
日
本
交
通
史
辞
典
』
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
三
年
刊
。

⒂

注
⒀
に
同
じ
。

⒃
『
和
船

Ⅱ
』
法
政
大
学
出
版
局

一
九
九
五
年
刊
。
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⒄
「
え
び
す
信
仰
の
心
」
注
⑸
に
同
じ
。

⒅

貞
享
三
（
一
六
八
六
）
年
「
西
宮
神
社
」
絵
図
。
右
上
が
「
広
田
神
社
」。【
図
５
】
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
禰
宜
吉
井
良
英
に
ご
配
慮
い
た
だ
い

た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

⒆

西
宮
町
教
育
委
員
会
編
『
西
宮
町
誌
』
一
九
二
六
年
刊
。

テ
キ
ス
ト
に
は
、『
日
本
永
代
蔵
』『
古
事
記
』・『
日
本
書
記
』
と
も
に
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
を
用
い
た
。
本
文
の
傍
線
・
傍
点
は
す
べ

て
森
田
が
付
し
た
。

ま
た
、【
図
３
】【
図
４
】
掲
載
に
あ
た
り
、
所
蔵
者
、
徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館
に
転
載
の
御
許
可
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
の
一
部
は
、
二
〇
〇
九
〜
二
〇
一
〇
年
度
関
西
学
院
大
学
共
同
研
究
「
海
洋
世
界
と
人
・
モ
ノ
・
こ
と
の
移
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
一

員
と
し
て
、
研
究
補
助
を
う
け
た
成
果
と
し
て
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

│
│
文
学
部
教
授
│
│
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［図 3］徳島藩御召鯨船 千山丸 1艘
徳島市立徳島城博物館蔵

［図 4］蜂須賀家御船絵巻 森崎春潮筆 1巻
徳島市立徳島城博物館蔵
掲載の都合上、１巻を上・下に分けている。
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［図 5］貞享三年絵図「西宮えびす」と広田神社（上）
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