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一
、
は
じ
め
に

	

「
濡
れ
衣
」
説
話
は
、
中
世
の
古
典
注
釈
書
や
経
典
の
談
義
注
釈
書
、

説
話
集
、
謡
曲
な
ど
に
散
見
さ
れ
広
く
享
受
さ
れ
て
き
た
。
本
説
話
は
、

大
島
由
紀
夫
氏
に
よ
り
、
そ
の
生
成
及
び
伝
承
の
経
路
が
明
ら
か
と

な
っ
た

（
注
１
）。
ま
た
氏
は
、
近
世
期
に
お
け
る
「
濡
れ
衣
」
説
話
の
も
う
一

つ
の
展
開
と
し
て
、
古
典
注
釈
の
分
野
で
は
「
ぬ
れ
ぎ
ぬ
」
と
い
う
語

を
注
釈
す
る
に
あ
た
り
蒙
昧
の
説
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
な

が
ら
、
特
定
の
モ
ノ
に
結
び
つ
き
一
地
方
の
伝
説
と
化
す
と
い
う
新
た

な
展
開
を
指
摘
す
る
。
具
体
的
に
は
、
福
岡
・
博
多
に
お
い
て
、
石
堂

川
に
あ
る
大
き
な
石
が
、
濡
れ
衣
を
着
せ
て
殺
さ
れ
た
娘
の
墓
と
さ

れ
、
現
在
に
語
り
継
が
れ
て
い
る
。
そ
し
て
氏
は
、
そ
れ
が
可
能
で

あ
っ
た
背
景
と
し
て
、「「
濡
れ
衣
」
説
話
を
記
す
古
典
注
釈
書
の
多
く

が
舞
台
を
筑
前
国
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
在
地
に
こ
の
説
話
を
伝
説
と

し
て
受
け
入
れ
る
何
ら
か
の
素
地
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
す

る
。

	

そ
こ
で
別
稿
で
は
、
諸
書
に
見
え
る
「
濡
れ
衣
」
説
話
が
、
ど
う
し

て
石
堂
川
に
あ
る
大
き
な
石
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
か
、
在
地
の
伝

説
形
成
に
着
目
し
つ
つ
考
察
を
行
っ
た

（
注
２
）。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
、
博

多
に
お
け
る
「
濡
れ
衣
」
説
話
は
、『
石
堂
丸
行
状
記
』
や
博
多
七
堂
建

立
譚
な
ど
と
交
響
し
な
が
ら
、
ゆ
る
や
か
な
変
容
を
見
せ
つ
つ
、
現
代

に
至
る
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
在
地
に
根
付
い

た
「
濡
れ
衣
」
説
話
が
、
博
多
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
変
容
し
享
受
さ

れ
て
き
た
の
か
考
察
を
行
っ
て
い
く
。

森

　

誠

子

語
り
継
が
れ
る
「
濡
れ
衣
」
説
話

―
博
多
に
お
け
る
「
濡
れ
衣
」
説
話
・
続
考
―
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二
、
博
多
に
お
け
る
「
濡
れ
衣
」
説
話
に
つ
い
て

	

博
多
の
地
誌
類
の
中
で
「
濡
れ
衣
」
説
話
を
記
す
最
も
古
い
も
の
は
、

貝
原
益
軒
の
『
筑
前
名
寄
』（
元
禄
四
年
成
立
、
以
下
『
名
寄
』
と
略

す
）
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
も
と
に
黒
田
藩
の
事
業
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
、

『
筑
前
国
続
風
土
記
』（
以
下
『
続
風
土
記
』
と
略
す
）
は
、
公
的
な
性

格
を
持
つ
信
憑
性
の
高
い
資
料
と
し
て
、「
筑
前
三
大
地
誌
」
の
筆
頭
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。『
続
風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
内
容
は
、『
名
寄
』
が

最
後
に
載
せ
る
『
古
今
和
歌
集
』
や
『
後
撰
和
歌
集
』
に
詠
ま
れ
る
濡

れ
衣
に
関
す
る
和
歌
を
省
く
以
外
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
次

に
、『
続
風
土
記
』
所
載
の
「
濡
れ
衣
」
説
話
を
掲
げ
る

（
注
３
）。

	
	
	
	

濡
衣	

	

聖
武
天
皇
の
御
時
、
佐
野
近
世
と
云
人
、
筑
前
の
守
に
て
下
り
し

に
、
京
よ
り
具
し
た
る
妻
、
国
に
て
死
け
り
。
さ
て
此
国
に
あ
る

女
を
、
妻
と
し
け
り
。
先
の
妻
の
う
め
る
む
す
め
を
、
継
母
に
く

み
て
、
い
か
に
も
し
て
、
此
娘
を
う
し
な
は
ん
と
思
ひ
、
海
人
を

か
た
ら
ひ
て
云
、
此
暁
来
り
て
い
ふ
べ
き
や
う
は
、
京
の
娘
君
の

此
程
夜
な
〳
〵
我
も
と
へ
ま
し
〳
〵
つ
る
が
、
つ
り
き
ぬ
を
ぬ
す

み
て
お
は
し
つ
る
た
べ
と
い
へ
と
て
、
色
々
の
宝
を
と
ら
せ
け

る
。
海
人
暁
来
り
て
、
か
ね
て
頼
み
し
ご
と
く
、
高
ら
か
に
云
け

れ
ば
、
父
是
を
聞
て
大
に
怒
り
、
行
て
見
れ
ば
、
む
す
め
ぬ
れ
た

る
衣
を
、
引
か
づ
き
て
ふ
せ
り
。
是
は
娘
の
ね
入
た
る
時
に
、
継

母
の
き
せ
た
る
也
け
り
。
父
其
た
ば
か
れ
る
事
を
は
知
ら
で
、
た

ち
ま
ち
娘
を
殺
し
け
る
。
さ
て
次
の
年
娘
父
の
夢
に
見
え
て
、
二

首
の
歌
を
詠
し
け
る
。
父
夢
覚
て
、
娘
の
罪
な
き
事
を
さ
と
り
、

さ
て
継
母
の
し
わ
ざ
な
り
と
て
、
妻
を
送
り
か
へ
し
、
其
身
は
出

家
し
て
、
肥
前
の
松
浦
山
に
住
け
り
。
世
に
松
浦
上
人
と
ぞ
云
け

る
。
そ
れ
よ
り
し
て
な
き
名
を
お
ひ
た
る
は
、
ぬ
れ
衣
き
る
と
云

傳
へ
、
歌
に
も
よ
み
侍
へ
る
。
其
む
す
め
の
墓
は
、
筥
崎
松
原
の

西
の
橋
際
、
博
多
の
東
、
石
堂
口
の
川
の
東
の
側
小
池
の
内
に
あ

り
。
大
な
る
石
を
し
る
し
と
せ
り
。
此
所
む
か
し
は
聖
福
寺
の
後
、

入
海
の
中
の
小
洲
た
り
し
と
か
や
。
父
の
夢
に
見
し
女
の
よ
み
け

る
歌

ぬ
き
ゝ
す
る
そ
の
た
は
か
り
の
ぬ
れ
衣
は
な
か
き
な
き
名
の

た
め
し
な
り
け
り

ぬ
れ
衣
の
袖
よ
り
つ
た
ふ
な
み
た
こ
そ
な
き
名
を
な
か
す
た

め
し
な
り
け
れ

ぬ
れ
衣
を
よ
め
る
後
人
の
歌
多
け
れ
ど
、
い
た
つ
か
は
し
け
れ
ば

し
る
さ
ず
。	

	
	
	
	
	
	
	

『
筑
前
国
続
風
土
記
』（
巻
五　

那
珂
郡
上
）
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Ａ
文
政
四
（
一
八
二
一
）
年　

奥
村
玉
蘭
編
『
筑
前
名
所
図
会
』

Ａ
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年　

伊
藤
常
足
『
太
宰
管
内
志
』

＊
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年　

九
州
大
学
文
学
部
蔵
『
博
多
之
記
』

論
旨
の
都
合
上
、『
続
風
土
記
』
と
同
様
の
記
述
内
容
で
あ
る
も
の
に

「
Ａ
」
を
付
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
博
多
の
地
誌
類
に
記
さ
れ
る
「
濡

れ
衣
」
説
話
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
益
軒
が
記
し
た
内
容
に
準
拠
し
て
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

（
注
５
）、

改
め
て
益
軒
の
記
述
の
影
響
の
大
き
さ
を

感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
＊
で
示
し
た
よ
う
に
、『
石
城
志
』

や
九
州
大
学
文
学
部
蔵
『
博
多
之
記
』
の
記
述
内
容
等
か
ら
、
当
時
の

博
多
で
は
、
益
軒
の
記
し
た
「
濡
れ
衣
」
説
話
以
外
の
内
容
も
含
ん
で

語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、『
石
城
志
』
に
つ
い
て

	

『
石
城
志
（
注
６
）』

は
、
凡
例
等
に
よ
り
、
黒
田
藩
医
津
田
元
顧
・
元
貫
親
子

が
、
筑
州
に
関
す
る
古
記
録
の
み
な
ら
ず
、
当
時
博
多
に
伝
わ
っ
て
い

た
伝
承
を
も
取
り
込
み
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ

で
、
次
に
『
石
城
志
』
巻
五
（
佛
事
下
）
に
所
収
さ
れ
る
「
濡
れ
衣
」

説
話
を
掲
げ
る
（
論
旨
の
都
合
上
、
私
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
傍
線
を

付
し
た
）。

こ
の
よ
う
に
、
博
多
に
お
け
る
「
濡
れ
衣
」
説
話
は
、
現
在
に
至
る
ま

で
、
必
ず
こ
の
石
堂
川
近
く
に
あ
る
大
き
な
石
と
結
び
つ
け
ら
れ
な
が

ら
語
り
継
が
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、『
閲
史
筌
蹄　

筑
前
郷
土
史
解
題

（
注
４
）』

な
ど
を
参
考
に
、
管
見
に
入
っ
た
限
り
の
「
濡
れ
衣
」
説
話
を
記
し
た

主
な
地
誌
類
に
つ
い
て
、
年
代
順
に
以
下
に
掲
げ
た
。

〔
筑
前
三
大
地
誌
〕

Ａ
貝
原
益
軒
編
『
筑
前
国
続
風
土
記
』

	
	
	
	

元
禄
元
年
（
一
六
八
八
年
）
頃
よ
り
編
集
開
始
。
元
禄
一

〇
年
（
一
七
〇
三
年
）
に
黒
田
藩
へ
献
上
。

Ａ
加
藤
一
純
・
鷹
取
周
成
編
『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』

	
	
	
	

天
明
四
年
（
一
七
八
四
年
）
頃
よ
り
編
集
開
始
。
寛
政
五

年
（
一
七
九
三
年
）
に
黒
田
藩
へ
献
上
。

Ａ
青
柳
種
信
編
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』

	
	
	
	

文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
年
）
よ
り
編
集
開
始
。

〔
そ
の
他
〕

Ａ
元
禄
四
（
一
六
九
八
）
年　

貝
原
益
軒
『
筑
前
名
寄
』

Ａ
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年　

安
見
有
定
『
筑
陽
記
』

Ａ
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年　

末
永
虚
舟
『
筑
前
国
名
所
記
』

Ａ
元
文
三
（
一
七
三
八
）
年　

熊
本
敬
卿
『
博
多
古
説
拾
遺
』

＊
明
和
二
（
一
七
六
五
）
年　

津
田
元
顧
・
元
貴
『
石
城
志
』
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古
墳	

	
	
	
	
	
	

濡
衣

Ａ
続
風
土
記
云
、
聖
武
天
皇
の
御
時
、
佐
野
近
世
と
い
ふ
人
、
筑
前

の
守
に
て
下
り
し
に
京
よ
り
具
し
け
る
妻
、
此
国
に
て
死
せ
り
。

（
中
略
）
濡
衣
を
よ
め
る
後
人
の
歌
多
け
れ
ど
、
い
た
つ
が
は
し
け

れ
ば
し
る
さ
ず
。

Ｂ
今
按
、
本
州
船
師
総
司
吉
田
重
昌
等
が
著
せ
る
江
海
風
帆
草
に

し
る
せ
る
は
、
続
風
土
記
の
説
に
少
し
く
異
也
。
云
、
濡
衣
と

い
ふ
事
は
、
昔
、
①
筑
前
守
平
の
定
ふ
ん
と
い
ふ
人
の
娘
の
あ

り
け
る
に
、
継
母
の
讒
に
て
、
蜑
の
濡
衣
を
か
り
と
り
て
、
女

の
朝
ゐ
し
た
り
け
る
ふ
し
ど
に
、
是
を
ぬ
き
ゝ
せ
て
、
さ
ら
ぬ

や
う
に
て
置
た
り
し
に
、
か
ね
て
心
を
合
せ
け
る
海
人
来
り

て
、
娘
ご
の
我
衣
を
と
ら
せ
侍
ふ
ぞ
と
、
さ
も
心
な
き
蜑
衣
、

ひ
と
へ
に
な
き
名
を
い
ひ
付
た
り
。
則
、
盗
人
の
事
な
れ
ば
、

父
、
是
を
聞
付
て
、
世
の
聞
へ
見
ぐ
る
し
と
て
、
娘
を
や
が
て

殺
し
け
り
。
其
後
、
か
の
む
す
め
、
父
が
夢
に
み
へ
つ
ゝ
一
首
。

	
	
	
	

ぬ
き
着
す
る
そ
の
た
ば
か
り
の
濡
衣
は
な
が
き
涙
の
た
め

し
な
り
け
り

	

と
い
ひ
捨
て
、
さ
め
ぐ
と
泣
と
思
へ
ば
、
夢
さ
め
ぬ
。
し
か
あ

れ
ど
、
父
是
を
と
り
あ
げ
ざ
り
け
れ
ば
、
又
の
夜

	
	
	
	

濡
衣
の
袖
よ
り
つ
た
ふ
し
づ
く
こ
そ
な
き
名
た
つ
身
の
涙

な
り
け
り

	

か
く
あ
り
け
れ
ば
、
父
驚
き
て
、
母
を
も
う
し
な
ひ
、
②
娘
の

供
養
に
と
て
、
博
多
の
七
堂
を
建
立
し
た
り
と
云
。
そ
れ
よ
り

な
き
名
お
ひ
た
る
を
、
蜑
の
ぬ
れ
衣
と
は
い
ふ
な
り
。
七
堂
、

此
時
に
建
し
と
い
ふ
は
い
ぶ
か
し
け
れ
ど
も
、
い
ひ
傳
へ
侍
れ

ば
、
記
す
也
云
々
。

Ｃ
又
按
、
一
条
禅
閤
の
歌
林
良
材
、
北
村
季
吟
の
大
和
物
語
抄
、
長

頭
丸
の
説
に
も
、
濡
衣
の
事
、
た
ゞ
し
き
出
所
み
へ
ぬ
よ
し
侍
り
、

此
輩
は
さ
ば
か
り
の
博
覧
な
り
し
か
ど
も
、
た
ま
さ
か
に
か
う
が

へ
の
こ
さ
れ
し
に
や
。

Ｄ
近
年
福
岡
の
商
人
、
聖
福
寺
中
町
の
石
橋
に
（
聖
福
寺
十
境
の
内
、

通
津
橋
、
則
此
所
な
り
）
つ
ま
づ
き
倒
れ
し
が
、
其
後
、
夢
の
告

あ
り
と
て
、
彼
橋
石
を
ほ
り
返
し
見
る
に
、
尺
餘
の
方
な
る
石
に
、

梵
字
あ
り
、
所
の
者
、
濡
衣
の
古
墳
也
と
て
、
香
花
を
供
す
。
本

文
の
説
と
合
わ
せ
見
る
べ
し
。
一
説
に
佐
野
近
世
が
舘
は
、
今
の

浜
口
町
の
返
に
あ
り
し
と
云
、
不
審
。

	
	
	
	

『
石
城
志
』
巻
五
（
佛
事
下
）

四
種
の
「
濡
れ
衣
」
説
話
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
私
に
内
容
に
応
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じ
て
「
Ａ
」
～
「
Ｄ
」
と
し
て
分
類
し
た
。

	
ま
ず
、「
Ａ
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
Ａ
」
は
中
略
し
て
い
る
が
、『
続

風
土
記
』
と
同
じ
「
濡
れ
衣
」
説
話
を
記
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
。

	

次
に
四
角
枠
で
囲
ん
だ
「
Ｂ
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
点
線
で
示
し
た

よ
う
に
「
吉
田
重
昌
等
が
著
せ
る
江
海
風
帆
草
に
し
る
せ
る
は
」
と
し

て
、「
Ａ
」
と
は
少
し
異
な
っ
た
内
容
を
記
し
て
い
る
。
ま
ず
①
に
あ
る

「
筑
前
守
平
の
定
ぶ
ん
」
と
い
う
名
は
、
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
蔵
『
伊

勢
物
語
註
』
や
書
陵
部
蔵
『
伊
勢
物
語
抄
』
な
ど
の
勢
語
注
に
見
ら
れ

る
父
の
名
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
続
風
土
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
濡
れ

衣
」
説
話
を
記
し
な
が
ら
、
傍
線
部
②
に
あ
る
よ
う
に
「
博
多
の
七
堂

を
建
立
し
た
」
と
す
る
。
太
字
で
示
し
た
『
江
海
風
帆
草
』
で
あ
る
が
、

宝
永
元
年
の
識
語
を
持
つ
航
海
記
で
あ
る
。『
国
書
総
目
録
』
に
よ
る

と
、
五
本
の
写
本
の
所
在
が
知
ら
れ
、
活
字
本
と
し
て
『
続
々
群
書
類

従
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
あ
る
。
今
回
全
て
の
伝
本
の
内
容
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
本
に
よ
り
立
項
の
有
無
の
違
い
は
あ
る
も
の

の
、「
濡
れ
衣
」
に
関
し
記
さ
れ
た
内
容
は
『
続
風
土
記
』
と
ほ
ぼ
同
じ

だ
っ
た
。

	

次
に
「
Ｃ
」
で
は
、
諸
書
の
古
典
注
釈
書
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
濡
れ

衣
」
説
話
に
つ
い
て
記
し
、「
Ｄ
」
で
は
、
濡
衣
塚
の
塚
の
由
来
の
異
説

と
娘
の
父
の
館
に
つ
い
て
記
す
。

	

「
Ｄ
」
の
伝
承
の
出
所
な
ど
は
辿
れ
な
か
っ
た
が
、『
石
城
志
』
が
記

さ
れ
た
当
時
は
、
こ
の
よ
う
に
、
濡
衣
塚
に
纏
わ
る
様
々
な
言
説
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
中
山
平
次
郎
氏
は
「
此
濡
衣
伝
説
は
昔
の
人
に

余
程
強
い
印
象
を
与
へ
た
と
見
え
て
、
博
多
古
図
に
は
な
く
て
は
な
ら

ぬ
名
所
と
な
り
大
抵
の
古
図
に
掲
げ
て
あ
る
。」
と
指
摘
す
る

（
注
７
）。

ま
た
、

『
石
城
志
』
巻
十
二
「
今
俗
所
謂
博
多
八
景
」
で
は
「
濡
衣
夜
雨　

箱
崎

晴
風　

分
杉
秋
月　

奈
多
落
雁　

博
多
帰
風　

横
岳
晩
鐘　

竈
山
暮
雪　

名
嶋
夕
照
」
と
あ
り
、
八
景
の
最
初
に
濡
衣
塚
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（
注
８
）。

	

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
濡
衣
塚
や
そ
れ
に
纏
わ
る

「
濡
れ
衣
」
説
話
は
、
当
時
の
博
多
に
お
い
て
、『
続
風
土
記
』
な
ど
の

影
響
か
ら
一
定
の
定
型
化
を
も
っ
て
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、

色
々
な
巷
説
も
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
次
に
掲
げ

る
九
州
大
学
文
学
部
図
書
館
蔵
『
博
多
之
記
』
か
ら
も
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
る
。四

、
九
州
大
学
文
学
部
蔵
『
博
多
之
記
』
に
つ
い
て

	

九
州
大
学
文
学
部
蔵
『
博
多
之
記
』（
国
史
／
４
Ｄ
／
６
２
）
は
、
享

保
十
七
年
ま
で
の
博
多
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
。
若
干
の
記

述
の
違
い
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
記
し
た
も
の
が
、
福

岡
県
立
図
書
館
に
『
筑
陽
博
多
記
』
と
表
題
を
付
さ
れ
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
九
州
大
学
文
学
部
図
書
館
蔵
『
博
多
之
記
』
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を
用
い
た
。『
博
多
之
記
』
に
記
さ
れ
る
「
濡
れ
衣
」
説
話
の
内
容
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
濡
衣
霊
社
（
石
堂
口
橋
側
／
松
原
の
内
に
有
り
）、（
中
略
）

早
良
郡
残
の
嶋
に
ぬ
れ
衣
の
瀬
と
申
す
て
女
の
屍
流
。
か
ゝ
り
し

所
と
■
。

中
略
し
た
箇
所
に
は
、『
続
風
土
記
』
な
ど
に
記
さ
れ
る
「
濡
れ
衣
」
説

話
と
同
様
の
内
容
が
記
さ
れ
る
。
■
は
虫
損
の
た
め
、
判
読
不
能
で
あ

る
こ
と
を
示
す
。
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
、
娘
の
死
体
が
早
良
郡
の

「
残
の
嶋
（
現
在
の
能
古
島
）」
に
流
れ
着
い
た
と
あ
る
。
近
世
期
、
残

の
嶋
は
、
廻
船
業
に
よ
り
浦
が
発
達
し
て
い
た

（
注
９
）。

具
体
的
に
は
、
江
戸

初
期
、
福
岡
城
を
は
じ
め
と
す
る
城
の
築
城
の
た
め
の
石
の
産
地
で
あ

り
、
そ
の
石
は
江
戸
や
名
古
屋
・
大
阪
な
ど
に
も
運
ば
れ
た
。
そ
の
後
、

残
の
嶋
浦
は
五
ケ
浦
廻
船
の
根
拠
地
の
一
つ
と
し
て
繁
栄
し
て
い
く
。

当
時
の
濡
衣
塚
は
、
近
松
門
左
衛
門
作
の
浄
瑠
璃
「
博
多
小
女
郎
波
枕
」

の
舞
台
で
あ
る
柳
町
と
と
も
に
、
遊
郭
と
し
て
栄
え
て
い
た
新
茶
屋
の

入
り
口
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
濡
衣
塚
は
玄
武

岩
で
出
来
て
お
り）

（注

（
注

、「
残
の
嶋
」
も
玄
武
岩
の
産
地
と
し
て
有
名
で
あ
っ

た
。
想
像
の
域
を
脱
し
得
な
い
が
、
こ
の
残
の
嶋
に
娘
の
遺
体
が
流
れ

着
い
た
と
す
る
伝
承
は
、
博
多
の
遊
郭
で
遊
ん
で
い
た
廻
船
の
船
員
達

に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
遊

郭
の
中
で
、
様
々
な
伝
聞
を
含
み
つ
つ
「
濡
れ
衣
」
説
話
が
享
受
さ
れ

て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、『
早
良
郡
志
』
や

現
在
の
能
古
島
の
地
図
・
古
跡
を
記
し
た
観
光
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な

ど
を
見
て
も
、「
濡
れ
衣
」
説
話
に
関
す
る
伝
承
を
見
出
す
こ
と
は
出
来

な
か
っ
た
。

	

だ
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
博
多
に
は
、
諸
書
に
記
さ
れ
る

よ
り
多
く
の
「
濡
れ
衣
」
説
話
に
関
す
る
言
説
が
享
受
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。

五
、
石
堂
丸
物
語
と
の
交
響

	

「
濡
れ
衣
」
説
話
は
、
さ
ら
に
石
堂
丸
誕
生
の
話
と
も
交
わ
っ
て
い

く
。
寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
刊
『
苅
萱
道
心
行
状
記）

（（

（
注

』
に
は
、
以
下

の
よ
う
に
石
堂
丸
誕
生
の
様
子
を
記
す
。

（
加
藤
繁
昌
は
）
已
に
四
十
有
餘
ま
で
未
だ
嗣
子
な
き
事
を
憂
へ
、

同
国
香
椎
の
宮
に
詣
で
丹
誠
を
抽
で
祈
け
る
。
抑
、
筑
前
國
香
椎

の
宮
と
申
奉
る
は
、
当
国
糟
屋
郡
に
鎮
座
ま
し
〳
〵
異
国
の
仇
を

防
ぎ
守
ら
せ
を
は
し
ま
す
。
人
王
五
十
五
代
の
姫
帝
神
功
皇
后
の

御
社
な
り
。
仲
哀
天
皇
此
地
に
於
て
崩
御
ま
し
〳
〵
け
れ
ば
、
其
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棺
を
椎
の
木
に
掛
し
に
、
異
香
薫
じ
た
り
し
か
ば
、
其
木
を
香
椎

と
名
付
け
た
り
。
今
も
其
種
を
植
つ
ゞ
け
て
神
木
と
せ
り
。
皇
后

異
賊
を
征
し
玉
ひ
し
時
、
此
よ
り
御
旗
を
す
ゝ
め
玉
ひ
し
事
、
日

本
紀
に
詳
な
り
。
か
ゝ
る
尊
き
宮
居
な
れ
ば
、
な
ど
か
霊
験
な
か

ら
ん
や
。
十
七
日
参
籠
せ
し
。
満
散
の
暁
白
衣
の
神
人
枕
上
に
立
、

吾
は
此
当
社
の
御
使
な
り
。
汝
じ
領
内
を
始
め
と
し
て
、
國
中
の

凶
徒
を
平
げ
、
民
安
く
波
静
な
る
も
、
皆
是
汝
が
心
づ
く
し
の
、

海
山
の
幸
多
か
る
。
此
の
春
の
ゆ
た
か
さ
、
祈
ら
ず
と
も
、
い
か

で
守
た
ま
は
ざ
ら
ん
。
①
今
後
嗣
の
子
を
授
け
玉
ふ
。
筥
崎
の
松

原
の
西
の
橋
ぎ
は
、
博
多
の
東
、
石
堂
口
の
川
の
邊
に
至
る
べ
し
。

彼
の
處
に
温
潤
に
し
て
、
玉
の
如
き
石
あ
る
べ
し
。
其
石
を
た
づ

さ
へ
帰
つ
て
、
妻
女
に
與
へ
よ
。
必
ず
男
子
生
ず
べ
し
と
。
あ
ら

た
な
る
霊
夢
を
感
し
、
直
に
石
堂
川
口
に
馳
行
、
此
處
彼
所
と
尋

ぬ
れ
ど
、
更
に
霊
夢
の
如
き
石
も
な
し
。
然
れ
ど
も
神
の
告
な
り
。

何
ぞ
其
験
な
か
ら
ん
や
と
、
普
尋
求
る
處
に
、
何
れ
の
代
何
れ
の

人
の
造
立
と
も
さ
だ
か
な
ら
ず
。
最
舊
た
る
石
佛
の
地
蔵
一
體
ま

し
ま
す
。
立
ち
よ
り
て
見
る
に
、
左
の
御
手
に
如
意
宝
珠
の
形
あ

る
べ
き
を
、
さ
は
な
く
し
て
鶏
卵
の
如
き
、
圓
石
あ
り
て
掌
に
の

せ
玉
へ
り
。
疑
な
く
此
石
な
ら
ん
と
、
取
っ
て
み
れ
ば
果
し
て
告

に
た
が
は
ず
、
温
な
る
事
人
肌
の
如
く
、
光
明
か
く
や
く
と
し
て
、

あ
た
り
を
射
る
。（
中
略
）
②
翌
年
長
承
改
元
の
年
、
正
月
二
十
四

日
の
暁
、
男
子
を
産
す
。（
中
略
）
③
件
の
霊
石
を
得
た
り
し
地
の

名
を
以
て
、
幼
名
と
し
て
、
石
堂
丸
と
稱
す
。	

	
	
	
	
	
	
	

（
巻
一
「
加
藤
繁
昌
後
嗣
を
祈
る
」）

傍
線
部
①
に
は
、『
続
風
土
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
濡
れ
衣
を
着
せ
て

殺
さ
れ
た
娘
の
供
養
塔
と
同
じ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
所
に
石
が

あ
り
、
そ
し
て
そ
の
石
を
抱
き
、
傍
線
部
②
の
よ
う
に
男
の
子
が
生
ま

れ
、
傍
線
部
③
に
「
石
堂
丸
」
と
名
付
け
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
次
に

挙
げ
た
巻
三
で
は
、
濡
衣
塚
を
石
堂
丸
の
父
が
尋
ね
る
シ
ー
ン
も
描
か

れ
る
。名

所
舊
跡
、
問
玉
は
ず
と
も
知
玉
ふ
べ
け
れ
ど
も
、
汝
等
は
知
る

べ
か
ら
ず
、
語
て
聞
せ
ん
と
す
る
ぞ
。
此
あ
た
り
近
き
、
聖
福
寺

の
西
門
の
邊
に
、
古
墳
一
堆
あ
り
。
あ
れ
こ
そ
濡
衣
の
女
が
塚
な

り
。
さ
れ
ば
濡
衣
の
女
と
云
は
、
往
古
聖
武
天
皇
の
御
宇
、
佐
野

の
近
世
と
云
し
人
（
中
略
・『
続
風
土
記
』
と
同
様
の
「
濡
れ
衣
」

説
話
が
記
さ
れ
る
）
此
二
首
の
歌
を
語
り
傳
へ
、
世
の
人
あ
は
れ

み
て
、
彼
女
の
塚
に
種
々
の
手
向
し
て
、
な
き
跡
を
吊
ひ
し
が
、

今
代
遠
く
舊
た
れ
ば
、
其
故
を
だ
に
知
る
者
な
く
、
年
々
春
の
草

生
ぬ
る
の
み
。	

	
	
	

（
巻
三
「
繁
氏
國
中
の
舊
跡
を
語
る　

附
濡
衣
の
女
の
事
」）
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こ
れ
に
つ
い
て
中
山
平
次
郎
氏
は
、「
此
昔
話
の
み
な
ら
ず
、
石
堂
川
を

遡
る
と
苅
萱
の
関
が
あ
り
、
又
川
を
下
る
と
石
堂
丸
の
古
跡
が
あ
り
、

石
堂
川
下
流
の
返
か
ら
小
説
的
伝
説
が
発
散
し
た
や
う
に
思
は
れ
、
濡

衣
塚
建
立
講
元
二
十
七
人
及
何
安
と
い
ふ
人
の
う
ち
に
伝
説
作
者
が
居

る
か
、
或
は
何
か
の
関
係
が
あ
る
と
な
る
と
面
白
い
が
、
そ
れ
が
判
ら

な
い
で
あ
ら
う
か
。」
と
指
摘
す
る）

（注

（
注

。
ま
た
弓
削
淳
一
氏
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
る）

（注

（
注

。

こ
の
説
話
は
、
実
は
『
苅
萱
道
心
行
状
記
』
巻
之
三
「
繁
氏
國
中

の
舊
跡
を
語
る　

附
濡
衣
の
女
の
事
」
に
も
あ
る
。
物
語
中
、
女

の
嫉
妬
の
恐
ろ
し
さ
・
世
の
無
常
を
感
じ
た
繁
氏
の
出
家
遁
世
の

き
っ
か
け
に
な
っ
た
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
こ
れ
は
『
筑
前
名

寄
』
や
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
を
参
考
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。『
筑
前
名
寄
』
は
元
禄
四
（
一
六
九
一
）
年
成
立
。『
筑

前
国
続
風
土
記
』
は
宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
年
の
成
立
で
あ
る
。

「
石
堂
」
に
つ
い
て
は
、『
筑
前
名
寄
』
に
は
「
箱
崎
松
原
の
西
の

橋
ぎ
は
、
博
多
の
東
、
石
堂
江
の
川
の
返
な
る
小
池
の
内
に
在
」

と
あ
り
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
石
堂
」

の
項
が
あ
り
、『
苅
萱
道
心
行
状
記
』
の
作
者
は
や
は
り
こ
れ
ら
の

記
述
を
見
て
、
筑
前
博
多
に
「
石
堂
」
と
い
う
聖
地
が
あ
る
こ
と

に
気
付
き
、
こ
の
「
石
堂
丸
誕
生
の
説
話
」
を
創
作
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

石
堂
丸
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
近
世
の
地
誌
類
で
は
、
苅
萱

関
に
つ
い
て
は
石
堂
丸
の
話
が
記
さ
れ
る
が
、
博
多
の
「
石
堂
」
の
項

目
に
お
い
て
、
石
堂
丸
に
つ
い
て
触
れ
る
記
述
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

古
地
図
に
お
い
て
は
、
明
和
二
年
以
降
に
作
成
さ
れ
た
と
す
る
「
博
多

往
古
図
」
と
、
住
吉
神
社
蔵
「
博
多
古
図
」
の
二
本
が
石
堂
丸
の
出
生

地
を
描
く）

（注

（
注

。
筑
土
鈴
寛
は
「
か
る
か
や
考
」
に
お
い
て
、
石
堂
及
び
博

多
七
堂
に
つ
い
て
「
博
多
に
宋
人
建
立
す
る
と
こ
ろ
の
百
堂
の
旧
跡

に
、
栄
西
、
聖
福
寺
を
造
営
し
た
と
地
誌
の
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
の
百
堂
は
各
所
に
数
百
の
堂
が
あ
っ
て
、
そ
の
名
な
の
で
あ
っ
た

が
、
究
め
て
見
な
い
が
、
今
博
多
の
町
名
に
普
賢
堂
、
辻
堂
、
石
堂
、

沖
の
堂
、
脇
堂
、
瓦
堂
の
七
堂
あ
っ
て
、
地
名
辞
典
に
往
古
佛
堂
な
り

し
に
や
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
百
堂
も
亦
是
等
の
堂
の
類
で
あ
っ
た
と
思

は
れ
る
。」
と
記
し
て
い
る
。
最
近
に
な
る
と
、
こ
の
博
多
七
堂
は
、
豊

臣
秀
吉
の
太
閤
町
割
と
合
わ
せ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る）

（注

（
注

。

	

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
石
堂
丸
の
出
生
譚
は
、「
濡
れ

衣
」
説
話
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
「
博
多

七
堂
」
に
ま
つ
わ
る
言
説
、
そ
こ
に
濡
れ
衣
を
着
せ
て
殺
さ
れ
た
娘
の

供
養
と
し
て
建
立
さ
れ
た
「
七
堂
」
を
は
じ
め
、「
石
堂
」
と
い
う
地
名

に
引
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
石
堂
丸
の
出
生
譚
が
結
び
つ
き
、
さ
ら
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に
、
最
近
で
は
太
閤
町
割
と
博
多
七
堂
ま
で
も
が
結
び
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
語
ら
れ
る
、
ま
た
伝
承
さ
れ
る
場
に
応
じ
て
彩
ら
れ
、
現
在
に

伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
、
近
代
以
降
の
「
濡
れ
衣
」
説
話

	

最
後
に
、
近
代
以
降
の
「
濡
れ
衣
」
説
話
の
展
開
に
つ
い
て
確
認
す

る
。

	

明
治
に
入
り
『
筑
前
旧
志
略）
（注

（
注

』
や
『
石
城
遺
聞）
（注

（
注

』
な
ど
の
地
誌
類
も

出
版
さ
れ
た
が
、『
筑
前
旧
志
略
』
は
『
続
風
土
記
』
の
「
濡
れ
衣
」
説

話
の
内
容
に
よ
っ
て
お
り
、『
石
城
遺
聞
』
は
、「
濡
れ
衣
」
説
話
自
体

を
記
し
て
い
な
か
っ
た
。
佐
々
木
慈
寛
氏）

（注

（
注

は
、
明
治
三
十
年
に
町
内
の

有
志
の
寄
付
金
に
よ
っ
て
、
濡
衣
塚
を
瓦
ぶ
き
の
お
堂
に
収
め
て
祀
っ

た
こ
と
な
ど
を
伝
え
る
。
そ
し
て
、
塚
の
横
の
大
師
堂
に
は
老
琵
琶
僧

が
住
み
、
通
夜
堂
に
は
奉
仕
者
が
住
み
、
集
会
や
浄
瑠
璃
会
が
催
さ
れ

て
い
た
そ
う
で
、
夏
祭
り
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

	

こ
の
よ
う
に
、
近
代
以
降
も
地
元
の
人
々
か
ら
大
切
に
守
ら
れ
て
き

た
「
濡
れ
衣
」
説
話
は
、
明
治
期
か
ら
作
ら
れ
た
「
福
岡
市
街
地
図
」

の
裏
に
、「
市
街
名
勝
案
内
」
と
し
て
も　

紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

表
一

【
記
号
の
説
明
】

	

○
…「
濡
れ
衣
」
説
話
（
濡
衣
塚
）
に
関
連
す
る
記
述
が
あ
る
も
の

	

×
…「
濡
れ
衣
」
説
話
（
濡
衣
塚
）
に
関
連
す
る
記
述
が
な
い
も
の

記
号

年

備
考

○

明
治
四
十
一
年

○

大
正
三
年

○

大
正
八
年

○

大
正
十
五
年

○

昭
和
四
年

×

昭
和
四
年

「
市
内
郊
外
の
名
勝
案
内
」
と
し
て
、
東
公
園
・

西
公
園
を
は
じ
め
、
主
な
神
社
・
仏
閣
を
中
心

に
福
岡
国
際
飛
行
場
（
こ
の
年
、
東
京

－

福
岡

間
の
定
期
輸
送
が
始
ま
る
）
な
ど
が
紹
介
さ
れ

て
い
る

○

昭
和
九
年

×

昭
和
十
一
年

市
内
電
車
の
路
線
図
な
ど
、
交
通
機
関
の
案
内

が
中
心
と
な
る
（
こ
の
年
、
博
多
築
港
大
博
覧

会
が
開
催
さ
れ
、
福
岡
老
舗
デ
パ
ー
ト
岩
田
屋

も
開
店
し
た
）

×

昭
和
十
二
年

「
福
岡
新
名
所
有
力
商
品
一
覧
表
」
と
し
て
、
宣

伝
広
告
が
記
さ
れ
る

×

昭
和
十
五
年

主
に
、
デ
パ
ー
ト
や
娯
楽
施
設
の
案
内
が
記
さ

れ
る

し
か
し 
表
一 
よ
り
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
、
徐
々
に
そ
の
名
も
消

え
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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ま
た
、「
濡
れ
衣
」
説
話
は
、
ふ
る
さ
と
の
伝
承
と
し
て
各
種
の
本
に

収
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
、
娘
の
名
が
「
春
姫
」

と
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で 

表
二 

で
は
、
記
述
内
容
に
応

じ
て
Ａ
・
ａ
・
Ｂ
・
ｂ
の
記
号
を
用
い
て
分
類
し
た
。

表
二

【
記
号
の
説
明
】

Ａ
、	『
筑
前
国
続
風
土
記
』
の
記
述
に
基
づ
く
も
の

ａ
、	『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
基
づ
き
な
が
ら
、
娘
の
名
を
「
春

姫
」
と
す
る
も
の

Ｂ
、	『
石
城
志
』
の
記
述
（
博
多
七
堂
の
建
立
）
に
基
づ
く
も
の

ｂ
、	『
石
城
志
』
の
記
述
（
博
多
七
堂
の
建
立
）
に
基
づ
き
な
が

ら
、
娘
の
名
を
「
春
姫
」
と
す
る
も
の

①
…	『
博
多
之
記
』
に
記
さ
れ
る
、〝
能
古
島
に
娘
の
遺
体
が
流
れ

着
い
た
〟
と
い
う
記
述
の
あ
る
も
の
。

②
…
娘
が
濡
れ
た
衣
を
着
て
寝
て
い
た
理
由
を
〝
海
人
か
ら
盗
ん

だ
〟
と
せ
ず
、〝
義
母
が
、「
娘
が
義
母
を
呪
う
た
め
、
俄
雨

の
中
、
妙
見
堂
で
祈
願
し
て
い
た
の
を
見
た
」
と
海
人
に
言

わ
せ
た
〟
と
し
て
い
る
も
の
。

記
号

年
号

書
名
な
ど

①
Ｂ
大
正
二
年

『
伝
説
の
九
州　

筑
前
之
巻
』
竹
田
秋
樓
、
積
善

館
支
店

　

Ｂ
昭
和
三
年

『
福
岡
史
要
』
永
島
芳
郎
、
福
岡
市
教
育
支
会

②
ｂ
昭
和
七
年

『
趣
味
の
博
多
（
大
福
岡
市
巡
杖
）』
郷
土
の
歴

史
を
語
る
会
編
、
福
岡
協
和
会

②
ｂ
昭
和
十
一
年

『
筑
前
の
伝
説
』
佐
々
木
慈
寛
編
、
九
州
土
俗
研

究
会
編

　

Ｂ
昭
和
十
一
年

『
福
岡
市
郷
土
教
育
資
料
』
福
岡
市
教
育
会
編

　

ｂ
昭
和
十
三
年

『
筑
前
博
多
（
附
名
所
旧
跡　

郊
外
案
内
）』
福

岡
協
和
会

②
ｂ
昭
和
三
十
二
年
『
博
多
』
福
岡
市
観
光
課
編
、
福
岡
市
観
光
協
会

②
ｂ
昭
和
四
十
年

『
史
蹟
と
伝
説
』
福
岡
市
観
光
課

　

ｂ
昭
和
四
十
七
年
『
郷
土
の
も
の
が
た
り
』
福
岡
県

　

ｂ
昭
和
四
十
八
年
『
福
岡
市
の
史
話
と
観
光
』
福
岡
市
観
光
編

　

ｂ
昭
和
五
十
三
年
『
史
蹟
伝
説
を
尋
ね
て　

福
岡
篇
』
宮
部
末
吉

（
非
売
品
）

　

ｂ
昭
和
五
十
四
年
『
日
本
の
伝
説　

33
福
岡
の
伝
説
』
角
川
書
店

　

ｂ
昭
和
五
十
五
年
『
筑
前
の
古
寺
め
ぐ
り
』
安
川
静
生
、
み
ど
り
や

仏
壇
店
書
籍
部

　

ｂ
昭
和
六
十
年

『
息
吹
く
博
多
の
史
蹟
―
そ
の
歴
史
と
伝
説

探
訪
』
後
藤
光
秀
、
ア
ド
ア
サ
ヒ
・
ア
サ
ヒ
編

集
室

　

Ａ
昭
和
六
十
二
年
『
博
多
郷
土
史
事
典
』
井
上
精
三
、
葦
書
房

　

ｂ
昭
和
六
十
二
年
『
ふ
る
さ
と
の
伝
説
―
い
つ
で
も
伝
え
た
い

三
十
一
話
―
』
安
川
静
生
、
あ
ら
き
書
店
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ｂ
昭
和
六
十
三
年
『
よ
か
と
こ
博
多
読
本
』
筑
紫
の
歴
史
を
学
ぶ
会

　

ｂ
平
成
六
年

『
福
岡
歴
史
百
景
』
後
藤
光
秀
、
葦
書
房

　

ｂ
平
成
二
十
一
年
『
福
岡
歴
史
が
め
煮
（
博
多
区
・
中
央
区
編
）』

空
閑
龍
二
氏
、
海
鳥
社

	

こ
れ
ら
の
比
較
結
果
か
ら
、
最
近
で
は
圧
倒
的
に
、「
ｂ
」
の
娘
を
弔

う
た
め
に
七
堂
を
建
立
し
た
と
す
る
『
石
城
志
』
の
内
容
に
、「
春
姫
」

と
い
う
名
を
付
け
た
も
の
が
好
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ

で
、
現
在
一
般
的
に
知
ら
れ
る
「
濡
れ
衣
」
説
話
を
以
下
に
示
し
た
。

	

博
多
と
箱
崎
と
を
へ
だ
て
る
石
堂
川
（
御
笠
川
）
の
東
岸
、
石

堂
橋
の
ほ
と
り
に
梵
字
を
刻
み
込
ん
だ
濡
衣
塚
が
あ
る
。
奈
良
時

代
、
聖
武
天
皇
（
七
二
四
～
七
四
九
ま
で
在
位
）
の
こ
ろ
、
佐
野

近
世
と
い
う
人
が
筑
前
の
守
護
と
し
て
下
っ
て
き
た
が
、
都
か
ら

連
れ
て
き
た
妻
を
失
い
、
こ
の
土
地
で
後
妻
を
め
と
っ
た
。
先
妻

と
の
間
に
春
姫
と
い
う
娘
が
い
た
が
、
継
母
は
こ
の
娘
を
憎
み
、

亡
き
も
の
に
し
よ
う
と
企
ん
だ
。
そ
し
て
、
漁
夫
に
金
品
を
与
え

て
偽
り
の
訴
え
を
さ
せ
た
。「
都
の
姫
君
が
夜
に
な
る
と
わ
が
も

と
に
通
わ
れ
、
釣
衣
を
盗
ん
で
行
き
ま
す
。
お
返
し
く
だ
さ
い
」

と
い
う
漁
夫
の
声
に
、
近
世
は
驚
い
て
春
姫
の
寝
所
を
の
ぞ
い
て

見
る
と
、
濡
れ
た
衣
を
被
り
な
が
ら
眠
っ
て
い
た
。
濡
れ
た
釣
衣

は
継
母
が
眠
っ
て
い
る
娘
に
着
せ
か
け
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後

妻
の
悪
計
と
気
づ
か
な
か
っ
た
近
世
は
、
春
姫
の
い
い
わ
け
を
聞

こ
う
と
も
せ
ず
に
斬
り
殺
し
た
。	

	
	

そ
の
年
が
暮
れ
、
あ
る
夜
の
こ
と
春
姫
が
父
の
夢
枕
に
立
っ
て

二
首
の
歌
を
詠
ん
だ
。

濡
衣
の
袖
よ
り
つ
た
ふ
涙
こ
そ
永
き
世
ま
で
の
無
き
名
な
り

け
り

ぬ
ぎ
着
す
る
そ
の
た
ば
か
り
の
ぬ
れ
衣
は
永
き
浮
名
の
た
め

し
な
り
け
り

近
世
は
夢
か
ら
覚
め
て
春
姫
の
無
実
に
気
が
つ
い
た
。
不
明
を
悔

い
、
妻
を
離
別
し
、
肥
前
松
浦
山
に
入
っ
て
出
家
し
た
。
後
に
松

浦
上
人
と
呼
ば
れ
る
名
僧
に
な
っ
た
と
い
う
。
一
説
に
よ
る
と
、

佐
野
近
世
は
娘
の
供
養
の
た
め
、
石
堂
・
萱
堂
・
奥
ノ
堂
・
普
賢

堂
・
瓦
堂
、
脇
堂
、
辻
ノ
堂
の
七
堂
を
建
て
た
と
も
伝
え
ら
れ
、

七
つ
の
堂
の
名
は
い
ま
も
博
多
に
地
名
と
し
て
残
っ
て
い
る
。		

	

『
日
本
の
伝
説　

33
福
岡
の
伝
説
』	

	
	
	
	
	
	

（
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
四
年
）
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七
、
ま
と
め

	

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
博
多
に
お
け
る
「
濡
れ
衣
」
説
話
は
、
貝
原

益
軒
が
、「
濡
衣
塚
」
と
「
博
多
七
堂
」、「
太
閤
町
割
」
な
ど
、
そ
れ
ぞ

れ
を
区
別
し
シ
ン
プ
ル
な
形
で
記
し
た
こ
と
で
、
そ
の
後
の
地
誌
類
も

そ
れ
を
踏
襲
し
定
型
化
し
て
記
す
が
、
し
か
し
、
一
方
で
は
『
石
城
志
』

や
『
博
多
之
記
』
な
ど
の
記
述
か
ら
、
近
世
期
の
博
多
で
は
、
様
々
な

言
説
が
結
び
つ
き
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
近
代

に
入
り
、
益
軒
の
影
響
が
薄
ら
い
だ
の
か
、『
石
城
志
』
の
内
容
に
、
娘

の
名
を
「
春
姫
」
と
名
付
け
た
も
の
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し

て
、「
博
多
七
堂
」
や
「
石
堂
」
と
い
う
地
名
に
関
わ
る
言
説
や
由
来
と

合
わ
せ
て
、
石
堂
丸
の
出
生
譚
や
太
閤
町
割
ま
で
も
が
結
び
つ
い
て

い
っ
た
。

	

す
な
わ
ち
、
博
多
に
於
け
る
「
濡
れ
衣
」
説
話
の
展
開
は
、
前
稿
で

指
摘
し
た
よ
う
に
、
古
典
注
釈
に
記
さ
れ
る
「
濡
れ
衣
」
説
話
に
、
聖

福
寺
の
接
待
講
衆
に
纏
わ
る
板
碑
と
結
び
つ
き
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
海
に
近
い
場
所
で
あ
る
こ
と
や
、
博
多
の

人
々
に
と
っ
て
こ
の
地
は
博
多
の
周
縁
で
あ
り
、
霊
地
・
墓
場
と
い
う

境
界
の
イ
メ
ー
ジ
や
、「
濡
れ
衣
」
説
話
が
結
び
つ
き
や
す
い
土
地
の
属

性
の
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
博
多
に
お
け
る
「
濡
れ

衣
」
説
話
は
、
益
軒
の
記
述
に
よ
り
地
誌
類
の
中
で
は
一
定
の
定
型
化

を
見
る
が
、
そ
の
一
方
で
は
、「
博
多
七
堂
」
や
「
石
堂
」
と
い
う
地
名

と
臨
機
応
変
に
結
び
つ
き
、
現
代
ま
で
大
切
に
語
り
継
が
れ
て
き
た
の

だ
と
思
う
。

注

注
１	

大
島
由
紀
夫
氏
「「
濡
れ
衣
」
説
話
の
展
開
」『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学

会
誌
』
第
三
一
号
（
一
九
八
八
年
）

注
２	

拙
稿
「
博
多
に
お
け
る
「
濡
れ
衣
」
説
話
―
在
地
の
伝
承
性
―
」『
昔

話
―
研
究
と
資
料
―
』
第
三
九
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

注
３	

引
用
本
文
は
、『
筑
前
國
續
風
土
記
』（
貝
原
益
軒
編
、
伊
藤
尾
四
郎
校
訂
、

二
〇
〇
一
年
、
文
献
出
版
）
に
よ
る
。
な
お
『
福
岡
縣
史
資
料　

續
第
四

輯
（
地
誌
編
一
）』（
一
九
四
三
年
、
福
岡
県
）
も
参
照
し
た
。

注
４	

昭
和
八
年
に
福
岡
県
立
図
書
館
よ
り
発
行
。
引
用
は
昭
和
五
十
一
年
に
文

献
出
版
よ
り
復
刻
さ
れ
た
も
の
を
用
い
た
。

注
５	

こ
の
分
類
に
は
、
安
見
有
定
の
『
筑
陽
記
』（
宝
永
二
年
・
一
七
〇
五
年
）

の
記
述
（
濡
衣
旧
跡　

石
堂
橋
の
北
、
筥
崎
松
原
の
端
に
小
池
の
中
嶋
に

石
塔
有
。
是
佐
野
近
世
女
の
墓
也
と
云
へ
り
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
益

軒
の
記
述
が
直
接
の
影
響
と
い
う
わ
け
で
な
く
と
も
、
益
軒
の
記
し
た
内

容
と
同
様
の
も
の
に
も
、
○
を
付
け
て
い
る
。

注
６	

本
文
の
引
用
は
、
檜
垣
元
吉
監
修
『
石
城
志
』（
巻
一
～
六
、
一
九
七
七

年
、
中
央
公
論
社
）
に
よ
る
。

注
７	
中
山
平
次
郎
氏
「
博
多
古
図
」（『
古
代
乃
博
多
』
岡
崎
敬
校
訂
、
九
州
大

学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）

注
８	

『
石
城
志
』
で
は
、「
七
堂
」
の
項
目
で
は
、「
濡
れ
衣
」
説
話
に
関
し
て

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
「
七
堂
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
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記
述
さ
れ
て
い
る
。

七
小
路　

	
	

一
小
路　

中
小
路　

金
屋
小
路　

奥
小
路　

古
小
路　

濱
小
路　

對
馬
小
路

七
厨
子　

	
	

奥
堂
厨
子　

普
賢
堂
厨
子　

瓦
堂
厨
子　

萱
堂
厨
子　

脇
堂
厨
子
（
金
屋
町
を
云
）　

観
音
堂
厨
子
（
赤
町
を

云
）
文
珠
堂
厨
子
（
片
土
居
町
を
云
）

七
堂　

	
	

右
七
厨
子
の
内
、
観
音
堂
・
文
珠
堂
を
除
て
、
辻
堂
・

石
堂
を
加
へ
て
、
是
を
七
堂
と
云

七
口　

	
	

濱
口　

象
口　

龍
口　

川
口　

堀
口　

蓮
池
口　

渡

唐
口

七
流　

	
	

呉
服
町
流　

東
町
流　

西
町
流　

土
居
流　

須
崎
流　

石
堂
流　

魚
町
流

七
観
音　

	
	

大
乗
寺　

妙
音
寺　

観
音
寺　

龍
宮
寺　

聖
福
寺　

乳
峯
寺　

東
長
寺　

右
の
寺
に
在
、
其
寺
條
に
詳
也

又
、
里
俗
の
説
に
、
博
多
の
町
の
縦
横
は
、
七
條
の
袈
裟
に
表
せ
り

と
云

注
９	

以
下
、
能
古
島
に
関
し
て
は
『
福
岡
県
史　

通
史
編
福
岡
藩
（
一
）』
第

四
編
第
六
章
「
近
世
前
期
の
浦
と
海
運
」（
西
日
本
文
化
協
会
編
、
福
岡

県
、
一
九
九
八
年
）、『
早
良
郡
志　

全
』（
福
岡
県
早
良
郡
役
所
編
、
名

著
出
版
、
一
九
七
三
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

注
10	

『
福
岡
市
の
板
碑
』『
福
岡
市
の
板
碑
（
図
版
）』（
一
九
九
二
年
、
福
岡
市

教
育
委
員
会
）

注
11	

引
用
本
文
は
、『
佛
教
各
宗
續
高
僧
實
傳
』（
一
九
〇
三
年
、
博
文
館
）
所

収
「
苅
萱
道
心
行
状
記
」
に
よ
る
。

注
12	

中
山
平
次
郎
氏
「
博
多
古
図
」（『
古
代
乃
博
多
』
岡
崎
敬
校
訂
、
九
州
大

学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）

注
13	

弓
削
淳
一
氏
「「
苅
萱
・
石
堂
丸
物
語
」
と
そ
の
伝
説
」（『
九
州
民
俗
学
』

第
三
号
、
九
州
民
俗
学
会
、
二
〇
〇
五
年
）
第
四
節
・
六
「
濡
衣
説
話
と

「
苅
萱
・
石
堂
丸
物
語
」」

注
14	

福
岡
県
立
図
書
館
Ｈ
Ｐ
「
福
岡
県
の
近
世
絵
図
」（
本
稿
執
筆
時
、http://	
w
w
w
.lib.pref.fukuoka.jp/hp/tosho/kindai/index.htm

）
及
び
、
九

州
大
学
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
「
福
岡
・
博
多
の
史
料
」（
本
稿
執
筆
時
、

http://record.m
useum

.kyushu-u.ac.jp/Gallery.files/hakata.
htm
l

）
を
参
考
に
し
た
。

注
15	

博
多
祇
園
山
笠
公
式
Ｈ
Ｐ
な
ど
で
も
「
大
陸
貿
易
で
栄
え
た
博
多
は
戦
国

時
代
、
せ
め
ぎ
合
う
大
名
、
豪
族
の
争
奪
の
場
と
な
り
、
兵
火
に
遭
っ
て

焼
け
野
原
と
化
し
た
。
天
正
十
五
（
一
五
八
七
）
年
、
そ
の
復
興
を
命
じ

た
の
が
太
閤
秀
吉
で
、「
太
閤
町
割
り
」
あ
る
い
は
「
博
多
町
割
り
」
と

呼
ば
れ
る
。
当
時
も
奇
数
の
七
は
縁
起
が
い
い
と
さ
れ
、
流
も
七
つ
と
決

め
ら
れ
た
（「
七
流
」
の
ほ
か
「
七
小
路
」「
七
堂
」「
七
番
」
と
い
っ
た

言
い
方
も
あ
る
）。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

注
16	

本
文
は
、『
筑
前
史
料
叢
書　

上
巻
』「
筑
前
旧
志
略
」（
歴
史
図
書
社
、
一

九
七
八
年
）
を
参
考
に
し
た
。

注
17	

本
文
は
、『
石
城
遺
聞
』
山
崎
藤
四
郎
編
（
名
著
出
版
、
一
九
七
三
年
）
を

参
考
に
し
た
。

注
18	

『
濡
衣
塚
の
伝
説
と
古
跡
』（
佐
々
木
慈
寛
氏
、
福
岡
県
文
化
会
館
、
一
九

六
七
年
）

【
付
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
十
三
年
度
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
で
の
発
表
を
も

と
に
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
並
び
に
様
々
な
場
面
で
多
く
の
御
教
授

を
賜
り
ま
し
た
諸
先
生
方
に
、
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
博
多
に
お

け
る
「
濡
れ
衣
」
説
話
に
つ
い
て
は
、
太
宰
府
市
教
育
委
員
長
の
他
、
福

岡
市
民
の
祭
り
振
興
会
実
行
委
員
、
博
多
仁
和
加
振
興
委
員
会
常
任
理

事
、
博
多
那
能
津
会
会
長
な
ど
を
務
め
、
現
在
、
福
岡
県
観
光
ア
ド
バ
イ
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ザ
ー
で
あ
り
福
岡
市
イ
ベ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
で
も
あ
る
岡
部
定
一
郎

氏
に
、
貴
重
な
御
教
示
を
多
く
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

（
も
り　

さ
と
こ
・
九
州
産
業
大
学
専
任
講
師
）


