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秀

は
じ
め
に

　

山
雲
子
は
本
名
坂
内
直
頼
、
近
世
前
期
の
著
述
家
で
あ
る
。
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
生
ま
れ

で
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
逝
去
。
別
号
に
如
是
相
・
葉
山
之
隠
士
な
ど
が
あ
る
。
天
和
三

年
（
一
六
八
三
）
刊
『
和
歌
詞
林
抄
』・
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）『
有
職
袖
中
抄
』・
元
禄
四
年

（
一
六
九
一
）『
説
法
用
歌
集
諺
註
』
な
ど
、
数
々
の
注
釈
書
や
諺
解
書
を
著
し
た
。
近
年
、
さ
ら

に
多
く
の
著
作
が
山
雲
子
作
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
は
じ
め
た
。
先
に
筆
者
は
拙
稿
『
近
（
1
）

世
文

芸
』
九
九
号
「
山
雲
子
の
著
作
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
刊
『
名
女
情
比
』、

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
刊
『
好
色
袖
鑑
』
及
び
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
成
立
の
『
男
色
十
寸
鏡
』

は
山
雲
子
の
手
に
よ
る
作
の
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
で
は
、
加
え
て
『
名
女
情
比
』
と
同

じ
く
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
刊
の
い
く
つ
か
の
遊
女
評
判
記
に
つ
い
て
、
そ
の
可
能
性
を
探
り
た

い
と
思
う
。

　

『
都
風
俗
鑑
』（
半
紙
本
四
巻
四
冊
・
版
元
不
詳
）
は
、
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
三
月
刊
の
遊
女

評
判
記
で
あ
る
。
外
題
に
「
都
風
俗
鑑
」、
内
題
に
「
都
色
欲
大
全
」、
柱
記
に
「
笑
大
全
」
と
あ
る
。

巻
一
で
は
、
大
尽
を
は
じ
め
と
す
る
買
手
側
の
諸
相
、
巻
二
は
腰
元
な
ど
女
性
奉
公
人
の
風
俗
を
生

き
生
き
と
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
巻
三
は
若
衆
の
評
判
及
び
そ
の
相
手
側
の
女
、
若
後
家
の
様
子

な
ど
を
描
写
し
、
巻
四
は
風
呂
屋
女
・
茶
屋
女
な
ど
の
風
俗
の
女
性
の
有
様
な
ど
を
述
べ
て
い
る
。

総
じ
て
作
者
は
当
時
の
都
の
風
俗
遊
興
を
冷
静
な
目
で
観
察
し
、
写
し
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ

の
風
俗
描
写
は
後
の
西
鶴
の
浮
世
草
子
（
『
好
色
一
代
女
』
な
ど
）
に
影
響
を
与
え
た
り
、
西
鶴
と

類
似
し
た
着
想
を
持
っ
て
い
る
事
は
、
す
で
に
先
（
2
）

行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
作
者
に
つ
い
て
、
木
村
仙
秀
氏
は
『
稀
（
3
）

書
複
製
刊
行
稀
書
解
説
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

作
者
は
序
文
に
「
花
洛
の
遊
民
何
之
何
氏
拙
者
書
」
跋
文
に
「
我
友
何
氏
が
考
學
の
ひ
ま
〳
〵

に
当
世
男
女
の
事
を
つ
ら
ね
て
書
た
り
」
と
あ
り
て
、
例
の
如
く
そ
の
誰
な
る
を
知
ら
ず
、
さ

れ
ど
そ
の
書
相
画
風
刊
年
の
『
朱
雀
遠
目
鏡
』（
延
宝
九
年
正
月
）、『
同
諸
分
鑑
』（
同
年
四
月
）

と
同
じ
く
、
前
者
は
評
判
記
、
後
者
は
諸
分
を
記
せ
る
に
て
共
に
遊
女
物
な
る
に
、
そ
の
中
間

の
三
月
に
若
女
両
道
の
内
幕
を
描
寫
せ
る
は
、
或
は
同
一
人
の
所
業
な
ら
ん
歟
。

木
村
氏
は
『
朱
雀
遠
目
鏡
』『
都
風
俗
鑑
』『
朱
雀
諸
分
鑑
』
の
三
作
は
、
そ
の
筆
跡
や
挿
絵
の
類

似
性
な
ど
か
ら
、
遊
女
評
判
記
の
三
部
作
だ
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
は
同
一
人
物
に
よ
る
作
だ

と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
三
作
の
内
容
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
似
通
っ
て
い
る
の
か
は
言
及
さ
れ

て
い
な
い
。

　

こ
の
三
部
作
は
、
塩
村
耕
氏
が
「
西
鶴
同
時
代
の
隠
者
作
家　

山
雲
子
の
新
た
に
判
明
し
た
著

述
（
4
）」

に
お
い
て
山
雲
子
作
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
た
、
好
色
本
の
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
刊
『
好

色
訓
蒙
図
彙
』・
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
刊
『
好
色
貝
合
』
と
内
容
的
に
酷
似
し
て
い
る
。

　

本
論
で
は
、
具
体
的
に
『
朱
雀
遠
目
鏡
』『
都
風
俗
鑑
』『
朱
雀
諸
分
鑑
』
と
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』『
好

色
貝
合
』
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
前
三
者
は
同
じ
作
者
が
著
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
山
雲
子
の
著
作
で
あ
る
可
能
性
を
検
討
し
た
い
。

一　

遊
興
論
の
共
通
性
に
つ
い
て

　

『
朱
雀
遠
目
鏡
』（
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
正
月
刊
・
半
紙
本
二
冊
・
版
元
不
詳
）
は
島
原
遊
廓

の
太
夫
・
天
神
を
松
の
部
と
梅
の
部
に
分
け
て
品
定
め
し
た
遊
女
評
判
記
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
明

暦
元
年
（
一
六
五
五
）
刊
の
『
桃
源
集
』
を
模
範
と
し
た
も
の
で
、
現
存
す
る
数
少
な
い
島
原
遊
廓

の
遊
女
評
判
記
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
「
序
」
と
『
都
風
俗
鑑
』
に
見
ら
れ
る
遊
興
論
に
つ
い
て
少

し
検
討
を
加
え
て
み
る
。

　

ま
ず
、『
朱
雀
遠
目
鏡
』
の
「
序
（
5
）」

で
は
、

さ
れ
ば
槿
花
一
朝
の
詠
な
き
に
し
も
あ
ら
ざ
れ
ば
。
そ
れ
〳
〵
に
別
た
る
品
に
任
て
金
銀
を
な

げ
う
て
ば
。
た
つ
た
今
ま
で
ふ
づ
ま
り
な
る
。
う
ち
の
お
か
た
と
む
か
ひ
ゐ
た
り
し
欝う

つ

き気
も
は

れ
。
は
げ
し
か
れ
と
ハ
い
の
ら
ざ
り
し
。
名
も
初
瀬
の
山
の
神
に
ひ
き
か
え
て
。
善
女
人
と
鴛

４－１
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鴦
の
ふ
と
ん
の
上
に
。
海
老
の
枕
を
か
は
し
。
種
ゝ
雑
多
の
私
さ
ゝ
め
ご
と
語
ハ
い
へ
た
事
に
ハ
あ
ら
ず
。

『
都
風
俗
鑑
』
の
巻
二―

四
「
女
を
仕
立
て
る
手
入
并
奉
公
の
品
（
6
）」

で
は
、

と
り
〴
〵
、
し
な
〴
〵
に
て
侍
れ
ば
、
高
き
有
、
下
直
成
有
。
貴
賎
、
僧
俗
そ
れ
〳
〵
の
も
て
あ

そ
び
、
御
心
任
せ
に
し
て
、
更
に
手
を
尽
く
事
侍
ね
ば
、
品
の
わ
か
れ
た
る
に
任
せ
て
、
銭
銀
を

費
や
す
時
、
鴛
鴦
の
契
り
、
海か

い
ら
う老

の
濡
れ
、
比
翼
の
諸
分
、
連
理
の
以お

も
は
く為

、
ひ
と
つ
も
乏
し
き
事

な
し
。

両
作
品
と
も
、
都
の
遊
興
で
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
身
の
丈
に
合
う
遊
び
を
し
、
遊
女
な
ど
と
枕
を
交
わ

す
当
時
の
京
都
の
風
俗
を
描
い
て
い
る
。
傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、『
朱
雀
遠
目
鏡
』
の
「
別
た

る
品
に
任
て
」
は
『
都
風
俗
鑑
』
の
「
品
の
わ
か
れ
た
る
に
任
せ
て
」
と
似
た
よ
う
な
表
現
に
見

ら
れ
る
。
ま
た
、『
朱
雀
遠
目
鏡
』
の
「
善
女
人
と
鴛
鴦
の
ふ
と
ん
の
上
に
。
海
老
の
枕
を
か
は
し
」

と
『
都
風
俗
鑑
』
の
「
鴛
鴦
の
契
り
、
海
老
の
濡
れ
」
の
表
現
に
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

う
。
両
作
と
も
「
偕
老
」
と
い
う
単
語
の
当
て
字
に
「
海
老
」
を
使
っ
た
の
も
特
徴
と
い
え
よ
う
。

次
に
、『
朱
雀
遠
目
鏡
』
の
「
序
」
に
、
一
番
尊
ぶ
べ
き
大
尽
の
姿
に
つ
い
て
、

只
一
向
に
か
た
よ
ら
ず
。
中
庸
の
道
な
る
傾
城
遊
興
こ
そ
。
た
の
し
ミ
長
く
わ
け
も
た
ち
て
。

御
敵
は
い
ふ
に
不
及
。
宿
屋
の
亭
主
出
口
の
茶
屋
。
太
鼓
お
ろ
せ
に
い
た
る
ま
で
。
な
が
く
て

ほ
そ
き
御
め
を
か
け
さ
せ
ら
れ
。
福
大
臣
様
と
た
う
と
む
べ
き
も
の
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
遊
廓
に
お
い
て
、
行
き
過
ぎ
た
遊
び
方
は
宜
し
く
な
い
事
で
あ
り
、
遊
廓
の
上

か
ら
下
ま
で
バ
ラ
ン
ス
よ
く
末
永
く
面
倒
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
大
尽
こ
そ
が
、
皆
に
慕
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

一
方
、『
都
風
俗
鑑
』
の
巻
一―

三
「
大
臣
嶋
原
に
来
て
の
諸
分
并
大
臣
に
上
中
下
有
事
」
で
は
、

つ
ね
〴
〵
も
挙
屋
、
太
鼓
、
又
は
遣
手
、
禿
、
挙
屋
の
下
〻
、
出
口
の
茶
屋
、
卸

お
ろ
せ

に
至
る
ま
で

も
、
そ
れ
〳
〵
に
物
を
取
ら
せ
、
又
は
酒
盛
の
折
か
ら
、
折
に
触
れ
て
は
宿
屋
の
女
房
、
親
父
、

遣
手
に
至
ま
で
も
座
敷
に
召
出
し
、
興
に
乗
じ
て
露
を
打
つ
、
又
上
郎
に
は
折
〻
の
衣
装
を
取

ら
せ
、
又
は
借
銀
有
に
は
、
済
し
て
取
ら
す
る
。
是
分
知
り
の
御
大
尽
、
諸
人
の
尊
ぶ
事
、

『
朱
雀
遠
目
鏡
』
の
よ
う
に
作
者
が
良
し
と
す
る
遊
び
方
に
つ
い
て
こ
そ
言
及
し
て
い
な
い
も
の

の
、
や
や
表
現
を
変
え
て
い
る
が
、
遊
廓
の
下
々
ま
で
手
が
届
く
大
尽
こ
そ
「
尊
ぶ
べ
き
大
尽
」
の

有
る
べ
き
姿
だ
と
考
え
て
い
る
点
は
『
朱
雀
遠
目
鏡
』
と
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
野
暮
な
買
手
の
様
子
に
つ
い
て
、『
朱
雀
遠
目
鏡
』
の
「
序
」
で
は
、

跡
前
の
首
尾
そ
ろ
は
ぬ
わ
ら
う
ハ
。
夏
の
む
し
の
と
ん
で
火
に
入
が
ご
と
し
。
其
さ
か
ん
成
内

こ
そ
全
盛
に
か
ゝ
や
く
べ
け
れ
。
只
夏
の
田
の
稲
の
と
の
。
ち
ら
〳
〵
と
し
て
あ
が
り
鯰
に
な

る
事
ハ
。
是
大
き
な
る
は
ま
り
さ
う
な
り
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、『
都
風
俗
鑑
』
の
巻
一―

四
「
月
な
る
買
手
の
事
」
で
も
、

片か
た
か
げ隠

に
て
は
嬉
し
が
り
て
、
結
句
笑
物
に
し
て
褒
め
そ
や
せ
ば
、
彼
の
若わ

か

う公
機
嫌
に
乗
じ
て
、

彼
等
が
馬
鹿
慇
懃
を
嬉
し
が
り
て
、
滅
多
と
使
ひ
捨
て
ゝ
、
程
な
く
あ
が
り
鯰
と
成
な
り
。
是

を
吝
き
大
臣
と
丸
じ
合
れ
ば
、
よ
き
物
を
と
思
ふ
も
あ
り
。
又
我
こ
そ
分
知
り
顔
に
座
配
立
て

し
て
、
又
は
余
情
の
過
を
言
ひ
散
し
、
大
き
成
嵌
ま
り
に
な
り
て
、
振
つ
て
振
り
付
け
ら
る
ゝ

も
あ
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
両
者
と
も
野
暮
な
買
手
は
、
後
先
を
考
え
ず
に
遊
女
に
入
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
結

果
、
お
金
を
使
い
果
て
て
し
ま
い
、「
あ
が
り
鯰
」
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

野
暮
な
買
手
に
つ
い
て
は
、『
朱
雀
遠
目
鏡
』
と
『
都
風
俗
鑑
』
の
ほ
か
に
、『
朱
雀
諸
分
鑑
』
と
『
好

色
貝
合
』
に
も
言
及
が
あ
る
。

『
朱
雀
諸
分
鑑
』（
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
四
月
刊
・
半
紙
本
二
冊
・
丸
屋
源
兵
衛
）
は
遊
女
評

判
記
で
あ
る
。
遊
女
評
判
記
物
の
「
諸
分
物
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
島
原
遊
廓
の
心
得

を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
を
出
版
し
た
書
肆
は
丸
屋
源
兵
衛
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
朝

倉
治
彦
氏
の
『
未
刊
仮
名
草
子
集
研
究
（
一
）
』
の
「
解
（
7
）

説
」
に
、

「
名
女
情
比
」
の
序
文
に
、『
落
葉
堂
好
色
軒
に
筆
を
と
り
侍
ぬ
』
と
あ
る
。
落
葉
は
洛
陽
で
あ

ら
う
。「
好
色
袖
鑑
」
の
序
文
に
は
、『
花
洛
好
色
堂
何
の
何
氏
』
と
あ
る
。
両
者
互
ひ
に
近
似

し
て
ゐ
る
所
が
あ
る
。
読
み
比
べ
る
と
、
同
一
作
者
と
思
は
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。（
中
略
）
遊

女
評
判
記
た
る
「
朱
雀
諸
分
鑑
」
を
問
に
挟
ん
で
、
前
に
「
名
女
情
比
」、
後
に
「
好
色
袖
鑑
」、

こ
れ
は
丸
屋
と
い
ふ
一
書
肆
の
関
係
し
た
出
版
物
と
し
て
見
る
と
、
甚
だ
興
味
深
い
。

と
あ
り
、『
名
女
情
比
』『
好
色
袖
鑑
』
は
同
一
作
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
、
そ
し
て
、『
名

女
情
比
』『
朱
雀
諸
分
鑑
』『
好
色
袖
鑑
』
の
三
作
と
も
丸
屋
源
兵
衛
に
よ
る
出
版
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
名
女
情
比
』『
好
色
袖
鑑
』
の
二
作
と
も
、
実
は
山
雲
子
に
よ
る
作
で
あ

る
可
能
性
は
前
掲
の
『
近
世
文
芸
』
に
お
い
て
す
で
に
検
討
し
た
が
、
こ
の
二
作
と
同
じ
書
肆
か
ら

出
さ
れ
た
『
朱
雀
諸
分
鑑
』
も
同
様
に
山
雲
子
作
の
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、『
好
色
貝
合
』（
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
九
月
刊
・
小
本
二
冊
・
清
兵
衛
・
三
右
衛
門
）
は
『
好

色
訓
蒙
図
彙
』
の
続
編
で
、
本
編
と
同
じ
よ
う
に
当
時
の
都
の
性
風
俗
を
描
写
し
た
好
色
物
で
あ
る
。

『
朱
雀
諸
分
鑑
』
と
『
好
色
貝
合
』
は
遊
廓
の
遊
び
及
び
野
暮
な
買
手
に
つ
い
て
、
文
章
表
現
と

い
い
、
内
容
と
い
い
、
非
常
に
近
似
し
た
見
解
が
見
ら
れ
る
。

『
朱
雀
諸
分
鑑
』
の
「
若
（
8
）

葉
露　

女
郎
柄
に
ぎ
る
心
も
ち
」
で
は
、

女
郎
の
あ
そ
び
月
花
の
あ
そ
び
に
か
は
る
事
な
し
。
名
高
き
名
所
の
月
花
は
天
下
の
物
で
。
名

所
に
ぬ
し
は
ご
ざ
ん
せ
ぬ
。
花
の
さ
か
り
月
の
く
ま
な
き
比
。
た
れ
な
り
と
き
ま
ゝ
に
な
が
む
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第
一
六
巻　

二
〇
一
三
年

る
に
た
れ
ふ
ぜ
く
も
の
も
な
し
。
ま
た
詠
る
人
も
う
つ
く
し
お
も
し
ろ
や
と
思
ひ
な
が
ら
も
心

は
と
ま
ら
ず
。
ま
つ
そ
の
ご
と
く
女
郎
は
名
所
の
月
花
な
り
。
け
ふ
か
た
さ
ま
に
あ
ふ
か
と
思

へ
ば
。
あ
す
は
よ
そ
の
枕
を
か
は
し
。
千
万
人
の
も
て
あ
そ
び
と
成
物
を
し
り
な
が
ら
。
い
つ

し
か
打
忘
れ
て
。
我
物
と
心
を
と
ゞ
め
さ
ん
す
さ
か
い
で
。
さ
ま
〴
〵
の
事
が
お
こ
り
ま
す
。

も
と
よ
り
女
郎
は
す
れ
の
か
は
な
れ
は
。
形
に
は
よ
し
な
き
事
を
も
。
し
さ
い
ら
し
く
か
ざ
り
。

心
に
気
も
な
く
お
も
は
ぬ
事
を
も
。
口
に
は
色
節
を
や
り
て
偽
ま
す
。
つ
と
め
の
な
ら
ひ
。
た

い
躰
は
此
と
を
り
で
ご
ざ
ん
す
実
の
分わ
け

は
か
く
べ
つ
の
さ
た
。
か
や
う
の
事
は
み
え
す
い
て
い

れ
ど
も
。
そ
こ
ゐ
な
く
心
を
う
つ
さ
ん
す
る
ゆ
へ
。
其
ま
ゝ
男
の
心
を
く
み
て
。
う
ち
甲
か
ぶ
と

を
み

て
さ
ま
〴
〵
の
て
を
う
ち
ま
す
。
第
一
女
郎
に
ほ
れ
る
か
ら
お
こ
つ
て
。
う
き
世
に
野や

ぼ火
が
た

え
ま
せ
ぬ
。
い
か
に
う
つ
く
し
き
と
て
。
む
し
や
う
に
ほ
れ
る
物
で
は
な
し
。

一
方
、『
好
色
貝
合
』
の
「
野
火
（
9
）」

に
お
い
て
、

夫
女
郎
は
、
名
所
の
花
と
思
ふ
べ
し
。
吉
野
ゝ
花
は
、
世
界
の
人
の
も
て
あ
そ
び
。
見
に
来
る

程
に
、
此
花
の
主
は
、
世
界
の
人
也
。
女
郎
さ
の
ご
と
し
。

①そ
れ
じ
や
物
を
、
す
こ
し
な
じ
み

た
る
女
郎
も
、
う
ち
と
け
顔
な
れ
ば
、
は
や
我
も
の
じ
や
と
思
ふ
也
。
是
か
ら
お
こ
つ
て
ほ
だ

さ
る
ゝ
、
是
一
つ
。
又
、
む
し
や
う
に
ぜ
い
に
で
る
、
是
一
つ
。
く
ち
を
過
し
て
、
女
郎
に
詞

じ
ち
と
ら
る
ゝ
、
是
一
つ
。
か
ひ
な
が
ら
も
、
女
郎
の
た
め
に
な
ら
ぬ
か
ひ
や
う
、
是
一
つ
。

や
う
き
に
て
そ
ゝ
る
、
是
一
つ
。
酒
を
呑
て
、
か
ら
口
の
そ
ろ
は
ぬ
、
是
一
つ
。
こ
れ
ら
の
た

ぐ
ひ
、
女
郎
の
き
に
あ
は
ぬ
重
々
。
し
か
あ
れ
ば
。

②何
と
て
実
に
な
る
べ
き
や
。
か
ひ
な
が
ら

も
、
皆
つ
も
ら
れ
ど
を
し
な
り
。

と
あ
る
。『
朱
雀
諸
分
鑑
』
で
は
、
遊
女
の
こ
と
を
「
名
所
の
月
花
」
に
準
え
て
、
そ
れ
を
「
天
下
の
物
」

で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
上
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
天
下
の
物
で
あ
る
遊
女
に
惚
れ
す
ぎ

る
と
、
身
の
破
綻
を
来
た
し
逆
に
遊
女
に
騙
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
は
野
暮
の
行
為
で
あ
る
と
諭
し

て
い
る
。
他
方
、『
好
色
貝
合
』
は
、『
朱
雀
諸
分
鑑
』
と
異
な
り
、
傍
線
部
分
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
遊
女
を
「
名
所
の
花
」
に
喩
え
、
そ
の
花
の
主
は
「
世
界
の
人
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、『
朱
雀
諸
分
鑑
』
と
同
じ
よ
う
に
、「
名
所
の
花
」
で
あ
る
遊
女
を
我
が
物
の
よ
う
に
扱
お
う

と
す
る
と
、
結
局
、
傍
線
部
①
と
②
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
身
の
破
滅
を
招
い
て
し
ま
う
。
そ
れ
は

野
暮
な
遊
び
方
で
あ
る
と
諫
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
朱
雀
諸
分
鑑
』
の
「
名
所
の
月
花
」
と
『
好
色
貝
合
』
の
「
名
所
の
花
」
は
文

言
の
相
違
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
遊
女
を
独
り
占
め
し
よ
う
と
し
た
り
、
そ
れ
に
惚
れ
す
ぎ
た
り
す
る

の
は
野
暮
な
行
い
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
点
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

二　

性
風
俗
の
描
写
を
め
ぐ
っ
て

　

前
節
に
お
い
て
、『
都
風
俗
鑑
』
と
『
朱
雀
遠
目
鏡
』、
ま
た
『
好
色
貝
合
』
と
『
朱
雀
諸
分
鑑
』

の
遊
興
論
及
び
粋
大
尽
、
野
暮
に
対
す
る
表
現
の
類
似
性
と
考
え
方
の
共
通
性
に
つ
い
て
言
及
し

た
。本

節
で
は
、
性
風
俗
の
描
写
や
、
当
時
の
都
の
女
性
が
奉
公
先
に
見
立
て
ら
れ
る
と
き
の
様
子
な

ど
に
つ
い
て
、『
都
風
俗
鑑
』
と
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』『
好
色
貝
合
』
の
間
に
似
通
っ
た
記
述
が
見
受

け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

　

ま
ず
、『
都
風
俗
鑑
』
の
巻
一―

八
「
北
向
き
狂
ひ
の
事
」
に
見
ら
れ
る
「
北
向
」
に
つ
い
て
、

抑
此
北
向
き
と
申
は
浮
世
の
う
ん
ざ
い
の
集
り
な
れ
ば
、
其
の
様
中
〳
〵
詞
に
は
述
べ
が
た

し
。
無
性
に
臭
そ
う
に
思
は
る
ゝ
な
り
。
或
は
片
目
、
蛇じ

ゃ
ひ
づ
ら

皮
面
、
杓
子
、
出で

び
た
い額

、
畚ふ

ご
じ
り尻

、
又
は

脚
の
片
足
短
き
な
ん
ど
な
り
。（
中
略
）
覗
き
を
く
れ
し
男
、
目
も
あ
や
に
打
笑
み
て
、
口
一

杯
に
彼
煙
管
を
押
し
込
み
、
煙
が
ち
に
吹
な
し
、
ど
ふ
で
の
か
う
で
の
と
以お

も
は
く為

だ
て
の
意
気
付

く
。
蓼
食
虫
の
我
か
ら
な
れ
ど
、
さ
て
も
よ
き
物
食
ひ
か
な
と
呆
れ
て
通
る
ば
か
り
な
り
。

と
あ
り
、
他
方
『
好
色
貝
合
』
の
「
北
向
大
臣
」
で
は
、「
北
向
」
に
つ
い
て
、

大
木
を
伐き
り

た
ふ
し
た
や
う
に
、
五
躰
を
や
り
ち
が
え
、
き
せ
る
横
ぐ
は
へ
に
し
て
。
義
太
夫

が
ゝ
り
を
む
り
ぶ
し
に
や
り
。（
中
略
）
或
は
、
真
黒
な
背
中
を
い
だ
し
、
膏か
う
こ
う肓
の
ふ
た
を
さ

せ
て
ゐ
る
も
あ
り
。
又
は
、
は
ん
じ
物
の
団
う
ち
は

を
い
け
ぬ
思
案
し
て
、
ひ
や
う
ば
ん
す
る
所
も
あ

り
、
蓼
く
ふ
虫
の
我
か
ら
。
迷
ふ
心
の
は
か
な
く
も
。
此
女
と
さ
へ
心
中
だ
て
也
。
五
十
二
類

の
衆
生
な
れ
ば
。
物
喰
も
又
、
か
は
る
な
ら
し
。

と
あ
る
。『
都
風
俗
鑑
』
で
は
傍
線
部
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
北
向
」
の
「
片
目
、
蛇
皮
面
」

な
ど
の
よ
う
な
見
た
目
と
「
目
も
あ
や
に
打
笑
み
て
、
口
一
杯
に
彼
煙
管
を
押
し
込
み
、
煙
が
ち

に
吹
な
し
」
の
よ
う
な
、
男
を
誘
惑
す
る
仕
草
を
記
し
、『
好
色
貝
合
』
で
も
、「
北
向
」
の
「
大
木

を
伐
た
ふ
し
た
や
う
に
、
五
躰
を
や
り
ち
が
え
、
き
せ
る
横
ぐ
は
へ
に
し
て
」
の
よ
う
な
行
動
を
活

写
し
て
い
る
。
文
言
は
相
違
す
る
が
、
両
作
品
と
も
私
娼
の
最
底
辺
に
あ
る
「
北
向
」
を
下
品
な
遊

女
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
上
、
両
者
と
も
作
者
が
「
蓼
食
虫
」
と
自
称
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
共

通
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
両
作
品
に
は
違
い
は
あ
り
、『
好
色
貝
合
』
に
お
い
て
、
作
者
は
「
北
向
」

を
い
や
ら
し
い
も
の
だ
と
思
い
な
が
ら
も
、
結
局
迷
い
心
か
ら
「
北
向
」
と
心
中
立
て
し
た
が
、『
都

風
俗
鑑
』
に
お
い
て
は
、
作
者
は
結
局
「
北
向
」
の
あ
ま
り
の
下
品
さ
を
我
慢
で
き
ず
、
た
だ
そ
れ

を
傍
観
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

次
に
、『
都
風
俗
鑑
』
で
は
、「
北
向
」
の
身
の
回
り
に
つ
い
て
、
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陳　

山
雲
子
と
遊
女
評
判
記

破
れ
た
る
暖
簾
の
隙
よ
り
見
れ
ば
、
摺
鉢
の
目
の
潰
れ
た
る
の
や
、
土
塗
桶
の
蓋
な
ん
ど
に
火

を
入
て
、
鐘
鋳
の
勧
進
に
取
ら
せ
さ
う
な
る
拉
げ
煙
管
に
、
羅
宇
は
ひ
た
物
損
ね
次
第
に
切
り

縮
め
、

と
あ
り
、
そ
の
「
北
向
」
の
み
す
ぼ
ら
し
い
身
の
回
り
に
関
す
る
類
似
し
た
描
写
は
、『
好
色
訓
蒙

図
彙
』
に
も
窺
え
る
。

　

『
好
色
訓
蒙
図
彙
』（
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
閏
三
月
刊
・
半
紙
本
三
冊
・
銅
駝
坊
三
右
衛
門
・

高
辻
昌
陽
軒
）
は
、
当
時
の
風
俗
、
言
語
な
ど
を
絵
と
注
解
に
よ
っ
て
記
し
た
好
色
物
で
あ
る
。
本

書
の
「
北
）
10
（

向
」
で
は
、

青
暖

の
や
ぶ
れ
よ
り
み
わ
た
せ
ば
、
万
お
ご
り
き
ら
ひ
給
ひ
て
、
め
げ
火
桶
ひ
さ
げ
、
き
せ

る
紙
く
ず
を
し
ろ
が
え
て
、
は
か
り
ず
み
を
と
ゝ
の
へ
さ
せ
給
ふ
也
。

と
あ
り
、『
都
風
俗
鑑
』
の
「
破
れ
た
る
暖
簾
の
隙
よ
り
見
れ
ば
」
と
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
の
「
青

暖
の
や
ぶ
れ
よ
り
み
わ
た
せ
ば
」
は
、
似
通
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
北
向
」
の
生
活
の
貧
し
さ
に

関
し
て
は
、『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
で
は
文
章
表
現
が
異
な
る
も
の
の
、『
都
風
俗
鑑
』
と
共
通
し
た
描

写
が
見
ら
れ
る
。『
都
風
俗
鑑
』
で
は
、「
北
向
」
が
「
摺
鉢
の
目
の
潰
れ
た
る
」
の
よ
う
な
破
損
し

た
擂
鉢
な
ど
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
。『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
に
お
い
て
も
、「
北
向
」
が
「
め
げ
火

桶
ひ
さ
げ
、
き
せ
る
紙
く
ず
」
と
壊
れ
た
火
桶
と
鬻
げ
、
キ
セ
ル
の
紙
屑
を
金
に
変
え
て
炭
を
調
達

す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
な
ど
、
両
作
品
と
も
「
北
向
」
の
浪
費
を
嫌
う
性
格
と
そ
の
侘
し
い
生

活
を
活
写
し
て
い
る
。

次
に
、『
都
風
俗
鑑
』
の
巻
二―

四
「
女
を
仕
立
て
る
手
入
并
奉
公
の
品
」
に
見
ら
れ
る
「
奉
公
女
」

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
都
の
親
が
娘
を
い
い
値
段
で
売
る
た
め
の
必
死
さ
や
、
女
性
が

奉
公
先
の
鑑
定
を
受
け
て
い
る
と
き
の
苦
労
な
ど
を
描
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
文
章
や
内
容
は

『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
の
「
妾
」
や
『
好
色
貝
合
』
の
「
浮
女
」
と
も
酷
似
し
て
い
る
。

『
都
風
俗
鑑
』
の
巻
二―

四
「
女
を
仕
立
て
る
手
入
并
奉
公
の
品
」
で
は
、

も
と
よ
り
そ
れ
者
の
人ひ
と
を
き
が
ゝ

置
嬶
、「
こ
ち
に
ま
か
し
や
れ
」
と
手
に
取
や
う
に
請
合
、
諸
方
を
駆

け
回
り
て
、
入
口
を
聞
出
し
、

①或
は
乗
物
や
賀か

ご籠
に
乗
せ
、
雇
腰
元
、
雇
下
女
、
或
は
目
見
え

の
折
か
ら
は
、
損
料
の
借
小
袖
に
て
、
金
仏
の
ご
と
く
荘
厳
し
て
、
目め

き

利ゝ
に
見
え
ら
る
ゝ
な
り
。

又
駕
籠
に
さ
へ
乗
事
の
な
ら
ぬ
は
、
被
か
つ
ぎ

を
着
て
、
目
の
腐
れ
た
白
髪
ま
じ
り
の
、
嬶
な
ど
を
雇

ひ
出
し
て
連
る
ゝ
も
有
、
又
は
青
道
心
の
尼
に
引
か
さ
れ
て
行
も
あ
り
。
其
さ
ま
〴
〵
に
て

は
②そ

れ
〳
〵
の
芸
を
さ
せ
て
見
る
。
お
か
し
き
事
を
言
ひ
て
は
笑
は
せ
て
笑
顔
を
見
、
立
た
せ

て
は
姿
、
歩
き
ぶ
り
、
居
ず
ま
ひ
、
そ
れ
〳
〵
細
か
な
る
目
利
に
て
、
或
は
地
肌
、
染し

み

や焼
き
ま

で
を
目
利
に
当
て
、
又
は
今
宵
は
先
爰
に
と
て
、
塗ぬ

り

と砥
に
か
け
て
も
様
子
を
こ
ゝ
ろ
み
ら
る
ゝ

な
り
。（
中
略
）

③縁
遠
な
る
娘
達
は
、
彼
嬶
に
引
き
回
さ
れ
、
目
利
に
あ
ふ
有
様
、
飛
騨
や
、

仙
台
、
四
国
、
北
国
の
馬ば

く

ら

う

口
労
が
駒
を
見
立
て
る
に
異
な
ら
ず
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
の
「
妾
」
で
は
、

我
も
〳
〵
と
女
を
し
た
つ
る
、
も
と
よ
り
色
を
立
程
の
わ
け
な
れ
ば
、
氏
種
性
の
さ
た
は
け
も

な
し
、
そ
れ
〳
〵
の
き
も
い
り
、
人
を
き
口か

が鼻
に
ふ
る
れ
ば
、
て
ん
〳
〵
に
い
ひ
伝
て
、
幾

千
人
と
い
ふ
数
を
し
ら
ず
、
つ
れ
て
来
る
也
、
彼
女
内
あ
る
時
は
、
顔
ば
か
り
き
よ
ろ
〳
〵

と
彩
色
し
て
、
首
か
ら
下
は
産う

ぶ

め女
の
や
う
に
み
え
し
が
、
す
は
や
此
子
が
、
注
文
に
あ
ひ
た

り
、
捨す
て
が
ね銀
こ
れ
〳
〵
し
て
や
ら
う
と
、
内
に
は
阿と

と爺
口
鼻
、
外
に
は
人
置
、
手
に
取
や
う
に
悦

び
、
か
ど
て
い
は
へ
と
て
、
壬
生
の
本
尊
様
の
お
か
ゞ
み
い
た
ゞ
き
、
生う
ぶ
す
な沙
に
願
た
て
ゝ
、

①一

日
ば
れ
の
か
り
小
袖
、
対
の
駕
籠
か
き
や
と
ひ
、
下
女
あ
た
り
も
か
ゝ
や
く
有
様
也
、
目
利

に
み
え
ら
れ
に
行
に
、
わ
ら
は
せ
て
笑
顔
、
啼
せ
て
な
き
顔
、
あ
り
か
せ
て
歩
ぶ
り
、（
中
略
）

委
は
、
風
俗
鑑
に
か
き
た
れ
ば
く
ど
し
。 

又
い
づ
く
え
行
て
も
、

②え
ん
ど
を
な
る
女
は
、
ふ
る

ひ
も
〳
〵
、
う
す
ぐ
ろ
く
し
め
り
た
る
か
つ
ぎ
に
、
脛は

ぎ

高
に
か
ゝ
え
帯
し
て
、
彼
か
ゝ
に
つ
れ

あ
り
か
れ
て
、
諸
人
に
面
を
さ
ら
す
事
、
迷
途
罪
人
が
中ち

う

う有
の
道
す
が
ら
、
七
日
〳
〵
に
わ
た

さ
る
ゝ
も
、
是
に
は
い
か
ゞ
と
哀
也
、

と
あ
る
。
両
作
品
が
使
わ
れ
て
い
る
文
言
は
一
致
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、『
都
風
俗

鑑
』
の
傍
線
部
①
と
②
、『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
の
①
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
両
作
品
で
は
、
い

ず
れ
も
都
の
女
性
は
奉
公
先
に
気
に
入
っ
て
も
ら
う
た
め
、
借
小
袖
を
借
り
た
り
、
駕
籠
か
き
や
下

女
な
ど
を
雇
っ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
先
方
側
の
ご
機
嫌
を
取
る
た
め
、『
都
風
俗
鑑
』
の
「
笑
は

せ
て
笑
顔
を
見
、
立
た
せ
て
は
姿
、
歩
き
ぶ
り
」
と
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
の
「
わ
ら
は
せ
て
笑
顔
、

啼
か
せ
て
な
き
顔
、
あ
り
か
せ
て
歩
ぶ
り
」
は
、
文
章
表
現
が
類
似
し
て
い
る
上
に
、
両
方
と
も
先

方
側
か
ら
ど
ん
な
芸
を
要
求
さ
れ
て
も
そ
れ
に
従
っ
て
し
ま
う
と
い
う
都
の
女
性
た
ち
の
真
剣
さ
を

活
写
し
て
い
る
。
結
婚
相
手
が
見
つ
か
ら
ず
独
身
の
当
時
の
女
性
に
関
し
て
、『
都
風
俗
鑑
』
の
③

に
も
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
の
②
に
も
、
人
目
に
晒
さ
れ
て
も
、
引
っ
切
り
無
し
に
面
接
を
受
け
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
哀
れ
な
実
態
が
描
か
れ
て
い
る
。

『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
に
見
ら
れ
る
「
委
は
、
風
俗
鑑
に
か
き
た
れ
ば
く
ど
し
」
に
つ
い
て
も
少
し

触
れ
て
み
た
い
。
も
し
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
と
『
都
風
俗
鑑
』
が
同
じ
く
山
雲
子
の
手
に
よ
る
作
で

あ
る
場
合
、「
委
は
、
風
俗
鑑
に
か
き
た
れ
ば
く
ど
し
」
と
は
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
が
『
都
風
俗
鑑
』

よ
り
後
に
成
立
し
た
こ
と
か
ら
、
作
者
が
『
都
風
俗
鑑
』
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
書
い
た
都
の
風
俗

本
の
追
加
版
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
ま
た
結
論
の
と
こ
ろ
で
言
及
し
た
い
。

『
都
風
俗
鑑
』
の
巻
二―

四
「
女
を
仕
立
て
る
手
入
并
奉
公
の
品
」
に
お
い
て
、
奉
公
女
の
親
が

４－４
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三
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い
か
に
し
て
自
分
の
娘
を
よ
り
高
い
金
額
で
売
り
込
む
た
め
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
も
あ
さ
ま
し
き
和
郎
、
娘
に
か
ゝ
り
て
よ
き
元
手
を
得
て
、
楽
し
く
な
る
も
あ
れ
ば
、
ま
し

て
と
も
か
う
も
世
を
渡
る
者
の
子
に
、
少
し
も
渋し

ぶ

む剝
け
た
る
あ
れ
ば
、
彼
女
に
か
ゝ
ら
ん
事
を

願
ひ
て
、
ひ
た
す
ら
吾
仏
と
育
て
な
し
、
読
物
、
手
書
事
を
教
ゆ
る
も
あ
り
、
琴
、
三
味
線
を

習
い
す
る
も
あ
り
。

そ
の
必
死
な
有
様
は
『
好
色
貝
合
』
の
「
浮
女
」
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。『
好
色
貝
合
』
の
「
浮

う
か
れ
む
す
め

女
」

に
お
い
て
、

氏
よ
り
そ
だ
ち
じ
や
と
は
、
都
女
の
風
俗
の
事
成
べ
し
。
分
際
不
相
応
に
女
を
そ
だ
て
な
し
、

万
存
在
也
。
母
の
親
が
、
下
女
役
を
し
、
女
を
上か
み

に
お
し
な
を
し
。
親
は
か
た
す
そ
そ
ろ
は
ひ

で
も
。
女
に
花
を
か
ざ
ら
す
る
は
。
色
を
本
手
の
し
か
け
の
て
だ
て
。

『
都
風
俗
鑑
』
で
は
、
親
が
「
ひ
た
す
ら
吾
仏
と
育
て
な
し
」
と
、
娘
を
生
活
の
頼
り
と
す
べ
く

大
切
に
、
あ
ら
ゆ
る
手
を
使
っ
て
育
て
よ
う
と
す
る
。『
好
色
貝
合
』
に
お
い
て
は
、「
母
の
親
が
、

下
女
役
を
し
、
女
を
上
に
お
し
な
を
し
。
親
は
か
た
す
そ
そ
ろ
は
ひ
で
も
。
女
に
花
を
か
ざ
ら
す
る

は
」
と
、
親
が
下
女
の
役
を
し
て
、
服
が
破
損
し
て
も
気
に
せ
ず
娘
を
「
分
不
相
応
の
女
」
に
育
成

し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
必
死
さ
は
『
都
風
俗
鑑
』
の
親
の
様
子
と
一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

最
後
に
、『
都
風
俗
鑑
』
の
巻
四―

二
「
茶
屋
女
の
風
俗
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
そ
の
描

写
に
つ
い
て
は
、『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
と
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
都
風
俗
鑑
』
で
は
、

そ
の
ふ
つ
ゝ
か
な
る
風
俗
を
い
は
ゞ
、
酒
二
三
度
に
廻
れ
ば
、
彼
女
勝
手
へ
立
ち
て
茶
を
と
て

来
る
な
り
。
何
の
応
答
へ
も
な
く
屏
風
引
き
廻
し
て
、
自
ら
内
に
入
り
、
帯
解
き
ふ
た
め
き
て
、

「
お
や
す
み
な
さ
れ
ま
せ
ひ
」
と
い
ふ
有
様
、
雨
を
催
す
雲
の
如
く
い
と
慌
し
。
何
と
ぞ
か
ゝ

る
座
配
に
は
分
も
あ
る
べ
き
事
な
れ
ど
も
、
た
ゞ
客
の
数
を
好
む
故
、
と
か
く
座
配
の
興
を
ば

辿
ら
ず
、
其
諸
分
を
思
へ
ば
雷
光
の
如
し
。

と
あ
る
。
一
方
、『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
で
は
「
茶
屋
」
に
つ
い
て
、

酒
め
ぐ
れ
ば
、
間
を
直
し
に
た
つ
、
初
の
さ
け
と
後
の
と
は
、
ぎ
や
う
さ
ん
く
ら
は
は
れ
ず
、

心
を
つ
く
れ
ば
い
き
ぢ
、
さ
て
も
む
さ
し
。
床
入
あ
は
た
ゝ
し
く
、
屏
風
、
た
ゝ
み
、
む
し
ろ

あ
げ
て
、
指
さ
き
ば
か
り
を
す
ゝ
ぎ
て
、
片
手
に
間
鍋
、
片
手
に
茶
を
く
み
て
く
る
、
又
酒
の

め
ば
、
ひ
た
物
茶
を
く
み
に
た
つ
、
茶
椀
立
な
が
ら
さ
し
出
し
、
行
燈
ひ
き
よ
せ
て
、
指
に
て

か
き
た
て
、
其
指
を
あ
た
ま
に
に
じ
る
、
客
た
て
ば
、
薬
鑵
を
か
た
て
に
さ
げ
て
、
せ
ど
を
さ

し
て
は
し
る
は
。
ど
こ
ぞ
あ
ら
ふ
と
見
え
た
り
、

と
あ
る
。
傍
線
部
に
つ
い
て
、『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
で
は
『
都
風
俗
鑑
』
と
異
な
る
表
現
を
使
っ

て
茶
屋
の
風
俗
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、『
都
風
俗
鑑
』
の
「
酒

二
三
度
に
廻
れ
ば
、
彼
女
勝
手
へ
立
ち
て
茶
を
と
て
来
る
な
り
」
と
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
の
「
又
酒

の
め
ば
、
ひ
た
物
茶
を
く
み
に
た
つ
」
と
、
い
ず
れ
も
客
が
お
酒
を
何
度
か
飲
ん
だ
後
、
茶
屋
女
が

お
茶
を
入
れ
る
様
子
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
茶
屋
女
の
床
入
り
の
様
子
に
つ
い
て
、『
都
風
俗
鑑
』

で
は
、
作
者
の
評
は
「
雨
を
催
す
雲
の
如
く
い
と
慌
し
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
好
色
訓
蒙
図
彙
』

は
「
床
入
あ
は
た
ゝ
し
く
」
と
『
都
風
俗
鑑
』
と
同
様
に
茶
屋
女
の
床
入
り
姿
を
無
風
流
な
、
慌
し

く
落
ち
着
き
の
な
い
姿
と
し
て
い
る
。

　

以
上
、『
都
風
俗
鑑
』
と
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』『
好
色
貝
合
』
の
風
俗
描
写
に
お
け
る
関
連
に
つ
い

て
論
じ
て
き
た
。
前
節
に
お
い
て
、『
都
風
俗
鑑
』
と
『
朱
雀
遠
目
鏡
』、
ま
た
『
朱
雀
諸
分
鑑
』
と
『
好

色
貝
合
』
の
遊
興
論
に
お
け
る
近
似
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
、『
都
風
俗
鑑
』
の

三
部
作
と
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』『
好
色
貝
合
』
の
内
容
・
表
現
の
共
通
性
か
ら
、『
都
風
俗
鑑
』
の
三

部
作
は
同
じ
作
者
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
作
者
と
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』『
好
色
貝
合
』
と
は
同
じ

よ
う
に
山
雲
子
の
可
能
性
が
高
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
節
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
三
部
作
の
署

名
と
山
雲
子
の
作
品
の
そ
れ
と
を
合
わ
せ
て
検
討
し
、
そ
の
作
者
は
山
雲
子
で
あ
る
可
能
性
を
よ
り

究
め
た
い
。

三　

署
名
に
つ
い
て

　

前
節
に
お
い
て
、『
都
風
俗
鑑
』
を
は
じ
め
と
す
る
三
部
作
は
内
容
的
に
山
雲
子
作
の
『
好
色
訓

蒙
図
彙
』『
好
色
貝
合
』
と
非
常
に
似
て
い
る
た
め
、
三
作
と
も
山
雲
子
の
著
述
で
あ
る
可
能
性
に

つ
い
て
言
及
し
た
。
本
節
で
は
、
さ
ら
に
三
部
作
の
署
名
を
検
討
し
、
そ
の
署
名
と
山
雲
子
の
署
名

の
関
わ
り
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

　

『
朱
雀
遠
目
鏡
』
は
署
名
が
見
ら
れ
ず
、『
都
風
俗
鑑
』
の
署
名
は
前
掲
木
村
氏
の
論
に
も
述
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、「
花
洛
の
遊
民
何
之
何
氏
」
と
「
序
」
に
見
え
、『
朱
雀
諸
分
鑑
』
の
署
名
は
「
跋
」

に
「
朱
雀
野
人
」
と
あ
る
。
三
部
作
が
世
に
出
た
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
前
後
よ
り
、『
好
色
訓

蒙
図
彙
』『
好
色
貝
合
』『
人
倫
糸
屑
』
が
刊
行
さ
れ
た
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
ま
で
の
山
雲
子
の

著
作
に
見
ら
れ
る
署
名
（
三
部
作
の
署
名
と
関
係
あ
る
も
の
の
み
）
を
表
に
纏
め
て
み
た
。

　

次
の
表
は
『
朱
雀
遠
目
鏡
』『
都
風
俗
鑑
』『
朱
雀
諸
分
鑑
』
及
び
筆
者
が
山
雲
子
作
と
詳
ら
か
に

し
た
『
名
女
情
比
』『
好
色
袖
鑑
』『
男
色
十
寸
鏡
』（
表
中
の
＊
）、
塩
村
氏
に
よ
り
山
雲
子
作
と
認

定
さ
れ
た
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』『
好
色
貝
合
』『
人
倫
糸
屑
』
に
、
山
雲
子
の
署
名
が
あ
っ
て
彼
の
作

が
明
ら
か
で
あ
る
二
点
（
表
中
の
◎
）
を
加
え
て
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

４－５
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山
雲
子
と
遊
女
評
判
記

左
の
表
を
見
る
と
、『
都
風
俗
鑑
』
の
「
何
之
何
氏
」
は
山
雲
子
の
実
名
入
り
作
品
で
あ
る
『
軽

口
大
わ
ら
ひ
』
の
「
何
の
何
氏
」
と
『
好
色
袖
鑑
』
の
「
何
の
何
氏
」『
好
色
貝
合
』
の
「
何
之
何

氏
」
と
酷
似
し
て
い
る
。
加
え
て
、『
朱
雀
諸
分
鑑
』
の
「
朱
雀
野
人
」
も
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
の
「
洛

下
の
野
人
」
と
『
人
倫
糸
屑
』
の
「
洛
下
之
野
人
」
な
ど
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
都
風
俗
鑑
』
の
署
名
「
花
洛
の
遊
民
」
に
つ
い
て
少
し
検
討
を
加
え
る
。「
遊
民
」
は
『
日
本
国

語
大
辞
典
）
11
（

』
に
拠
る
と
、「
定
ま
っ
た
職
業
を
持
た
ず
、
仕
事
も
し
な
い
で
遊
ん
で
い
る
人
。
の
ら

く
ら
者
。
ま
た
、
世
俗
を
離
れ
て
人
生
の
楽
し
み
を
追
う
人
を
さ
し
て
も
い
う
」
と
定
義
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、『
朱
雀
諸
分
鑑
』
の
「
朱
雀
野
人
」
の
「
野
人
」
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
つ
い
て

も
、
同
辞
典
で
は
、「
在
野
の
人
。
民
間
の
人
」
と
さ
れ
て
い
る
。『
好
色
貝
合
』
の
「
洛
下
散
人
」

の
「
散
人
」
も
、「
俗
世
間
を
離
れ
て
気
ま
ま
に
暮
ら
す
人
。
ま
た
、
官
途
に
つ
か
な
い
人
。
閑
人
。

散
士
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
塩
村
耕
氏
の
論
）
12
（

に
よ
る
と
、
も
と
武
士
だ
っ
た
山
雲
子
は
寛
文
二
年

（
一
六
六
二
）
養
父
が
逃
げ
た
こ
と
を
す
ぐ
に
藩
に
届
け
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
改
易
さ
れ
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
山
雲
子
は
寛
文
二
年
以
降
武
士
の
身
分
を
失
く
し
、
職
業
を
持
た
な
い
浪
人
に
転

落
し
在
野
の
人
間
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
時
期
の
山
雲
子
の
著
作
に
頻
出
す

る
「
散
人
」、「
野
人
」
の
よ
う
な
署
名
は
い
ず
れ
も
彼
の
浪
人
の
身
分
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。
同
時
に
、
堅
苦
し
い
武
士
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
在
野
人
間
と
し
て
の
山
雲
子
の
心

境
的
な
余
裕
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
た
が
っ
て
、『
都
風
俗
鑑
』
の
署
名
「
花
洛
の

遊
民
」
も
『
朱
雀
諸
分
鑑
』
の
「
朱
雀
野
人
」
も
山
雲
子
の
よ
う
な
在
野
の
人
間
を
暗
示
す
る
署
名

で
は
な
い
か
。

四　

結
語

以
上
、『
朱
雀
遠
目
鏡
』『
都
風
俗
鑑
』『
朱
雀
諸
分
鑑
』
と
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』『
好
色
貝
合
』
と

の
遊
興
論
や
風
俗
描
写
の
関
連
性
、
文
章
表
現
の
類
似
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。『
都
風

俗
鑑
』
を
は
じ
め
と
す
る
遊
女
評
判
記
の
三
部
作
は
、
内
容
と
い
い
、
文
章
表
現
と
い
い
、
山
雲
子

作
の
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』『
好
色
貝
合
』
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
加
え
て
、『
都

風
俗
鑑
』『
朱
雀
諸
分
鑑
』
の
署
名
、
及
び
山
雲
子
作
に
見
ら
れ
る
署
名
を
合
わ
せ
て
見
比
べ
て
み

た
結
果
、『
都
風
俗
鑑
』『
朱
雀
諸
分
鑑
』
の
署
名
「
花
洛
の
遊
民
何
之
何
氏
」
と
『
朱
雀
諸
分
鑑
』

の
「
朱
雀
野
人
」
は
山
雲
子
の
こ
の
時
期
の
署
名
の
傾
向
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
も
判
明
し
た
。
無

論
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』『
好
色
貝
合
』
に
見
ら
れ
る
、『
都
風
俗
鑑
』
の
三
部
作
と
の
類
似
は
『
好
色

訓
蒙
図
彙
』『
好
色
貝
合
』
の
作
者
に
よ
る
模
倣
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
内
容
の
共
通
性
及
び
山
雲
子
の
ほ
か
の
作
品
の
署
名
の
仕
方
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
三
部

作
は
山
雲
子
の
手
に
よ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

山
雲
子
が
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
に
『
朱
雀
遠
目
鏡
』、『
都
風
俗
鑑
』、『
朱
雀
諸
分
鑑
』
の
よ

書名 署名 出版年（成立年） 書肆

◎軽口大わらひ 何の何氏／山雲子記 延宝八年正月 小林久左衛門・大角八郎兵衛

＊名女情比 落葉堂の好色軒 延宝九年正月 瀬尾源兵衛・本田次兵衛

朱雀遠目鏡 署名記載なし 延宝九年正月 版元記載なし

都風俗鑑 花洛の遊民何の何氏 延宝九年三月 版元記載なし

朱雀諸分鑑 朱雀野人 延宝九年四月 丸屋源兵衛・萬屋庄兵衛

＊好色袖鑑 花洛の好色堂にして何の何氏 天和二年二月 丸屋源兵衛

◎書札初心抄 洛之散人山雲子 天和二年九月 丸屋源兵衛

好色訓蒙図彙　　 洛下の野人作書無色軒三白居士 貞享三年閏三月 銅駝坊三右衛門・高辻昌陽軒

＊男色十寸鏡 洛陽之野人 貞享四年七月成立 金屋平兵衛か

好色貝合 洛下散人何の何氏謹撰 貞享四年九月 清兵衛・三右衛門

人倫糸屑 洛下之野人撰 貞享五年四月（序文による） 大坂深江屋太郎兵衛

４－６



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
六
巻　

二
〇
一
三
年

う
な
、
当
時
の
遊
女
や
私
娼
な
ど
の
風
俗
を
記
し
た
本
を
世
に
出
し
た
後
、
ど
う
し
て
ま
た
貞
享
三

年
（
一
六
八
六
）
以
後
、
好
色
本
の
三
部
作
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』『
好
色
貝
合
』『
人
倫
糸
屑
』
を
著

し
た
の
か
。

『
都
風
俗
鑑
』
よ
り
後
に
成
立
し
た
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
は
作
者
が
『
都
風
俗
鑑
』
を
意
識
し
な

が
ら
書
い
た
増
補
本
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
先
に
述
べ
た
。
し
か
し
、『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
の
み

な
ら
ず
、『
好
色
貝
合
』『
人
倫
糸
屑
）
13
（

』
も
ま
た
『
都
風
俗
鑑
』
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
見
て
く
る
と
、
山
雲
子
が
『
都
風
俗
鑑
』
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
た
と
え
ば
「
人

置
嬶
」
や
「
手
掛
狂
い
」
の
よ
う
に
、『
都
風
俗
鑑
』
で
は
言
葉
の
み
登
場
す
る
職
業
や
好
色
の
様

子
を
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』『
好
色
貝
合
』『
人
倫
糸
屑
』
で
は
項
目
を
立
て
て
、
増
補
の
形
で
さ
ら
に

そ
の
内
容
を
細
か
く
紹
介
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

つ
い
で
に
言
う
と
、
山
雲
子
が
自
分
の
著
作
に
お
い
て
以
前
に
書
い
た
著
作
に
つ
い
て
言
及
し
た

の
は
、
ほ
か
に
も
例
が
見
ら
れ
る
。
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
刊
『
和
歌
詞
林
抄
』
で
は
、『
伊
勢
物
語
』

四
十
九
段
の
歌
「
初
）
14
（

草
の
な
ど
め
づ
ら
し
き
言
の
葉
ぞ
う
ら
な
く
物
を
思
け
る
哉
」
に
つ
い
て
注
釈

を
施
し
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
）
15
（

、

業
平
妹
の
や
さ
し
き
姿
を
見
て
哥
に

う
ら
わ
か
み
ね
よ
け
に
み
ゆ
る
若
草
を

人
の
む
す
は
ん
事
お
し
そ
思
ふ

と
い
へ
る
返
哥
也
伊
勢
物
語
抄
に
委
し

と
、「
う
ら
わ
か
み
ね
よ
け
に
み
ゆ
る
若
草
を
人
の
む
す
は
ん
事
お
し
そ
思
ふ
」
の
解
釈
を
含
め

て
詳
し
い
こ
と
は
「
伊
勢
物
語
抄
」
を
併
せ
て
見
る
と
良
い
と
い
う
。
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
そ

の
表
現
は
実
に
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
の
「
委
は
、
風
俗
鑑
に
か
き
た
れ
ば
く
ど
し
」
と
類
似
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
伊
勢
物
語
抄
」
は
恐
ら
く
彼
が
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）

に
著
わ
し
た
『
（
頭
書
／
新
抄
』
伊
勢
物
語
』
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

も
し
以
上
の
仮
説
が
成
立
し
た
な
ら
、
山
雲
子
は
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
に
『
名
女
情
比
』
の

み
な
ら
ず
、『
都
風
俗
鑑
』『
朱
雀
遠
目
鏡
』『
朱
雀
諸
分
鑑
』
の
三
部
作
を
立
て
続
け
に
著
わ
す
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
前
掲
の
拙
稿
「
山
雲
子
の
著
作
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
筆
者
は
好
色
的
な
要

素
を
持
つ
延
宝
八
年
『
軽
口
大
わ
ら
ひ
』
か
ら
、
貞
享
五
年
の
『
人
倫
糸
屑
』
ま
で
の
八
年
間
、
山

雲
子
が
八
作
の
好
色
本
を
世
に
出
し
た
と
述
べ
た
が
、
も
し
本
論
で
言
及
し
た
『
都
風
俗
鑑
』『
朱

雀
遠
目
鏡
』『
朱
雀
諸
分
鑑
』
を
も
入
れ
る
と
、
彼
の
好
色
本
は
十
一
作
と
な
る
。
今
後
さ
ら
に
山

雲
子
の
知
ら
れ
ざ
る
作
品
を
見
つ
け
出
し
、
彼
の
風
俗
本
作
家
と
し
て
の
一
面
を
よ
り
浮
き
彫
り
に

し
た
い
。

【
註
】

（
１
）　

「
山
雲
子
の
著
作
に
つ
い
て
」『
近
世
文
芸
』
九
九
号
・（
日
本
近
世
文
学
会
・
二
〇
一
四
）。

（
２
）　

江
本
裕
「
『
好
色
一
代
女
』
と
風
俗
書
」『
西
鶴
研
究―

小
説
編―

』（
新
典
社
・
二
〇
〇
五
）。

（
３
）　

木
村
仙
秀
『
稀
書
複
製
刊
行
稀
書
解
説
』
第
十
篇
（
米
山
堂
・
一
九
三
八
）。

（
４
）　

塩
村
耕
「
西
鶴
同
時
代
の
隠
者
作
家　

山
雲
子
の
新
た
に
判
明
し
た
著
述
」『
日
本
古
書
通
信
』（
第
九
六
三
号
・

日
本
古
書
通
信
社
・
二
〇
〇
九
・
十
月
号
）。

（
５
）　

以
下
、『
朱
雀
遠
目
鏡
』
に
関
す
る
引
用
は
、
松
田
修
・
森
谷
尅
久
・
吉
田
光
邦
責
任
編
集
『
日
本
庶
民
文
化

史
料
集
成
』
第
九
巻
・
遊
び
（
三
一
書
房
・
一
九
七
四
）
に
拠
っ
た
。

（
６
）　

以
下
、『
都
風
俗
鑑
』
に
関
す
る
引
用
は
、
渡
辺
守
邦
・
渡
辺
憲
司
校
注
『
仮
名
草
子
集
』
新
日
本
古
典
文
学

大
系
七
四
（
岩
波
書
店
・
一
九
九
一
）
に
拠
っ
た
。

（
７
）　

朝
倉
治
彦
編
「
解
説
」『
未
刊
仮
名
草
子
集
と
研
究
（
一
）
』（
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
・
一
九
六
〇
）。
引
用

文
に
見
ら
れ
る
鉤
括
弧
や
二
重
鉤
括
弧
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
文
中
に
「
筆
を
と
り
侍
ぬ
」
と
あ
る
が
、

正
し
く
は
、「
筆
を
綾
と
り
侍
ぬ
」
で
あ
り
、「
「
朱
雀
諸
分
鑑
」
を
問
」
と
あ
る
が
、「
問
」
は
「
間
」
の
誤
り
で
あ
る
。

（
８
）　

以
下
、『
朱
雀
諸
分
鑑
』
に
関
す
る
引
用
文
は
、『
新
編
稀
書
複
製
会
叢
書
』
二
五
巻
（
臨
川
書
店
・
一
九
九
〇
）

を
適
宜
に
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
９
）　

以
下
、『
好
色
貝
合
』
に
関
す
る
引
用
は
、
吉
田
幸
一
編
『
好
色
物
草
子
集
』（
古
典
文
庫
、
一
九
六
八
）
に
拠
っ

た
。

（
10
）　

以
下
、『
好
色
訓
蒙
図
彙
』
に
関
す
る
引
用
は
、
吉
田
幸
一
編
『
好
色
物
草
子
集
』（
古
典
文
庫
、
一
九
六
八
）

に
拠
っ
た
。

（
11
）　

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
・
二
〇
〇
〇
）。

（
12
）　

塩
村
耕
「
俗
学
者
、
山
雲
子
坂
内
直
頼
の
伝
に
つ
い
て
」『
近
世
前
期
文
学
研
究―

伝
記
・
書
誌
・
出
版―

』（
近

世
文
学
研
究
叢
書
十
六
・
若
草
書
房
・
二
〇
〇
四
）。

（
13
）　

本
稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
『
人
倫
糸
屑
』
と
『
都
風
俗
鑑
』『
朱
雀
遠
目
鏡
』『
朱
雀
諸
分
鑑
』
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

（
14
）　

以
下
、『
伊
勢
物
語
』
に
関
す
る
引
用
は
、『
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
』
新
日
本
古
典
学
大
系
十
七
・（
岩
波
書
店
・

一
九
九
七
）
に
よ
る
。

（
15
）　

以
下
、『
和
歌
詞
林
抄
』
に
関
す
る
引
用
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
（
文
化
八
年
写
本
）
に
よ
る
。
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陳　

山
雲
子
と
遊
女
評
判
記

Sanunshi and Yūjohyōbanki

CHEN Yi-Shiu

Abstract

Sanunshi is one of the important 17th century authors in Japan.  He is known as an annotator of 

classical literature and an author of enlightening books as well.

Miyako Fūzokukagami, Shujaka Tōmegane,and Shujaka Showakekagami areYūjohyōbanki, a book 

of commentary on prostitutes, written anonymous in 1681 in Kyoto.

In the present study, I have analyzed two works, Kōshoku Kimmōzui and Kōshoku Kaiawase, 

which are written by Sanunshi, with Miyako Fūzokukagami,Shujaka Tōmegane, and Shujaka 

Showakekagami to determine if these three works are also made by Sanunshi.

Through this study, I clarified his other face as an author of erotic literature, and hope to discover 

more of Sanunshi s pieces which are anonymous to evaluate his writer image.

Keywords: Sanunshi, Yūjohyōbanki,Miyako Fūzokukagami, Shujaka Tōmegane, Shujaka 

Showakekagami
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