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尾
張
屋
三
平
の
こ
と

山
口
正
義

一
、
は
じ
め
に

越
生
町
黒
岩
の
三
滝
入
口
の
三
叉
路
の
歩
道
橋
の
下
に
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
程
の
立
派
な
石
柱
の
道
標
が
建
っ
て
い
ま
す
。

表
に
は
「
黒
山
三
瀧
道
」
と
少
し
崩
し
た
独
特
な
書
体
で
大
き
く
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
素
人
な
が
ら
に
す
ご
い
と
感
じ
入
っ

て
し
ま
う
書
体
で
す
。
そ
し
て
右
側
面
に
は
何
と
「
新
吉
原
講
中
」
と
あ
り
、
左
側
面
に
は
「
尾
張
屋
三
平
」、
裏
に
は
「
慶
應

元
年
」
と
あ
り
ま
す
。
数
年
前
初
め
て
見
た
と
き
、
こ
れ
は
何
か
？
と
強
烈
に
印
象
に
残
り
ま
し
た
。

尾
張
屋
三
平
に
つ
い
て
は
ご
存
知
の
方
も
多
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
埼
玉
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、「
幕
末
の
粋
人
。
越

生
町
津
久
根
の
出
身
。
家
業
を
弟
に
譲
り
江
戸
に
出
て
、
千
葉
周
作
道
場
（
北
辰
一
刀
流
）
で
剣
術
を
学
び
認
め
ら
れ
た
。
そ

の
人
柄
に
よ
り
、
新
門
辰
五
郎
（
侠
客
）
と
も
義
兄
弟
の
契
り
を
結
ん
だ
と
伝
え
、
新
吉
原
江
戸
町
一
丁
目
に
『
寒
菊
尾
張
』

を
開
き
尾
張
屋
三
平
を
名
乗
っ
た
。
後
に
故
郷
の
『
黒
山
三
滝
』
を
江
戸
で
宣
伝
し
、
講
（
観
光
ツ
ア
ー
）
や
道
標
を
作
っ
て

江
戸
の
人
々
を
案
内
し
、
故
郷
の
観
光
宣
伝
に
尽
力
し
た
」
と
あ
り
ま
す
。

別
の
一
般
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、「
江
戸
吉
原
遊
廓
の
副
名
主
だ
っ
た
尾
張
屋
三
平
が
、
男
滝
・
女
滝
を
男
女
和
合
の
神
と

見
立
て
て
江
戸
に
紹
介
し
吉
原
の
信
仰
を
集
め
た
。
そ
の
と
き
三
平
が
建
て
た
道
標
は
現
在
も
黒
山
三
滝
入
口
付
近
に
残
っ
て

い
る
」
と
も
あ
り
ま
す
。

興
味
の
そ
そ
ら
れ
る
話
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ネ
ッ
ト
か
ら
は
基
本
的
に
こ
れ
以
上
の
情
報
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
少

し
「
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
を
知
り
た
い
と
思
い
、
少
し
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

二
、
寄
進
の
道
標
、
狛
犬

調
べ
て
み
る
と
、
尾
張
屋
三
平
（
本
名
新
井
宗
秀
、
一
八
一
五
～
六
八
）
が
寄
進
し
た
道
標
は
先
の
三
滝
入
口
の
も
の
の
他

（
１
）

に
、
津
久
根
三
叉
路
、
黒
山
三
叉
路
の
三
滝
入
口
に
も
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
他
に
津
久
根
八
幡
神
社
の
狛
犬
も
奉
納
し

て
い
ま
す
し
、
大
平
山
の
役
の
行
者
の
石
像
を
奉
じ
た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
故
郷
へ
の
強
い
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難

え
ん

（
２
）

く
あ
り
ま
せ
ん
。
道
標
や
狛
犬
の
奉
納
は
元
治
二
年
（
一
八
六
四
）
か
ら
翌
年
の
慶
應
元
年
に
か
け
て
で
あ
り
、
文
字
は
正
木

（
黒
田
）
龍
塘
の
揮
毫
で
す
。

（
一
）
黒
岩
の
三
叉
路
（
三
滝
入
口
）
の
道
標

表
に
は
「
日
本
無
双
」、「
正
木
龍
塘
書
」
と
と
も
に
大
き
く
「
黒
山
三
瀧
道
」

と
あ
り
ま
す
。
右
側
に

「
東
都

新
吉
原
講
中
」、

左
側
に
「
講
元

尾
張

屋
三
平
」、
裏
に
「
慶
應

元
年
六
月

助
力
當
村

中
」
と
あ
り
ま
す
。
何

れ
も
力
強
い
筆
致
で
す
。

（
二
）
津
久
根
三
叉
路
の
道
標

表
に
子
の
権
現
と
高
山
不
動
の
道
案
内
が
あ
り
ま
す
。
黒
山
か
ら
顔
振
峠
を
経
て
の
道
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
ち
ら
側
か
ら
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の
参
拝
者
が
そ
れ
な
り
に
い
た
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
右
側
に
「
志

か
う
道
」（
慈
光
寺
道
）、
左
側
に
「
大

平
山
三
瀧
」、
裏
に
「
元
治
二
年
三
月

新
井
三
平
建
之

助
力
當
村
中
」

と
あ
り
ま
す
。
新
井
は
本
姓
で
三
平

は
俗
称
で
す
が
、
実
家
に
近
い
こ
と

に
よ
る
遠
慮
が
こ
の
よ
う
に
さ
せ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

（
三
）
黒
山
三
叉
路
の
三
滝
入
口
の
道
標

表
に
「
日
本
第
一
大
平
山

三
瀧

入
口
」
と
少
し
誇
張
し
た
表
現
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
「
龍
塘
木
信
書
」
と

あ
り
ま
す
か
ら
黒
岩
の
道
標
と
同
一

人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

（
木
信
は
号
）
。
右
側
に
「
東
都

新
吉
原
講
中
」
、
左
側
に
「
助
力
津

久
根
講
中
」
、
裏
に
「
元
治
二
年
三

月

尾
張
屋
三
平
」
と
あ
り
ま
す
。

但
し
、
尾
張
屋
三
平
の
文
字
の
上
に
家
紋
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
下
図
の
よ
う
な
釻
菊
で
あ
り
、
新
吉
原
の
「
寒

か
ん
ぎ
く

菊
尾
張
」
に
通
じ
る
も
の
で
で
ょ
う
か
。
後
述
の
よ
う
に
「
吉
原
細
見
」
の
三
平
の
店
に
は
こ
の
「
釻
菊
」
の
マ

ー
ク
（
今
流
の
商
標
）
が
出
て
い
ま
す
。

（
四
）
津
久
根
八
幡
神
社
の
狛
犬

こ
の
狛
犬
は
元
治
二
年
三
月
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
津
久
根
三
叉
路
と
黒
山
三
叉
路
の
道
標
と
同
時
期
に
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
黒
岩
の
三
叉
路
の
道
標
だ
け
一
年
余
り
後
に
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
吉
原
講
中
は
少
な
く
と
も
二
回
は

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
狛
犬
に
も
釻
菊
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
「
奉
献
」
の
文
字
は
や
は
り
龍
塘
木

信
の
揮
毫
に
よ
る
も
の
で
す
。

龍
塘
に
つ
い
て
は
、
文
献(

)

に
概
略
、

3

「
字
は
新
卿
・
木
信
、
通
称
を
源
治
郎
と

い
い
、
書
を
能
く
し
篆
刻
に
巧
み
で
、
正

木
龍
眠
の
門
に
学
ん
で
後
に
姓
を
正
木
と

改
め
る
。
住
居
は
浅
草
並
木
町
。
龍
塘
の

子
亀
塘
も
書
家
で
新
吉
原
江
戸
一
丁
目
、

三
平
と
同
じ
町
内
に
住
ん
で
い
た
」、
と
あ

り
ま
す
か
ら
、
江
戸
で
書
を
依
頼
し
た
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

三
、
寒
菊
尾
張
聞
書
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三
平
の
生
家
は
屋
号
を
角
上
と
い
い
、
越
辺
川
筋
で
も
指
折
り
の
薪

炭
・
木
材
問
屋
で
し
た
。
旧
家
で
あ
る
た
め
か
商
人
で
も
剣
道
を
嗜
み
、

当
時
の
津
久
根
村
を
支
配
し
て
い
た
旗
本
・
石
黒
健
三
に
仕
え
る
武
士

か
ら
剣
を
学
び
内
免
許
を
与
え
ら
れ
揚
羽
蝶
の
紋
の
使
用
を
許
さ
れ
て

い
た
と
い
い
ま
す
。

（
２
）

さ
て
、
三
平
に
つ
い
て
具
体
的
な
記
述
の
あ
る
も
の
に
、『
素
履
句
集
』

（
４
）

（
新
井
敏
之
（
半
空
会
、
一
九
五
七
年
）、
題
字
は
武
者
小
路
実
篤
）
と

い
う
本
が
あ
り
ま
す
。「
素
履
」
と
は
三
平
の
弟
・
宗
直
（
俳
人
で
も
あ
り
晴
々
舎
角
丈
と
号
し
た
）
の
孫
に
あ
た
る

徳
次
郎
の
俳
号
の
よ
う
で
す
（
確
証
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
敏
之
と
徳
次
郎
は
同
一
人
物
の
よ
う
に
思
え
ま
す
）。
こ
の
本
は
新
井

（
５
）

素
履
の
句
集
と
随
筆
集
で
す
が
、
そ
の
「
附
随
筆
」
の
中
に
「
寒
菊
尾
張
聞
書
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。

少
し
長
文
に
な
り
ま
す
が
、
興
味
あ
る
内
容
な
の
で
以
下
に
全
文
を
掲
げ
て
み
ま
す
。

「
俺
は
ど
う
し
て
も
、
こ
ん
な
秩
父
の
山
の
中
で
朽
ち
て
し
ま
ふ
の
は
嫌
だ
。
ど
ん
な
に
こ
の
俺
に
今
の
生
活
を
続
け
さ
せ

様
と
し
て
も
そ
れ
は
所
詮
無
駄
だ
。
お
前
が
後
を
引
受
け
て
確
か
り
や
っ
て
く
れ
、
決
し
て
俺
の
事
は
心
配
に
及
ば
な
い
。
お

前
は
こ
の
家
業
に
精
出
し
て
祖
先
の
祭
り
を
絶
や
さ
な
い
で
欲
し
い
。」

兄
宗
秀
が
顔
色
を
正
し
て
の
言
葉
に
、
い
ひ
出
し
た
ら
諾
か
な
い
日
頃
を
知
っ
て
ゐ
る
弟
宗
直
は
、
黙
然
と
し
て
答
へ
な
か

っ
た
。
そ
の
夜
の
夕
餉
の
膳
に
向
っ
た
二
人
の
間
に
は
、
酒
が
置
か
れ
て
、
し
ん
み
り
と
話
が
盡
き
な
か
っ
た
。

「
ー
だ
か
ら
改
め
て
知
ら
せ
が
あ
る
迄
は
、
た
と
へ
幾
年
経
っ
て
も
キ
ッ
ト
何
處
か
で
、
何
か
し
て
時
節
を
う
か
ゞ
っ
て
ゐ

る
も
の
と
観
念
し
て
、
決
し
て
徒
に
憂
慮
し
て
は
い
か
ぬ
。
俺
は
断
じ
て
た
ゞ
は
死
な
ぬ
。
一
角
の
も
の
と
な
っ
て
必
ず
便
り

ひ
と
か
ど

を
寄
越
す
か
ら
ー
」
と
宗
秀
は
繰
返
す
の
で
あ
っ
た
。

弘
化
二
年
乙
巳
の
秋
二
十
五
歳
の
宗
秀
は
、
遂
に
故
郷
を
捨
て
ゝ
出
奔
し
て
仕
舞
っ
た
。
性
来
質
実
重
厚
な
弟
宗
直
は
、
当

年
二
十
二
歳
の
若
者
で
あ
っ
た
が
、
兄
失
踪
の
後
を
受
け
て
家
格
を
護
っ
て
父
祖
の
業
で
あ
る
木
材
薪
炭
を
扱
ひ
、
妻
を
娶
り
、

二
男
一
女
を
儲
け
て
、
江
戸
深
川
の
木
場
衆
と
称
す
る
大
問
屋
筋
を
初
め
、
千
住
大
橋
、
浅
草
花
川
戸
邊
に
も
取
引
先
多
く
、

家
運
漸
く
順
調
に
、
所
持
の
山
林
に
は
杉
檜
を
植
ゑ
て
、
そ
の
成
長
を
見
守
り
、

「
終
日
看
山
厭
山

買
山
終
待
老
山
間
」

と
言
ふ
心
境
に
あ
っ
た
。
し
か
し
取
引
の
関
係
か
ら
少
な
く
と
も
半
年
に
一
度
は
、
江
戸
に
出
向
い
て
商
用
旁
廣
い
世
界
の
動

き
を
知
り
、
江
戸
の
文
化
と
郷
里
と
を
結
ぶ
役
も
果
し
、
且
つ
は
窃
か
に
風
流
韻
事
を
も
嗜
ん
で
、
長
者
の
風
格
が
あ
っ
た
。

か
く
て
宗
直
が
四
十
年
の
春
に
、
一
別
以
来
の
便
り
が
、
赤
紙
つ
き
で
兄
宗
秀
か
ら
と
ゞ
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
故
郷
を
立

退
い
た
宗
秀
は
江
戸
を
目
ざ
し
た
が
、
途
中
思
は
ぬ
病
気
に
か
ゝ
り
、
艱
難
辛
苦
の
す
ゑ
流
れ
な
が
れ
て
、
上
州
倉
賀
野
在
に

足
を
と
ゞ
め
る
こ
と
一
年
あ
ま
り
、
漸
く
江
戸
入
り
の
素
志
を
達
し
た
の
は
、
出
奔
以
来
実
に
二
ヶ
年
半
の
後
で
あ
っ
た
。

槍
先
の
功
名
に
、
一
城
の
主
と
出
世
し
た
戦
国
の
昔
は
暫
ら
く
措
い
て
、
今
や
天
下
は
、
内
憂
外
患
紛
糾
を
極
め
た
徳
川
幕

府
の
断
末
魔
。
腕
と
膽
略
次
第
で
は
、
随
分
思
切
っ
た
活
躍
が
出
来
た
風
雲
の
時
代
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
何
處
を
如
何
い
ふ
運

命
の
神
の
導
き
に
よ
っ
た
も
の
か
、
当
時
天
下
に
雷
名
を
轟
か
す
北
辰
一
刀
流
の
大
先
生
、
神
田
お
玉
ヶ
池
千
葉
周
作
の
門
に

入
り
、
そ
の
内
弟
子
と
し
て
、
剣
の
冴
え
太
刀
筋
の
よ
さ
、
胆
の
太
さ
を
認
め
ら
れ
、
多
く
の
門
弟
の
中
か
ら
特
に
抜
擢
さ
れ

て
、
そ
の
頃
幕
府
が
旗
下
の
子
弟
を
教
育
す
る
爲
め
に
設
け
た
講
武
所
へ
先
生
の
師
範
代
と
し
て
、
駕
籠
で
出
入
り
す
る
に
至

っ
た
。
由
来
宗
秀
は
弱
年
の
頃
か
ら
剣
道
が
好
き
で
、
郷
里
に
あ
っ
た
時
既
に
土
地
の
剣
豪
石
黒
健
三
に
就
い
て
優
秀
の
技
に

よ
り
免
許
を
授
け
ら
れ
、
揚
羽
の
蝶
の
紋
所
を
大
き
く
現
は
し
た
一
枚
革
の
自
慢
の
胴
を
着
け
て
、
竹
刀
一
本
で
他
の
道
場
を

荒
ら
し
廻
っ
た
時
代
も
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

千
葉
先
生
門
下
に
於
け
る
剣
客
生
活
は
勇
猛
精
進
を
極
め
、
修
養
の
果
を
積
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
ま
た
い
ろ

く
の
人
間
ら
し
い
怨
恨
、
狡
猾
、
陷
井
な
ど
が
あ
っ
て
、
暗
闘
の
絶
え
な
い
の
に
業
を
煮
や
し
た
宗
秀
は
、
や
が
て
千
葉
道
場

を
飛
び
出
し
た
。
腕
の
出
来
る
の
に
ま
か
せ
て
、
笹
川
の
繁
造
に
於
け
る
平
手
酒
造
の
様
な
役
廻
り
が
待
っ
て
ゐ
て
、
彼
の
生

活
は
、
日
に
日
に
荒
ん
で
、
放
浪
の
旅
は
関
八
州
は
元
よ
り
函
嶺
を
越
え
て
遠
く
関
西
か
ら
山
陰
、
山
陽
、
本
州
は
奥
州
の
僻

尾張屋三平 (1)
(いつ頃の

写真か不明とのこと)

尾張屋三平のこと
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地
を
の
こ
し
て
殆
ど
其
の
足
跡
を
印
し
た
。
そ
の
間
に
は
押
入
聟
に
も
二
度
三
度
な
ら
ず
、
随
分
い
ろ
ん
な
境
涯
を
潜
っ
て
、

つ
ぶ
さ
に
人
生
の
慘
苦
に
男
子
の
心
膽
を
練
り
上
げ
、
再
び
江
戸
に
戻
っ
て
か
ら
は
い
つ
か
市
井
遊
侠
無
頼
の
徒
の
棟
梁
に
推

さ
れ
、
そ
の
こ
ろ
大
江
戸
の
市
中
に
名
声
高
か
っ
た
浅
草
寺
山
内
の
取
締
で
、
新
門
の
固
め
を
仰
付
か
っ
て
ゐ
た
、「
を
組
」
の
頭

か
し
ら

新
門
の
辰
五
郎
と
兄
弟
の
契
を
結
び
そ
の
一
代
の
侠
骨
と
剛
腹
と
を
購
は
れ
て
遂
に
吉
原
遊
郭
の
副
名
主
と
迄
な
り
、
江
戸
町

二
丁
目
に

大
籬

寒
菊
尾
張
の
暖
簾
を
下
げ
尾
張
屋
三
平
と
名
乗
る
に
至
っ
た
。
そ
の
纒
末
が
事
明
細
に
齎
さ
れ
て
あ
っ
た
。

お
ほ
ま
が
き

宗
直
が
初
め
て
、
寒
菊
尾
張
を
訪
ひ
、
絶
え
て
久
し
い
二
十
年
近
い
対
面
の
日
が
来
た
。
善
盡
し
美
盡
し
た
懇
切
溢
る
ゝ
其

日
の
接
待
に
は
、
物
堅
い
宗
直
の
耳
目
を
聳
動
す
る
も
の
ば
か
り
、
一
旦
茶
屋
に
落
付
い
て
か
ら
兄
に
導
か
れ
て
、
尾
張
屋
の

暖
簾
を
潜
っ
た
途
端
、
盛
装
の
抱
遊
女
全
部
が
、
廊
下
へ
手
を
つ
い
て
、
一
斉
に
「
田
舎
の
お
客
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
ー
い
」
と
、

高
ら
か
に
く
り
返
し
た
の
に
は
度
肝
を
抜
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
こ
の
里
の
近
隣
に
対
す
る
兄
宗
秀
の
一
種
の
プ
ラ
イ
ド

で
あ
っ
て
、
上
べ
は
華
美
な
生
活
を
し
て
ゐ
て
も
、
い
は
ゞ
碌
で
な
し
の
集
り
で
、
田
舎
に
シ
ッ
カ
リ
し
た
根
拠
を
持
っ
て
ゐ

る
様
な
マ
ト
モ
な
人
間
な
ど
滅
多
に
な
い
所
詮
は
忘
八
づ
れ
の
社
会
で
あ
る
。
自
分
は
彼
等
と
均
し
く
浅
間
し
い
営
み
は
し
て

ゐ
て
も
、
確
固
と
し
た
正
業
の
出
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
誇
示
し
た
も
の
と
も
解
さ
れ
、
却
て
そ
の
心
緒
に
は
胸
迫
る
も
の

を
覚
え
た
と
、
後
に
宗
直
は
よ
く
家
人
に
語
っ
た
さ
う
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
は
江
戸
出
府
の
砌
、
お
り
く
訪
づ
れ
る
毎
に
、
兄

宗
秀
は
子
供
の
様
に
悦
ん
で
、
郷
里
の
神
社
仏
閣
、
道
路
等
の
修
理
を
志
し
、
村
の
祭
典
の
獅
子
舞
に
用
ゆ
る
乙
女
達
の
衣
粧

に
迄
心
を
配
り
そ
の
頃
最
も
珍
重
さ
れ
た
「
緋
ゴ
ロ
ー
」
の
帯
五
筋
は
今
以
て
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
程
で
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
の
下

に
墳
墓
の
地
に
喜
捨
し
た
。
し
か
し
一
方
ま
た
そ
の
私
生
活
に
は
頻
り
に
美
色
を
漁
っ
て
一
向
閨
門
が
お
さ
ま
ら
な
い
、
今
日

迄
に
妻
と
名
の
つ
く
も
の
十
幾
人
に
も
余
っ
て
、
今
以
て
定
ま
ら
ず
、
今
度
は
北
廓
第
一
の
君
と
嬌
名
を
江
戸
中
に
唄
は
れ
、

全
盛
並
ぶ
な
い
金
瓶
大
黒
の
太
夫
「
今
紫
」
を
根
引
し
て
宿
の
妻
と
し
て
帳
場
へ
坐
ら
せ
た
。

な
に
が
さ
て
、
物
見
高
い
郭
内
の
こ
と
、
寒
菊
尾
張
の
店
は
灯
と
も
し
頃
と
も
な
れ
ば
、
ぞ
め
き
の
客
や
、
見
物
人
が
、
何

と
か
し
て
一
目
「
今
紫
」
の
丸
髷
姿
を
見
ん
も
の
と
、
ワ
ン
サ
と
押
か
け
、
お
蔭
で
店
は
大
い
に
繁
昌
し
た
。

好
事
魔
多
し
、
茲
に
不
慮
の
事
件
が
勃
発
し
て
、
江
戸
か
ら
新
門
の
辰
五
郎
が
、
バ
リ
ッ
と
し
た
、
子
分
二
人
を
伴
ひ
、
夜
を

日
に
継
い
で
宗
直
の
家
へ
着
い
た
の
は
、
慶
應
三
年
師
走
も
押
迫
っ
た
二
十
日
の
た
そ
が
れ
刻
で
あ
っ
た
。

さ
て
辰
五
郎
の
来
意
は
ど
ん
な
事
で
あ
っ
た
か
？

金
瓶
大
黒
か
ら
根
引
し
た
女
「
今
紫
」
に
は
、
意
中
の
男
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
当
時
三
千
石
の
知
行
を
領
す
る
、
幕
府
の
旗
下
で
、
女
が
身
引
き
さ
れ
て
後
は
、
寒
菊
尾
張
の
一
嫖
客
と
し
て
登
樓
、

接
近
の
機
会
を
ね
ら
ふ
う
ち
い
つ
か
主
人
の
感
ず
る
所
と
な
っ
て
、
の
っ
引
き
な
ら
ぬ
所
を
押
え
ら
れ
て
自
白
を
迫
ら
れ
た
が
、

女
は
言
を
左
右
に
し
て
そ
の
実
を
吐
か
な
か
っ
た
の
で
、
激
怒
の
あ
ま
り
ひ
ど
い
リ
ン
チ
が
加
へ
ら
れ
た
。
即
ち
彼
女
の
手
の

指
は
、
一
本
一
本
悉
く
逆
に
折
ら
れ
て
仕
舞
っ
た
。
ー
こ
の
事
あ
っ
て
後
ち
、
旗
下
某
は
、
事
の
次
第
を
幕
閣
の
若
年
寄
の
手

を
通
じ
て
、
北
町
奉
行
に
摘
発
を
命
じ
た
。
そ
こ
で
直
ち
に
召
捕
と
な
っ
た
宗
秀
は
、
性
来
の
剛
気
に
ま
か
せ
て
烈
し
く
司
直

に
抗
弁
し
た
爲
め
、
遂
に
拷
問
の
憂
き
目
を
見
て
、
現
在
石
抱
き
の
責
苦
を
受
け
て
ゐ
る
次
第
、
是
非
と
も
金
参
百
両
を
準
備

し
て
欲
し
い
、
さ
う
す
れ
ば
、
自
分
は
北
町
奉
行
所
与
力
筆
頭
小
野
澤
十
太
夫
に
詫
び
を
入
れ
、
ス
グ
に
救
助
の
手
を
さ
し
の

べ
て
、
救
ひ
出
せ
る
自
信
が
あ
る
。
何
は
し
か
れ
身
柄
を
貰
ひ
下
げ
る
迄
は
一
刻
を
争
ふ
急
で
あ
る
か
ら
、
即
刻
調
達
を
頼
む

と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。
じ
っ
と
始
終
を
聞
き
了
る
と
宗
直
は
、
言
下
に
申
出
の
金
三
百
両
と
、
別
に
五
十
両
の
包
を
差
出
し
て

何
分
共
に
頼
み
入
る
と
、
聲
涙
共
に
下
っ
た
。
そ
の
ま
ゝ
立
上
っ
た
辰
五
郎
は
、
踵
を
返
し
て
、
ま
た
晝
夜
兼
行
江
戸
へ
戻
っ

た
。
年
明
け
て
、
衰
弱
し
切
っ
た
宗
秀
の
身
柄
は
、
一
応
許
さ
れ
て
帰
り
は
し
た
も
の
ゝ
再
び
起
つ
気
力
は
な
く
、
春
ま
だ
寒

い
三
月
の
初
め
に
花
に
魁
け
て
殪
れ
た
。
行
年
四
十
有
五
で
あ
っ
た
。（
昭
和
三
一
、
九
、
一
一
）

四
、
寒
菊
尾
張
聞
書
の
検
討

こ
の
「
寒
菊
尾
張
聞
書
」
に
よ
り
三
平
に
つ
い
て
の
大
凡
の
こ
と
は
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
信
憑
性
は
ど
う
で
し

ょ
う
か
。
少
し
検
討
し
て
み
ま
す
。

（
一
）
生
年
に
つ
い
て

尾張屋三平のこと
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「
弘
化
二
年(

一
八
四
五)

の
秋
二
十
五
歳
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
文
政

三
～
四
年
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
明
治
元
年
三
月
に
亡
く
な
っ
て

い
ま
す
か
ら
行
年
は
四
十
七
～
四
十
八
歳
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一

方
、
文
献(

)
に
は
文
化
十
二
年(

一
八
一
五)

生
ま
れ
と
あ
り
ま
す
。

1

津
久
根
の
生
家
近
く
の
新
井
家
の
墓
地
に
は
三
平
の
墓
が
あ
り
、「
釋

恵
善
居
士
」
と
あ
り
ま
す
。
施
主
は
弟
の
宗
直
で
す
。
墓
石
に
は
一
時
山

谷
（
浅
草
）
の
浄
雲
寺
に
葬
っ
て
あ
っ
た
の
を
秋
の
彼
岸
に
持
ち
帰
っ
た

日
の
九
月
二
十
二
日
と
五
十
三
才
が
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。
逆
算
す
れ
ば
文
化
十
二
年
生
ま
れ
と

な
り
ま
す
。
通
常
墓
石
の
刻
印
は
信
用
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
従
え
ば
「
寒
菊
尾
張
聞
書
」
の

記
述
の
信
憑
性
は
薄
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
以
降
は
文
化
十
二
年
生
ま
れ
で
年
令
を
考
え
る

こ
と
に
し
ま
す
。

（
二
）
千
葉
門
下
生
と
し
て
講
武
所
の
師
範
代
と
な
っ
た
か

講
武
所
が
開
設
さ
れ
た
の
は
安
政
三
年(

一
八
五
六)

、
こ
の
と
き
剣
術
の
北
辰
一
刀
流
で
名

前
が
あ
る
の
は
、「
千
葉
周
作
門
人
三
枝
庄
兵
衛
組
御
徒
井
上
八
郎
」
の
み
で
、
そ
の
後
も
調
べ

（
６
）

た
範
囲
で
は
三
平
あ
る
い
は
三
平
の
本
名
の
名
前
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
安
政
三
年
時
、
三
平
は
四
十
一
歳
ぐ
ら
い
で
す
。「
師
範

代
」
の
あ
と
千
葉
道
場
を
飛
び
出
し
全
国
を
巡
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
全
体
的
に
も
っ
と
若
い
時
の
よ
う
に
思
え

ま
す
。
そ
れ
に
後
述
す
る
よ
う
に
安
政
三
年
の
「
吉
原
細
見
」
に
「
尾
張
屋
三
平
」
の
妓
楼
が
出
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
千
葉
道

場
に
通
っ
た
こ
と
は
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
店
を
持
ち
な
が
ら
師
範
代
と
し
て
講
武
所
に
出
入
り
し
た
と
い
う
の
は
可
成
り

疑
わ
し
い
と
思
え
ま
す
。

（
三
）
新
門
の
辰
五
郎
と
兄
弟
の
契
を
結
び
…

何
ら
の
資
料
も
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
何
と
も
言
え
ま
せ
ん
。

（
四
）

大
籬

寒
菊
尾
張
の
暖
簾
を
下
げ
尾
張
屋
三
平
と
名
乗
る
…

お
ほ
ま
が
き

大
籬
と
は
吉
原
で
最
も
格
式
の
高
い
妓
楼
を
指
し
て
い
ま
し
た
（
寛
政
年
間
以
後
、
吉
原
で
は
見
世
先
の
籬
の
高
さ
で
妓
楼

の
等
級
を
現
し
、
籬
が
天
井
ま
で
あ
る
の
を
大
籬
、
下
半
分
だ
け
が
格
子
に
な
っ
て
い
る
の
を
総
半
籬
と
言
っ
て
い
た
）。
尾
張

屋
三
平
の
妓
楼
は
「
吉
原
細
見
」
の
安
政
三
年
版
か
ら
文
久
三
年
版
に
出
て
来
ま
す
が
、
文
久
三
年
版
の
も
の
を
見
る
と
「
総

半
籬
」
の
記
号
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
前
の
も
の
は
無
記
号
で
格
が
低
く
さ
れ
て
い
ま
す
。「
大
籬
」
ま
で
は
確
認
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

（
五
）
金
瓶
大
黒
の
太
夫
「
今
紫
」
を
根
引
し
て
宿
の
妻
と
し
て
帳
場
へ
坐
ら
せ
た
…

果
た
し
て
事
実
で
し
ょ
う
か
。
一
般
に
言
わ
れ
る
今
紫
（
嘉
永
六
年(

一
八
五
三)

～
大
正
二
年(

一
九
一
三)

、
本
名
「
高
橋

こ
う
」）
は
明
治
時
代
の
有
名
遊
女
・
舞
台
女
優
。
十
六
歳
で
江
戸
吉
原
の
大
黒
楼
に
入
り
、
気
っ
ぷ
の
よ
さ
で
知
ら
れ
た
と
い

い
ま
す
。
ネ
ッ
ト
で
探
す
と
当
時
の
写
真
も
見
ら
れ
ま
す
。
子
母
澤
寛
の
「
今
紫
物
語
」
に
は
「
ま
だ
十
四
の
花
の
蕾
に
早
く

（
７
）

も
目
を
つ
け
た
の
が
土
佐
の
山
内
容
堂
候
」
と
あ
り
、
そ
れ
ま
で
「
静
」
と
い
っ
て
い
た
の
を
「
今
紫
」
と
名
を
つ
け
た
の
は

容
堂
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
物
語
は
今
紫
に
つ
い
て
相
当
詳
し
い
で
す
が
、
三
平
の
名
は
一
切
出
て
来
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
年
代

的
に
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
今
紫
が
廓
の
白
拍
子
と
し
て
「
静
」
の
名
を
披
露
し
た
の
が
慶
応
元
年
の
十
四
歳
の
時
で
、
そ
の
と

き
直
ぐ
に
目
を
つ
け
た
の
が
容
堂
で
、
三
十
八
～
三
十
九
歳
、
既
に
藩
主
の
座
を
譲
り
隠
居
の
身
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
遊
女

屋
の
亭
主
が
じ
ら
し
に
じ
ら
し
て
太
夫
と
し
て
遊
女
に
出
し
た
の
は
十
六
歳
の
と
き
で
明
治
元
年
近
く
に
な
り
ま
す
。

新
門
の
辰
五
郎
が
三
平
の
急
を
伝
え
て
来
た
の
は
慶
応
三
年
末
で
、
明
治
元
年
（
慶
応
四
年
）
の
三
月
に
は
亡
く
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
う
す
る
と
三
平
が
「
寒
菊
尾
張
聞
書
」
に
あ
る
よ
う
な
「
金
瓶
大
黒
か
ら
根
引
し
て
宿
の
妻
と
し
て
帳
場
へ
坐
ら
せ

尾張屋三平の墓
（越生町津久根）

明
治
元
辰
年

釋

恵
善
居
士

九
月
二
十
二
日

俗
名

尾
張
屋
三
平

行
年

五
十
三
才

山
谷
浄
雲
寺
葬

施
主

新
井
清
次
郎

宗
直

尾張屋三平のこと
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た
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

も
っ
と
も
、
聞
書
に
は
「
今
紫
に
は
、
意
中
の
男
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
三
千
石
の
知
行
を
領
す
る
幕
府
の
旗
下
で･･･

」

と
あ
り
ま
す
か
ら
、
も
と
も
と
容
堂
お
気
に
入
り
の
今
紫
と
は
別
人
で
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
筆
者
も
少
し
混
乱
気
味
で

す
が
、
恐
ら
く
三
平
が
相
手
に
し
た
の
は
こ
の
「
今
紫
」
で
は
な
く
別
の
人
気
遊
女
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

幾
つ
か
の
例
証
で
す
が
、「
寒
菊
尾
張
聞
書
」
の
信
憑
性
は
大
筋
で
は
合
っ
て
い
て
も
詳
細
部
分
で
は
今
ひ
と
つ
低
い
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。

五
、
吉
原
細
見

「
吉
原
細
見
」
は
吉
原
遊
廓
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
り
、
廓
内
の
略
地
図
、
妓
楼
お
よ
び
遊
女
の
名
寄
、
揚
げ
代

（
８
、
９
）

金
、
茶
屋
、
船
宿
お
よ
び
男
女
芸
者
の
名
寄
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
幕
末
・
明
治
維
新
頃
か
ら
「
細
見
」
の
内
容
は

粗
雑
化
し
て
き
た
と
も
言

わ
れ
ま
す
。
必
ず
し
も
毎

年
発
行
さ
れ
た
訳
で
は
な

い
よ
う
で
、
ネ
ッ
ト
で
は

慶
応
期
の
も
の
は
も
と
も

と
発
行
さ
れ
な
か
っ
た
可

能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
探

す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
は
細
見
売
り
が
遊
廓
内

で
売
り
歩
い
た
と
い
い
ま

す
。
風
俗
店
の
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
と
言
っ
て
し
ま
っ
て

は
風
情
が
な
く
な
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

こ
の
「
吉
原
細
見
」
に

尾
張
屋
三
平
の
名
が
見
え

る
の
は
、
安
政
三
年
（
一

八
五
六
）
版
が
最
初
で
あ

り
、
三
平
四
十
一
歳
の
と

き
で
す
。
場
所
は
江
戸
町

二
丁
目
で
は
な
く
、
京
町

二
丁
目
で
家
紋
「
釻
菊
」

と
と
も
に
あ
り
ま
す
。
ま
だ
掲
載
面
積
も
小
さ
く
店
の
格
を
示
す
記
号
も

あ

り
ま
せ
ん
。
小
春
・
松
ヶ
枝
・
玉
の
井
・
菊
の
井
な
ど
十
五
名
の
遊
女
の
名
が
見
え
ま
す
が
、
名
前
の
上
に
付
け
る
位
付
を
表

す
な
ど
の
マ
ー
ク
は
な
く
、
格
は
低
か
っ
た
よ
う
で

す
。

安
政
五
年
版
の
吉
原
細
見
に
は
尾
張
屋
三
平
の
名
が
見
え
ず
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
版
で
は
「
釻
菊
」
の
家
紋
と
と
も

に
「
尾
張
屋
福
次
郎
」
と
あ
り
ま
す
。
家
紋
が
同
じ
な
の
で
別
人
と
は
考
え
づ
ら
い
。
何
か
の
事
情
で
福
次
郎
に
変
わ
っ
た
か
、

あ
る
い
は
福
次
郎
と
も
名
乗
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

安
政
七
年
（
一
八
六
〇
）
版
で
は
再
び
「
釻
菊
」
の
マ
ー
ク
と
と
も
に
尾
張
屋
三
平
の
名
前
が
出
て
来
ま
す
。

安政３年版吉原細見（右側に尾張屋三平）

安政６年版吉原細見（左側に尾張屋福次郎） 吉原細見の一部（安政７年版）

安政７年版吉原細見（左側に尾張屋三平）
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こ
こ
ま
で
は
、
記
事
も
小
さ
く
安
政
三
年
版
と
の
差
異
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
版
で
は
半
頁
程
の
大
き
な
記
事
に
変
貌
し
て
い
ま
す
。「
尾
張
屋
三
平
」
の
文
字
の
上

に
は
「
総
半
籬
」
を
示
す
半
月
の
記
号
が
付
い
て
い
る
し
、
遊
女
の
名
前
の
上
に
は
格
を
示
す
「
二
つ
山
」
の
記
号
が
付
い
て

い
ま
す
。
遊
女
の
名
前
は
二
十
五
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
安
政
七
年
か
ら
文
久
三
年
の
間
に
店
は
発
展
し
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
し
か
し
「
寒
菊
尾
張
」
と
い
う
名
は
「
釻
菊
」
と
尾
張
屋
三
平
か
ら
と
っ
た
俗
称
の
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
こ
こ

ま
で
に
は
現
れ
な
い
し
、
場
所
は
一
貫
し
て
京
町
二
丁
目
で
す
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の

間
の
吉
原
細
見
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
（
世
の
中
の
混
乱
で
発
行
さ
れ
な
か
っ
た
？
）
の
で
、
さ
ら
に
発
展
し
て
「
大
籬
」
ま
で

に
な
っ
た
の
か
、
そ
し
て
江
戸
町
二
丁
目
に
移
っ
た
の
か
、
共
に
わ
か
り
ま
せ
ん
。

六
、
お
わ
り
に

尾
張
屋
三
平
の
こ
と
を
調
べ
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
満
足
な
調
査
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
吉
原
講
中
も
ど
の
よ
う
な
日

程
・
規
模
だ
っ
た
か
を
知
り
た
か
っ
た
の
で
す
が
全
く
手
掛
か
り
が
な
く
不
明
で
し
た
。
し
か
し
幕
末
の
激
動
の
慶
応
年
間
前

後
に
三
平
の
よ
う
な
人
物
が
居
た
こ
と
に
驚
き
ま
す
。
ま
し
て
、
慶
応
四
年
（
明
治
元
年
）
三
月
と
い
え
ば
江
戸
城
攻
撃
に
な

る
か
と
い
う
瀬
戸
際
の
西
郷
・
勝
会
見
が
行
わ
れ
て
い
た
時
期
で
す
。
こ
の
時
期
に
不
謹
慎
な
表
現
で
は
あ
り
ま
す
が
色
恋
沙

汰
の
召
捕
事
件
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
歴
史
の
一
面
を
垣
間
見
る
思
い
が
し
ま
し
た
。

最
後
に
「
今
紫
」
に
つ
い
て
再
度
検
討
し
た
こ
と
を
述
べ
た
い
。「
寒
菊
尾
張
聞
書
」
に
「
金
瓶
大
黒
の
太
夫
今
紫
」
と
あ
り

ま
す
。
調
べ
て
み
る
と
金
瓶
大
黒
と
は
大
黒
屋
金
兵
衛
の
店
の
別
称
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
安
政
五
年
版
に
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
安
政
六
年
版
・
安
政
七
年
版
・
文
久
三
年
版
、
そ
れ
に
明
治
三
年
版
の
吉
原
細
見
の
大
黒
屋
金
兵
衛
の
店
の
所
を

見
る
と
、「
今
紫
」
の
名
が
確
か
に
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
年
代
的
に
は
文
久
三
年
版
と
そ
れ
以
前
の
「
今
紫
」
は
「
寒
菊

尾
張
聞
書
」
に
出
て
く
る
今
紫
、
明
治
三
年
版
の
「
今
紫
」
は
山
内
容
堂
お
気
に
入
り
の
今
紫
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま

せ
ん
。
つ
ま
り
「
今
紫
」
は
二
人
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
文
献(

)

に
は
次
の
よ
う
な
文
章
も
あ
り
ま
す
。

10

「
金
瓶
大
黒
の
娼
妓
今
紫

中
古
名
妓
の
評
騒
か
り
し
新
吉
原
江
戸
町
一
丁
目

金
瓶
大
黒
の
抱
へ
遊
女
今
紫
ハ
本
名
を
高
橋

お
幸
と
称
し
始
め
柳
橋
に
あ
り
て
半
玉
の
芸
妓

た
り
し
が
元
治
元
年
秋
十
月
同
楼
の
抱
と
な
り

文久３年版吉原細見（半頁分を占有）

文久３年版（最初に今紫の名あり）

明治３年版（２番目に今紫の名あり）

尾張屋三平のこと



- 8/9 -

尾張屋三平のこと

慶
応
二
年
五
月
二
代
目
今
紫
の
突
出
し
に
て･･･

（
後
略
）」

こ
の
文
章
は
「
近
世
人
物
誌
、
や
ま
と
新
聞
附
録
、
月
岡
芳
年
画
」（
明

治

年
）
の
下
に
示
す
よ
う
な
、
今
紫
の
錦
絵
の
中
に
あ
る
文
章
で
す
。

20こ
こ
に
は
「
高
橋
お
幸
」、「
元
治
元
年
秋
十
月
同
楼
の
抱
と
な
り
、
慶

応
二
年
五
月
二
代
目
今
紫
の
突
出
し
に
て
…
」
と
あ
り
、
明
ら
か
に
容
堂

お
気
に
入
り
の
今
紫
が
二
代
目
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
尾
張
屋
三
平
は
初
代
の
「
今
紫
」
を
愛
し
た
の
か
も
知

れ
な
い
と
考
え
て
も
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
す
れ
ば
、「
寒
菊
尾
張
聞
書
」
の
前
述
の
筆
者
の
評
価
は
少
し
変
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
尾
張
屋
三
平
は
数
奇
な
運
命
を
一
生
懸
命
に
生
き
た
の
は
間
違

い
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
謝
辞
）
越
生
町
津
久
根
の
新
井
幾
治
様
に
は
、
突
然
の
訪
問
に
も
か
か
わ
ら
ず
尾
張
屋
三
平
に
つ
い
て
種
々
教
え
て
頂
き
ま

し
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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3

尾
張
屋
三
平
、
も
う
一
つ
の
墓

前
号
（『
あ
ゆ
み
』

号
）
の
「
尾
張
屋
三
平
の
こ
と
」
の
中
で
、
越
生
町
津
久
根
の
新
井
家
の
墓
地
に
三
平
の
墓
が
あ
り
、

39

「
明
治
元
辰
年

釋

恵
善
居
士
」
と
あ
る
こ
と
、
ま
た
一
時
、
山
谷
（
浅
草
）
の
浄
雲
寺
に
葬
っ
て
あ
っ
た
の
を
秋
の
彼
岸

に
持
ち
帰
っ
た
日
の
「
九
月
二
十
二
日
」
と
「
五
十
三
才
」
が
刻
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
調
査
で
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
新
井
幾
治
様
の
お
孫
さ
ん
の
柘
植

伊
織
様
か
ら
、
浄
雲
寺
に
三
平
の
墓
の
あ
る
こ
と
を
教
え
て
頂
い
た
の
で
、
三

平
の
墓
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
つ
つ
尋
ね
て
み
ま
し
た
。

前
面
中
央
に
は
「
武
井
家
之
墓
」
と
あ
り
、
左
側
に
「
恵
善
信
士

慶
應
四

辰
年
九
月
廿
二
日
」、
と
あ
り
ま
し
た
。
信
士
と
居
士
の
違
い
以
外
は
津
久
根
の
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墓
と
一
致
し
ま
す
。
並
ん
で
「
恵
往
信
女

元
治
二
丑
年
四
月
四
日
」
と
も
あ

り
ま
し
た
。
並
ん
で
い
る
の
で
三
平
の
妻
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
良
く
わ

か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
中
央
右
側
に
は
「
恵
雲
信
士

弘
化
四
未
二
月
十
九
日
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
柘
植
様
は
三
平
は
恵
雲
信
士
の
養
子
（
武
井
家
）

に
入
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
寒
菊
尾
張
聞
書
」
に
は
「
春
ま
だ
寒
い
三
月
の
初
め
に
花
に
魁
け
て
殪
れ

た
」
と
あ
り
、「
増
補
も
の
が
た
り
奥
武
蔵
」（
神
山
弘
・
新
井
良
輔
著
）
に
は
、

「
九
月
二
十
二
日
」
に
つ
い
て
、「
江
戸
の
戦
乱
の
た
め
、
一
時
山
谷
の
浄
雲

寺
に
葬
っ
て
あ
っ
た
も
の
を
、
秋
の
彼
岸
に
故
郷
へ
持
ち
帰
っ
た
日
だ
そ
う
で

す
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
浄
雲
寺
の
墓
に
は
三
月
初
旬
頃
の
日
付
が

刻
さ
れ
て
い
る
の
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
実
際
は
九
月
廿
二
日
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
本
当
に
亡
く
な
っ
た
日
が
特
定
し
づ
ら
い
と
思
い
ま
し
た
。

ま
た
墓
の
右
側
面
に
は
大
き
な
見
事
な
字
体
で
「
尾
張
屋
又
十
郎
」
と
刻
さ

れ
て
い
ま
す
。
店
は
三
平
か
ら
又
十
郎
に
引
き
継
が
れ
た
よ
う
に
も
思
い
、
明
治
元
年
と
三
年
の
「
吉
原
細
見
」
を
見
直
し
ま

し
た
が
、
一
致
す
る
名
前
は
残
念
な
が
ら
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

な
お
、
墓
の
台
石
に
は
「
須
藤
氏
」
と
あ
り
ま
す
が
、
武
井
家
と
の
関
係
は
不
明
で
し
た
。
ま
た
、
浄
雲
寺
の
奥
様
の
話
で

は
過
去
帳
は
空
襲
で
全
く
残
っ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

浄
雲
寺
の
お
墓
を
知
り
得
た
の
は
大
き
な
収
穫
で
し
た
が
、
詳
細
を
調
べ
る
こ
と
の
難
し
さ
も
痛
感
し
ま
し
た
。
が
、
同
時

に
三
平
の
数
奇
な
運
命
に
思
い
を
馳
せ
、
手
を
合
わ
せ
ま
し
た
。
情
報
を
提
供
し
て
頂
い
た
柘
植
様
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（『
あ
ゆ
み
』
第

号
、
平
成

年

月
）

40

28

4

尾張屋三平のこと


