
一

ま
と
い

「
芝
で
生
ま
れ
て
神
田
で
育
ち
、
今
じ
ゃ
め
組
の
纒
持
ち
」

下
町
育
ち
の
江
戸
っ
子
を
唄
っ
た
俗
謡
で
あ
る
。
芝
の

大
神
宮
さ
ん
（
神
明
さ
ん
）
は
、
そ
の
芝
の
真
ん
中
に
在

り
、
め
組
の
火
消
た
ち
に
護
ま
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
現
在
の
東
京
に
住
ん
で
い
る
我
々
庶
民
は
、
芝

の
大
神
宮
さ
ん
と
き
く
と
、
ま
ず
思
い
つ
く
の
は
「
だ
ら

だ
ら
祭
り
」「
火
消
し
と
角
力
取
り
の
大
喧
嘩
」「
の
ど
と

し
ょ
う
が

胃
腸
に
効
く
神
明
生
姜
」
そ
れ
と
「
厄
落
と
し
の
ご
霊
験
」

で
あ
ろ
う
。

が
、
大
神
宮
さ
ん
の
本
当
の
お
姿
は
、
こ
ん
な
通
俗
的
、

い
や
庶
民
的
な
も
の
で
は
な
い
。

芝
の
大
神
宮
さ
ん
は
本
家
の
伊
勢
の
大
神
宮
さ
ん
と
同

じ
で
、
社
格
も
尊
く
高
く
歴
史
も
事
跡
も
幽
遠
で
奥
深
い
。

だ
か
ら
こ
そ
徳
川
幕
府
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
三
百
年
の

長
き
に
わ
た
っ
て
信
仰
と
護
持
を
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

現
今
で
も
幕
府
に
代
っ
て
奉
賛
会
の
会
員
企
業
は
二
百
社

を
超
え
て
い
る
と
い
う
。

神
社
の
ご
由
緒
書
き
に
よ
る
と
、
ご
創
建
は
今
を
去
る

一
千
余
年
前
の
平
安
時
代
の
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）、時

み
か
ど

の
天
皇
の
一
条
天
皇
の
関
東
・
東
北
鎮
護
の
御
趣
旨
に
よ

り
、
天
照
皇
大
神
と
豊
受
大
神
を
町
祭
神
と
し
て
お
祭
り

う
ぶ
す
ま

し
た
も
の
で
あ
る
と
。
以
来
、
産
土
さ
ま
、
鎮
守
さ
ま
と

し
て
、
土
地
の
庶
民
を
お
守
り
し
且
つ
信
仰
を
集
め
て
今

日
な
お
栄
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

芝大神宮

郡郡 順順 史史

小説・江戸神仏歳時記（１４）
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戦
国
時
代
末
期
の
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
〜
一
六
）
に
麻

布
飯
倉
町
か
ら
現
在
地
に
移
さ
れ
、
よ
り
便
が
よ
く
な
っ

た
故
も
あ
っ
て
か
、「
関
東
の
お
伊
勢
さ
ま
」
と
よ
ば
れ
、

お
伊
勢
さ
ま
詣
う
で
に
行
き
た
く
て
も
行
け
な
い
老
人
や

お
ん
な
こ

女
子
ど
も
た
ち
に
は
大
変
よ
ろ
こ
ば
れ
、
お
参
り
と
祭
礼

を
楽
し
み
に
し
た
と
い
う
。（
当
時
の
人
々
は
一
生
に
一
度

は
お
伊
勢
さ
ま
詣
う
で
を
必
ず
す
る
も
の
と
信
じ
て
い
た

の
で
あ
る
）

そ
の
ご
祭
礼
は
、
九
月
十
六
日
だ
が
、
は
じ
ま
り
は
九

月
十
一
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
十
一
日
間
続
い
た
。
普
通

の
神
社
の
お
祭
り
は
た
い
が
い
三
日
間
ほ
ど
が
一
般
的
だ

が
、
大
神
宮
さ
ん
は
ず
ば
ぬ
け
て
長
か
っ
た
。
そ
こ
で
口

の
悪
い
江
戸
っ
子
は
、「
神
明
さ
ん
の
だ
ら
だ
ら
祭
り
」
つ

ま
り
だ
ら
だ
ら
い
つ
ま
で
も
や
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。

そ
の
く
せ
氏
子
た
ち
は
、
日
が
経
つ
に
つ
れ
近
在
近
郷

か
ら
も
多
く
の
人
々
が
や
っ
て
来
て
、
出
店
、
見
世
物
小

屋
、
芝
居
小
屋
が
い
よ
い
よ
繁
昌
す
る
の
で
、
口
と
は
反

対
に
自
慢
た
ら
し
く
小
鼻
を
う
ご
め
か
せ
て
い
た
、
と
い

う
笑
い
話
が
あ
る
。

こ
の
出
店
の
中
で
一
際
目
に
つ
く
の
が
「
生
姜
」
を
売

る
店
、
生
姜
市
で
あ
る
。
江
戸
名
所
図
絵
に
も
こ
の
生
姜

市
に
む
ら
が
る
男
女
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
名
物

な

ぜ

名
産
と
い
え
何
故
と
不
思
議
に
思
う
ほ
ど
繁
昌
し
た
よ
う

だ
。
や
は
り
薬
効
が
有
る
と
同
時
に
食
し
て
も
美
味
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
生
姜
の
初
生
に
は
左
の
如
き
面
白
い
伝
説
が
あ
る
。

ま
だ
現
在
地
に
移
る
前
の
飯
倉
山
時
代
と
言
う
か
ら
、

多
分
時
代
的
に
は
徳
川
氏
が
江
戸
へ
来
る
以
前
、
永
禄
か

元
亀
・
天
正
（
一
五
五
六
〜
一
五
九
〇
）
の
頃
か
、
一
人

の
山
男
の
よ
う
な
男
が
、
飯
倉
山
に
あ
ら
わ
れ
た
。

男
は
毎
朝
夜
明
け
と
共
に
境
内
に
あ
ら
わ
れ
る
と
、
境

内
の
隅
々
ま
で
き
れ
い
に
清
掃
し
、
了
る
と
裏
の
荒
地
を

一
生
懸
命
に
耕
し
た
り
し
た
。

そ
れ
が
十
日
、
二
十
日
と
続
く
と
、
宮
司
さ
ん
も
不
思

議
に
思
い
、
あ
る
時
声
を
か
け
た
。

「
ど
こ
の
お
方
か
存
じ
あ
げ
ま
せ
ん
が
、
毎
朝
掃
除
し
て

下
さ
れ
有
難
い
の
で
す
が
、
何
か
目
的
で
も
あ
る
の
で
ご

ざ
い
ま
す
か
？
」

す
る
と
男
は
柔
和
な
微
笑
を
泛
か
べ
て
答
え
た
。

「
私
は
伊
勢
國
の
松
坂
の
生
ま
れ
の
玄
助
と
い
う
者
で
ご

ざ
い
ま
す
。
去
る
夜
、
夢
に
大
神
宮
さ
ま
が
あ
ら
わ
れ
、

関
東
の
大
神
宮
へ
行
っ
て
清
掃
し
、
後
に
こ
れ
を
植
え
よ
、

薬
効
あ
ら
た
か
な
れ
ば
衆
庶
大
い
に
救
わ
れ
る
べ
し
、
と

仰
せ
ら
れ
て
生
姜
の
苗
を
下
し
お
か
れ
ま
し
た
。
ゆ
え
に

掃
除
を
し
裏
の
荒
地
を
耕
し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ご
迷
惑
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
？
」

「
い
え
い
え
と
ん
で
も
な
い
。
ど
う
ぞ
お
続
け
下
さ
い
。

お
通
い
な
さ
る
の
が
大
変
で
し
た
ら
、
境
内
の
隅
に
小
屋

で
も
お
建
て
に
な
っ
た
ら
如
何
で
す
か
」

玄
助
は
そ
の
宮
司
の
す
す
め
に
從
っ
て
掘
立
小
屋
を
建

て
、
そ
こ
に
寝
起
き
し
毎
朝
あ
き
も
せ
ず
清
掃
と
荒
地
を
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耕
し
続
け
た
。

そ
し
て
半
年
ば
か
り
経
っ
た
。

あ
る
朝
、
宮
司
は
拝
殿
の
前
に
山
ほ
ど
の
生
姜
が
積
み

上
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
た
。
が
、
呼
べ
ど
探
せ
ど
玄
助

の
姿
は
見
え
な
い
。
小
屋
を
覗
く
と
き
れ
い
に
片
付
け
ら

れ
塵
ッ
葉
一
つ
落
ち
て
い
な
い
。

―
―
あ
あ
、
伊
勢
へ
戻
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

そ
う
思
っ
て
宮
司
は
生
姜
を
手
に
取
っ
て
見
る
。
ど
れ

も
見
事
と
い
う
し
か
な
い
丸
々
と
肥
え
て
い
る
。

宮
司
は
思
っ
た
。

わ
い
ど
く

生
姜
は
神
明
に
通
じ
悪
気
穢
毒
を
払
う
も
の
（
本
朝
医

方
伝
）
と
さ
れ
て
い
る
。
神
薬
の
効
能
あ
ら
た
か
な
も
の

な
の
だ
。
こ
れ
は
あ
の
玄
助
さ
ん
を
通
し
て
の
神
明
さ
ま

の
お
さ
ず
け
物
に
相
違
な
い
と
信
じ
、
近
所
の
風
邪
を
ひ

い
て
い
る
者
、
お
腹
の
具
合
の
悪
く
な
っ
た
者
に
与
え
て

飲
ま
せ
る
と
不
思
議
に
爽
快
に
な
っ
て
治
っ
て
し
ま
っ
た
。

以
来
、
芝
神
明
の
生
姜
は
、
神
薬
と
し
て
安
価
に
庶
民

に
分
け
与
え
ら
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
生
で

ガ
リ
ガ
リ
食
べ
る
の
で
は
な
く
、
生
姜
湯
に
し
た
り
、
お

菓
子
や
料
理
に
し
た
り
す
る
わ
け
で
あ
る
。

二

更
に
も
う
一
つ
、
後
に
芝
居
や
浪
曲
、
講
談
に
ま
で
な
っ

て
江
戸
っ
子
の
血
肉
を
湧
か
せ
た
有
名
な
事
件
が
あ
る
。

か
み
の
め
ぐ
み
わ
ご
う
の
と
り
く
み

「
め
組
の
喧
嘩
」
芝
居
で
は
「
神
明
恵
和
合
取
組
」
と
名

付
け
ら
れ
た
「
め
組
の
火
消
し
と
角
力
取
り
の
大
喧
嘩
」

で
あ
る
。

時
は
今
よ
り
二
百
年
前
の
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
二

月
の
事
で
あ
る
。

丁
度
お
祭
り
の
最
中
。
今
と
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
な
い

広
い
境
内
の
あ
ち
こ
ち
に
は
、
芝
居
小
屋
や
見
世
物
小
屋
、

角
力
場
、
講
釈
落
語
小
屋
な
ど
が
立
ち
並
び
参
拝
の
庶
民

を
愉
し
ま
せ
て
い
た
。

事
件
は
そ
の
見
世
物
小
屋
の
一
軒
か
ら
起
っ
た
。
め
組

の
若
い
鳶
の
者
が
、
肩
を
ゆ
す
っ
て
小
屋
の
中
へ
入
っ
て

行
こ
う
と
し
た
。
す
る
と
木
戸
番
を
や
っ
て
い
た
角
力
取

り
の
若
い
衆
か
ら
、「
お
い
若
い
の
、
ど
こ
へ
行
く
！
」
と

襟
首
を
掴
ま
れ
て
引
き
戻
さ
れ
た
。

「
何
を
し
や
が
る
！
芝
居
の
ぞ
き
に
き
ま
っ
て
い
る
だ
ろ

う
！
」

若
鳶
は
首
を
ふ
っ
て
角
力
取
り
の
腕
を
ふ
り
ほ
ど
い
て

怒
鳴
っ
た
。

角
力
取
り
も
若
鳶
に
負
け
な
い
大
声
で
怒
鳴
り
か
え
し

た
。

「
中
へ
入
る
な
ら
木
戸
銭
を
払
っ
て
入
り
な
！
」

「
な
に
ッ
、
て
ね
え
、
藤
四
郎
か
！

ご
当
地
め
組
の
鳶

は
、
ど
こ
の
小
屋
も
木
戸
ご
免
な
ん
だ
。
お
ぼ
え
て
お
き

な
！
」

な
お
も
中
へ
入
ろ
う
と
し
た
。
そ
う
は
さ
せ
じ
と
角
力

取
り
は
再
び
襟
首
を
掴
え
て
、
今
度
は
う
し
ろ
へ
ぽ
ン
と

投
げ
た
。
力
の
あ
る
角
力
取
り
に
投
げ
ら
れ
た
の
だ
、
若
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鳶
は
三
間
も
飛
ば
さ
れ
て
尻
持
ち
を
突
い
た
。

が
、
威
勢
を
売
り
も
の
に
す
る
鳶
が
黙
っ
て
い
る
は
ず

は
な
い
。
ぴ
ょ
ん
と
飛
び
上
が
る
と
、「
や
り
や
が
っ
た

な
！
」
と
叫
ん
で
殴
り
か
か
っ
た
。

し
か
し
喧
嘩
じ
ゃ
体
格
が
違
う
。
鳶
は
ぽ
ん
ぽ
ん
は
じ

き
飛
ば
さ
れ
て
喧
嘩
に
な
ら
な
い
。

畜
生
！
一
人
じ
ゃ
か
な
わ
ね
え
。
と
思
っ
た
の
か
若
鳶

は
い
き
な
り
駆
け
出
す
と
、
境
内
の
火
の
見
櫓
に
駆
け
登

り
、
仲
間
集
め
の
半
鐘
を
カ
ン
カ
ン
と
鳴
ら
し
た
。

「
な
ん
だ
、
な
ん
だ
、
火
事
か
喧
嘩
か
！
」

た
ち
ま
ち
大
勢
の
鳶
が
集
ま
っ
て
来
た
。

「
あ
の
水
ぶ
く
れ
が
、
お
い
ら
に
喧
嘩
を
売
り
や
が
っ
た
。

こ
の
通
り
だ
！
」

若
鳶
は
左
腕
を
見
せ
た
。
血
が
た
れ
て
い
る
。

「
野
郎
、
神
明
さ
ま
の
境
内
で
め
組
の
若
い
者
に
血
を
流

さ
せ
る
と
は
許
せ
ね
え
！
お
い
、
野
郎
を
や
っ
ち
ま
え
！
」

今
度
は
角
力
取
り
も
多
勢
に
無
勢
、
か
な
わ
ぬ
と
思
っ

て
「
助
け
て
く
れ
！
」
と
仲
間
の
角
力
取
り
に
声
を
か
け

た
。お

お
、
応
え
て
仲
間
の
角
力
取
り
が
、
あ
ち
こ
ち
か
ら

駆
け
集
ま
っ
て
来
る
。

双
方
、
三
十
人
か
ら
五
十
人
、
は
じ
め
は
入
り
乱
れ
て

素
手
で
殴
り
合
っ
た
り
取
っ
組
み
合
い
で
喧
嘩
を
し
て
い

た
が
、
そ
の
う
ち
鳶
が
火
消
道
具
の
鳶
口
を
振
り
ま
わ
し

は
じ
め
、
角
力
取
り
は
角
力
取
り
で
負
け
じ
と
丸
太
ン
棒

で
応
戦
し
、
人
数
も
両
方
と
も
増
え
て
、
二
百
人
か
ら
の

人
間
が
怒
号
を
あ
げ
あ
っ
て
入
り
乱
れ
て
の
大
喧
嘩
と
い

う
よ
り
も
、
ま
る
で
戦
争
状
態
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

参
詣
人
は
悲
鳴
を
あ
げ
て
逃
げ
ま
ど
い
、
転
ん
だ
り
誤
っ

て
殴
ら
れ
て
怪
我
を
し
た
り
し
て
こ
れ
ま
た
大
混
乱
。
神

官
た
ち
だ
け
で
は
終
止
が
つ
か
な
く
な
り
、
と
う
と
う
寺

社
奉
行
所
へ
訴
え
出
た
。
そ
し
て
奉
行
所
の
捕
手
た
ち
の

出
動
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
治
り
が
つ
い
た
。

以
上
が
い
わ
ゆ
る
「
神
明
恵
和
合
取
組
」
俗
に
言
う
「
め

組
の
喧
嘩
」
の
大
ざ
っ
ぱ
な
終
始
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果

が
面
白
い
。
如
何
に
も
江
戸
の
大
喧
嘩
ら
し
い
シ
ャ
レ
た

裁
き
で
お
さ
ま
る
の
で
あ
る
。

追
放
者
双
方
で
六
名
。
過
料
双
方
五
十
貫
文
。
だ
が
鳶

に
死
者
が
一
人
出
た
の
で
角
力
方
で
九
両
二
分
の
見
舞
金

を
払
う
。

以
上
の
お
裁
き
だ
が
、
こ
れ
で
は
喧
嘩
の
原
因
者
が
罰

せ
ら
れ
て
い
な
い
。
原
因
は
、
勝
手
に
鐘
が
鳴
っ
た
そ
の

鐘
が
不
埒
千
萬
と
、
鐘
に
罪
を
き
せ
て
三
宅
島
に
遠
島
を

申
し
渡
し
、
一
件
落
着
ち
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
ま
る
で
落

語
の
オ
チ
の
よ
う
。

し
か
も
ほ
ど
な
く
そ
の
鐘
は
許
さ
れ
て
大
神
宮
さ
ん
の

火
の
見
櫓
に
戻
さ
れ
、
人
々
の
話
題
の
種
に
な
っ
た
と
い

う
。

三

さ
て
生
姜
の
薬
効
、
め
組
の
喧
嘩
と
述
べ
た
ら
、
も
う

一
つ
の
大
神
宮
さ
ん
の
名
物
を
記
さ
な
け
れ
ば
画
龍
点
晴
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を
欠
く
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

ち

ぎ

ば
こ

そ
れ
は
、
神
明
の
『
千
木
筥
』
で
あ
る
。

現
今
で
は
神
明
さ
ん
だ
け
の
名
物
で
は
な
く
、
東
京
の

郷
土
玩
具
と
し
て
何
処
で
も
売
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ

も
が
そ
の
昔
神
明
さ
ん
の
神
官
さ
ん
の
一
人
が
、
趣
味
と

ふ
じ
つ
る

実
益
を
か
ね
て
藤
蔓
で
器
を
編
み
、
餅
を
盛
る
餅
器
と
し

て
作
っ
た
の
が
は
じ
め
で
、
そ
れ
が
実
用
兼
飾
り
物
に
転

化
し
た
も
の
、
と
い
う
。
材
料
は
神
社
の
神
明
造
り
の
屋

根
の
古
千
木
を
活
用
し
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

以
前
は
餅
器
や
食
物
入
れ
（
弁
当
箱
に
も
）
と
し
て
使

わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
女
の
持
物
と
し
て
小
型
化
し
、

泥
絵
具
で
き
れ
い
に
装
色
さ
れ
、
中
に
二
、
三
粒
の
煎
り

豆
を
入
れ
、
振
る
と
か
ら
か
ら
と
音
が
し
、
雷
除
け
の
呪

い
も
の
に
な
る
と
、
祭
礼
の
縁
起
物
と
し
て
変
化
し
、
売

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

型
は
、
全
長
（
十
一
セ
ン
チ
）
経
木
小
判
型
の
曲
物
に

仕
立
て
、
も
う
一
枚
の
平
ら
な
経
木
で
ふ
た
を
し
三
つ
重

ね
に
し
て
藁
で
く
く
っ
て
、
小
指
で
も
支
え
ら
れ
る
ほ
ど

に
軽
く
し
て
あ
る
。

だ
か
ら
五
つ
六
つ
の
小
さ
な
女
の
子
で
も
持
っ
て
歩
く

こ
と
が
出
来
、
時
に
は
中
の
煎
り
豆
を
食
べ
た
り
し
て
母

親
か
ら
、

「
食
べ
ち
ゃ
ダ
メ
よ
。
雷
さ
ん
が
来
た
ら
ど
う
す
る
の
よ
！
」

と
叱
ら
れ
て
ベ
ソ
を
か
く
、
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う

だ
。年

頃
の
娘
に
な
る
と
、
煎
り
豆
を
食
べ
る
よ
り
も
そ
の

ち

ぎ

ば
こ

名
前
の
千
木
に
縁
起
を
か
つ
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。「
千
木
筥
」

ち

ぎ

の
千
木
を
「
千
着
」
と
言
い
直
し
て
、
着
物
が
千
着
持
て

る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
持
ち
歩

か
な
い
時
は
箪
笥
の
中
に
大
事
に
し
ま
う
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
縁
起
か
つ
ぎ
が
や
が
て
母
親
に
も
伝
染
し
、
ま
た
た

く
間
に
女
一
般
に
流
行
を
生
み
、
そ
し
て
神
明
名
物
に
な
っ

た
と
い
う
、
流
行
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
女
か
ら
、
と
い
う

の
は
、
今
も
昔
も
変
ら
な
い
よ
う
だ
。

更
に
も
う
一
つ
ぜ
ひ
に
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

話
が
あ
る
。

江
戸
名
所
図
会
を
見
る
と
、
大
神
宮
さ
ん
の
生
姜
祭
り

の
賑
わ
い
を
描
い
た
そ
の
門
前
に
、「
大
好
庵
」
と
書
い
た

大
看
板
の
店
が
あ
る
。

き
ぐ
す
り
や

こ
の
店
は
、
生
薬
屋
で
、
門
前
の
町
医
者
が
店
主
。
祖

先
伝
来
の
「
長
命
薬
」
と
称
し
て
「
万
金
丹
」
や
「
金
粒

丸
」
と
い
う
薬
を
売
っ
て
い
た
と
い
う
。

江
戸
時
代
の
庶
民
の
多
く
は
、
病
気
に
な
る
と
医
者
代

が
高
価
な
の
で
お
い
そ
れ
と
呼
ぶ
事
も
出
来
な
い
。
そ
れ

で
こ
う
し
た
売
薬
に
頼
る
こ
と
し
か
出
来
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
の
生
薬
屋
の
薬
は
、
越
中
富
山
の

「
反
魂
丹
」
に
劣
ら
ぬ
薬
効
が
あ
り
、
し
か
も
値
段
が
安

か
っ
た
の
で
よ
く
売
れ
た
と
あ
る
。
が
、
そ
れ
よ
り
も
何

よ
り
も
、
伊
勢
で
は
伊
勢
名
物
と
の
評
判
が
高
か
っ
た
と

い
う
。

江
戸
時
代
、
あ
ち
こ
ち
に
「
伊
勢
講
」
が
あ
り
、
講
中

で
金
を
た
め
、
毎
年
そ
の
金
で
代
表
が
お
伊
勢
参
り
を
し
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た
。
そ
し
て
そ
の
帰
途
、
講
中
の
人
々
へ
の
土
産
に
、
こ

の
「
万
金
丹
」
を
買
っ
て
帰
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

中
に
は
ず
る
い
代
表
が
い
て
、
貰
っ
た
金
を
品
川
あ
た

り
の
遊
女
に
入
れ
こ
ん
で
、
こ
の
大
好
庵
で
「
万
金
丹
」

を
買
い
、「
は
い
伊
勢
み
や
げ
だ
よ
」
と
講
中
の
者
に
配
っ

た
奴
が
い
た
、
と
い
う
話
も
あ
る
が
、
こ
ん
な
奴
は
き
っ

と
大
神
宮
さ
ん
の
神
罰
が
当
た
っ
た
に
相
違
な
い
。

以
上
い
ろ
い
ろ
と
書
い
た
が
、
こ
う
し
た
物
品
な
ど
は

姿
を
変
え
た
り
消
え
て
い
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
神
社
そ

の
も
の
の
ご
利
益
は
少
し
も
劣
え
て
い
な
い
よ
う
だ
。

筆
者
が
お
と
ず
れ
た
日
、
ち
ょ
う
ど
結
婚
式
が
あ
り
、

紋
付
羽
織
袴
の
花
婿
と
文
金
高
島
田
に
花
嫁
着
物
の
花
嫁

さ
ん
を
見
か
け
た
。

い
い
な
、
と
半
分
以
上
う
ら
や
ま
し
い
視
線
を
送
る
と
、

花
婿
さ
ん
と
眼
が
合
っ
た
。
花
婿
さ
ん
は
む
ろ
ん
声
は
発

し
な
か
っ
た
が
、
何
と
も
い
え
ぬ
倖
そ
う
な
笑
顔
を
見
せ

た
。嬉

し
く
な
っ
て
、
神
前
に
手
を
合
わ
せ
、
お
二
人
の
倖

を
声
を
出
し
て
祈
念
し
た
。

き
っ
と
ご
利
益
多
々
の
神
さ
ま
ゆ
え
、
願
を
き
き
い
れ

て
く
れ
、
お
二
人
を
倖
に
し
て
下
さ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
る
に
て
も
一
千
年
も
参
拝
す
る
人
々
に
倖
を
あ
た
え

て
続
け
て
や
っ
て
い
る
と
は
、
神
さ
ま
も
大
変
だ
な
、
と
、

な
ぜ
か
今
回
の
「
江
戸
神
仏
ご
利
益
め
ぐ
り
」
で
は
殊
の

ほ
か
感
慨
を
抱
い
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
最
後
に
、
こ
の
有
徳
な
大
神
宮
さ
ま
へ
の
行
く
道

を
記
し
て
お
こ
う
。

Ｊ
Ｒ
は
山
手
線
の
「
浜
松
町
駅
」
で
下
車
し
、
北
口
を

増
上
寺
へ
向
か
っ
て
徒
歩
五
分
、
四
ツ
角
を
右
に
曲
っ
た

右
側
。
地
下
鉄
は
「
大
門
駅
」
で
下
車
、
地
上
の
駅
口
へ

出
る
と
一
分
と
か
か
ら
な
い
。

神
社
は
今
は
小
じ
ん
ま
り
と
し
て
い
る
が
、
拝
殿
の
前

に
、
め
組
献
納
の
狛
犬
が
向
合
っ
て
鎮
座
し
て
い
る
の
が

印
象
的
だ
。

―
お
わ
り
―

（
次
回
は
神
田
明
神
の
予
定
）
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■
訂
正
と
お
詫
び

酒
林
第
七
十
二
号
に
誤
植
が
あ
り
ま
し
た
。

左
記
の
通
り
正
誤
表
を
記
載
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

■
ぎ
ょ
う
せ
ん
飴
（
表
紙
説
明
）

三
木
町
池
戸
の
三
原
飴
店
は
、
九
世
代
、
二
八
〇
年

に
わ
た
っ
て
伝
統
的
な
「
ぎ
ょ
う
せ
ん
飴
」
づ
く
り
を

継
承
す
る
老
舗
で
あ
る
。
か
つ
て
は
讃
岐
の
各
所
で
つ

く
ら
れ
て
い
た
凝
煎
飴
だ
が
、
現
在
、
昔
な
が
ら
の
飴

づ
く
り
を
続
け
て
い
る
の
は
、
三
原
飴
店
た
だ
一
軒
と

な
っ
て
い
る
。

香
川
県
木
田
郡
三
木
町
大
字
池
戸
三
七
四
六－
二

Ｔ
Ｅ
Ｌ
／
〇
八
七－

八
九
八－

一
三
七
七

Ｆ
Ａ
Ｘ
/
〇
八
七－

八
九
八－

四
三
七
〇

定
休
日
／
毎
週
木
曜
日

「
酒
林
」随
筆
特
集

第
七
十
三
号

平
成
十
九
年
一
月
一
日
号

発
行
人

西

野

信

也

印
刷
人

太
陽
印
刷
株
式
会
社

高
松
市
亀
井
町
二
番
地
八

発
行
所

西
野
金
陵
株
式
会
社

正

誤

表

誤

り

正

七
頁
、
三
行
目
の
決
ま
っ
て
な
い
な
い

決
ま
っ
て
な
い

七
頁
、
五
行
目
の
つ
く
る
べ
き

つ
く
る
べ
く

万
一
乱
丁
・
落
丁
が
あ
り
ま
し
た
ら
、ご
一
報
下
さ
い
。
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