
こ
の
小
論
で
は
、
江
戸
時
代
の
文
献

｢

う
つ
ろ
船
の
蛮
女｣

(

以
後
、
う
つ
ろ

船)

の
イ
ラ
ス
ト
に
残
さ
れ
て
い
る
、
空
飛
ぶ
円
盤
に
し
か
見
え
な
い
乗
り
物
の

内
部
に
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
、
通
称

｢
宇
宙
文
字｣

の
正
体
に
つ
い
て
考
察
を

行
う
。
宇
宙
人
や
Ｕ
Ｆ
Ｏ
と
い
っ
た
概
念
さ
え
な
か
っ
た
江
戸
時
代
の
文
書
に
、

な
ぜ
空
飛
ぶ
円
盤
や
宇
宙
文
字
と
思
わ
れ
る
記
号
が
書
か
れ
て
い
た
の
か
？

｢

う
つ
ろ
船｣

の
筆
者
は
、『

南
総
里
見
八
犬
伝』

な
ど
の
読
本
作
家
と
し
て
知
ら

れ
る
滝
沢
馬
琴
と
そ
の
息
子
の
宗
伯
。
以
来
約
２
０
０
年
間
、
誰
も
解
読
で
き
な

か
っ
た
謎
の
文
字
だ
が
、
そ
の
正
体
に
つ
い
て
合
理
的
な
説
明
を
、
こ
の
小
論
で

与
え
て
み
た
い
と
思
う
。
結
論
を
先
に
書
い
て
お
く
と
謎
の
文
字
の
正
体
は
、
宇

宙
人
が
使
っ
て
い
た
文
字
な
ど
で
な
く
、
高
校
の
教
科
書
に
も
必
ず
掲
載
さ
れ
て

い
る
、
歴
史
的
に
有
名
な

｢

あ
る
マ
ー
ク｣

で
あ
っ
た
。

｢

う
つ
ろ
船｣

は
、
文
政
八

(

一
八
二
五)

年
に
江
戸
で
開
か
れ
て
い
た

｢

兎と

園え
ん

会か
い｣

と
い
う
会
合
で
、
滝
沢
馬
琴
ら
が
公
に
し
た
話
だ
。
兎
園
会
と
は
、
馬
琴

の
発
案
で
、
当
時
江
戸
に
い
た
好
事
家
た
ち
十
二
人
が
月
に
一
回
互
い
の
家
へ
と

集
ま
り
、
奇
妙
な
話
を
持
ち
寄
り
発
表
し
あ
っ
た
と
い
う
会
合
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
後
に

『

兎
園
小
説』

と
い
う
冊
子
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
長
ら
く
出
版

さ
れ
な
か
っ
た
が
、
書
き
写
さ
れ
る
形
で
次
第
に
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

｢

う
つ
ろ
船｣

の
話
と
は
、
馬
琴
ら
が
発
表
を
行
う
二
十
二
年
前
の
享
和
三

(

一
八
〇
三)

年
に
、
今
の
茨
城
県

(

常
陸
国)

の

｢

は
ら
や
ど
り｣

と
い
う
浜

に
奇
妙
な
形
を
し
た

｢

う
つ
ろ
船｣

が
流
れ
着
き
、
そ
の
中
か
ら
手
に
箱
を
携
え

た
異
国
の
美
女
が
現
れ
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。

こ
の

｢

う
つ
ろ
船｣

の
話
が
、
数
多
あ
る
怪
奇
譚
の
中
で
も
、
い
ま
だ
に
人
々

の
関
心
を
強
く
ひ
い
て
い
る
の
は
、
文
章
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
船
や
女
性
の
イ

ラ
ス
ト
が
添
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
も
し
、
う
つ
ろ
船
文
献
に
イ
ラ
ス
ト

が
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
だ
け
後
世
に
関
心
を
呼
ぶ
こ
と
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
文
書
に
描
か
れ
て
い
る
船
が
、
今
で
言
う
と
こ
ろ
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
や

空
飛
ぶ
円
盤
の
姿
に
あ
ま
り
に
よ
く
似
て
い
る
の
だ

(

図
１
参
照)

。

天
理
大
学
図
書
館
に
残
る

『

兎
園
小
説』

の
原
本
に
あ
る
色
付
き
の
イ
ラ
ス
ト

に
は
、
今
で
言
え
ば
空
飛
ぶ
円
盤
に
し
か
見
え
な
い
奇
妙
な
乗
り
物
と
、
そ
の
中

に
乗
っ
て
い
た
と
い
う
異
人
の
女
性
、
そ
し
て
船
内
に
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
、

通
称

｢

宇
宙
文
字｣
と
呼
ば
れ
る
奇
妙
な
幾
何
学
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

― 90 ―

一

江
戸
時
代
文
献

｢

う
つ
ろ
船
の
蛮
女｣

に
描
か
れ
て
い
る

｢

宇
宙
文
字｣

の
正
体

皆

神

龍

太

郎



な
お
イ
ラ
ス
ト
に
添
え
ら
れ
て
い
る
文
書
に
は
、
船
の
上
部
は
ガ
ラ
ス
窓
が
付

け
ら
れ
て
明
か
り
が
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
船
の
下
部
は
鉄
板
に
よ
っ
て

補
強
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

う
つ
ろ
船
に
関
す
る
同
様
な
イ
ラ
ス
ト
や
記
述
は
、
こ
の

『

兎
園
小
説』

以
外

に
も
、
屋
代
弘
賢
の

｢

弘
賢
随
筆｣

や
長
橋
亦
二
郎
の

｢

梅
の
塵｣

と
い
っ
た
江

戸
時
代
の
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。
う
つ
ろ
船
研
究
家
で
あ
る
田
中
嘉
津
夫
岐
阜

大
名
誉
教
授
の
調
査
に
よ
っ
て
、
同
様
な
う
つ
ろ
船
の
イ
ラ
ス
ト
は
、
現
在
ま
で

に
少
な
く
と
も
八
種
類
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

｢

う
つ
ろ
舟｣

に
現
れ
る
宇
宙
文
字
に

つ
い
て
考
察
を
始
め
る
前
に
ま
ず
、『

兎

園
小
説』

に
記
さ
れ
て
い
る
、｢

享
和
三

年
に
常
陸
国
の
は
ら
や
ど
り
と
い
う
浜
に

｢

う
つ
ろ
船｣

が
流
れ
着
い
た｣

と
す
る

事
件
は
、
実
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高

い
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

つ
ま
り
、
一
部
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
信
者
が
主
張
し

て
い
る
よ
う
に

｢

う
つ
ろ
舟
は
、
江
戸
期

に
宇
宙
人
が
日
本
を
訪
れ
て
い
た
動
か
ぬ

記
録
で
あ
る｣

と
い
う
主
張
は
成
り
立
た

な
い
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、『

兎
園
小
説』

で
は
、

う
つ
ろ
船
が
流
れ
着
い
た
と
さ
れ
る
浜
に

つ
い
て
、
小
笠
原
越
中
守
の
知
行
地
で
あ
っ

た

｢

は
ら
や
ど
り｣

と
い
う
土
地
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
当
時
の
常
陸

国
の
海
岸
線
沿
い
に
は
小
笠
原
越
中
守
の
知
行
地
な
ど
な
く
、
ま
た

｢

は
ら
や
ど

り｣

と
い
う
地
名
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
架
空
の
地
名
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
田
中
名
誉
教
授
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

さ
ら
に
、
イ
ラ
ス
ト
は
付
随
し
て
い
な
い
も
の
の
、
う
つ
ろ
船
と
同
様
な
話
だ

け
で
よ
け
れ
ば
、『

兎
園
小
説』

の
以
前
に
も
い
く
つ
か
の
記
述
が
残
さ
れ
て
い

る
。神

坂
次
郎
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

『

元
禄
御
畳
奉
行
の
日
記』

(

中
公
新
書)

で
有

名
に
な
っ
た
朝
日
文
左
衛
門
の
日
記

『

鸚
鵡
篭
中
記』

の
中
の
元
禄
十
二

(

一
六
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九
九)

年
六
月
五
日
の
項
に
も
、
次
の
よ
う
な
う
つ
ろ
船
に
関
す
る
記
述
が
残
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
、
田
中
名
誉
教
授
が
見
つ
け
出
し
て
い
る
。

今
日
熱
田
海
へ
空
穂
船
着(

頃
日
伊
勢
に
有
、
流
れ
来
る
と)

。
窓
有
び
い
ど

ろ
に
て
張
レ
之
。
内
に
宮
女
あ
り
。
甚
美
也
、
其
側
に
坊
主
の
首
、
大
釘
に

貫
て
有
り
。
干
菓
子
を
以
て
食
と
す
。
書
付
あ
り
て
発
船
の
日
を
記
し
、
百

日
後
は
何
方
に
て
も
取
り
上
べ
し
と
云
々
。
此
説
専
ら
有
て
、
大
方
見
た
る

や
う
に
、
吾
人
云
ふ
。
或
は
云
。
金
廿
両
あ
り
と
も
云
。
共
に
虚
説
也
。
し

か
れ
ど
も
他
国
に
も
沙
汰
有
。
或
人
云
。
盗
の
智
詐
と
。
又
は
狂
言
の
趣
向

に
せ
ん
た
め
か
。

明
ら
か
に
馬
琴
の

｢

う
つ
ろ
船｣
と
同
内
容
を
伝
え
て
い
る
逸
話
で
あ
り
、

｢

今
日
流
れ
着
い
た｣

と
い
う
形
で
、
当
時
巷
で
語
ら
れ
て
い
た
う
わ
さ
話
を
リ

ア
ル
タ
イ
ム
に
書
き
残
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
日
記
の
日
付
は
、『

兎
園
小
説』

で
事
件
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
享
和
三

(

一
八
〇
三)
年
よ
り
百
年
以
上
も
前

の
こ
と
で
あ
る
。
熱
田
に
う
つ
ろ
船
が
漂
着
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
朝
日
文
左
衛

門
は
賢
明
に
も｢

虚
説
也｣

と
切
り
捨
て
、
ガ
セ
ネ
タ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
見
破
っ

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
う
つ
ろ
船
伝
説
は
、
当
時
実
際
に
起
き
た

こ
と
で
は
な
く
、
江
戸
期
に
何
度
か
現
れ
て
は
消
え
て
い
っ
た
定
番
の

｢

都
市
伝

説｣

の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

な
ぜ
空
飛
ぶ
円
盤
そ
っ
く
り
の
乗
り
物
が
江
戸
時
代
の
文
献
に
描
か
れ
て
い
る

の
か
、
と
い
う
そ
の
謎
に
つ
い
て
は
未
だ
解
か
れ
て
い
な
い
が
、
う
つ
ろ
船
の
中

に
描
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
通
称

｢

宇
宙
文
字｣

の
正
体
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
正

解
と
思
え
る
解
答
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
以
下
に
論
証
し
て
い
き

た
い
。

こ
の
宇
宙
文
字
に
つ
い
て
は
最
初
に
論
じ
た
の
は
、
日
本
民
俗
学
の
父
・
柳
田

國
男
だ
ろ
う
。
彼
は
大
正
期
の
末
に
書
い
た

｢

う
つ
ぼ
舟
の
話｣

(『

定
本
柳
田
國

男
集』

第
九
巻)

の
中
で
、
こ
の
文
字
を
取
り
上
げ
、
以
下
の
よ
う
な
考
察
を
加

え
て
い
る
。

舟
の
中
に
書
い
て
あ
っ
た
と
称
し
て
、
写
し
取
っ
て
居
る
四
箇
の
異
形
文
字

が
、
今
で
は
最
も
明
白
に
此
話
の
駄
法
螺
な
る
こ
と
を
證
明
す
る
。
そ
れ
を

曲
亭
馬
琴
が
註
解
し
て
、
最
近
浦
賀
の
沖
に
繋
つ
た
イ
ギ
リ
ス
船
に
も
此
等

の
蛮
字
が
あ
つ
た
。
だ
か
ら
こ
の
女
性
は
イ
ギ
リ
ス
か
も
し
く
は
ベ
ン
ガ
ラ
、

も
し
く
は
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
蛮
王
の
女
な
り
け
ん
か
。
是
も
亦
知
る
べ
か
ら

ず
、
尋
ね
ま
ほ
し
き
こ
と
な
り
か
し
な
ど
な
ど
、
例
の
恐
ろ
し
く
澄
ま
し
た

こ
と
を
言
っ
て
居
る
。
さ
う
し
て
今
日
ま
で
ま
だ
其
儘
に
な
っ
て
居
た
の
で

あ
る

柳
田
は
、
う
つ
ぼ
船
の
船
中
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
四
個
の
文
字
を
デ
タ
ラ
メ
な

文
字
だ
と
考
え
た
の
で
、
う
つ
ろ
船
の
話
も
ま
た

｢

駄
法
螺｣

で
あ
る
と
判
断
を

下
し
た
よ
う
だ
。
柳
田
が
大
正
十
五
年
に
中
央
公
論
に

｢

う
つ
ぼ
船
の
話｣

を
発

表
し
た
そ
の
当
時
は
、
う
つ
ろ
船
の
文
字
は

｢

こ
の
世
に
な
い
文
字｣

だ
か
ら
イ

コ
ー
ル

｢

駄
法
螺｣

に
違
い
な
い
、
と
い
う
解
釈
で
も
問
題
は
な
か
っ
た
。

だ
が
、
戦
後
に
な
る
と
こ
の
解
釈
だ
け
で
は
押
し
き
れ
な
く
な
っ
た
。
一
九
四

七
年
六
月
二
十
四
日
、
米
国
西
海
岸
の
ワ
シ
ン
ト
ン
州
で
、
ケ
ネ
ス
・
ア
ー
ノ
ル

ド
と
い
う
青
年
実
業
家
が
、
当
時
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
超
音
速
で
飛
ぶ
九
機

の
謎
の
飛
行
物
体
を
目
撃
。
そ
の
飛
行
物
体
が

｢

空
飛
ぶ
円
盤

(

フ
ラ
イ
ン
グ
・

ソ
ー
サ
ー)｣

と
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、｢

宇
宙
人
地
球
飛
来
説｣

が
生
ま
れ

た
の
だ
。

こ
の
日
以
降
、｢
こ
の
世
に
な
い
文
字｣

と
い
う
こ
と
が
、
直
ち
に

｢

駄
法
螺｣
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と
い
う
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
も
し
か
し
た
ら
地
球
上
に
な
い
文
字
な
ら
ば

｢

宇
宙

人
の
文
字
な
の
か
も
し
れ
な
い｣

と
い
う
、
新
た
な
解
釈
の
余
地
を
許
す
こ
と
と

な
っ
た
。
う
つ
ろ
船
が
、
そ
も
そ
も
空
飛
ぶ
円
盤
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
船
内
に
あ
っ
た
解
読
不
可
能
の
文
字
に
つ
い
て
も
ま
た
、
宇
宙
文
字
で
は
な

い
か
と
見
な
す
解
釈
が
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

果
た
し
て
、
ど
こ
に
も
な
い
文
字
だ
か
ら

｢

駄
法
螺｣

だ
と
い
う
柳
田
の
解
釈

が
正
し
い
の
か
、
は
た
ま
た
ど
こ
に
も
な
い
文
字
だ
か
ら
こ
そ

｢

宇
宙
文
字｣

だ

と
す
る
Ｕ
Ｆ
Ｏ
信
者
の
解
釈
が
正
し
い
の
か
？
筆
者
は
、
そ
の
ど
ち
ら
の
解
釈

も
間
違
い
だ
と
考
え
て
い
る
。｢
ど
こ
に
も
な
い
文
字｣

と
見
な
す
、
そ
の
前
提

自
体
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
だ
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
文

字
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
さ
え
す
れ
ば
、｢

宇
宙
文
字｣

の
謎
は
解
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

図
２
が
、
う
つ
ろ
船
の
イ
ラ
ス
ト
の
中
に
出
て
く
る
通
称

｢

宇
宙
文
字｣

で
あ

る
。
な
ん
と
も
奇
妙
な
文
字
列
だ
が
、
上
か
ら
二
文
字
目
は

｢
正｣

の
よ
う
に
も

｢

王｣

の
よ
う
に
見
え
る
。
線
分
だ
け
か
ら
で
き
て
い
る
の
で
最
も
文
字
っ
ぽ
く
、

こ
の
文
字
だ
け
な
ら
、
例
え
ば
ハ
ン
グ
ル
な
ど
に
も
あ
り
そ
う
な
気
が
す
る
。

そ
の
次
に
書
か
れ
て
い
る
、
二
つ
の
円
が
十
字
の
棒
で
つ
な
が
っ
て
い
る
文
字

も
か
な
り
奇
妙
だ
が
、
最
も
解
釈
し
難
い
の
が
、
最
初
と
最
後
に
描
か
れ
て
い
る

三
角
形
と
丸
か
ら
で
き
て
い
る
文
字
で
あ
ろ
う
。
一
番
上
の
文
字
は
、
三
角
形
の

左
斜
辺
だ
け
に
丸
が
乗
っ
て
い
て
、
一
番
下
の
文
字
で
は
両
斜
辺
の
上
に
小
さ
な

丸
が
乗
っ
て
い
る
。

ま
る
で
正
面
か
ら
カ
エ
ル
を
み
た
よ
う
な
三
角
形
の
文
字
が
、
少
し
形
を
変
え

て
二
度
描
か
れ
、
タ
ブ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、｢

宇
宙
文
字｣

の
中
で
も
、
何
か
特
別
な
キ
ー
と
な
る
文
字
な
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
三
角
文
字
に
似
た
記
号
が
、
ど
こ
か
に
な
い
か
と
探
し
た
と
こ

ろ
、
こ
の
マ
ー
ク
が
、
あ
ち
こ
ち
に
現
れ
る
祭
り
が
、
長
崎
に
存
在
し
て
い
る
こ

と
を
見
つ
け
た
。
毎
年
十
月
に
長
崎
で
開
か
れ
て
い
る
有
名
な

｢

長
崎
く
ん
ち｣

で
あ
る
。
七
年
に
一
回
繰
り
出
す
、
長
崎
市
の
元
石
灰

(

も
と
し
っ
く
い)

町
と

い
う
町
が
出
す
船
の
形
を
し
た
山
車
に
は
、
そ
の
帆
を
は
じ
め
と
し
て
、
踊
っ
て

い
る
人
々
の
鉢
巻
き
や
浴
衣
な
ど
の
あ
ち
こ
ち
に
、
こ
の
謎
の
三
角
マ
ー
ク
そ
っ

く
り
の
図
柄
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
図
柄
は
、
十
七
世
紀
初
頭
に
元
石
灰
町
に
住
ん
で
い
た
荒
木
宗
太
郎
と
い

う
船
主
が
、
自
ら
が
船
に
乗
り
込
ん
で
ベ
ト
ナ
ム
と
の
貿
易
を
行
っ
て
い
た
時
に

使
用
し
て
い
た
朱
印
船
の
旗
印
な
の
だ
と
言
う
。
そ
し
て
こ
の
マ
ー
ク
の
元
々
の

意
味
は
、｢

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
マ
ー
ク
を
上
下
逆
さ
ま
に
し
た
も
の｣

だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
三
角
の
斜
辺
に
丸
が
付
い
た
よ
う
に
見
え
て
い
た
文
字

は
、
実
は
、
大
文
字
の｢

Ｖ｣

に｢

Ｏ｣

と｢

Ｃ｣

を
掛
け
合
わ
せ
た｢

Ｖ
Ｏ
Ｃ｣

、

つ
ま
り

｢
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社｣

の
マ
ー
ク
を
上
下
逆
さ
ま
に
描
い
た
も
の

だ
っ
た
の
だ

(
図
３
参
照
。
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
へ
の
輸
出
用
に
作
ら
れ
た

伊
万
里
焼
。
真
ん
中
に
Ｖ
Ｏ
Ｃ
の
マ
ー
ク
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
東
京
都
墨
田
区
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の
江
戸
東
京
博
物
館
で)

。
今
ま
で
一
つ
の
文
字
だ
と
誰
も
が
思
い
込
ん
で
い
た

の
で
解
釈
で
き
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
実
際
は
３
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
組

み
合
わ
せ
て
造
ら
れ
た
マ
ー
ク
で
あ
っ
た
の
だ
。

荒
木
宗
太
郎
が
、｢

逆
さ
Ｖ
Ｏ
Ｃ｣

を
な
ぜ
自
分
の
マ
ー
ク
に
し
た
の
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
似
た
マ
ー
ク
を
使
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
分
の
朱
印
船
を
海
賊
か
ら
守
ろ
う
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ

れ
て
い
る
。

だ
が
、
本
当
に
そ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

今
で
言
う
と
こ
ろ
の
、
一
種
の

｢

パ
チ
モ
ン｣

の
発
想
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
。
韓
国
や
東
南
ア
ジ

ア
な
ど
で
は
今
で
も
、
グ
ッ
チ
の
よ
う
で
グ
ッ
チ
で
な
い
、
プ
ラ
ダ
の
よ
う
で
プ

ラ
ダ
で
な
い
と
い
っ
た
パ
チ
モ
ン
の
ニ
セ
ブ
ラ
ン
ド
バ
ッ
ク
を
売
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
荒
木
宗
太
郎
は
、
当
時
の
人
々
の
憧
れ
の
舶
来
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
っ

た｢

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社｣

の
マ
ー
ク
を
真
似
た
旗
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
ら
が
扱
う
貿
易
品
に
箔
を
付
け
よ
う
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ニ
セ

ブ
ラ
ン
ド
と
い
う
言
葉
が
、
人
聞
き
が
悪
く
響
く
の
な
ら
ば
、
天
下
の
東
イ
ン
ド

会
社
に

｢

あ
や
か
ろ
う｣

と
し
て
、
そ
の
マ
ー
ク
を
真
似
た
と
言
っ
て
も
よ
い
と

思
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
長
崎
く
ん
ち
の
た
だ
一
例
だ
け
で
は
、
う
つ
ろ
船
に
描
か
れ

て
い
る
通
称

｢

宇
宙
文
字｣

が
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
マ
ー
ク
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
他
人
の
そ
ら
似
か
も
し
れ
な
い
し
、

う
つ
ろ
船
文
献
に
見
ら
れ
る
、
他
の
３
つ
の
宇
宙
文
字
に
つ
い
て
は
以
前
、
謎
の

ま
ま
だ
か
ら
だ
。

だ
が
、
う
つ
ろ
船
の

｢

宇
宙
文
字｣

に
そ
っ
く
り
な
文
字
が
、
四
文
字
と
も
現

れ
る
江
戸
時
代
の
作
品
が
あ
る
こ
と
を
見
つ
け
た
。
そ
れ
が
、
こ
の

｢

勢
州
桑
名

渡｣

と
い
う
浮
世
絵
だ

(

図
４)

。
額
縁
の
よ
う
に
絵
の
周
り
を
取
り
巻
い
て
い

る
飾
り
枠
の
中
に
、｢

宇
宙
文
字｣

に
大
変
よ
く
似
た
文
字
が
、
四
文
字
と
も
描

か
れ
て
い
る
。
そ
の
四
文
字
を｢

宇
宙
文
字｣

と
並
べ
て
み
た
の
が
図
５
だ
。
そ
っ

く
り
な
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
浮
世
絵
の
枠
に
描
か
れ
た
こ
れ
ら
図
形
が
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
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と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
証
拠
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

飾
り
枠
上
段
の
真
ん
中

辺
り
を
見
て
ほ
し
い
。
東
イ
ン
ド
会
社
の
マ
ー
ク
に
よ
く
似
た
三
角
の
図
形
が
見

え
る
。
そ
こ
か
ら
右
に
向
け
て
描
か
れ
て
い
る
文
字
が
、｢

Ｈ
ｏ
Ｌ
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｄ｣

と
読
め
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り

｢

オ
ラ
ン
ダ｣

で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
と
い
う
文

字
と
一
緒
に
描
か
れ
て
い
る
図
形
で
あ
る
以
上
、
三
角
マ
ー
ク
も
、
オ
ラ
ン
ダ
東

イ
ン
ド
会
社
の
マ
ー
ク
で
あ
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
謎
の

｢

宇
宙
文
字｣

の
正
体
は
、
当
時
の
人
々
の
憧
れ
の
舶
来
品
で

あ
っ
た
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
製
品
か
、
そ
の
包
み
紙
に
で
も
書
か
れ
て

い
た
西
洋
文
字
を
、
真
似
て
そ
れ
っ
ぽ
く
書
い
て
み
た
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
。

そ
も
そ
も
、『

兎
園
小
説』

の
イ
ラ
ス
ト
に
は

｢

最
近
、
浦
賀
の
沖
に
繋
留
し

た
イ
ギ
リ
ス
船
に
も
こ
の
よ
う
な
外
国
文
字
が
あ
っ
た｣

と
い
う
但
し
書
き
が
付

け
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り

｢

う
つ
ろ
船｣

の
伝
説
を
書
き
残
し
た
馬
琴
た
ち
も
、

こ
の
文
字
を
西
洋
の
文
字
と
解
釈
し
て
い
た
の
だ
。｢

宇
宙
文
字｣

な
ど
と
い
う

考
え
方
は
、
Ｕ
Ｆ
Ｏ
騒
動
が
起
き
た
一
九
四
七
年
以
降
に
生
ま
れ
た
新
た
な
解
釈

に
過
ぎ
な
い
。
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東
京
女
子
大
学
の
屋
名
池
誠
教
授
の

『

横
書
き
登
場
―
日
本
語
表
記
の
近
代』

(
岩
波
新
書)

に
よ
れ
ば
、
こ
の
他
に
も

｢

蘭
字
枠｣

と
呼
ば
れ
て
い
る

｢

西
洋

文
字
も
ど
き｣

の
飾
り
枠
が
描
か
れ
た
作
品
と
し
て
、
渓
斎
英
泉
の

｢

江
戸
金
竜

山
浅
草
寺
観
世
音
境
内
図｣

や
北
斎
の
弟
子
で
あ
る
柳
々
居
辰
斎
の

｢

六
郷
渡｣

、

神
戸
市
立
博
物
館
所
蔵
の

｢

相
州
七
里
浜｣

と
い
っ
た
作
品
が
残
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
い
ず
れ
も
が
当
時
江
戸
の
馬
喰
町
四
丁
目
で
版
元
を
し
て
い
た
江
崎
屋
吉
兵

衛
が
出
し
た
出
版
物
な
の
だ
と
言
う
。

｢

蘭
字
枠｣

が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
西
洋
絵
画
の
よ
う
に
遠
近
法
を
強
く

効
か
せ
、
渡
し
船
や
海
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
作
品
が
多
い
。
た
ぶ
ん
海
の
彼
方

へ
と
つ
な
が
る
渡
し
船
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
を
強
調
す
る
ハ
イ
カ
ラ
な
記

号
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
文
字
が
飾
り
と
し
て
多
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
あ
く
ま
で
舶
来
っ
ぽ
さ
を
出
す
た
め
の
｢

演
出
と
し
て
の
文
様｣

な

の
で
、
正
し
い
欧
文
の
綴
り
で
あ
る
必
要
な
ど
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
誰
も
読
め

る
わ
け
も
な
く
、
当
時
の
人
に
と
っ
て

｢

舶
来
っ
ぽ
い
感
じ｣

が
あ
れ
ば
、
そ
れ

で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
、
う
ろ
覚
え
の
ま
ま
適
当
に
書
い
た
の
で
、
欧

文
の
よ
う
だ
が
欧
文
で
は
な
い
、
変
な
記
号
列
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
無
理
に
解
釈
す
れ
ば
、
う
つ
ろ
船
文
書
に
あ
る
二
番
目
の
文
字
は

｢
Ｅ｣

、

三
番
目
の
文
字
は

｢

Ｓ｣

と
読
め
な
い
こ
と
も
な
い
。

屋
名
池
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

｢

文
様
と
し
て
の
横
文
字｣

を
使
う
流

行
が
、
江
戸
時
代
に
は
、
一
八
一
〇
年
代
を
中
心
に
し
た
前
期
と
、
一
八
三
〇
年

代
を
中
心
と
し
た
後
期
の
二
回
あ
っ
た
と
言
う
。
浮
世
絵
の
飾
り
枠
に
西
洋
文
字

模
様
が
使
わ
れ
た
の
は
、
後
期
の
流
行
期
の
ほ
う
だ
。
ち
な
み
に
、
馬
琴
が
兎
園

会
を
催
し
た
文
政
八(

一
八
二
五)

年
と
い
う
年
は
、
こ
の
後
期
流
行
の
時
期
に
、

ち
ょ
う
ど
当
て
は
ま
っ
て
い
る
。

実
は
前
年
の
文
政
七
年
五
月
に
、
常
陸
国
の
大
津
浜(

現
、
北
茨
城
市
大
津
市)

に
、
武
器
を
持
っ
た
英
国
の
捕
鯨
船
員
一
二
人
が
上
陸
す
る
と
い
う

｢

大
津
浜
事

件｣

が
起
き
て
い
た
。
う
つ
ろ
船
の
話
は
、
こ
の
実
在
の
事
件
を
ヒ
ン
ト
に
創
作

さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
事
件
を
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、

翌
年
の
文
政
八
年
に

｢

異
国
船
打
払
令｣

が
出
さ
れ
て
い
る
。

う
つ
ろ
船
伝
説
で
は
、
助
け
る
と
後
々
面
倒
な
の
で
、
異
国
の
女
性
を
乗
せ
た

ま
ま
再
び
沖
合
に
流
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
感
覚
で
は
、
そ
ん
な
大
事

件
が
起
き
た
ら
、
詳
細
を
調
べ
て
幕
府
に
報
告
し
な
い
わ
け
が
な
い
と
思
う
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が

｢

打
払
令｣

で
は

｢

調
査
の
必
要
は
な
く
、
打
ち
払
い
そ
の
ま

ま
に
し
ろ｣

と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
ま
ま
海
に
帰
す
の
が
正
解
と
さ
れ

た
の
だ
。
う
つ
ろ
船
伝
説
に
は
、
異
国
人
の
来
訪
を

｢

た
だ
、
な
か
っ
た
こ
と
に

し
た
い｣

と
決
め
込
む
、
あ
ま
り
に
無
能
な
幕
府
へ
の
批
判
も
込
め
ら
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。
文
政
八
年
と
い
う
年
は
、
う
つ
ろ
船
伝
説
を
デ
ッ
チ
上
げ
る
に

は
、
ま
さ
に
格
好
の
年
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

武
力
を
持
っ
て
開
国
を
迫
っ
て
く
る
そ
の
一
方
で
、
珍
し
く
て
高
価
な
憧
れ
の

品
々
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
西
洋
の
国
々
。
海
の
彼
方
に
あ
る
と
い
う
、
ま
だ
見

ぬ
国
々
に
向
け
当
時
の
江
戸
の
市
民
た
ち
が
寄
せ
て
い
た
、
一
種
の

｢

憧
れ｣

と

｢

恐
れ｣

と
い
う
、
そ
の
揺
れ
る
心
の
は
ざ
ま
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
の
が
、｢

う
つ

ろ
船｣

の
伝
説
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

●
追
記

以
上
、『
兎
園
小
説』

の

｢

う
つ
ろ
船
の
蛮
女｣

に
描
か
れ
て
い
る
通
称

｢

宇

宙
文
字｣
の
正
体
は
、
馬
喰
町
四
丁
目
で
版
元
を
し
て
い
た
江
崎
屋
吉
兵
衛
が
出

版
し
た
浮
世
絵
の
周
囲
に
描
か
れ
て
い
た
蘭
字
枠
か
ら
抜
粋
さ
れ
た

｢

蘭
字
も
ど
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き｣

で
は
な
か
っ
た
か
、
と
す
る
考
察
を
行
っ
た
。
で
は
江
崎
屋
吉
兵
衛
は
、
こ

の
蘭
字
枠
の
発
想
を
ど
こ
か
ら
得
た
の
か
、
ま
た
、
ど
こ
か
ら
こ
の
蘭
字
も
ど
き

を
見
つ
け
て
き
た
の
か
、
と
い
う
点
に
な
る
と
、
未
だ
何
も
分
か
っ
て
い
な
い
。

浮
世
絵
研
究
家
の
方
た
ち
の
先
行
の
調
査
結
果
が
も
し
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
知
り
た
い

と
思
う
と
こ
ろ
だ
。

も
し
か
し
た
ら
、｢
蘭
字
枠｣

と
う
つ
ろ
船
の

｢

宇
宙
文
字｣

に
は
共
通
の
ネ

タ
元
が
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
そ
こ
か
ら
図
形
を
拝
借
し
て
き
た
、
と
い
う
可
能
性

も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
特
に
こ
れ
か
ら
、
さ
ら
に
多
く
の
う
つ
ろ

船
の
イ
ラ
ス
ト
が
発
掘
さ
れ
、
う
つ
ろ
船
の
絵
が
一
八
〇
三
年
、
さ
ら
に
は
そ
れ

以
前
に
も
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
り
し
た
場
合
に
は
、
蘭
字
枠
だ

け
に
宇
宙
文
字
の
起
源
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
だ
ろ
う
。
江
崎
屋
吉
兵
衛

が
た
だ
一
人
で
、
そ
れ
ほ
ど
長
期
に
渡
っ
て

｢
蘭
字
枠｣

の
浮
世
絵
を
出
し
続
け

て
き
た
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
だ
。

ま
た
、
以
上
の
論
考
は
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
六
日
に
、
中
京
大
学
文
化
科
学

研
究
所
の
主
催
で
開
催
し
た

『

馬
琴
が
記
録
し
た

｢

う
つ
ろ
舟｣
は
Ｕ
Ｆ
Ｏ
だ
っ

た
の
か
？

―
伝
説
の
科
学
的
検
証
と
、
世
界
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
説
話』
と
い
う
講
演
会

で
話
し
た
内
容
が
、
元
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
講
演
終
了
後
、
会
場
に
来
て
く
れ
て
い
た
方
か
ら
、｢

そ
の
程
度
の
類
似

で
よ
け
れ
ば
、
甲
骨
文
字
の
ほ
う
が
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か｣

と
い
う
指
摘
を

受
け
た
。
確
か
に
例
え
ば
、
甲
骨
文
字
の

｢

冬｣

と
い
う
文
字
は
、
ハ
の
字
の
下

に
丸
が
二
つ
ぶ
ら
下
が
っ
た
よ
う
な
形
を
し
て
お
り
、
う
つ
ろ
舟
文
献
に
あ
る
三

角
形
の
文
字
に
似
て
は
い
る
。

だ
が
、
甲
骨
文
字
の
発
見
は
一
八
九
九
年
と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
で
ま
だ
発
見

も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
文
字
が
、
そ
の
発
見
の
七
十
年
以
上
前
に
、
す
で
に
馬
琴

ら
に
よ
っ
て
日
本
で
記
録
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ

｢

オ
ー
パ
ー
ツ｣

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
甲
骨
文
字
の
専
門
家
で
あ
る
立
命
館
大
の
落
合
淳
思
助
教

に
よ
れ
ば
、
甲
骨
文
字
は
異
体
字
も
含
め
る
と
全
文
で
一
万
二
千
字
ほ
ど
あ
る
と

言
う
。
せ
い
ぜ
い
数
十
文
字
し
か
な
い

｢

蘭
字
枠｣

の
文
字
数
と
比
べ
、
こ
れ
だ

け
多
く
の
字
数
が
あ
れ
ば
、
中
に
は｢

他
人
の
そ
ら
似｣

で
似
て
い
る
文
字
が
あ
っ

て
も
別
に
不
思
議
で
は
な
い
。

う
つ
ろ
船
の

｢

宇
宙
文
字｣

の
ル
ー
ツ
が
甲
骨
文
字
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え

な
い
が
、｢

蘭
字
枠｣

以
外
に
も
、
宇
宙
文
字
の
ル
ー
ツ
の
可
能
性
を
探
る
試
み

は
、
よ
り
広
く
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
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※
本
研
究
所
は
二
〇
一
三
年
十
二
月
六
日
に
講
演
会

｢

馬
琴
の
記
録
し
た

『

う
つ
ろ
舟』

は
Ｕ
Ｆ
Ｏ
だ
っ
た
の
か
？

―
伝
説
の
科
学
的
検
証
と
、
世
界
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
説
話｣

を
開

催
し
た
。
講
師
は
岐
阜
大
学
名
誉
教
授
田
中
嘉
津
夫
氏
と
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
皆
神

龍
太
郎
氏
で
あ
る
。
皆
神
氏
に
は
特
に
お
願
い
し
て
、
講
演
の
内
容
を
こ
こ
に
ご
寄
稿

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
田
中
氏
の
講
演
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書

『

江
戸

｢

う
つ
ろ
舟｣

ミ
ス
テ
リ
ー』

を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
場
を
借
り
て
講
師
の
お
二

方
に
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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