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「
毒
婦
」
高
橋
お
伝
の
表
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新
井 

可
菜
子 

  

は
じ
め
に 

 

明
治
十
年
代
「
毒
婦
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
の
犯
罪
者
を
主
人
公
に
し
た
物
語
が
、
新
聞

の
「
つ
づ
き
も
の
」
を
は
じ
め
と
し
、
草
双
紙
、
演
劇
、
講
談
な
ど
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
で

つ
く
ら
れ
た
。「
毒
婦
」
の
代
名
詞
的
存
在
が
、
高
橋
お
伝
で
あ
る
。
高
橋
お
伝
（
一
八
五

一
年
（
嘉
永
四
）
年
―
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
）
は
、
明
治
九
年
八
月
に
古
着
商
後

藤
吉
蔵
殺
し
の
罪
で
捕
縛
さ
れ
、
明
治
十
二
年
一
月
三
十
一
日
市
ヶ
谷
監
獄
所
で
斬
罪
に

処
さ
れ
た
実
在
の
女
性
で
あ
る
。 

数
あ
る
お
伝
の
物
語
の
な
か
で
、
最
も
有
名
な
も
の
が
仮
名
垣
魯
文
作
の
明
治
期
草
双

紙
『
高
橋
阿
伝
夜
刄
譚

た
か
は
し
お
で
ん
や
し
ゃ
も
の
が
た
り

』（
全
八
編
、
仮
名
垣
魯
文
作
・
守
川
周
重
画
、
金
松
堂
、
明
治

十
二
年
二
月
―
四
月
）（
以
下
『
夜
刄
譚
』
と
称
す
）
で
あ
る
。 

高
橋
お
伝
が
『
夜
刄
譚
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
た
の
か
を
分

析
す
る
こ
と
は
、
明
治
十
年
代
に
人
々
が
「
毒
婦
」
を
ど
の
よ
う
に
享
受
し
た
の
か
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
紐
解
く
こ
と
は
、
当
時
の
女
性
へ
の
価
値
観
、
特
に
罪

を
犯
し
た
女
性
へ
の
ま
な
ざ
し
を
見
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
え
る
。 

『
夜
刄
譚
』
は
毒
婦
物
の
代
表
作
と
し
て
、
文
学
史
に
お
い
て
盛
ん
に
議
論
が
繰
り
返

さ
れ
て
き
た
。
前
田
愛
氏
は
、
魯
文
は
お
伝
に
「
毒
婦
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
で
そ

の
欲
望
の
解
放
を
封
じ
込
め
、
社
会
的
懲
罰
を
代
行
し
た
と
結
論
づ
け
て
い
る

（
１
）

。
平
田
由

美
氏
は
、『
夜
刄
譚
』
は
お
伝
自
身
が
自
己
を
「
貞
婦
」「
烈
婦
」
と
し
て
正
当
化
し
よ
う

と
し
た
語
り
を
否
定
し
、
抑
圧
す
る
こ
と
で
毒
婦
物
と
し
て
成
立
し
た
物
語
で
あ
る
と
し

て
い
る

（
２
）

。
そ
し
て
「
毒
婦
」
の
物
語
は
、
抱
い
た
欲
望
を
欲
望
の
対
象
に
な
す
り
つ
け
、

自
己
の
か
わ
り
に
処
罰
す
る
「
力
の
物
語
」
で
あ
る
と
主
張
す
る

（
３
）

。 

前
田
氏
や
平
田
氏
の
よ
う
に
『
夜
刄
譚
』
を
抑
圧
的
な
物
語
と
す
る
批
判
的
な
評
価
に

対
し
、
西
村
英
津
子
氏
は
、
魯
文
の
語
り
に
は
「〈
毒
婦
〉
に
仕
立
て
あ
げ
よ
う
と
す
る
語

り
」
が
あ
る
一
方
で
、「
お
伝
に
同
情
し
、
畏
敬
の
念
さ
え
持
っ
て
語
る
語
り
」
の
二
重
性

が
あ
る
と
し
、
従
来
の
評
価
の
再
考
を
促
し
て
い
る

（
４
）

。
西
村
氏
は
魯
文
の
「
お
伝
に
同
情

す
る
語
り
」
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
、
魯
文
の
テ
キ
ス
ト
の
具
体
的
な
個
所

を
示
し
な
が
ら
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
た
だ

し
、『
夜
刄
譚
』
の
お
伝
は
「
毒
婦
」
一
辺
倒
で
は
語
れ
な
い
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
に
お
い
て
『
夜
刄
譚
』
の
高
橋
お
伝
が
「
毒
婦
」
と
し
て
ど

の
よ
う
に
造
形
さ
れ
た
の
か
と
い
う
見
解
は
一
様
で
は
な
い
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
表
象
分
析
の
手
法
を
導
入
し
て
『
夜
刄
譚
』
の
お
伝
像
を
読
み
解
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き
た
い
。『
夜
刄
譚
』
の
み
な
ら
ず
、
明
治
期
の
草
双
紙
研
究
に
お
い
て
表
紙
や
挿
絵
な
ど

の
表
象
は
看
過
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
毎
丁
ご
と
に
描
か
れ
る
絵
は
、
と
も
す
る
と
様
々

な
解
釈
が
可
能
な
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
、
読
者
が
読
む
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
要
因
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
分
析
対
象
で
あ
る
。 

場
面
ご
と
の
お
伝
の
髪
型
、
扮
装
に
着
目
す
る
こ
と
で
お
伝
が
ど
の
よ
う
な
人
物
像
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
造
形
さ
れ
た
の
か
考
察
す
る
。
ま
ず
第
一
章
で
、「
毒
婦
」
の
原
型
と
い
わ

れ
る
悪
婆
が
、『
夜
刄
譚
』
で
図
像
的
に
表
さ
れ
る
場
面
を
分
析
す
る
。
第
二
章
で
は
、
癩

病
の
夫
波
之
助
と
そ
れ
に
付
き
添
う
お
伝
の
場
面
に
注
目
し
、
テ
キ
ス
ト
分
析
に
お
い
て

魯
文
の
語
り
の
曖
昧
さ
が
指
摘
さ
れ
る
点
に
対
し
て
、
図
像
面
か
ら
考
察
を
加
え
る
。
第

三
章
で
は
、「
文
明
開
化
」
の
女
性
ら
し
く
描
か
れ
て
い
る
お
伝
像
の
意
味
を
、
物
語
全
体

を
踏
ま
え
て
論
じ
る
。 

こ
こ
で
前
提
と
し
て
、
高
橋
お
伝
と
『
夜
刄
譚
』
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
た
い
。
裁
判

資
料
か
ら
明
ら
か
な
お
伝
が
犯
罪
に
至
る
ま
で
の
経
緯
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

お
伝
は
上
野
国
利
根
郡
下
牧
村
出
身
で
、
夫
の
波
之
助
が
癩
病
を
わ
ず
ら
っ
た
こ
と
か

ら
村
を
出
奔
す
る
。
明
治
五
年
八
月
頃
横
浜
で
波
之
助
は
死
亡
す
る
。
そ
の
後
情
夫
小
川

市
太
郎
と
東
京
の
麹
町
、
新
富
町
で
暮
ら
す
が
困
窮
状
態
に
陥
る
。
明
治
九
年
八
月
二
十

六
日
、
お
伝
は
古
物
商
後
藤
吉
蔵
を
宿
屋
で
殺
し
、
金
を
奪
う
。
こ
の
と
き
殺
害
理
由
を

「
姉
の
仇
討
ち
」
の
た
め
と
す
る
虚
偽
の
書
置
き
を
置
き
逃
亡
す
る
が
、
二
日
後
捕
縛
さ

れ
る
。
取
り
調
べ
で
は
自
分
は
老
中
の
落
し
胤
で
あ
り
、
書
置
き
同
様
異
母
姉
を
後
藤
吉

蔵
に
殺
さ
れ
た
の
だ
と
供
述
し
、
あ
く
ま
で
仇
討
ち
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。 

明
治
十
二
年
一
月
三
十
一
日
、
謀
殺
の
罪
で
斬
首
の
刑
に
処
さ
れ
た
後
、
翌
日
か
ら
新

聞
各
紙
で
一
斉
に
「
毒
婦
」
と
し
て
の
お
伝
の
物
語
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
の
ち
草
双
紙
化
、

歌
舞
伎
化
さ
れ
て
い
っ
た
。 

『
夜
刄
譚
』
は
つ
づ
き
物
と
し
て
「
か
な
よ
み
」
新
聞
で
明
治
十
二
年
二
月
一
日
、
二

日
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
す
ぐ
に
打
ち
切
り
、
単
行
本
に
特
化
し
た
。
岡
本
勘
造
綴
・
櫻
斎

房
種
画
『
其
名
も
高
橋
毒
婦
の
小
伝 

東
京
奇
聞
』（
全
七
編
、
島
鮮
堂
、
明
治
十
二
年
二

月
‐
四
月
）
と
短
期
間
の
う
ち
に
競
合
し
て
発
行
し
た
際
物
で
あ
る
。『
夜
刄
譚
』
は
刊
行

を
急
ぐ
た
め
、
初
編
は
活
版
印
刷
で
刊
行
さ
れ
た
が
、
二
編
以
降
は
和
装
木
版
に
戻
し
て

い
る
。
明
治
十
九
年
か
ら
明
治
二
十
年
代
初
頭
に
、
明
治
十
年
代
の
毒
婦
物
を
採
録
し
た

「
毒
婦
伝
」
と
称
す
る
活
版
印
刷
物
が
複
数
出
版
さ
れ
た
が
、
高
橋
お
伝
の
物
語
に
は
必

ず
『
夜
刄
譚
』
が
収
録
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、『
夜
刄
譚
』
が
お
伝
の
物
語
の
代
表
作
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

（
５
）

。 

  

第
一
章 

悪
婆
と
し
て
の
お
伝 

  

明
治
の
「
毒
婦
」
の
原
型
は
歌
舞
伎
の
「
悪
婆
」
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
野
口
武
彦

氏
を
は
じ
め
複
数
の
先
行
研
究
に
見
ら
れ
る

（
６
）

。
前
田
愛
氏
は
、『
夜
刄
譚
』
に
は
架
空
の
博

徒
が
多
数
出
て
く
る
こ
と
や
、
お
伝
の
行
動
範
囲
が
山
中
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

魯
文
の
「
毒
婦
」
の
原
型
は
文
化
・
文
政
期
に
ち
ょ
ん
が
れ
節
で
う
た
わ
れ
た
伝
説
の
女

賊
「
鬼
神
の
お
松
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

（
７
）

。
鬼
神
の
お
松
は
広
く
戯
作
、
講
談
、
歌

舞
伎
の
題
材
と
な
っ
て
お
り
、
悪
婆
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
も
あ

る
。
第
一
章
で
は
図
像
面
で
、
お
伝
の
造
形
に
悪
婆
の
要
素
が
見
ら
れ
る
の
か
を
検
討
す

る
。 
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第
一
節 

悪
婆
の
図
像 

悪
婆
は
歌
舞
伎
の
女
形
の
役
柄
で
、
恋
人
や
恩
人
へ
の
義
理
の
た
め
に
は
殺
し
や
ゆ
す

り
、
女
だ
て
ら
の
刃
傷
沙
汰
も
い
と
わ
な
い
伝
法
肌
の
年
増
を
さ
す

（
８
）

。
江
戸
中
期
以
後
、

世
話
物
の
な
か
で
生
ま
れ
た
役
柄
で
あ
る
。
髷
を
結
わ
ず
下
の
方
で
括
っ
た
「
馬
の
尻
尾
」

と
い
う
鬘
に
格
子
縞
の
着
付
け
、
半
纏
を
着
た
姿
が
典
型
で
、
江
戸
前
な
啖
呵
を
き
る
演

出
が
見
所
と
な
る
。「
馬
の
尻
尾
」
は
田
舎
の
女
房
役
等
に
も
使
わ
れ
る
鬘
だ
が
、
悪
婆
は

「
馬
の
尻
尾
」
に
「
と
さ
か
」
と
い
う
左
右
に
割
れ
た
前
髪
を
つ
け
る
こ
と
が
多
い
。 

 

『
夜
刄
譚
』
で
は
、「
馬
の
尻
尾
」
は
子
連
れ
の
母
親
に
も
見
ら
れ
る
が
、「
と
さ
か
」

が
付
い
て
い
る
の
は
お
伝
と
「
悪
婆
お
は
な
」
の
み
で
あ
る
。
悪
婆
お
は
な
は
、
夫
を
お

伝
の
実
父
清
吉
に
殺
さ
れ
た
た
め
、
清
吉
の
も
と
へ
仇
討
ち
に
行
く
人
物
で
、
切
ら
れ
お

富
同
様
、
男
の
た
め
に
殺
し
を
い
と
わ
な
い
典
型
的
な
悪
婆
と
い
え
る
。 

テ
キ
ス
ト
で
は
、
お
伝
に
対
し
て
「
悪
婆
」
と
い
う
形
容
は
な
く
一
貫
し
て
「
毒
婦
」

な
の
で
、「
悪
婆
お
は
な
」
と
は
意
識
し
て
区
別
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
図
像
を
見

る
と
、
お
伝
は
「
悪
婆
お
は
な
」
と
同
様
の
「
と
さ
か
付
き
馬
の
尻
尾
」
の
髪
型
で
、
悪

婆
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

初
編
の
表
紙
【
図
１
】
は
刀
を
向
け
ら
れ
て
い
る
男
が
布
団
の
中
に
い
る
こ
と
か
ら
、

お
伝
が
宿
屋
で
吉
臓
が
寝
て
い
る
と
こ
ろ
を
刺
し
殺
し
た
場
面
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
図
は
「
切
ら
れ
お
富
」
の
狐
ヶ
崎
畜
生
塚
の
場
か
ら
来
て
い
る
。
切
ら
れ
お
富
は
情

夫
の
井
筒
与
三
郎
の
た
め
に
強
請
や
殺
し
を
は
た
ら
く
女
性
で
、悪
婆
の
代
表
格
で
あ
る
。

狐
ヶ
崎
畜
生
塚
の
場
は
お
富
が
蝙
蝠
安
を
殺
す
場
面
で
あ
る
。
浮
世
絵
で
は
必
ず
、
お
富

が
小
刀
を
振
り
上
げ
、
蝙
蝠
安
が
尻
餅
を
つ
く
構
図
で
描
か
れ
る

（
９
）

。
初
編
の
表
紙
で
お
伝

が
立
っ
た
状
態
で
小
刀
を
振
り
上
げ
、
吉
臓
が
座
っ
た
状
態
か
ら
後
ず
さ
り
し
て
い
る
図

は
、
切
ら
れ
お
富
の
図
と
同
じ
で
あ
る
。 

以
上
、
表
紙
で
は
読
者
の
見
慣
れ
た
悪
婆
の
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
判
明

し
た
。 

 

第
二
節 

挿
絵
に
お
け
る
お
伝
の
髪
型 

 

お
伝
が
「
悪
婆
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
改
め
て
全
編
の
挿
絵

を
通
じ
て
、
お
伝
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
の
か
を
概
観
し
た
い
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

性
を
示
す
基
準
と
し
て
、
社
会
的
立
場
を
表
す
髪
型
に
注
目
す
る
。
基
本
的
に
お
伝
は
「
と

さ
か
付
き
馬
の
尻
尾
」
か
、
島
田
髷
、
丸
髷
な
ど
の
結
髪
で
描
か
れ
て
い
る
。【
表
１
】
は
、

お
伝
が
描
か
れ
た
挿
絵
と
そ
の
と
き
の
髪
型
が
「
馬
の
尻
尾
」
か
、
結
髪
か
を
基
準
に
分

類
し
た
も
の
で
あ
る
。
島
田
髷
や
丸
髷
は
一
般
的
な
庶
民
女
性
の
髪
型
で
あ
る
。「
馬
の
尻

尾
」
の
よ
う
な
髷
を
結
わ
な
い
「
下
げ
髪
」
や
「
洗
い
髪
」
は
、
江
戸
時
代
の
結
髪
社
会

で
は
一
般
的
に
人
前
で
す
る
よ
う
な
髪
型
で
は
な
く
、
も
と
も
と
入
牢
し
て
い
た
女
性
や

非
人
の
髪
型
だ
っ
た

（
１
０
）

。
下
層
社
会
に
生
き
る
女
性
の
象
徴
と
も
い
え
る
髪
型
で
あ
る
。「
と

さ
か
」
の
前
髪
が
あ
る
た
め
、
お
伝
は
悪
婆
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
前
項
で

主
張
し
た
が
、
本
来
の
「
馬
の
尻
尾
」
の
意
味
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、「
馬
の
尻

尾
」
は
元
来
人
前
で
す
る
よ
う
な
髪
型
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、【
表
１
】
を
作
成
す
る
に
当

た
り
、
画
中
の
お
伝
の
居
る
空
間
が
室
内
か
室
外
か
と
い
う
点
も
検
討
し
た
。 

ま
ず
空
間
に
つ
い
て
は
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、「
馬
の
尻
尾
」、
結
髪
共
に
、
室
内
・
室

外
を
意
識
せ
ず
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
お
伝
の
居
る
空
間
の
性
格
よ
り
も
、

二
冊
以
上
に
ま
た
が
る
話
の
ま
と
ま
り
（
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
）
を
意
識
し
て
、
髪
型
が
描

き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
髪
型
の
変
化
に
よ
っ
て
見
て
い
く
と
八
つ
の
区
切
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り
が
可
能
で
あ
り
、そ
れ
は
物
語
の
展
開
上
の
区
切
り
と
も
対
応
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
お
お
よ
そ
八
つ
に
分
け
ら
れ
る
物
語
の
う
ち
、【
表
１
】
中
に
便
宜
上
振
っ
た
番

号
に
従
え
ば
、
１
・
３
・
５
・
７
が
結
髪
で
、
２
・
４
・
６
・
８
が
「
馬
の
尻
尾
」
で
主

に
描
か
れ
て
い
る
。 

 

次
節
で
は
、「
馬
の
尻
尾
」
が
悪
婆
を
表
す
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
場
面
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
る
。 

 

第
三
節 

悪
婆
と
し
て
描
か
れ
る
場
面 

 

ま
ず
、
結
髪
で
描
か
れ
る
１
の
場
面
か
ら
、
初
め
て
「
馬
の
尻
尾
」
で
登
場
す
る
２
の

場
面
に
注
目
し
た
い
。 

１
で
は
、
波
之
助
お
伝
夫
婦
が
、
度
々
博
徒
を
家
に
引
き
入
れ
博
奕
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
頃
、
お
伝
の
実
父
で
あ
る
博
徒
の
清
吉
を
交
え
て
、
隣
村
の
博
徒
達
と
喧
嘩
を
す
る

話
が
中
心
と
な
る
。【
図
２
】
は
、
あ
る
夜
九
右
衛
門
が
近
村
に
出
か
け
た
日
、
お
伝
夫
婦

が
近
隣
の
村
の
や
く
ざ
者
た
ち
も
呼
び
寄
せ
た
と
き
の
図
で
あ
る
。
徳
利
を
持
つ
お
伝
は

髷
を
結
い
、
向
い
で
煙
管
を
持
つ
波
之
助
も
、
月
代
が
あ
る
一
般
的
な
男
性
の
髪
型
で
あ

る
。
髷
を
結
っ
て
い
な
い
清
吉
や
他
の
博
徒
と
比
べ
る
と
、
博
徒
ら
し
さ
は
な
い
。 

続
く
２
の
内
容
は
、
喧
嘩
の
後
草
津
に
湯
治
に
行
っ
た
お
伝
と
波
之
助
が
帰
っ
て
来
て

か
ら
、
清
吉
が
原
因
で
村
を
出
る
ま
で
で
あ
る
。
村
に
帰
っ
て
き
た
お
伝
と
波
之
助
は
、

ま
す
ま
す
賭
け
事
に
興
じ
、
博
徒
達
に
「
波
之
助
ハ
大
哥

あ

に

き

と
称
へ
ら
れ
お
伝
ハ
あ
ね
ご
と

崇
め
ら
れ
」
る
よ
う
に
な
る
（
三
編
中
巻
・
七
丁
表
）。
こ
こ
で
お
伝
は
初
め
て
と
さ
か
付

き
の
「
馬
の
尻
尾
」
で
描
か
れ
る
。
夫
の
波
之
助
も
月
代
が
あ
っ
た
髪
型
か
ら
、「
熊
坂
」

と
い
わ
れ
る
髪
が
伸
び
た
浪
人
や
な
ら
ず
者
を
表
す
髪
型
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。１
で
も
お
伝
と
波
之
助
は
博
奕
に
興
じ
て
い
た
が
、三
編
中
巻
で
は
そ
れ
ぞ
れ「
大
哥

あ

に

き

」

「
あ
ね
ご
」
と
称
え
ら
れ
る
ほ
ど
立
派
な
博
徒
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
絵
で
も
示
し
て
い

る
と
い
え
る
。 

 

清
吉
が
、
金
を
く
れ
な
け
れ
ば
喧
嘩
の
際
人
を
殺
し
た
こ
と
を
ば
ら
す
と
言
っ
て
強
請

に
来
る
が
、
お
伝
は
啖
呵
を
切
っ
て
追
い
返
す
。【
図
３
】
は
、
去
り
際
の
清
吉
に
波
之
助

が
幾
許
か
の
金
を
渡
そ
う
と
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
お
伝
は
「
と
さ
か
付
き
馬
の
尻
尾
」

の
髪
型
に
加
え
て
、
立
膝
を
つ
き
煙
管
を
持
っ
て
い
る
。
歌
舞
伎
で
は
、
悪
婆
は
啖
呵
を

き
る
と
き
立
膝
を
つ
く
の
が
約
束
で
あ
る
。
立
膝
を
つ
き
、
煙
管
を
も
つ
悪
婆
の
図
は
三

代
豊
国
《
土
手
の
お
六
》（
安
政
五
年
、
演
劇
博
物
館
蔵

（
１
１
）

）
や
国
周
の
《
き
ら
れ
お
富 

沢

村
田
之
助
》（
元
治
元
年
、
演
劇
博
物
館
蔵

（
１
２
）

）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
悪
婆
の
共
通
し
た
図

像
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、強
請
や
啖
呵
な
ど
歌
舞
伎
の
世
話
物
の
場
面
を
彷
彿
と
さ
せ
る
場
面
で
、

お
伝
は
ま
さ
に
歌
舞
伎
の
悪
婆
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
他
に
も
「
馬
の

尻
尾
」
の
場
面
の
う
ち
６
で
、
歌
舞
伎
の
世
界
や
博
徒
が
絡
ん
で
い
る
。
６
の
場
面
に
は

お
伝
の
影
響
で
堕
落
し
た
比
丘
尼
お
花
が
現
れ
る
が
、
そ
の
造
形
は
歌
舞
伎
「
女
清
玄
」

の
破
戒
尼
清
玄
尼
（
剃
髪
す
る
前
の
名
前
は
「
花
子
の
前
」）
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
。
お

花
の
夫
は
博
徒
照
五
郎
で
あ
る
。 

『
夜
刄
譚
』
に
は
、
歌
舞
伎
の
世
界
、
特
に
賊
や
侠
客
た
ち
が
活
躍
す
る
白
浪
狂
言
の

世
界
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
図
像
と
い
う
観
点
か
ら
『
夜
刄
譚
』
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、

場
面
の
特
性
に
応
じ
て
、
す
な
わ
ち
白
波
狂
言
に
重
な
る
箇
所
で
は
、
お
伝
も
明
ら
か
に

そ
の
世
界
の
住
人
た
る
「
悪
婆
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 
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第
二
章 

癩
病
の
夫
と
そ
の
妻 

 

第
一
章
で
は
お
伝
が
悪
婆
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
あ

く
ま
で
も
テ
キ
ス
ト
は
「
悪
婆
」
と
は
言
わ
ず
「
毒
婦
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し

た
い
。「
毒
婦
」
と
「
悪
婆
」
は
先
行
研
究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
、
同
一
視
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
が
、
明
ら
か
に
悪
婆
を
意
識
し
た
場
面
で
も
「
毒
婦
」
と
称
し
て
い
る
の

は
、「
毒
婦
」
と
「
悪
婆
」
は
完
全
に
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
悪
婆
以
外
の
「
馬
の
尻
尾
」
の
場
面
を
検
討
し
た
い
。 

 

第
一
節 

曖
昧
な
魯
文
の
語
り
―
「
貞
婦
」
と
「
毒
婦
」 

第
一
章
で
扱
わ
な
か
っ
た
４
は
、
横
浜
が
舞
台
と
な
る
。
お
伝
は
掏
摸
師
市
奴
と
恋
仲

に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、籟
病
が
悪
化
し
煩
わ
し
く
な
っ
た
波
之
助
を
絞
殺
す
る
の
だ
が
、

こ
こ
に
至
る
ま
で
お
伝
は
波
之
助
を
か
い
が
い
し
く
看
病
し
て
い
る
。２
に
話
を
戻
す
と
、

清
吉
が
捕
縛
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
お
伝
夫
婦
は
、
喧
嘩
の
中
で
人
を
殺
し
た
こ
と
を
ば

ら
さ
れ
る
可
能
性
を
考
え
、
村
を
出
奔
し
、
近
郊
の
光
正
寺
を
訪
ね
た
。
こ
こ
で
波
之
助

は
籟
病
を
発
症
す
る
。
３
で
お
伝
は
癩
病
に
効
く
薬
を
求
め
て
甲
府
へ
行
く
が
、
薬
代
の

た
め
に
途
中
遊
郭
に
身
を
売
る
。
そ
こ
か
ら
脱
出
し
、
横
浜
に
至
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
夫
と
連
れ
添
う
お
伝
の
く
だ
り
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
平
田
由
美
氏
、

西
村
英
津
子
氏
が
、
お
伝
を
「
悪
」
と
し
て
描
き
切
れ
て
い
な
い
魯
文
の
語
り
の
「
曖
昧

さ
」
を
指
摘
し
て
い
る
箇
所
で
も
あ
る
。
光
正
寺
、
甲
府
で
の
お
伝
の
献
身
的
な
行
動
だ

け
で
は
な
く
、
波
之
助
を
殺
害
す
る
に
至
る
横
浜
で
も
、
魯
文
の
曖
昧
な
語
り
が
見
ら
れ

る
。
次
に
示
す
の
は
、
お
伝
と
波
之
助
が
横
浜
に
着
き
、
土
方
請
負
の
小
沢
伊
兵
衛
に
世

話
に
な
り
な
が
ら
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
と
き
の
地
の
文
で
あ
る
。 

 

夫
婦
ふ
た
り
ひ
ざ
を
入
る
ゝ
ば
か
り
な
る
小
家
に
移
り
、
お
伝
ハ
日
々
に
伊
兵
衛
が

家
の
厨
房
を
手
伝
ひ
、
子
分
の
土
方
が
襤
褸
な
ど
洗
沢
し
て
聊
か
の
賃
銭
を
得
て
糊

口
の
足
と
ハ
す
れ
、
ど
薬
用
の
手
当
を
尽
す
に
至
ら
ね
バ
如
何
に
や
せ
ん
と
思
ふ
う

ち
、
波
之
助
が
病
追
々
重
り
て
日
を
経
る
程
に
眉
毛
頭
蓋
ハ
残
り
な
く
抜
果
て
面
部

手
足
も
腐
敗
し
て
今
ハ
美
男
の
波
の
助
も
看
る
に
い
ぶ
せ
き
弱
法
師
、
此
世
の
人
と

ハ
思
ひ
も
寄
ら
ず
、
素
よ
り
薄
情
の
お
で
ん
が
性
、
二
世
と
誓
ひ
し
本
夫
な
が
ら
身

の
内
崩
れ
膿
汁
の
流
る
ゝ
匂
ひ
鼻
を
穿
ち
堪
難
け
れ
ど
已
を
得
ず
看
護
ハ
す
れ
ど

間
が
な
透
が
な
伊
兵
衛
が
家
に
身
を
避
て
留
守
に
は
波
の
助
ひ
と
り
と
成
り
起
伏

も
自
由
な
ら
ね
ど
兎
角
苦
情
の
嘆
つ
ご
と
を
お
伝
は
聞
く
も
蒼
蝿
と
て
長
屋
歩
き

に
隣
家
を
そ
ゝ
り 

（
五
編
中
巻
・
一
丁
裏
―
三
丁
表
。
句
読
点
、
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下

同
。）  

 

最
初
は
お
伝
が
薬
代
の
た
め
必
死
に
働
く
様
子
を
書
き
な
が
ら
、
波
之
助
の
病
気
が
重

く
な
り
「
美
男
」
の
面
影
は
無
く
な
っ
た
頃
、
お
伝
は
「
素
よ
り
薄
情
」
の
た
め
波
之
助

を
置
い
て
留
守
が
ち
に
な
っ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
お
伝
を
「
貞
婦
」
の
よ
う
に
書
き

な
が
ら
、
直
後
に
そ
の
描
写
を
ひ
っ
く
り
返
し
、「
毒
婦
」
と
し
て
描
写
し
よ
う
と
す
る
語

り
が
『
夜
刄
譚
』
に
は
あ
る
。
平
田
氏
は
、「
お
伝
を
一
貫
し
た
悪
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し

て
描
き
だ
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
は
い
い
が
た
い
」
例
と
し
て
上
記
の
部
分
を
引
用
し
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て
い
る

（
１
３
）

。 

 
波
之
助
を
殺
す
と
い
う
筋
書
き
は
『
東
京
奇
聞
』
な
ど
類
書
に
は
な
く
、『
夜
刄
譚
』
な

ら
で
は
の
も
の
で
、
最
も
「
毒
婦
」
ら
し
い
物
語
と
い
わ
れ
て
き
た
部
分
だ
が
、
そ
の
な

か
で
も
魯
文
の
語
り
の
中
に
は
「
貞
婦
」
と
「
毒
婦
」
の
二
重
性
が
あ
る
。
こ
の
横
浜
の

場
面
に
お
け
る
挿
絵
は
、
テ
キ
ス
ト
を
読
む
う
え
で
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。 

 

第
二
節 

癩
病
の
夫
を
看
病
す
る
図
像 

波
之
助
が
籟
病
を
発
症
し
た
ば
か
り
の
光
正
寺
の
場
面
と
、
横
浜
で
重
症
化
し
た
と
き

の
場
面
を
比
較
し
、
そ
の
変
化
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

【
図
４
】
に
は
、
光
正
寺
で
病
に
臥
せ
っ
て
い
る
波
之
助
と
、
波
之
助
に
湯
呑
み
を
運

ぶ
お
伝
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
波
之
助
の
顔
に
は
発
疹
と
見
ら
れ
る
点
々
が
描
か
れ
て

お
り
、
癩
病
患
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
こ
の
後
お
伝
が
話
に
聞
く
甲
斐
国
の

「
癩
病
の
村
」
に
描
か
れ
る
癩
病
患
者
は
、
皆
一
様
に
全
身
に
発
疹
が
出
て
髪
や
眉
が
な

く
、
顔
や
手
足
が
丸
く
む
く
ん
だ
様
子
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
ま
だ
波
之
助

は
目
鼻
立
ち
や
顔
に
変
化
は
な
い
た
め
、
軽
度
の
状
態
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。 

お
伝
は
「
と
さ
か
付
き
馬
の
尻
尾
」
だ
が
、
こ
の
場
面
で
悪
婆
を
想
起
す
る
の
は
難
し

い
。
む
し
ろ
、
重
病
の
夫
を
献
身
的
に
看
護
す
る
妻
、
と
い
う
典
型
的
な
貞
婦
も
の
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
。
た
と
え
ば
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
新
聞
錦
絵
（
明
治
八
年
四
月
）
に
、

籟
病
の
夫
を
看
病
し
続
け
た
妻
に
政
府
か
ら
褒
賞
金
が
出
た
と
い
う
記
事
が
あ
る【
図
５
】。

癩
病
の
夫
に
湯
呑
み
を
運
ぶ
妻
は
、「
馬
の
尻
尾
」
だ
が
、
こ
の
場
合
は
身
な
り
に
気
を
使

う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
下
層
社
会
の
女
性
を
表
し
て
い
る
。
お
伝
は
波
之
助
が
癩
病

を
患
っ
て
か
ら
薬
代
等
に
よ
り
金
に
困
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
こ
の

場
面
に
お
け
る
「
馬
の
尻
尾
」
は
困
窮
し
た
様
子
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

次
に
横
浜
の
場
面
を
見
て
い
く
。
身
売
り
を
し
た
後
博
徒
勝
沼
の
源
治
に
捕
ま
っ
た
お

伝
だ
が
、
逃
げ
出
し
、
波
之
助
と
と
も
に
横
浜
へ
行
く
。
横
浜
で
波
之
助
の
病
状
は
重
く

な
り
、
お
伝
達
は
困
窮
す
る
。「
已
を
得
ず
看
護
」
を
し
て
い
る
様
子
が
【
図
６
】
で
あ
る
。

波
之
助
は
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
通
り
、
眉
毛
や
髪
が
抜
け
落
ち
、
全
身
に
発
疹
が
あ
り
、
顔

も
ま
る
く
な
り
、重
度
の
癩
病
患
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。襖
や
障
子
に
は
穴
が
空
き
、

壁
に
も
ひ
び
が
入
り
困
窮
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
お
伝
は
鼻
を
ふ
さ
ぎ
、
波
之
助

か
ら
身
体
を
背
け
て
い
る
。 

 

お
伝
が
献
身
的
に
波
之
助
の
看
病
を
し
、波
之
助
の
た
め
に
遊
郭
に
身
を
売
っ
た
と
き
、

波
之
助
は
ま
だ
病
が
軽
度
の
状
態
、
つ
ま
り
「
美
男
」
の
面
影
を
残
し
た
ま
ま
描
か
れ
て

い
た
。
軽
度
の
状
態
は
横
浜
に
到
着
し
、
世
話
に
な
る
小
澤
伊
兵
衛
に
挨
拶
を
し
て
い
る

場
面
ま
で
続
く
。
そ
の
次
の
場
面
で
重
病
化
し
た
波
之
助
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
本
文

に
は
、
当
初
伊
兵
衛
の
厨
房
の
手
伝
い
な
ど
で
働
き
薬
代
を
稼
ご
う
と
し
た
お
伝
の
こ
と

が
書
か
れ
て
い
た
が
、
挿
絵
で
は
そ
の
よ
う
な
場
面
は
描
か
れ
な
い
。
挿
絵
を
見
る
と
、

テ
キ
ス
ト
に
あ
る
「
貞
婦
」
の
側
面
は
見
ら
れ
ず
、
癩
病
が
重
症
化
し
た
途
端
夫
に
背
を

向
け
る
お
伝
と
い
う
印
象
が
強
い
。
絵
で
表
さ
れ
る
、
波
之
助
の
面
貌
の
変
化
に
伴
う
お

伝
の
態
度
の
変
化
は
、
テ
キ
ス
ト
で
は
唐
突
に
感
じ
ら
れ
る
「
素
よ
り
薄
情
の
お
で
ん
」

と
い
う
言
葉
に
説
得
力
を
与
え
て
い
る
。 

ま
た
【
図
５
】
の
新
聞
錦
絵
と
比
べ
る
と
、
困
窮
し
た
家
と
癩
病
の
夫
と
い
う
絵
の
中

の
要
素
は
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
異
な
る
の
は
お
伝
が
癩
病
の
夫
か
ら
背
を
向

け
、
鼻
を
ふ
さ
い
で
い
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
癩
病
の
夫
を
看
病
す
る
貞
婦
の
図
と
ほ
ぼ
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同
じ
状
況
を
示
す
図
で
あ
る
ゆ
え
に
、
一
層
お
伝
の
行
動
が
貞
婦
と
正
反
対
な
「
薄
情
」

な
行
動
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。 

今
ま
で
夫
の
た
め
献
身
的
な
行
動
を
と
っ
て
い
た
お
伝
が
急
に
波
之
助
に
嫌
気
が
さ
す

の
は
、
テ
キ
ス
ト
で
は
唐
突
に
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
挿
絵
で
波
之
助
の
面
貌

の
変
化
が
露
骨
に
表
さ
れ
た
こ
と
で
、
今
ま
で
献
身
的
だ
っ
た
態
度
を
急
変
し
、
さ
ら
に

新
し
い
男
が
出
来
た
こ
と
で
夫
を
絞
殺
す
る
に
至
る
お
伝
の
「
薄
情
さ
」
に
説
得
力
が
生

ま
れ
て
い
る
。 

第
一
章
で
確
認
し
た
歌
舞
伎
の
ヒ
ロ
イ
ン
悪
婆
と
は
全
く
異
な
る
こ
の「
悪
女
」像
は
、

新
し
い
「
毒
婦
」
像
と
し
て
、「
悪
婆
」
と
区
別
さ
れ
創
出
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
か
ろ

う
か
。『
夜
刄
譚
』
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
貞
婦
」
と
「
毒
婦
」

の
間
で
揺
れ
動
く
お
伝
像
を
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
挿
絵
を
用
い
「
毒

婦
」
の
面
が
強
調
さ
れ
た
お
伝
像
を
、
視
覚
的
に
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
夜
刄
譚
』

は
「
毒
婦
」
の
物
語
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

  

第
三
章 

文
明
開
化
の
女
性
像 

 

第
一
章
、
第
二
章
で
は
「
馬
の
尻
尾
」
の
髪
形
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
。
前
述
し
た

通
り
「
馬
の
尻
尾
」
は
象
徴
的
な
髪
型
で
、
悪
婆
と
重
ね
て
い
る
時
か
、
あ
る
い
は
病
の

夫
を
抱
え
困
窮
し
た
状
態
の
時
に
、
お
伝
の
髪
型
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
挿

絵
に
お
け
る
お
伝
の
結
髪
は
、
島
田
髷
に
せ
よ
丸
髷
に
せ
よ
、
ご
く
一
般
的
に
庶
民
女
性

が
す
る
髪
形
で
あ
り
、
特
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
性
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
総
数
は

「
馬
の
尻
尾
」
よ
り
多
く
、
見
過
ご
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
第
三
章
で
は
、
結
髪
の
お
伝

像
を
検
討
し
、
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

第
一
節 

描
か
れ
な
く
な
る
「
馬
の
尻
尾
」 

表
を
見
る
と
、
１
か
ら
６
ま
で
は
場
面
の
展
開
ご
と
に
髪
型
が
変
わ
る
が
、
７
で
は
お

よ
そ
二
編
分
の
長
き
に
わ
た
り
、
一
図
を
除
い
て
結
髪
で
描
か
れ
て
い
る
。
次
に
馬
の
尻

尾
が
現
れ
る
の
は
女
囚
に
な
る
８
で
あ
る
。 

ま
ず
１
か
ら
６
の
場
面
と
髪
型
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
下
牧
村
時
代
の
１
、
２
は
第
一

章
で
考
察
し
た
通
り
、
１
の
結
髪
か
ら
２
の
「
馬
の
尻
尾
」
で
お
伝
が
博
徒
化
し
た
こ
と

を
表
す
。
３
で
は
お
伝
は
甲
府
柳
町
で
妓
楼
に
入
る
た
め
、
大
き
な
簪
を
つ
け
た
髷
の
、

華
や
か
な
遊
女
の
扮
装
で
描
か
れ
る
。
源
治
の
家
か
ら
逃
げ
出
し
崖
か
ら
落
ち
た
後
は
、

歌
舞
伎
の
鬘
で
い
う
「
さ
ば
き
」
と
い
う
、
髷
が
ほ
ど
け
た
状
態
に
な
る
。
４
は
重
病
患

者
と
な
っ
た
夫
を
抱
え
困
窮
し
た
有
様
を
示
す
「
馬
の
尻
尾
」
で
あ
る
。
５
は
４
と
同
じ

横
浜
が
舞
台
だ
が
、
市
奴
が
掏
摸
で
手
に
入
れ
た
簪
を
お
伝
が
刺
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り

警
察
に
追
わ
れ
る
展
開
の
た
め
、
髷
を
結
っ
て
簪
を
刺
し
て
い
る
。
そ
の
後
博
徒
照
五
郎

と
比
丘
尼
お
花
と
出
会
う
６
は
、
２
と
同
様
、
白
浪
狂
言
の
世
界
の
な
か
で
の
悪
婆
と
し

て
の
「
馬
の
尻
尾
」
で
あ
る
。 

３
、
５
は
話
の
展
開
上
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
髪
形
で
あ
る
。
従
っ
て
１
か
ら
２
で
結
髪

か
ら
「
馬
の
尻
尾
」
に
な
っ
た
後
は
、
お
伝
の
髪
形
の
基
本
は
「
馬
の
尻
尾
」
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。 

で
は
な
ぜ
７
で
「
馬
の
尻
尾
」
は
描
か
れ
な
く
な
っ
た
の
か
。
次
に
話
の
展
開
を
追
っ

て
確
認
し
た
い
。 
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第
二
節 

東
京
へ
行
く
お
伝 

７
か
ら
、
主
な
舞
台
は
東
京
に
な
る
。
６
で
博
徒
照
五
郎
の
巻
き
添
え
と
な
り
一
時
捕

縛
さ
れ
た
お
伝
だ
が
、
一
人
言
い
逃
れ
て
下
牧
村
に
帰
村
す
る
。
し
か
し
お
伝
は
間
も
な

く
田
舎
暮
ら
し
に
退
屈
す
る
よ
う
に
な
る
。 

 

お
伝
は
久
し
く
旅
に
な
れ
、
家
に
籠
り
て
安
閑
と
暮
ら
す
ハ
最 い

と

も
心
苦
し
く
、
籠
の

鳥
の
翔

つ
ば
さ

を
の
し
て
未 ま

だ

一
度
も
見
も
知
ら
ぬ
東
京
に
出
て
、
面
白
く
世
を
渡
る
こ
そ

人
間
ニ
生
れ
出
た
る
栄
誉

ほ

ま

れ

な
れ
、
た
と
へ
銭
金
に
不
自
由
な
く
と
も
、
掛
る
田
舎
に

生
涯
を
送
ら
ん
よ
り
ハ
死
ぬ
る
が
ま
し 

 
 
 
 
 
 
 

（
六
編
下
巻
・
六
丁
表
） 

 東
京
で
「
面
白
く
世
を
渡
」
り
た
い
と
思
う
お
伝
は
、
久
右
エ
門
と
豪
農
河
部
安
右
衛

門
妹
留
か
ら
金
を
盗
み
、
東
京
へ
の
路
銀
と
し
て
村
を
出
る
。 

 

お
伝
は
道
中
、愛
知
県
士
族
の
小
川
市
太
郎
と
出
会
い
、夫
婦
を
約
束
す
る
仲
と
な
る
。

お
伝
は
市
太
郎
と
共
に
下
牧
村
に
戻
り
、
取
り
消
さ
れ
て
い
た
戸
籍
を
戻
す
。
ま
た
亡
く

な
っ
た
お
伝
の
養
父
の
遺
産
を
元
夫
波
之
助
の
兄
代
助
が
抵
当
に
入
れ
て
い
た
こ
と
を
聞

い
た
お
伝
は
、
所
有
権
を
主
張
し
代
助
か
ら
遺
産
を
取
り
戻
す
。 

市
太
郎
と
共
に
東
京
の
麹
町
に
移
っ
た
後
、
お
伝
は
様
々
な
商
売
を
試
み
る
。
お
伝
は

金
目
当
て
に
近
づ
い
た
鈴
木
濱
次
郎
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
東
京
へ
行
く
こ
と
を
促
し
て

い
る
。 

 

或
夜
の
閨
房

ね

や

に
濱
次
郎
に
い
へ
る
や
う
、
今
の
開
化
の
時
節
柄
に
女
な
り
と
て
安
閑

と
座
し
て
喰
ふ
ハ
勿
体
な
し
。
妾
も
覚
へ
の
筆
さ
き
と
口
の
さ
き
に
て
一
商
法
是
非

企
て
先
頃
の
お
ん
身
の
損
を
填 う

め

る
に
は
、
東
京
住
居
に
如
ハ
な
し
（
七
編
下
巻
・
五

丁
表
） 

 東
京
で
一
商
法
企
て
よ
う
と
い
う
お
伝
は
、
濱
次
郎
に
資
金
を
出
さ
せ
て
桑
苗
商
売
を

試
み
る
が
、
取
引
相
手
が
代
金
を
払
わ
な
か
っ
た
た
め
失
敗
す
る
。
し
か
し
お
伝
は
代
言

人
と
な
り
相
手
を
訴
え
勝
訴
す
る
。
次
に
桑
苗
の
失
敗
を
取
り
返
す
た
め
、
骨
董
商
の
黒

川
仲
蔵
に
も
近
づ
き
、
干
鰯
売
買
の
資
金
を
出
し
て
も
ら
う
が
こ
れ
も
価
格
が
下
落
し
失

敗
に
終
わ
る
。
お
伝
は
黒
川
を
殺
し
て
金
を
奪
っ
た
上
に
、
濱
次
郎
も
毒
殺
し
よ
う
と
す

る
。 

 

新
富
町
に
越
し
た
後
、
市
太
郎
は
兎
の
才
取
に
励
む
が
上
手
く
い
か
ず
、
困
窮
す
る
。

お
伝
は
老
婆
お
角
の
勧
め
で
私
娼
稼
ぎ
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
お
伝
の
客
の
高
利
貸
し
も

営
む
古
着
屋
の
後
藤
吉
藏
を
宿
屋
丸
竹
に
呼
び
出
し
、
吉
蔵
が
寝
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を

剃
刀
で
喉
を
刺
し
て
殺
す
。 

 

以
上
が
７
の
内
容
で
あ
る
。
７
の
お
伝
は
様
々
な
商
法
に
取
り
組
み
、
と
き
に
は
代
言

人
と
し
て
法
廷
で
闘
い
、
ま
た
遺
産
相
続
の
問
題
に
も
口
を
出
す
と
い
っ
た
よ
う
に
、
自

分
も
覚
え
が
あ
る
と
い
う
「
筆
さ
き
口
さ
き
」
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
い
る
。
悪
婆
の
「
悪

態
」
や
「
啖
呵
」
と
は
異
な
り
、
近
代
の
法
律
に
対
応
す
る
「
弁
舌
」
で
闘
う
お
伝
は
、

ま
さ
に
「
開
化
」
の
時
代
の
新
し
い
女
性
像
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
東
京
を
志
す
よ
う
に

な
っ
た
７
か
ら
お
伝
が
「
馬
の
尻
尾
」
で
描
か
れ
な
く
な
る
の
は
、「
馬
の
尻
尾
」
が
想
起

さ
せ
る
「
悪
婆
」
の
イ
メ
ー
ジ
や
、
新
時
代
ら
し
か
ら
ぬ
田
舎
然
と
し
た
貧
窮
し
た
女
性

の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
脱
却
す
る
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
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次
節
で
は
、
更
に
髪
型
以
外
の
扮
装
や
背
景
に
見
え
る
「
開
化
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
て

い
き
た
い
。 

 

第
三
節 
「
文
明
開
化
」
の
装
い 

ま
ず
、
お
伝
の
扮
装
や
持
ち
物
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
最
も
「
文
明
開
化
」
ら
し
さ
を

示
す
の
は
蝙
蝠
傘
で
あ
る
。
蝙
蝠
傘
を
持
っ
て
描
か
れ
る
の
は
、
①
麹
町
に
あ
る
小
川
市

太
郎
宅
を
訪
ね
る
（
七
編
中
巻
・
二
丁
裏
三
丁
表
）、
②
後
藤
吉
臓
と
人
力
車
で
宿
屋
に
行

く
（
八
編
上
巻
・
七
丁
裏
八
丁
表
）【
図
７
】
③
剃
刀
を
研
屋
に
出
す
（
八
編
中
巻
・
五
丁

裏
六
丁
表
）
の
三
場
面
で
あ
る
。
①
は
、
お
伝
が
初
め
て
東
京
へ
行
っ
た
と
き
の
図
に
な

る
。
②
③
は
後
藤
吉
臓
殺
害
の
前
後
で
あ
る
。
後
藤
吉
蔵
殺
し
は
実
際
に
お
伝
が
し
た
犯

罪
で
、
新
聞
で
報
道
さ
れ
た
周
知
の
事
件
で
あ
る
。
そ
の
事
件
の
前
後
で
、
蝙
蝠
傘
と
い

う
「
開
化
」
を
象
徴
す
る
道
具
を
お
伝
に
持
た
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
伝
の
犯
罪
が
「
開

化
の
時
節
柄
」
の
中
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

ま
た
、
桑
苗
売
買
の
取
引
を
す
る
場
で
、
お
伝
は
羽
織
を
着
て
い
る
【
図
８
】。
羽
織
は

も
と
も
と
男
性
が
着
る
も
の
で
、
女
性
が
着
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
般
の
女
性
が
着

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
以
降
で
、
明
治
六
年
頃
に
町
屋
の
女
性
が
着
始
め
て
流

行
し
た

（
１
４
）

。
従
っ
て
、
羽
織
を
着
た
お
伝
は
明
治
以
降
の
新
し
い
風
俗
を
表
し
て
い
る
。
男

性
と
対
等
に
商
売
の
取
引
を
す
る
お
伝
の
羽
織
姿
は
、
新
時
代
の
女
性
ら
し
さ
が
強
調
さ

れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

加
え
て
お
伝
だ
け
で
は
な
く
、
情
夫
の
小
川
市
太
郎
も
ざ
ん
ぎ
り
頭
で
、「
開
化
」
の
風

俗
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
行
動
を
共
に
し
て
き
た
夫
の
波
之
助
、
市
奴
は
い
ず
れ

も
月
代
の
髪
が
伸
び
た
「
熊
坂
」
と
い
う
な
ら
ず
者
の
髪
型
だ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
お
伝
や
市
太
郎
に
は
「
開
化
」
の
記
号
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
特
に
お

伝
の
商
売
時
の
羽
織
、
吉
蔵
殺
害
時
の
蝙
蝠
傘
は
、
東
京
に
来
て
い
る
こ
と
を
示
す
だ
け

で
は
な
く
、
お
伝
が
「
開
化
」
の
世
な
ら
で
は
の
女
性
で
あ
り
、
そ
の
犯
罪
も
「
開
化
」

の
世
が
生
み
出
し
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
印
象
づ
け
た
と
考
え
る
。 

  

お
わ
り
に 

  

本
稿
で
は
従
来
分
析
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
表
象
、
す
な
わ
ち
挿
図
を
取
り
上
げ
、
髪

型
や
扮
装
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
の
選
択
と
場
面
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
と
の
関
係
性
を
分
析
す

る
こ
と
で
、『
夜
刄
譚
』
に
お
け
る
お
伝
の
複
合
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

試
み
た
。
第
一
章
で
は
、
テ
キ
ス
ト
分
析
を
通
じ
て
先
行
研
究
に
よ
る
指
摘
の
あ
っ
た
悪

婆
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
重
な
り
を
、
図
像
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
た
。
ま
た
、
悪
婆
と
し
て
描

か
れ
る
場
面
は
、
歌
舞
伎
の
白
浪
狂
言
の
世
界
が
取
り
込
ま
れ
た
世
界
と
し
て
描
い
て
い

る
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
章
で
は
、
癩
病
の
夫
波
之
助
の
面
貌
が
醜
く
変
化
す

る
様
相
を
描
く
場
面
の
挿
絵
に
お
い
て
、
お
伝
の
態
度
が
冷
酷
な
も
の
に
変
わ
っ
た
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
点
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
テ
キ
ス
ト
か
ら
は
先
学
の
指
摘
通
り
「
貞
婦
」

と
「
毒
婦
」
の
両
側
面
が
読
み
取
れ
る
も
の
の
、
挿
絵
で
は
「
毒
婦
」
の
面
が
強
調
さ
れ

て
い
る
と
私
見
を
提
示
す
る
。
第
三
章
で
は
、
東
京
が
舞
台
に
な
っ
た
後
半
に
お
け
る
挿

絵
の
お
伝
像
は
、
第
一
章
・
第
二
章
で
扱
っ
た
悪
婆
や
貧
困
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
脱
却
し
た

「
開
化
」
の
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
結
論
付
け
た
。 

 

先
行
研
究
で
は
、
テ
キ
ス
ト
に
表
現
さ
れ
た
「
毒
婦
」
を
、
論
者
の
主
張
に
沿
っ
た
一
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元
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
嫌
い
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
研
究
者
ご
と
に
異
な

る
『
夜
刄
譚
』
の
「
毒
婦
高
橋
お
伝
」
像
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
稿
に
お
い
て

は
、
挿
絵
に
注
目
し
な
が
ら
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
明
治
初
期
の
「
毒
婦
」
は
、

江
戸
時
代
か
ら
馴
染
み
の
あ
る
人
物
像
と
「
開
化
」
の
新
し
い
女
性
像
が
混
在
す
る
複
合

的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
読
者
に
提
示
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

最
後
に
課
題
と
し
て
、
挿
絵
の
構
想
は
誰
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
問
い
が
残
る
。『
夜
刄

譚
』
の
よ
う
に
急
ぎ
短
期
間
で
作
ら
れ
た
明
治
期
草
双
紙
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
で
見
ら

れ
た
よ
う
に
戯
作
者
が
画
工
に
指
示
を
出
す
こ
と
が
出
来
た
の
か
は
未
だ
解
明
さ
れ
て
い

な
い
点
で
あ
る
。 

ま
た
、
今
後
は
『
東
京
奇
聞
』
な
ど
『
夜
刄
譚
』
と
同
時
期
に
出
さ
れ
た
お
伝
の
物
語

を
横
断
的
に
分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
挿
絵
や
表
紙
と
テ
キ
ス
ト
が
、
複
合
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
持
つ
「
毒
婦
」
の
ど
の
点
を
強
調
し
た
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
作
業
を
通

じ
て
、
な
ぜ
『
夜
刄
譚
』
が
毒
婦
物
の
代
表
作
と
し
て
残
り
続
け
た
の
か
と
い
う
疑
問
に

答
え
を
出
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
検
証
の
過
程
に
お
い
て
、
人
々
が
高
橋
お
伝
に
求
め
た

「
毒
婦
」
像
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
て
い
る
。 

 

   

注 

（
１
）
前
田
愛
「
高
橋
お
伝
と
絹
の
道
」『
前
田
愛
著
作
集
第
四
巻 

幻
影
の
明
治
』
筑
摩

書
房
、
一
九
八
九
年 

（
２
）
平
田
由
美
「
物
語
の
女
・
女
の
物
語
」
脇
田
晴
子
、
S
・
B
・
ハ
ン
レ
ー
編
『
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
日
本
史 

下
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
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五
年 

（
３
）
平
田
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美
『
女
性
表
象
に
お
け
る
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ェ
ン
ダ
ー
力
学
の
歴
史
的
研
究 

: 
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毒
婦
物
」

の
書
誌
学
と
テ
ク
ス
ト
分
析
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科
学
研
究
費
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助
金
基
盤
研
究
研
究
成
果
報
告
書
、

平
成
十
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年
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平
成
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五
年
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年
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月 

（
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）
西
村
英
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仮
名
垣
魯
文
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高
橋
阿
伝
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叉
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文
の
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〈
毒
婦
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お
伝
は
、〈
悪
〉
と
し
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描
か
れ
て
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た
か
」
日
本
文
学
協
会
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代
部
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編
『
読
ま
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な
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っ
た
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明
治
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双
文
社
出
版
、
二
〇
一
四
年
十
一
月
、
七
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一
頁 

（
５
）『
夜
刄
譚
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が
収
録
さ
れ
て
い
る
書
物
は
、
管
見
の
限
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以
下
の
通
り
で
あ
る
。
鈴

木
金
次
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編
『
新
編
明
治
毒
婦
伝
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金
泉
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明
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九
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仇
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今
毒
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伝
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明
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村
銀
次
郎
『
明
治
新
編
毒
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伝
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花
堂
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十
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年
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（
６
）
野
口
武
彦
「
毒
婦
物
の
系
譜
」『
国
文
学
解
釈
と
研
究
』
二
一
巻
十
号
、
学
灯
社
、

一
九
七
六
年 

（
７
）
前
田
、
前
掲
論
文 

（
８
）
富
澤
慶
秀
他
監
修
『
最
新
歌
舞
伎
大
事
典
』
柏
書
房
、
二
〇
一
二
年 

（
９
）「
狐
ヶ
崎
畜
生
塚
の
場
」
の
図
像
の
例
と
し
て
、
藤
よ
し
《
き
ら
れ
お
と
み 

沢
村

田
の
助
、
こ
お
も
り
安 

市
川
九
蔵
》
元
治
元
年
、
演
劇
博
物
館
所
蔵
）
が
挙
げ

ら
れ
る
。「
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
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二
〇
一
五
年
三
月
十
日
最
終
閲
覧
）
参
照
。 

http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/enpakunishik/results-set.php?group=101-4180&Max=9&sortfield1=ihan&sortfield2=juhuku_no&sortfield3=ichi&sortorder3=descending
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（
１０
）
高
橋
啓
之
「「
悪
婆
物
」
の
成
立 

―
南
北
作
『
恵
方
曽
我
万
吉
原
』
を
中
心
に
」

『 

研
究
紀
要 

』
五
〇
号
、
日
本
大
学
文
理
学
部
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
五

年 
 

（
１１
）
「
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
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（
二
〇
一
五
年
三
月
十
日
最
終
閲
覧
）
参
照
。 

（
１２
）
「
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

h
ttp
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9
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（
二
〇
一
五
年
三
月
十
日
最
終
閲
覧
）
参
照
。 

（
１３
）
平
田
、
前
掲
論
文
（
３
） 

（
１４
）
遠
藤
武
編
『
服
飾
近
代
史
』
雄
山
閣
、
一
九
七
〇
年 

  

〔
図
版
出
典
〕 

【
図
１
～
４
】
仮
名
垣
魯
文
『
高
橋
阿
伝
夜
刄
譚 

初
編
～
四
編
（
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近

代
文
学
41
）』
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇
〇
六
年 

【
図
５
】
千
葉
市
美
術
館
編
、『
文
明
開
化
の
錦
絵
新
聞
―
東
京
日
々
新
聞
・
郵
便
報
知
新

聞
全
作
品
』
国
書
刊
行
会
刊
、
二
〇
〇
八
年 

【
図
６
～
８
】
仮
名
垣
魯
文
『
高
橋
阿
伝
夜
刄
譚 

五
編
～
八
編
（
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近

代
文
学
42
）』
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇
〇
六
年 

  

  

〔
付
記
〕 

 

本
稿
で
引
用
し
た
仮
名
垣
魯
文
『
高
橋
阿
伝
夜
刄
譚 

初
編
～
四
編
（
リ
プ
リ
ン
ト
日

本
近
代
文
学
41
）』
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇
〇
六
年
と
仮
名
垣
魯
文
『
高
橋
阿
伝
夜

刄
譚 

五
編
～
八
編
（
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近
代
文
学
42
）』
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇

〇
六
年
に
よ
る
。
ル
ビ
は
当
て
字
を
除
き
省
略
し
た
。 

 

（
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
） 

http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/enpakunishik/results-big.php?shiryo_no=006-3008
http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/enpakunishik/results-big.php?shiryo_no=006-3008
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【表１】お伝の髪型と空間 

 


