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ば
れ
ま
し
た
。

別
の
場
面
で
は
鴨
川
の
ほ
と
り
で
、
桶

い
っ
ぱ
い
の
し
じ
み
を
傍
ら
に
置
き
、
か

ま
ど
で
し
じ
み
汁
を
作
っ
て
売
る
男
の
姿

が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
ほ
っ
か
ぶ
り
を

し
た
男
が
、
大
き
な
丼
で
し
じ
み
汁
を
立

っ
て
食
べ
て
い
る
。

こ
の
屛
風
に
描
か
れ
て
い
る
人
々
の
姿

は
、
立
ち
食
い
の
起
源
の
一
つ
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
料
理
屋
や
屋
台
が
繁
盛
す

る
の
は
、
社
会
が
安
定
し
、
町
民
文
化
が

花
開
く
江
戸
以
降
で
す
。
そ
れ
以
前
、
中

世
の
終
わ
り
か
ら
近
世
の
頭
に
か
け
て
は
、

寺
社
の
門
前
や
橋
の
た
も
と
な
ど
、
人
々

の
集
ま
る
と
こ
ろ
で
食
べ
物
を
調
理
し
て

提
供
す
る
「
煮
売
り
」「
焼
き
売
り
」
が

あ
る
く
ら
い
で
し
た
。

『
洛
中
洛
外
図
屛
風
』
に
描
か
れ
て
い
る

の
は
、
当
時
、
全
国
一
の
に
ぎ
わ
い
を
見

せ
て
い
た
京
の
都
で
す
。
食
の
風
景
に
注

目
す
る
と
、
通
り
に
面
し
て
簡
単
な
店
舗

だ
っ
た
わ
け
で
す
。

も
し
テ
ー
ブ
ル
と
イ
ス
が
早
く
か
ら
定

着
し
て
い
れ
ば
、
屋
外
の
茶
屋
や
屋
台
で

も
、
イ
ス
に
座
っ
て
食
べ
て
い
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
テ
ー
ブ
ル
と
イ
ス
の
不
在
、

こ
れ
こ
そ
が
屋
外
で
の
「
立
ち
食
い
」
誕

生
の
背
景
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

商
売
も
食
も
野
外
で
は
「
立
つ
」

安
土
桃
山
時
代
の
京
都
市
中
と
そ
の
周

辺
が
描
か
れ
た
『
洛
中
洛
外
図
屛
風
（
舟

木
本
）』
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
、
職

業
の
人
々
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
中
に
、
豊
臣
家
の
故
地
で
あ
る
大
仏

殿
、
豊
国
廟
で
催
さ
れ
る
花
見
の
酒
宴
の

場
面
が
あ
り
ま
す
。
門
前
に
は
茶
商
い
が

酔
客
を
待
ち
構
え
、
酔
い
ざ
ま
し
の
茶
を

勧
め
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
を
敷
き
、
茶
釜

の
上
に
柄
杓
を
置
き
、
客
に
茶
碗
を
差
し

出
す
こ
の
商
売
は
、「
一
服
一
銭
」
と
呼

す
。
文
明
開
化
の
象
徴
と
し
て
洋
食
が
も

て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、

畳
の
上
に
座
っ
て
、
箸
で
食
べ
る
西
洋
料

理
屋
な
ど
が
は
や
っ
た
と
い
い
ま
す
。

西
洋
料
理
店
の
白
い
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス

と
紫
の
釣
鐘
草
、
苦
い
コ
ー
ヒ
ー
│
│
そ

の
よ
う
な
描
写
が
登
場
す
る
北
原
白
秋
の

『
桐
の
花
』
が
書
か
れ
た
の
が
大
正
二
年

で
す
。

大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
一
般

家
庭
の
食
事
は
、
銘
々
膳
の
前
に
座
る
形

式
か
ら
、
ち
ゃ
ぶ
台
を
囲
む
ス
タ
イ
ル
に

変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

昭
和
三
十
年
代
に
公
団
住
宅
の
ダ
イ
ニ

ン
グ
キ
ッ
チ
ン
が
登
場
し
、
よ
う
や
く
テ

ー
ブ
ル
と
イ
ス
の
生
活
に
な
じ
み
始
め
る

よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
考
え

る
と
、
私
た
ち
が
テ
ー
ブ
ル
と
イ
ス
を
利

用
し
て
食
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史

は
非
常
に
浅
い
で
す
ね
。
と
に
か
く「（
家

で
の
）
食
事
は
床
に
座
っ
て
食
べ
る
も
の
」

天
皇
が
座
る
高た

か
御み

座く
ら
も
、
中
国
の
皇
帝

の
イ
ス
を
ま
ね
た
特
別
な
儀
式
の
た
め
と

す
る
説
も
あ
り
ま
す
。
平
安
時
代
、
一
部

の
貴
族
が
イ
ス
を
使
っ
て
い
た
姿
が
絵
巻

物
に
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
一
般
庶
民
に

普
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。

日
本
人
の
生
活
に
テ
ー
ブ
ル
と
イ
ス
が

入
っ
て
き
た
の
は
、
西
洋
人
が
自
ら
の
食

文
化
を
持
ち
込
ん
だ
明
治
以
降
で
す
が
、

本
当
に
定
着
し
て
い
く
の
は
ず
っ
と
後
で

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
朝
鮮
半
島
で
は
箸

と
匙
だ
け
が
定
着
し
、
日
本
で
定
着
し
た

の
は
箸
だ
け
で
す
。

日
本
、
朝
鮮
、
琉
球
は
、
長
い
間
、
テ

ー
ブ
ル
と
イ
ス
を
利
用
せ
ず
、
床
に
座
っ

て
食
事
を
す
る
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
き
ま

し
た
。
戦
国
武
将
が
腰
掛
け
た
り
す
る
床し

ょ
う

几ぎ

は
あ
り
ま
し
た
が
、
し
ょ
せ
ん
臨
時
の

座
と
し
て
使
わ
れ
る
も
の
で
、
普
段
の
食

事
に
使
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

テ
ー
ブ
ル
と
イ
ス
の
不
在

立
ち
食
い
の
誕
生
に
は
、
テ
ー
ブ
ル
と

イ
ス
が
存
在
し
な
か
っ
た
日
本
の
住
環
境

が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

七
世
紀
初
め
、
飛
鳥
時
代
の
聖
徳
太
子

の
こ
ろ
に
、
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
を
通
じ

て
箸
と
匙
が
セ
ッ
ト
で
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

同
時
に
テ
ー
ブ
ル
と
イ
ス
も
伝
わ
っ
て
き
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立
っ
て
食
べ
る
│
│
そ
れ
は
い
つ
ご
ろ
生
ま
れ
、広
ま
っ
た
の
か
？

寿
司
、そ
ば
、天
ぷ
ら
の
屋
台
は
な
ぜ
江
戸
時
代
に
発
達
し
た
の
か
？

中・近
世
の
生
活
文
化
史
と
日
本
文
化
を
研
究
す
る
原
田
信
男
さ
ん
に
、

そ
の
起
源
と
屋
台
文
化
の
発
達
に
つ
い
て
聞
い
た
。

立
ち
食
い
は
町
民
文
化
の
象
徴

屋
台・
料
理
屋
の
発
達
を
促
し
た
江
戸
時
代


