
新
・面
瀬
の
む
か
し
話

そ
の
十
四

尾
崎
地
区

「お
蔵
騒
動
・静
か
な

一
揆
、
幕
末
の
貧
農
を
救
え
」

「階
上
村
誌
・岩
月
村
考
證
」
か
ら

江
戸
時
代
の
歴
史
で
大
飢
饉
と
い
え
ば
、
寛
永
、
元
禄
、
享
保
、
天
明
、
宝
暦
、
天
保
の
飢
饉

が
あ
げ
ら
れ
る
。
大
規
模
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
寒
冷
な
東
北
の
地
で
あ
っ
た
も
の
だ
。
特
に

天
明
、
宝
暦
、
天
保
の
大
飢
饉
は
江
戸
の
三
大
飢
饉
と
い
わ
れ
る
。

江
戸
期
は
総
じ
て
地
球
的
な
寒
冷
期
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
太
陽
の
黒
点
の
出
現
に
よ
る
活
発

・不
活
発
の
周
期
的
な
変
化
と
太
陽
自
体
の
磁
場
の
逆
転
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
寒
冷
期
に
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
中
で
異
常
気
象
が
あ
ら
わ
れ
た
。
同
時
期
に
イ
ギ
リ

ス
で
は
、
首
都
ロ
ン
ド
ン
を
流
れ
る
テ
ム
ズ
川
が
凍
り
つ
い
た
。
こ
れ
は
有
名
な
現
象
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

史
の
一
大
事
件
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
大
移
動
も
、
こ
の
太
陽
の
異
変
に
よ
る
地
球
の
寒
冷
化
が
大

き
な
原
因
だ
と
論
ず
る
学
者
が
い
る
。

江
戸
期
に
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
飢
饉
は
当
然
農
民
の
疲
弊
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
で
も
農
民

に
は
年
貢
、
公
租
の
負
担
が
あ
っ
た
。
領
主
が
非
道
な
者
で
あ
れ
ば
、
農
民
は
一
揆
や
打
ち
壊
し

な
ど
の
暴
挙
に
出
ざ
る
を
得
な
か
った
。

当
地
に
は
「義
倉
」
と
い
っ
て
付
近

一
帯
の
新
田
開
発
の
た
め
や
荒
田
の
た
め
に
種
籾
、
大
麦
、

大
豆
を
百
姓
に
貸
し
出
す
た
め
の
備
蓄
庫
が
何
箇
所
か
あ
っ
た
。
後
年
に
な
っ
て
「
郷
倉
」
と
も
よ

ば
れ
た
ら
し
い
。
こ
の
「義
倉
」
は
「お
蔵
」
と
も
称
し
、
尾
崎
地
区
に
は
千
苅
田
屋
敷
か
ら
分
家

し
た
「お
蔵
守
り
」
と
い
う
屋
号
の
農
家
が
あ
る
。
き
っ
と
義
倉
に
ま
つ
わ
っ
た
役
割
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
文
化
元
年
の
「松
崎
左
我
志
」
に
は
「御
蔵
場
、
義
倉
と
い
う
な
り
、
尾
崎
史
郎
右
衛
門
、

御
蔵
守
に
て
同
人
持
ち
高
十
文
地
・
・
・貸
し
下
げ
倒
目
に
な
る
。
」
と
あ
る
。
尾
崎
に
は
松
崎
、

赤
岩
、
岩
月
、
最
知
、
長
磯
、
波
路
上
の
六
か
村
の
た
め
の
義
倉
が
あ
っ
た
。
天
保
の
大
飢
饉
に
は

及
ば
な
い
が
幕
末
・慶
応
期
に
も
不
作
で
百
姓
が
大
変
に
困
った
こ
と
が
あ
った
。

こ
の
物
語
は
こ
の
よ
う
な
幕
末
情
勢
に
お
い
て
史
実
に
あ
っ
た
出
来
事
で
は
あ
る
が
、
原
本
（
階

上
村
誌
）
に
は
若
干
の
不
明
点
や
筆
者
の
挿
入
文
も
あ
り
、
創
作
色
を
濃
く
し
て
物
語
に
し
た
。

こ
の
地
で
は
天
保
の
大
凶
作
の
時
に
鮎
貝
の
殿
様
が
ご
慈
悲
で
伊
達
藩
に
か
け
合
い
，
藩
の
お

蔵
米
を
貧
農
に
分
け
与
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
慶
応
の
飢
饉
で
も
何
と
か
お
蔵
米
を
分
け
与
え
て

ほ
し
い
と
お
蔵
守
に
懇
願
し
た
そ
う
だ
。
し
か
し
、
時
は
幕
末
、
不
安
定
な
時
期
で
あ
った
。
お
蔵

役
人
達
は
お
蔵
の
籾
、
麦
、
大
豆
を
ひ
そ
か
に
唐
桑
方
面
の
商
人
に
闇
売
り
し
て
い
た
の
だ
。
こ



れ
は
法
を
犯
す
大
罪
で
あ
る
。
幕
末
の
治
安
は
混
乱
し
て
い
た
。
天
保
期
と
は
ち
が
い
、
百
姓
の

願
い
を
役
人
が
懐
に
入
れ
て
握
り
つ
ぶ
し
た
と
い
え
よ
う

か
。次

に
、
百
姓
の
願
い
は
，
百
姓
の
と
り
ま
と
め
役
で
あ
る

肝
煎
や
大
肝
煎
が
ま
と
め
，
直
接
役
人
に
申
し
出
る
形

を
と
った
。
し
か
し
、
役
人
ど
も
の
計
画
的
な
手
違
い
や
怠

慢
行
為
で
，
鮎
貝
の
殿
様
ま
で
届
く
こ
と
が
な
か
った
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
く
度
も
続
き
、
百
姓
達
は
口
々

に
「
一
揆
」
を
語
る
よ
う
に
な
った
。

尾
崎
の
百
姓
憲
作
（の
り
さ
く
）
は
同
じ
水
呑
百
姓
達
か

ら
信
頼
さ
れ
る
男
だ
っ
た
。
肝
煎
た
ち
も
憲
作
を
水
呑

百
姓
達
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
頼
り
に
し
て
い
た
。
役
人
達

の
不
始
末
、
腐
敗
に
対
し
て
肝
煎
も
心
に
す
え
か
ね
て
い
た
。
だ
が
、
身
分
制
の
時
代
で
あ
る
。

肝
煎
は
憲
作
に
、
水
呑
達
の
不
満
を
何
と
か
お
さ
め
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
む
の
で
あ
った
。
こ
ん
な

矛
盾
は
い
つ
か
爆
発
す
る
。
憲
作
は
考
え
た
。
悩
ん
だ
。
こ
の
ま
ま
で
は
村
か
ら
飢
え
死
に
す
る
者

を
数
多
く
出
す
こ
と
に
な
って
し
ま
う
。
と
い
って
一
揆
を
す
れ
ば
、
処
刑
さ
れ
る
者
を
何
人
も
出

す
よ
う
に
な
る
。
鮎
貝
の
殿
様
へ
の
直
訴
は
ど
う
か
。
こ
の
頃
の
役
人
達
の
動
き
を
見
る
と
、
と
て

も
成
功
し
そ
う
に
な
い
。
何
日
も
考
え
た
。
結
論
は
「静
か
な

一
揆
」
。
誰
も
処
刑
さ
れ
ず
、
百
姓

は
命
の
籾
や
麦
を
手
に
入
れ
る
方
法
だ
。
さ
て
，
ど

う
す
る
か
。

近
頃
は
、
世
情
不
安
の
た
め
な
の
か
，
松
崎
の
村

内
に
流
れ
者
が
う
ろ
つ
く
よ
う
に
な
った
。
こ
の
中
に

八
三
（は
ち
ぞ
う
）
と
い
う
者
が
い
た
。
そ
し
て
友
の
遊

び
人
、
万
介
。
こ
の
二
人
は
義
侠
心
に
あ
ふ
れ
た
遊

び
人
で
、
村
内
近
村
に
い
る
流
れ
者
達
を
束
ね
て
い

た
。
水
呑
百
姓
達
が
困
っ
て
い
る
こ
と
は
う
わ
さ
に

聞
い
て
い
た
が
、
彼
ら
に
は
「か
か
わ
り
の
ね
ぇ
、
こ
と

で
ご
ざ
ん
す
。
」

と
い
う
わ
け
。

あ
る
日
の
夜
に
近
い
夕
暮
れ
。
尾
崎
橋
を
こ
の
二

人
が
ふ
ら
ふ
ら
と
渡
っ
て
い
た
と
き
だ
っ
た
。
橋
の
下

に
人
影
が
見
え
る
。
二
人
は
土
橋
か
ら
首
を
橋
下

に
伸
ば
し
，
目
を
こ
ら
し
た
。
な
ん
と
，
女
が
赤
子

を
水
中
に
沈
め
て
い
る
で
は
な
い
か
。

二
人
は
互
い
に
顔
を
見
合
わ
せ
た
。
次
の
瞬
間
，



ザ
ブ
ン
と
川
に
飛
び
降
り
た
。

「何
を
し
や
が
っ
て
ん
で
ぇ
。
お
前
の
ガ
キ
か
い
。
水
に
沈
め
て
殺
そ
う
っ
て
の
か
い
。
。
ま
だ
赤
子
な

の
に
よ
ぉ
。
お
ま
え
、
間
引
き
で
も
す
る
って
ぇ
気
か
い
。
」

「お
前
さ
ん
ね
え
。
お
れ
ら
の
目
に
と
ま
っ
た
ら
ね
え
。
そ
ん
な
こ
と
許
さ
な
い
よ
。
き
っ
と
お
前
の

馬
鹿
ゴ
デ
（夫
）が
食
い
物
ね
え
って
、
間
引
き
ば
さ
せ
た
ん
だ
ろ
う
が
。
」

女
は
わ
れ
に
返
った
の
か
、
目
を
見
開
き
，
赤
子
を
し
っか
り
と
抱
き
し
め
た
。
そ
し
て
や
っ
と
の
様

子
で
口
を
ひ
ら
い
た
。

「ワ
ダ
ス
が
勝
手
に
や
った
ご
ど
だ
が
ら
、
許
し
て
け
さ
い
ん
。
」

万
介
が
言
う
。

「う
そ
語
る
な
よ
。
ダ
メ
だ
。
お
前
の
馬
鹿
ゴ
デ
に
し
っ
か
り
と
言
い
ふ
ぐ
め
で
や
っ
か
ら
。
お
前
の

家
さ
い
ぐ
ぞ
。
」

二
人
と
女
が
着
い
た
の
は
、
憲
作
の
弟
の
家
だ
っ
た
。
駆
け
つ
け
た
憲
作
は
、
弟
夫
婦
の
愚
か
さ
に

腹
が
立
った
。
だ
が
二
人
の
流
れ
者
を
見
て

「仏
、
神
は
あ
った
ん
だ
。
ほ
ん
と
に
。
」

と
つ
ぶ
や
い
た
。
体
中
に
熱
い
血
潮
が
広
が
る
の
を
感
じ
た
。
「静
か
な

一
揆
」
の
計
画
は
、
こ
の
あ

と
直
ち
に
練
ら
れ
た
の
だ
。

ま
ず
、
八
三
を
中
心
に
お
蔵
破
り
の
仲
間
達
が
集
め
ら
れ
た
。
遊
び
人
、
侠
客
、
腕
に
覚
え
の

あ
る
豪
の
者
、
一
芸

一
能
に
秀
で
た
者
。
憲
作
と
気
心
が
通
じ
る
各
部
落
の
水
呑
も
加
わ
っ
た
。

そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
お
蔵
破
り
計
画
が
練
ら
れ
た
。

一

夜
討
ち
で
あ
る
こ
と
。
し
か
も
上
げ
潮
の
夜
。
北
風
が
吹
い
て
い
れ
ば
な
お
良
い
。

二

部
落
毎
の
割
当
て
と
し
て
、
一
部
落
五
人
を
出
す
。
お
と
な
し
い
馬
を
二
頭
出
し
、
そ
れ
に

若
者
が
三
人
つ
く
。

三

役
柄
に
つ
い
て
。
こ
こ
が
肝
心
。
役
人
と
の
交
渉
役
は
よ
ほ
ど
肝
が
す
わ
っ
て
な
い
と
い
か
ん
。

お
蔵
の
番
人
の
追
っ
払
い
役
は
腕
が
た
た
ぬ
と
い
か
ん
。
駄
送
役
は
馬
を
静
か
に
扱
っ
て
荷
物
を

手
早
く
運
ば
せ
る
。
浜
船
役
は
荷
を
素
早
く
船
に
の
せ
て
す
ぐ
に
沖
に
出
す
こ
と
の
で
き
る

者
。
操
船
の
あ
ざ
や
か
な
者
。

四

場
所
や
経
路
に
つ
い
て
。
ま
ず
片
浜
台
場
辺
り
か
ら
進
み
、
お
役
宅
で
直
談
判
で
交
渉
を

行
う
。
お
蔵
守
と
も
交
渉
す
る
。
お
蔵
場
で
計
画
を
実
施
す
る
。
荷
駄
を
尾
崎
橋
経
由
で
運

ぶ
。
海
路
と
街
道
筋
の
二
方
向
に
運
ぶ
。

つ
い
に
決
行
と
な
っ
た
。
あ
る
夜
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
数
頭
の
馬
が
、
部
落
毎
に
若
者
に
ひ
か
れ
て

集
ま
って
き
た
。
こ
こ
は
尾
崎
の
長
須
賀
浜
。
天
運
よ
く
、
強
風
で
潮
騒
が
激
し
く
、
人
馬
の
声
な

ど
は
聞
き
取
れ
な
い
ほ
ど
だ
。
こ
れ
な
ら
ば
お
蔵
や
ぶ
り
も
気
づ
か
れ
ま
い
と
い
う
も
の
だ
。

お
蔵
守
と
の
交
渉
役
と
な
った
八
三
は
片
浜
の
台
場
か
ら
入
り
、
義
倉
の
お
蔵
守
役
宅
の
戸
を

た
た
い
た
。

「あ
っし
は
、
流
れ
の
八
三
と
言
い
あ
す
。
お
蔵
守
様
に
は
日
々
伊
達
様
義
倉
の
ご
警
護
お
疲
れ
さ

ん
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
最
近
の
凶
作
は
ひ
ど
い
も
ん
で
す
。
水
呑
百
姓
ら
は
食
う
も
の
も
な
く



難
儀
し
て
お
り
ま
す
。
苦
労
の
あ
げ
く
、
御
法
度
の
間
引
き
ま
で
思
い
つ
め
る
有
様
で
す
。
筋

道
を
た
て
、
何
度
か
肝
煎
を
通
し
て
お
蔵
の
物
の
貸
し
付
け
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。
け
れ

ど
も
、
い
っ
こ
う
に
ら
ち
が
あ
き
ま
せ
ん
。
本
日
、
今
夜
は
、
こ
の
八
三
、
義
を
感
じ
、
じ
か
に
お

蔵
守
様
へ
と
、
お
願
い
に
来
ま
し
た
。
」

流
れ
者
に
し
て
は
立
派
な
交
渉
役
言
上
で
あ
った
。
し
か
し
、
お
蔵
守
役
人
は
全
く
と
り
も
あ
わ

ず
、
高
飛
車
に
言
い
放
つ
の
だ
った
。

「流
れ
の
分
際
で
、
何
を
ぬ
か
し
お
る
。
我
ら
は
蔵
守
役
ぞ
。
蔵
の
物
を
貸
し
付
け
す
る
な
ど
、
藩

主
様
か
ら
の
命
が
な
け
れ
ば
あ
り
え
ぬ
こ
と
。
と
っ
と
失
せ
よ
。
さ
も
な
く
ば
、
お
蔵
の
番
人
に

命
じ
て
、
痛
い
目
に
あ
わ
し
て
く
れ
よ
う
ぞ
。
」

と
。
そ
れ
を
聞
い
た
八
三
は
交
渉
役
で
あ
る
こ
と
を
す
っか
り
忘
れ
て
本
性
を
出
し
た
。

「お
い
お
い
、
お
い
。
て
め
え
言
わ
せ
て
お
き
ゃ
あ
い
い
気
に
な
り
や
が
って
…
何
が
藩
主
様
だ
。
伊
達

の
お
殿
（と
の
）
さ
ん
に
成
敗
（せ
い
ば
い
）
さ
れ
る
の
は
、
て
め
え
ら
の
方
だ
ろ
う
が
。
お
蔵
の
物
を
く

す
ね
て
、
唐
桑
の
商
人
に
売
り
飛
ば
し
、
ふ
と
こ
ろ
を
温
め
て
ん
の
は
ど
こ
の
や
か
ら
か
だ
よ
。

お
め
ぇ
ら
だ
ろ
う
が
。
」

お
蔵
役
人
は
た
じ
ろ
い
だ
。
そ
こ
で
、
身
構
え
て
い
た
番
人
達
が
八
三
を
め
が
け
て
お
そ
い
か
か
っ

て
き
た
。
棒
で
た
た
き
つ
け
よ
う
と
い
う
の
だ
。
八
三
は
ひ
ら
り
と
身
を
か
わ
し
、
お
蔵
役
人
を
な

ぐ
り
倒
し
た
。
八
三
の
後
ろ
に
隠
れ
て
い
た
万
介
も
加
勢
に
は
い
っ
た
。
み
ご
と
番
人
の
向
こ
う
ず

ね
を
、
棒
で
し
こ
た
ま
た
た
き
つ
け
た
。
番
人
は
は
い
回
り
、
逃
げ
回
る
。
お
蔵
役
人
は
縄
で
猿

ぐ
つ
わ
さ
れ
、
身
動
き
で
き
な
い
様
と
な
った
。
役
人
の
妻
子
や
家
族
も
み
な
そ
の
よ
う
に
な
った
。

「こ
の
腰
抜
け
馬
鹿
侍
（こ
し
ぬ
け
ば
か
ざ
む
ら
い
）
が
。
」

と
八
三
は
捨
て
ぜ
り
ふ
を
は
い
た
。

静
か
な
お
蔵
破
り
は
次
の
段
階
に

入
っ
た
。
お
蔵
に
あ
る
籾
（
も
み
）
の
駄

送
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
計
画
通
り

で
、
馬
も
静
か
に
つ
と
め
を
果
た
し

た
。
若
手
の
百
姓
も
指
図
通
り
だ
っ

た
。
な
ん
と
、
一
時
間
も
か
か
ら
ず

に
完
了
し
た
の
だ
。
ほ
ん
と
う
に
静

か
で
、
ま
る
で
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
っ
た
。
た
だ
聞
こ
え
る
の
は
、
猿

ぐ
つ
わ
さ
れ
た
役
宅
の
者
の
う
め
き

声
だ
け
…
義
倉
に
は
、
火
が
放
た
れ

た
。
証
拠
隠
滅
（し
ょ
う
こ
い
ん
め
つ
）
の
た

め
の
火
で
あ
った
。

検
断
（警
察
、
裁
判
権
を
持
つ
役
）
で
あ
る
鮎
貝
家
の
家
臣
達
は
、
か
け
つ
け
た
義
倉
の
番
人
達
の
報



告
を
聞
い
て
、
押
っ
取
り
刀
で
義
倉
に
駆
け
つ
け
よ
う
と
屋
敷
を
出
た
。
こ
の
時
、
お
蔵
破
り
の
一

行
は
、
陸
路
の
駄
送
か
ら
海
路
の
駄
送
と
な
っ
て
い
た
。
馬
は

最
知
に
入
り
、
長
須
賀
浜
で
籾
を
船
に
積
み
か
え
た
。
船
は

す
で
に
出
帆
し
て
い
た
の
だ
。
鮎
貝
家
の
家
臣
達
が
尾
崎
橋

に
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、
橋
の
ど
真
ん
中
に
大
手
を
広
げ
て
立
ち

ふ
さ
が
る
者
が
あ
った
。

「お
い
お
い
、
あ
ん
た
ら
、
こ
ん
な
夜
中
に
ど
ご
さ
行
ぐ
ん
だ
。

こ
ご
は
尾
崎
橋
っ
つ
う
伊
達
様
の
大
事
な
橋
で
あ
り
す
て
、

こ
の
橋
は
な
、
夜
中
は
通
行
禁
止
で
が
ん
す
。
何
か
急
ぐ

な
ら
ば
、
鮎
貝
の
殿
様
か
ら
の
通
行
判
（
許
可
証
）ば

見
せ
で

け
ら
い
ん
。
」

潮
騒
に
ま
け
な
い
大
声
で
、
武
士
達
を
に
ら
み
つ
け
た
の
は
八

三
だ
っ
た
。
家
臣
達
は
、
橋
を
渡
ら
な
い
と
義
倉
に
行
け
な
い

の
で
、

「何
、
ぬ
が
し
お
る
。
我
ら
こ
そ
が
鮎
貝
様
の
家
臣
じ
ゃ
。
伊
達

藩
の
こ
の
一
帯
の
検
断
で
あ
る
ぞ
。
そ
ん
な
ご
判
な
ど
な
く

と
も
尾
崎
橋
は
堂
々
と
わ
た
る
べ
し
。
」

「こ
の
暗
闇
で
顔
も
姿
も
よ
ぐ
見
え
ね
ぇ
が
ら
、
ご
判
ば
見
せ
て
け
ら
い
ん
って
言
って
ん
の
っ
さ
。
わ

だ
し
は
、
ご
法
度
や
ぶ
り
は
許
さ
ね
ぇ
が
ら
。
」

八
三
の
話
に
、
家
臣
の
頭
目
ら
し
き
者
が
い
き
り
た
って
叫
ん
だ
。

「者
ど
も
、
橋
の
邪
魔
者
（じ
ゃ
ま
も
の
）を
切
り
捨
て
て
で
も
橋
は
渡
る
べ
し
。
」

家
臣
達
が
刀
を
抜
い
た
そ
の
時
だ
。
義
倉
に
火
柱
が
上
が
っ
た
。
義
蔵
に
放
た
れ
た
火
が
風
に
あ

お
ら
れ
た
の
だ
。
建
物
は
一
気
に
大
き
な
炎
に
包
ま
れ
た
。
頭
目
の
顔
が
炎
で
赤
々
と
照
ら
し
だ

さ
れ
た
。
ま
た
八
三
が
言
った
。

「だ
ん
な
ら
、
よ
っ
ぽ
ど
頭
に
来
て
い
る
と
見
え
る
ね
ぇ
。
お
顔
が
真
っ
赤
っ
か
だ
ぞ
ぉ
。
な
ぁ
万
介
、

お
も
し
ろ
い
や
な
ぁ
。
法
度
破
り
（は
っ
と
や
ぶ
り
）
の
赤
猿
ど
も
が
、
刀
ば
振
り
回
し
て
橋
を
渡
る

ん
だ
と
さ
ぁ
。
」

顔
だ
け
で
な
く
、
頭
に
も
血
が
の
ぼ
っ
た
家
臣
達
は
、
ど
ど
ー
っ
と
八
三
に
お
そ
い
か
か
っ
た
。
八
三

の
後
ろ
に
は
、
い
つ
の
ま
に
や
ら
流
れ
仲
間
の
直
五
郎
が
現
れ
て
、
斬
り
か
か
っ
て
く
る
家
来
達
を

み
ご
と
な
さ
ば
き
で
、
右
に
は
ら
い
、
左
に
な
げ
う
ち
、
次
々
と
面
瀬
川
に
投
げ
込
ん
で
く
れ
た
。

ず
ぶ
ぬ
れ
の
武
士
達
の
姿
は
、
赤
い
炎
に
照
ら
さ
れ
て
、
言
葉
に
し
よ
う
も
な
い
く
ら
い
滑
稽
（こ
っ

け
い
）
で
あ
っ
た
。
武
士
達
の
仲
間
も
負
け
じ
と
、
次
々
橋
に
押
し
寄
せ
た
。
と
、
尾
崎
側
の
橋
の
た

も
と
か
ら
、
八
三
の
仲
間
の
清
天
狗
が
、

「
八
兄
い
、
直
兄
い
。
な
か
な
か
手
ご
わ
く
な
っ
た
よ
う
だ
ね
え
。
だ
が
心
配
は
ご
無
用
。
こ
の
後
ろ



に
は
、
千
次
郎
、
万
介
、
そ
し
て
こ
の
俺
様
が
控
え
て
ま
す
って
ん
だ
ぁ
。
へ
っぴ
り
侍
な
ん
か
ぁ
、

ち
っと
も
こ
わ
く
ね
ぇ
ぞ
ぉ
。
」

橋
を
境
に
、
片
浜
側
に
は
さ
ら
に
家
来
達
が
増
え

て
き
た
。
白
鉢
巻
に
青
竹
を
持
っ
た
足
軽
下
っ
端

者
も
集
ま
って
き
た
。
家
臣
の
頭
目
は
、

「あ
ん
な
流
れ
者
ふ
ぜ
い
に
、
な
ん
た
る
ざ
ま
だ
。

お
殿
様
に
対
し
て
面
目
次
第
も
な
い
で
は
な
い

か
。
何
と
し
て
も
賊
（ぞ
く
）
を
と
ら
え
よ
。
鉄
砲

も
持
って
来
ら
っし
ゃ
い
。
」

し
か
し
、
強
風
の
た
め
闇
夜
の
火
は
次
々
と
燃
え

移
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
尾
崎

一
帯
が
火
の
海
に
な
っ

て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。
家
臣
の
頭
目
が
そ
ん
な
こ

と
を
考
え
て
い
る
間
に
、
橋
の
上
か
ら
「
賊
」
が
消

え
た
。
も
う
誰
も
い
な
い
。
家
臣
達
は
火
事
を
消

す
の
に
大
わ
ら
わ
。
八
三
達
を
さ
が
す
ど
こ
ろ
で

は
な
く
な
った
。

へ
と
へ
と
に
な
っ
て
迎
え
た
翌
朝
、
家
臣
の
頭
目

は
徹
底
的
に
領
内
の
家
宅
を
調
べ
た
。
し
か
し
、

百
姓
達
は
、
だ
れ
も
か
れ
も
、

「へ
え
ー
。
そ
ん
な
ご
ど
あ
った
の
す
か
。
な
ん
と
ま
ぁ
、
た
ま
げ
た
も
ん
だ
。
」

と
言
う
ば
か
り
だ
った
。
流
れ
者
達
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
行
っ
た
の
や
ら
。
領
内
で
は
見
つ
か
ら
な
か
っ

た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
策
謀
家
達
は
直
轄
領
外
の
お
塩
木
山
に
隠
れ
込
ん
で
い
た
の
だ
った
。

そ
し
て
二
ヶ
月
が
過
ぎ
た
頃
の
こ
と
だ
。
八
三
（は
ち
ぞ
う
）
か
ら
、

「お
ま
え
さ
ん
は
、
酒
が
も
と
で
い
つ
も
し
ぐ
じ
り
ば
か
り
だ
が
ら
心
配
し
て
ん
だ
。
命
取
り
に
な

る
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
三
年
間
は
酒
ば
飲
ん
だ
ら
だ
め
だ
よ
。
な
っ。
」

と
言
わ
れ
て
い
た
万
介
（ま
ん
す
け
）だ

が
、
八
三
の
思
い
に
反
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
った
。
津
谷
の
村

の
飲
み
屋
で
の
こ
と
だ
。
万
介
は
酔
った
勢
い
で
話
し
始
め
た
。

「こ
の
間
の
、
尾
崎
の
お
蔵
破
り
。
あ
の
見
事
と
い
った
ら
、
諸
葛
孔
明
の
知
恵
か
六
韜
三
略
（中
国

の
兵
法
書
）
の
戦
上
手
か
。
日
本
で
は
た
し
か
鞍
馬
天
狗
（く
ら
ま
て
ん
ぐ
）
だ
な
。
役
人
達
に
あ
ん

な
ほ
え
づ
ら
か
か
せ
鞍
馬
の
お
寺
に
帰
っ
た
そ
う
な
。
ま
ぁ
み
ん
な
、
あ
ん
時
の
俺
た
ち
の
見
事

な
蔵
破
り
の
話
ば
聞
い
て
く
だ
さ
れ
や
。
」

万
介
の
後
ろ
の
肩
越
し
に
、
神
妙
な
顔
で
話
を
聞
い
て
い
た
の
は
大
谷
の
岡
っ
引
き
壇
助
だ
っ
た
の

だ
。
壇
助
は
仁
王
立
ち
に
な
って
、
い
き
な
り
話
を
さ
え
ぎ
った
。

「お
め
え
だ
な
あ
。
こ
の
野
郎
。
鮎
貝
様
か
ら
の
厳
命
だ
ぞ
お
。
何
が
何
で
も
つ
か
ま
え
よ
と
な
。
こ

の
辺
の
岡
っ
引
き
連
中
は
み
ん
な
、
探
し
ま
く
って
た
ん
だ
よ
ぉ
。
」

壇
助
は
、
近
く
に
あ
った
荒
縄
で
直
ち
に
万
介
を
か
ら
め
と
った
。
屯
所
に
連
行
さ
れ
た
万
介
は
、



青
竹
で
百
た
た
き
に
さ
れ
た
。
青
く
は
れ
上
が
っ
た
体
で
、
息
を
き
り
き
り
さ
せ
、
と
う
と
う
白

状
し
た
。
万
介
は
、
自
分
も
含
め
て
、
八
三
、
直
五
郎
、
清
天
狗
、
千
次
郎
の
流
れ
者
五
名
が
お

蔵
破
り
を
く
わ
だ
て
た
も
の
で
、
あ
と
は
み
ん
な
旅
の
者
の
仕
業
だ
と
言
っ
た
。
各
部
落
の
水
呑

百
姓
の
こ
と
は
微
塵
（み
じ
ん
）
も
口
に
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
五
人
は
、
伊
達
藩
の
義
倉
破
り
を
し

た
と
い
う
こ
と
で
直
轄
地
の
犯
人
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
荷
物
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
、
階
上
前
か
ら

塩
積
み
船
に
乗
せ
ら
れ
、
海
路
を
石
巻
ま
で
運
ば
れ
、
牢
に
つ
な
が
れ
た
。

お
裁
（さ
ば
）
き
は
あ
っ
た
が
、
時
代
は
明
治
維
新
の
直
前
で
政
情
は
不
安
定
。
右
だ
左
だ
と
裁

き
は
分
か
れ
た
。
お
蔵
役
人
達
の
不
正
も
あ
り
、
義
倉
の
意
義
か
ら
い
え
ば
、
百
姓
に
米
籾
を
貸

し
付
け
る
の
が
当
然
の
理
で
あ
る
。
お
と
が
め
は
い
か
が
な
も
の
か
。
い
や
、
理
由
は
ど
う
あ
れ
御

法
度
や
ぶ
り
は
罪
で
あ
る
。
し
か
も
武
士
へ
の
こ
け
お
ど
し
ま
で
し
た
の
だ
か
ら
、
罪
を
と
が
め
な

い
で
は
何
の
た
め
の
ご
政
道
で
あ
ろ
う
か
、
な
ど
。
結
局
こ
の
者
達
は
や
っ
こ
の
刑
（顔
に
入
れ
墨
す
る
刑

罰
）
で
赦
免
と
な
っ
た
。
最
後
ま
で
、
五
人
が
五
人
と
も
、
一
切
部
落
の
水
呑
百
姓
た
ち
の
名
を
口

に
し
な
か
った
。
お
か
げ
で
百
姓
た
ち
に
は
何
の
嫌
疑
も
か
か
ら
な
か
った
の
だ
。

こ
の
流
れ
者
達
が
ど
こ
に
消
え
た
の
か
は
誰
も
知
ら
な
い
。
そ
の
後
、
お
蔵
か
ら
の
籾
を
蒔
い
た

田
は
、
秋
に
は
黄
金
の
実
り
を
得
た
と
い
う
。
ま
た
、
水
呑
百
姓
達
は
八
三
ら
に
感
謝
の
気
持
ち

を
忘
れ
な
か
った
。
や
っ
こ
の
刑
の
姿
を
ひ
ど
く
気
の
毒
に
思
い
五
両
の
大
枚
を
集
め
て
、
と
お
し
籠

（乗
り
継
ぎ
な
し
で
目
的
地
に
行
く
籠
）
で
そ
れ
ぞ
れ
帰
郷
を
さ
せ
た
。
万
介
は
百
た
た
き
の
責
め
が
も
と

で
、
白
木
の
箱
で
の
帰
郷
と
な
っ
た
そ
う
だ
。
当
時
は
、
無
法
者
と
言
っ
て
も
真
の
仁
義
や
憐
れ
み

を
も
った
者
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
事
件
は
不
正
や
権
力
悪
へ
の
庶
民
の
抵
抗
の
物
語
と
も
言

え
よ
う
。


