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こ
れ
が
二
年
か
ら
五
年
位
迄
の
奴
女
（
実
際
に
は
質
が
悪
い
の
で
始

郎
の
年
季
奉
公
の
価
格
で
あ
る
が
、
一
砧
八
両
二
分
か
ら
の
ち
に
は

般
の
人
が
商
家
あ
る
い
は
武
家
屋
敷
に
七
両
二
分
）

奉
公
す
る
一
年
の
給
料
が
三
両
位
で
あ
小
判
一
両
Ⅱ
四
分
Ⅱ
十
六
朱

る
と
い
う
か
ら
、
比
較
し
て
ど
れ
位
で
二
分
判
一
分
判

あ
る
か
想
像
つ
く
で
あ
ろ
う
。
二
朱
判
一
朱
判

天
保
三
年
（
一
八
三
三
）
の
江
戸
の
銀
貨
丁
銀
、
豆
板
銀
、
丁
銀
は
四
十

小
売
米
価
は
一
石
（
一
五
○
キ
巳
に
三
匁
（
秤
量
貨
Ⅱ
秤
に
か
け
て
他

つ
き
約
一
、
両
一
分
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
の
貨
幣
と
両
替
）

米
の
価
格
か
ら
推
し
て
給
料
の
対
比
は
一
分
銀
（
一
分
判
と
同
じ
）

恵
ま
れ
た
方
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
二
朱
銀
（
二
朱
判
と
同
じ
）

そ
れ
で
も
百
姓
の
粗
生
産
量
の
三
反
歩
一
朱
銀
（
一
朱
判
と
同
じ
）

位
に
匹
敵
す
る
か
ら
百
姓
よ
り
か
は
恵
五
匁
銀

ま
れ
て
い
た
。
銭
貨
百
文
銭
、
十
文
銭
、
四
文
銭
、

幕
藩
時
代
、
時
刻
と
貨
幣
の
使
い
方
一
文
銭

は
現
代
の
物
差
し
で
考
え
る
と
容
易
な

も
の
で
は
な
い
が
、
こ
と
に
貨
幣
の
使
慶
長
十
四
年
（
一
六
○
九
年
）
幕
府

い
方
は
、
武
士
は
金
貨
、
商
人
は
銀
貨
の
公
定
相
場
は
金
一
両
Ⅱ
銀
五
○
匁
Ⅱ

庶
民
は
銭
貨
と
非
常
に
や
や
こ
し
い
。
銭
四
貫
で
し
た
が
、
明
歴
頃
か
ら
は
金

つ
い
で
に
近
世
に
お
け
る
貨
幣
の
換
算
一
両
Ⅱ
六
○
匁
前
後
と
な
り
幕
末
に
は

を
か
か
げ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
さ
ら
に
変
動
し
ま
し
た
が
、
金
は
四
進

っ
て
い
る
。
法
、
銀
、
銭
（
銅
貨
、
鉄
貨
）
は
十
進

法
な
ど
と
換
算
は
複
雑
で
あ
り
、
実
に

大
判
は
一
○
両
坊
ん
ど
う
な
し
く
み
で
あ
っ
た
。
ま
た

津
軽
領
内
で
も
、
深
浦
、
鰺
ケ
沢
、

青
森
と
三
ケ
所
に
遊
廓
が
設
け
ら
れ
、

公
許
遊
廓
と
し
て
許
可
を
与
え
て
い
た
。

遊
廓
に
売
ら
れ
る
娘
は
ほ
と
ん
ど
在
方

（
田
舎
）
と
町
方
（
都
市
部
）
の
貧
農

こ
う
い
う
最
底
の
人
間
共
の
周
旋
に

よ
り
、
娘
を
買
入
れ
て
妓
楼
を
経
営
す

る
遊
女
屋
の
主
人
を
人
々
は
「
忘
八
」

と
言
っ
た
。
「
忘
八
」
と
は
中
国
古
典

に
よ
る
仁
、
義
、
礼
、
智
、
忠
、
信
、

孝
、
悌
の
こ
と
で
人
と
し
て
の
道
義
を

失
っ
た
人
面
獣
心
な
る
人
の
こ
と
を
い

う
の
で
あ
る
。
人
の
愛
児
を
わ
ず
か
の

代
金
で
買
い
取
り
妓
楼
内
に
飼
鳥
の
よ

う
に
囲
い
お
き
、
遊
女
と
し
て
精
根
限

り
客
に
実
情
を
尽
さ
せ
、
朽
ち
れ
ば
ポ

ロ
切
れ
の
よ
う
に
投
げ
捨
て
る
の
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

遊
廓
は
幕
藩
時
代
、
公
許
さ
れ
た
唯

一
の
売
春
宿
で
有
名
な
の
は
江
戸
の
吉

原
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
で
は
隠
れ
売
女

一

津

軽

領

の
私
娼
と
し
て
岡
場
所
が
あ
っ
た
。
た
わ
ら
租
税
の
貢
上
を
計
っ
た
か
ら
に

公
許
以
外
の
売
春
宿
は
、
ド
ラ
マ
時
違
い
な
い
。

代
劇
を
み
て
も
分
る
と
お
り
た
び
た
び
一
般
の
モ
グ
リ
売
春
に
つ
い
て
は
、

取
締
り
の
対
象
に
な
る
が
、
そ
れ
は
幕
江
戸
で
も
津
軽
で
も
特
別
風
紀
を
素
し

府
が
税
の
関
係
か
ら
取
締
り
処
罰
の
対
た
女
性
に
た
い
し
て
は
罪
科
と
し
て
遊

や
つ
こ

象
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
決
し
て
身
廓
に
奴
女
郎
と
し
て
競
売
に
処
す
制
度

く
が
い

売
り
娘
の
救
済
を
目
的
と
は
し
な
か
つ
が
あ
り
苦
界
の
苦
し
み
を
与
え
た
。

た
。
公
娼
の
遊
廓
か
ら
は
一
定
の
租
税
津
軽
藩
の
競
売
に
処
さ
れ
た
女
の
価

を
徴
収
で
き
る
が
、
隠
れ
私
娼
窟
か
ら
格
の
記
録
は
見
当
ら
な
い
が
、
江
戸
に

は
税
が
と
れ
な
い
。
そ
れ
に
私
娼
窟
は
お
け
る
刑
罰
に
よ
る
廓
奉
行
の
競
売
価

安
く
黙
認
す
れ
ば
公
娼
街
が
さ
び
れ
る
。
格
は
左
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

何
の
こ
と
は
な
い
モ
グ
リ
売
春
の
虐
い

た
げ
ら
れ
た
娘
の
売
買
を
と
が
齢
ろ
の
娘
き
く
二
十
七
歳

で
は
な
く
租
税
の
多
収
を
狙
っ
た
政
策
金
二
十
両
一
分

の
取
締
り
で
あ
っ
た
の
だ
。
娘
さ
く
十
七
歳

金
十
四
両
二
分
二
朱

人
妻
し
げ
子
二
十
歳

』
金
三
十
両
三
分
銀
一
匁
二
分

内

人
妻
と
わ
三
十
六
歳

貧
民
の
娘
た
ち
な
の
で
あ
る
。
港
町
に
金
十
七
両

遊
女
屋
を
認
可
す
る
の
は
「
板
子
一
枚
後
家
は
ま
四
十
二
歳

下
は
地
獄
」
と
い
わ
れ
、
命
が
け
の
航
金
四
両
二
分
一
匁
二
分

海
を
し
て
き
た
船
夫
達
の
休
息
の
場
と

し
て
、
こ
れ
も
金
銭
を
巻
き
掲
げ
る
か

内

武
家
、
富
商
に
し
て
も
日
常
こ
ま
か
い

買
物
は
銭
貨
を
使
っ
た
。
実
際
に
は
銀

と
銭
を
主
体
に
流
通
し
、
金
は
名
儀
上

か
、
儀
礼
用
に
多
く
用
い
ら
れ
た
の
で

あ
る
。幕

藩
時
代
ま
で
の
身
売
り
は
、
こ
れ

く
ら
い
に
し
て
昭
和
の
代
は
後
述
す
る

と
し
て
、
次
に
女
工
に
つ
い
て
ふ
れ
て

み
た
い
と
思
う
。

幕
藩
時
代
の
貨
幣
で
あ
る
一
両

小
判
は
、
現
代
の
物
価
に
対
比
し

て
ど
れ
位
の
価
値
を
示
し
て
い
る

か
は
、
簡
単
に
比
較
価
値
を
割
り

切
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
、
江

戸
時
代
の
初
期
は
一
両
小
判
で
米

二
石
、
中
期
で
一
石
、
後
期
に
な

る
と
五
斗
と
、
幕
藩
時
代
二
六
○

年
を
通
し
て
物
価
は
四
倍
し
か
上

ら
な
か
っ
た
か
ら
ほ
ぼ
安
定
し
た

物
価
と
言
い
る
。

ち
な
み
に
昭
和
初
期
に
米
一
俵

十
円
前
後
で
あ
っ
た
も
の
が
、
今

は
二
万
円
だ
か
ら
六
十
年
間
に
物

価
は
二
千
倍
に
ふ
く
れ
上
っ
て
い
ブ
亀
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「
労
働
時
間
の
ご
と
き
、
忙
し
き
こ

と
は
朝
床
を
出
で
て
た
だ
ち
に
業
に
服

し
、
夜
業
十
二
時
に
及
ぶ
こ
と
稀
な
ら

ず
。
食
物
は
ワ
リ
麦
六
分
に
米
四
分
、

寝
室
は
豚
小
屋
に
類
し
て
醜
晒
見
る
べ

か
ら
ず
。
」

こ
れ
は
明
治
二
十
九
年
頃
の
桐
生
、

足
利
地
方
（
栃
木
県
）
の
製
糸
工
の
有

様
を
毎
日
新
聞
記
者
の
横
山
源
之
助
が

外
か
ら
眺
弘
た
（
日
本
之
下
屑
社
会
）

明
治
、
大
正
の
女
工
の
立
場
を
内
側

か
ら
諜
い
た
も
の
に
細
井
和
喜
蔵
の
、

「
女
工
哀
史
」
が
あ
る
。

著
者
は
繊
維
工
場
の
職
工
と
し
て
働

い
た
体
験
を
も
と
に
、
克
明
な
記
録
調

査
を
寵
ね
、
激
し
い
労
働
の
明
け
募
れ

に
、
自
ら
職
業
的
な
疾
病
と
闘
い
な
が

ら
執
念
と
も
い
う
べ
き
努
力
で
こ
れ
を

姉
に
奴
隷
的
女
工
の
束
縛
が
必
要
に
な

り
、
身
代
金
制
度
、
年
季
制
度
、
強
制

送
金
制
度
、
教
育
制
度
が
生
ま
れ
る
。

働
き
乍
ら
裁
縫
を
習
え
、
私
立
小
学

校
を
設
け
て
学
習
さ
せ
給
料
の
安
い
こ

と
に
不
満
を
抱
か
ぬ
女
工
を
集
妨
る
こ

と
を
思
い
つ
い
た
。
こ
の
発
想
が
予
想

以
上
に
効
果
を
奏
し
、
小
学
教
育
は
無

料
、
子
供
乍
ら
給
料
を
稼
い
で
親
許
へ

送
金
す
る
と
い
う
の
で
、
子
供
を
工
場

へ
送
り
出
す
親
が
続
出
し
た
。

第
三
期
は
「
募
集
地
保
全
時
代
」
で

こ
れ
ま
で
ウ
ソ
と
ご
ま
か
し
で
真
実
を

か
く
す
、
誘
惑
的
手
段
で
人
集
紡
を
し

て
来
た
が
、
女
工
に
対
す
る
恐
怖
制
度

が
自
由
競
争
の
幣
害
で
山
深
い
僻
地
の

果
て
ま
で
紡
績
工
場
の
怖
し
さ
が
口
伝

え
に
流
布
さ
れ
た
の
で
募
集
が
更
に
困

難
を
極
駒
た
。
そ
れ
で
今
ま
で
の
よ
う

な
生
優
し
い
手
段
で
は
人
集
紡
が
で
き

に
く
く
な
っ
た
。
企
業
の
利
益
、
利
潤

の
最
底
の
原
点
は
、
「
土
地
、
資
本
、

労
力
」
と
こ
の
三
つ
の
一
つ
が
欠
け
て

も
工
場
生
産
は
成
立
た
な
い
。
た
だ
彼

－

－

女

女

ﾆエ

哀

エ
書
き
上
げ
た
。

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
七
月
に

起
稿
、
大
正
十
四
年
に
初
版
が
発
行
さ

れ
た
が
、
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
一
ケ
月
後

に
死
亡
し
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
女
工

哀
史
の
中
に
生
き
て
内
側
か
ら
告
発
し

た
点
は
細
井
さ
ん
で
な
け
れ
ば
で
き
な

い
こ
と
で
あ
る
。

本
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
文
章
の
一
節

で
あ
る
。
ま
た
雇
主
が
業
務
が
暇
な
時

は
他
の
雇
主
に
女
工
を
転
売
し
そ
の
間

の
賃
金
は
不
当
に
自
分
の
懐
に
収
肋
、

奴
隷
を
使
役
す
る
よ
う
に
収
奪
し
た
と

記
し
て
い
る
。
こ
の
悲
惨
な
女
工
た
ち

が
ど
う
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
か
は

内
側
か
ら
書
い
た
女
工
哀
史
を
再
現
し

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

等
に
欠
け
て
い
る
の
は
底
衝
金
で
働
か

せ
る
労
働
力
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
釣

に
は
あ
ら
ゆ
る
新
し
い
手
段
を
櫛
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
方
法
は
直
接
募
集
と
嘱
託
募
集

に
分
け
、
直
接
募
集
は
会
社
の
社
員
が

自
ら
募
築
地
へ
出
張
し
て
募
集
し
、
後

者
は
募
集
人
に
ま
か
せ
女
工
一
人
に
つ

き
い
く
ら
で
買
い
取
る
の
で
あ
る
。

募
集
人
に
ま
か
せ
た
募
集
は
要
す
る

に
女
街
で
あ
っ
て
、
嘘
八
百
を
並
べ
て

場
合
に
よ
っ
て
は
肉
体
関
係
を
つ
け
た

女
性
を
方
々
の
製
糸
工
場
を
転
々
と
さ

せ
た
あ
げ
く
、
最
後
に
は
女
郎
屋
へ
売

り
と
ば
し
た
り
し
た
悪
徳
募
集
人
も
あ

（
’
た
。
ま
た
い
っ
た
ん
他
の
工
場
で
働

い
て
い
る
女
工
を
有
利
な
条
件
を
餌
に

誘
惑
し
た
り
、
地
方
募
集
は
、
募
集
事

務
所
ま
た
は
出
張
所
を
つ
く
り
、
金
力

で
村
長
や
、
村
の
有
力
者
に
取
り
入
り

場
合
に
よ
っ
て
は
駐
在
所
や
警
察
署
ま

で
買
収
し
、
娘
の
い
る
家
へ
し
ば
し
ば

付
届
け
を
し
て
女
工
を
集
妨
る
の
で
あ

う
つ
。

史

－

以
上
の
よ
う
に
細
井
さ
ん
の
体
験
か

ら
み
た
現
状
分
析
は
さ
す
が
に
鋭
い
。

資
本
の
側
か
ら
立
っ
た
立
場
に
は
い

さ
さ
か
の
弁
護
も
与
え
は
し
な
い
が
、

現
代
の
よ
う
に
巨
大
化
し
た
独
占
資
本

体
制
と
は
違
い
、
国
際
相
場
、
景
気
に

左
右
さ
れ
資
本
家
ど
う
し
の
浮
沈
は
絶

え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
間
を
根

無
草
の
よ
う
に
緩
衝
剤
の
役
目
を
果
し

た
の
は
底
辺
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
る
農
村
の
娘
た
ち
な
の
で
あ
る
。

労
働
条
件
に
お
け
る
作
業
時
間
の
長

い
の
は
紡
績
工
場
が
最
た
る
も
の
で
、

紡
績
十
二
時
間
織
布
十
四
時
間
と
一
応

午
前
九
時
と
午
後
三
時
に
休
憩
時
間
が

も
う
け
ら
れ
て
い
る
が
、
台
の
掃
除
と

次
の
作
業
の
段
取
り
で
遅
れ
て
し
ま
い

休
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
昼
食
時
間
は

三
十
分
と
な
っ
て
い
る
が
、
女
工
は
一

た
ん
作
業
に
入
る
と
休
憩
は
な
い
も
同

然
で
、
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
苛
酷
な

労
働
を
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
大
正

も
終
り
頃
に
女
工
募
集
、
引
き
抜
き
な

ど
で
社
会
問
題
化
さ
れ
た
が
、
女
工
の

細
井
さ
ん
は
人
間
が
生
き
て
行
く
た

姉
の
最
底
の
条
件
で
あ
る
衣
、
食
、
住

の
衣
服
を
つ
く
る
仕
事
を
し
て
い
る
女

工
を
「
人
類
の
母
」
と
し
て
限
り
な
い

尊
敬
と
親
愛
を
抱
き
、
女
工
の
非
人
間

的
な
扱
わ
れ
方
に
激
し
い
憤
り
を
た
た

き
つ
け
て
い
る
。

細
井
さ
ん
は
女
工
募
集
の
方
法
と
変

り
方
を
三
期
に
わ
け
て
い
る
が
、
そ
の
第

一
期
は
日
本
で
組
織
的
な
工
場
が
で
き

た
明
治
十
年
頃
か
ら
、
二
十
七
、
八
年

の
日
清
戦
争
の
頃
ま
で
と
し
、
こ
の
時

期
は
前
借
金
の
制
度
も
な
く
「
年
季
制

度
」
も
名
目
だ
け
で
、
退
社
は
本
人
、

親
許
の
請
求
で
自
由
に
で
き
「
強
制
送

金
制
度
」
も
な
く
手
紙
の
没
収
も
な
か

っ
た
。

第
二
期
は
「
自
由
競
争
時
代
」
で
近

代
産
業
が
急
速
に
発
展
を
遂
げ
つ
つ
あ

る
に
つ
れ
て
、
工
場
の
数
も
増
え
、
女

工
募
集
が
容
易
で
な
く
な
っ
て
き
た
。

一
度
応
募
し
た
女
工
も
待
遇
が
悪
け

れ
ば
、
郷
里
に
帰
っ
て
悲
惨
な
情
況
を

訴
え
る
の
で
途
中
で
逃
げ
ら
れ
な
い
た

’
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