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大
岡
忠
相

お
お
く
は
食
わ
ね
え
た
っ
た
え
ち
ぜ
ん

三
十
五

174

水
野
老
中
、
突
然
罷
免
さ
れ
る

江
戸
市
内
に
あ
る
氷
川
神
社
の
諸
経
費

を
、
幕
府
の
財
政
で
面
倒
を
み
た
い
と
い

う
将
軍
吉
宗
の
要
求
を
、
水
野
忠
之
は
ビ

シ
ッ
と
断
わ
っ
た
。
反
対
し
た
。

現
在
で
い
え
ば
、
こ
れ
は
当
た
り
前
の

話
で
、
特
定
の
宗
教
に
税
金
を
ま
わ
す
と

い
う
こ
と
は
、
憲
法
違
反
に
な
る
か
ら
常

識
と
し
て
で
き
な
い
。
し
か
し
、
吉
宗
の

時
代
に
憲
法
は
な
い
。
ま
し
て
、
宗
教
と

い
う
の
は
国
民
の
精
神
を
安
定
さ
せ
る
た

め
の
装
置
に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
ろ
の
現
在
で
い
う
住
民
登
録
は
、

す
べ
て
寺
が
引
き
受
け
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
地
域
の
寺
が
、
そ
の
ま
ま
現
在
の
地

方
自
治
体
の
役
所
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
の

力
を
持
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
場
合
に
よ
っ
て
は
吉
宗
が
、

「
氷
川
神
社
の
面
倒
を
国
家
で
み
た
い
」

と
い
う
説
も
、
承
認
す
る
層
が
い
な
い

と
は
限
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
水
野
に
す
れ
ば
、

「
そ
れ
は
、
税
金
の
使
い
方
と
し
て
は
公

平
を
欠
く
。
一
定
の
宗
教
に
年
貢
を
注
ぐ

こ
と
は
で
き
な
い
」

と
い
う
筋
の
通
っ
た
理
論
な
の
で
あ
る
。

ま
た
も
や
真
っ
向
か
ら
否
定
さ
れ
て
吉

宗
は
実
に
嫌
な
顔
を
し
た
。

そ
の
表
情
を
み
て
水
野
は
、

（
こ
の
後
に
な
に
か
く
る
）

と
予
感
し
た
。
嵐
の
前
の
静
け
さ
と
い

っ
た
気
分
に
な
っ
た
。

し
か
し
こ
の
水
野
忠
之
の
反
対
の
言
葉

を
き
い
て
、
い
ち
ば
ん
胸
を
な
で
お
ろ
し

た
の
は
実
を
い
え
ば
松
平
乗
邑
だ
っ
た
。

か
れ
も
反
対
だ
っ
た
。

し
か
し
自
分
の
口
か
ら
い
ま
反
対
の
言

葉
を
出
す
こ
と
は
、
せ
っ
か
く
築
き
上
げ

て
き
た
吉
宗
と
の
良
好
な
人
間
関
係
を
壊

す
こ
と
に
な
る
。
信
頼
も
失
う
。
お
そ
ら

く
吉
宗
の
心
づ
も
り
で
は
、

（
た
と
え
水
野
が
反
対
し
て
も
、
松
平
な

ら
き
っ
と
承
知
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
）

と
思
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
松
平

も
そ
の
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。

し
か
し
水
野
の
い
う
こ
と
は
正
論
だ
。

幕
府
の
財
政
か
ら
特
定
の
神
社
の
経
費
を

丸
ご
と
補
助
す
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り

ほ
か
の
神
社
へ
の
公
平
さ
を
欠
く
。
そ
う
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ろ
う
。
そ
れ
を
水
野
が
先
に
手
を
あ
げ
て

救
っ
て
く
れ
た
。

こ
う
し
て
松
平
乗
邑
は
水
野
忠
之
に
よ

っ
て
、
二
度
助
け
船
を
出
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
結
果
と
し
て
水
野
は
吉
宗
の
憎
し

み
と
恨
み
を
一
身
に
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
水
野
自
身
も
将
軍
吉
宗
に
絶
望

し
て
い
た
。
こ
の
回
答
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
水
野
も
、

（
こ
れ
で
上
様
と
も
お
別
れ
だ
）

と
腹
を
く
く
っ
て
い
た
。

「
う
ー
む
」

な
る
と
、
神
社
だ
け
で
は
な
く
寺
の
問
題

も
出
て
く
る
。
財
政
通
の
松
平
に
す
れ
ば
、

や
は
り
こ
れ
は
吉
宗
ら
し
く
な
い
不
公
正

な
扱
い
だ
と
思
っ
て
い
た
。
と
く
に
吉
宗

が
い
ま
す
す
め
て
い
る
、

「
享
保
の
改
革
」

の
趣
旨
に
も
反
す
る
と
思
っ
て
い
た
。

そ
の
へ
ん
は
松
平
乗
邑
も
や
は
り
優
秀
な

高
級
官
僚
だ
っ
た
。
し
か
し
吉
宗
か
ら
た

ず
ね
ら
れ
れ
ば
、
松
平
の
返
事
も
お
そ
ら

く
曖
昧
な
も
の
に
な
り
、
そ
れ
は
か
な
り

反
対
の
色
を
濃
く
し
た
も
の
に
な
っ
た
だ

突
然
、
吉
宗
が
訳
の
わ
か
ら
な
い
う
め

き
声
を
出
し
た
。
そ
し
て
、
し
ば
ら
く
天

井
を
み
あ
げ
て
い
た
が
、
や
が
て
パ
ッ
と

視
線
を
ま
っ
す
ぐ
水
野
に
向
け
た
。
笑
っ

て
い
る
。
し
か
し
薄
気
味
の
悪
い
笑
顔
だ
。

能
面
の
よ
う
な
表
情
に
な
っ
た
吉
宗
が
こ

う
い
っ
た
。

「
水
野
、
長
年
ご
苦
労
だ
っ
た
な
」

「
は
？
」

「
年
も
取
っ
て
や
は
り
疲
れ
が
身
に
沁
み

る
だ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
は
、
健
康
状
態
の

よ
い
日
だ
け
城
に
上
が
る
よ
う
に
せ
よ
」

「
は
」

唐
突
の
こ
と
な
の
で
水
野
は
お
ど
ろ
き

の
眼
で
吉
宗
を
み
か
え
し
た
。
嵐
が
こ
ん

な
に
早
く
や
っ
て
く
る
と
は
思
わ
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
吉
宗
が
、

「
身
体
の
具
合
の
い
い
日
だ
け
城
に
出
て

こ
い
」

と
い
う
の
は
、
あ
き
ら
か
に
、

「
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
か
ら
解
放
す
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
勝
手
掛
老
中
（
総
理
大
臣
兼
財
務
大
臣
）

の
職
を
免
ず
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
座
に
い
た
連
中

も
さ
す
が
に
び
っ
く
り
し
て
顔
を
み
あ
わ

せ
た
。
ま
さ
か
満
座
の
中
で
吉
宗
が
い
き

な
り
水
野
に
ク
ビ
を
申
し
渡
す
と
は
思
わ

な
か
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
水
野
は
微
笑
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ん
だ
。
狼
狽
す
る
心
を
抑
え
て
静
か
に
頭

を
下
げ
た
。
そ
し
て
、

「
上
様
の
温
か
い
思
召
し
、
こ
の
水
野
、

感
謝
し
て
お
受
け
い
た
し
ま
す
」

そ
う
い
っ
た
。
吉
宗
は
ち
ょ
っ
と
意
外

そ
う
な
顔
を
し
た
。
か
れ
に
す
れ
ば
意
地

悪
で
そ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
た
の
だ
か
ら
、

水
野
は
さ
ぞ
か
し
お
ど
ろ
い
て
場
合
に
よ

っ
て
は
、
自
分
の
考
え
を
改
め
、

「
氷
川
神
社
の
件
、
承
知
い
た
し
ま
し
た
」

と
い
う
か
と
思
っ
て
い
た
。
が
、
そ
れ

は
な
か
っ
た
。
水
野
は
あ
く
ま
で
も
自
分

の
意
志
を
通
し
た
。
吉
宗
は
渋
い
顔
に
な

っ
て
う
な
ず
い
た
。

「
わ
か
っ
た
な
ら
、
あ
し
た
か
ら
そ
う
し

江
戸
時
代
の
国
家
（
幕
府
）
財
政
や
、

地
方
自
治
体
（
藩
・
大
名
家
）
の
財
政
が
、

年
貢
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
年
貢
と
い
う
の
は

そ
の
ま
ま
米
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
米

は
そ
の
年
の
状
況
に
よ
っ
て
、
収
穫
量
が

違
う
。
天
候
の
具
合
も
あ
れ
ば
、
自
然
災

害
が
起
こ
る
場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
財
源

と
し
て
は
非
常
に
、

ろ
」あ

し
た
か
ら
そ
う
し
ろ
と
い
う
の
は
、

あ
し
た
か
ら
江
戸
城
へ
出
て
こ
な
く
て
も

よ
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
座
の
中
で
江
戸

町
奉
行
の
大
岡
忠
相
だ
け
が
痛
ま
し
い
表

情
で
水
野
を
じ
っ
と
み
つ
め
て
い
た
。
こ

う
し
て
、
吉
宗
の
改
革
の
太
い
補
助
柱
で

あ
っ
た
水
野
忠
之
は
罷
免
さ
れ
た
。
し
か

し
、
水
野
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
江
戸
町

奉
行
大
岡
忠
相
の
身
に
も
、
ヒ
シ
ヒ
シ
と

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
ド
カ
ド
カ
と
大
き
な

危
機
が
迫
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
米
価
安
の
物
価
高
」

と
い
う
現
象
で
あ
っ
た
。

「
不
安
定
な
要
素
」

を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、

「
米
を
主
税
に
し
て
い
る
と
、
国
家
財
政

の
基
礎
が
固
ま
ら
な
い
」

と
指
摘
し
て
、
思
い
き
っ
た
税
制
改
正

を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
明
治
に
な
っ
て
か

ら
の
大
蔵
省
主
税
頭
（
し
ゅ
ぜ
い
の
か
み
）

だ
っ
た
渋
沢
栄
一
で
あ
る
。
渋
沢
は
安
定

税
源
を
求
め
土
地
に
目
を
つ
け
た
。
そ
こ

で
年
貢
で
あ
る
米
に
変
え
て
地
租
を
新
し

く
設
け
、
し
か
も
年
貢
は
米
の
現
物
納
付

が
建
て
前
だ
っ
た
も
の
を
、
貨
幣
に
よ
る

納
税
に
切
り
替
え
た
。

江
戸
時
代
は
、
こ
の
不
安
定
財
源
が
主

た
る
収
入
で
あ
る
と
と
も
に
、

「
そ
の
年
の
米
価
に
よ
っ
て
ほ
か
の
物
価

を
定
め
る
」

と
い
う
妙
な
経
済
原
則
を
持
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
吉
宗
は
〝
米
将
軍
〞
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
大
規
模
な
「
米
の
増
反
」

を
命
じ
た
。
と
く
に
関
東
地
方
の
増
反
に

つ
い
て
は
、
江
戸
町
奉
行
で
あ
る
大
岡
忠

相
に
命
じ
た
。
こ
れ
は
本
来
勘
定
奉
行
の

所
管
で
あ
っ
て
、
町
奉
行
の
や
る
べ
き
仕

事
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
大
岡
は
勘
定

奉
行
所
の
役
人
た
ち
か
ら
は
睨
ま
れ
た
。

し
か
し
勘
定
奉
行
所
を
統
轄
す
る
の
は
勝

手
掛
老
中
の
水
野
忠
之
だ
。
水
野
は
大
岡

を
敬
愛
し
て
い
た
か
ら
、
勘
定
奉
行
所
の

不
満
を
抑
え
て
く
れ
た
。
大
岡
は
そ
れ
な

り
に
関
東
地
方
の
篤
農
家
の
協
力
を
得
て
、

増
反
政
策
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
す
め
て
い
っ

た
。
こ
れ
が
模
範
と
な
っ
て
、
全
国
の
天

領（
幕
府
直
轄
領
）で
も
米
の
増
反
に
励
み
、

米
の
収
穫
量
は
年
々
増
え
て
い
っ
た
。
し

か
し
、
よ
ろ
こ
ん
で
ば
か
り
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
。
マ
イ
ナ
ス
の
現
象
も
起
こ
っ
て

い
た
。

米
の
増
産
が
逆
に
生
活
を
苦
し
め
る
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絶
対
に
ゆ
る
せ
な
い
」

と
考
え
、
そ
の
禁
止
を
命
ず
る
と
同
時

に
、

「
間
引
き
が
根
絶
で
き
る
よ
う
に
食
糧
の

増
産
を
は
か
れ
」

と
命
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
大
岡
な
ら
、
町
奉
行
の
仕
事
の
ほ
か
に

も
米
の
増
反
も
成
功
す
る
だ
ろ
う
」

と
み
こ
ん
で
大
岡
に
そ
の
仕
事
を
命
じ

た
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
立
場
に
立

っ
て
の
仕
事
だ
か
ら
、
そ
の
限
り
に
お
い

も
と
も
と
吉
宗
が
米
の
増
反
を
命
じ
た

の
は
、
そ
の
こ
ろ
の
少
子
化
対
策
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
吉
宗
に
す
れ
ば
、

「
農
村
人
口
を
も
っ
と
増
そ
う
。
そ
れ
に

は
、
食
糧
で
あ
る
米
の
増
反
が
必
要
だ
」

と
い
う
動
機
か
ら
こ
れ
を
政
策
化
し
た
。

農
村
で
は
当
時〝
間
引
き
〞が
お
こ
な
わ
れ
、

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
生
命
が
将
来
労
働
力

に
な
ら
な
け
れ
ば
次
々
と
あ
の
世
へ
送
り

返
さ
れ
た
。
吉
宗
は
、

「
こ
ん
な
行
為
は
非
人
道
的
で
あ
っ
て
、

て
は
大
岡
も
異
論
は
な
い
。

し
か
し
、
日
本
の
総
人
口
が
急
激
に
増

え
た
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
当
時
の

こ
の
国
の
総
人
口
は
二
千
五
、六
百
万
人
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
徳
川
家
康
が
幕

府
を
開
い
た
と
き
の
日
本
の
総
人
口
は
約

千
三
百
万
人
だ
。
そ
し
て
、
明
治
維
新
時

の
人
口
は
三
千
三
百
万
人
だ
と
い
わ
れ
る
。

二
百
六
十
年
に
お
よ
ぶ
徳
川
幕
府
の
政
治

下
で
、
人
口
増
は
約
二
千
万
人
で
あ
っ
た
。

千
三
百
万
人
と
い
え
ば
、
現
在
の
東
京

都
の
人
口
だ
。
そ
し
て
現
在
の
日
本
の
総

人
口
は
一
億
二
千
数
百
万
人
と
い
う
こ
と

だ
。
明
治
維
新
後
の
人
口
増
は
約
一
億
に

達
す
る
。

し
か
し
、
急
激
な
米
の
増
産
は
、
総
人

口
の
食
糧
を
賄
う
の
に
十
分
だ
っ
た
。
や

が
て
米
が
余
り
は
じ
め
た
。
い
き
お
い
米

価
は
ど
ん
ど
ん
低
落
す
る
。
困
っ
た
の
は

幕
府
財
政
担
当
者
だ
。
米
の
値
段
が
安
く

な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
税
収
が
減
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
も
っ
と
厄
介
な
こ
と
は
、
幕
府

役
人
の
給
与
は
米
の
現
物
支
給
な
の
で
、

こ
れ
は
実
質
的
に
、

「
ベ
ー
ス
ダ
ウ
ン
（
賃
金
の
引
き
下
げ
）」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
も
っ
と

厄
介
な
こ
と
に
は
、
米
の
値
段
が
下
が
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
ほ
か
の
物
価
が
下
が
る
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わ
け
で
は
な
い
。
一
定
の
価
格
を
維
持
し

て
い
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
高
く
な
る

場
合
も
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、

「
米
価
安
の
物
価
高
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
米
価
に
よ
っ
て

諸
物
価
を
統
制
す
る
と
い
う
原
則
が
大
い

に
乱
れ
て
し
ま
う
。
結
果
的
に
は
、
武
士

だ
け
で
な
く
国
民
も
生
活
が
苦
し
く
な
っ

て
き
た
。

こ
う
い
う
状
況
を
幕
府
首
脳
部
が
黙
視

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
岡
だ
け
で

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
、
水
野
忠
之

が
中
心
に
な
っ
て
「
米
価
調
整
策
」
を
展

開
し
た
。
い
ち
ば
ん
手
っ
取
り
早
い
の
は
、

米
の
ダ
ブ
つ
い
た
流
通
を
止
め
る
こ
と
で

と
こ
ろ
が
そ
ん
な
と
き
に
皮
肉
な
現
象

が
起
こ
っ
た
。
享
保
十
七
（
一
七
三
二
）

年
に
、
突
然
瀬
戸
内
海
沿
岸
で
イ
ナ
ゴ
の

大
群
が
襲
来
し
た
。
近
畿
地
方
か
ら
西
の

地
方
に
か
け
て
、
稲
が
全
部
食
い
尽
く
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
〝
蝗
害
（
こ

う
が
い
）〞で
あ
る
。
西
国
は
九
州
を
含
み
、

二
百
数
十
万
人
が
た
ち
ま
ち
飢
え
に
苦
し

み
、
そ
の
中
で
一
万
数
千
人
が
餓
死
し
て

あ
る
。
そ
こ
で
、
各
天
領
に
対
し
、

「
米
の
ダ
ブ
つ
き
を
食
い
止
め
る
た
め
、

出
荷
を
規
制
せ
よ
」

と
告
げ
て
、
大
坂
や
江
戸
の
米
市
場
に

大
量
の
米
が
流
れ
こ
む
の
を
防
い
だ
。
つ

ま
り
、

「
生
産
地
に
し
ば
ら
く
留
め
置
け
。
あ
る

い
は
各
代
官
所
に
貯
蔵
せ
よ
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
姑
息
な
手
段
だ

っ
た
が
、
多
少
な
り
の
効
果
は
あ
っ
た
。

ま
た
米
商
人
に
対
し
て
も
、

「
米
の
貯
蔵
に
努
力
せ
よ
」

と
い
っ
て
、
や
た
ら
に
米
を
売
り
出
さ

な
い
よ
う
に
規
制
し
た
。

し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
江
戸
に
も
影
響
を
及

ぼ
し
た
。
水
野
や
大
岡
は
躍
起
に
な
っ
て
、

米
商
人
た
ち
に
備
蓄
し
て
い
た
米
の
放
出

を
命
じ
た
。
が
、
米
商
人
た
ち
は
な
か
な

か
素
直
に
は
い
う
こ
と
を
き
か
な
い
。
つ

ま
り
、

「
放
出
量
の
私
意
に
よ
る
調
整
」

を
や
は
り
は
じ
め
た
。
つ
ま
り
自
分
の

儲
け
に
な
る
よ
う
に
、
米
の
放
出
を
調
整

し
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
か
れ
ら
な
り

に
理
屈
を
立
て
て
い
た
。
そ
れ
は
大
岡
が

い
ま
ま
で
、

「
米
は
あ
ま
り
売
る
な
。
倉
庫
に
貯
め
て

お
け
」

と
い
っ
て
お
き
な
が
ら
、
今
度
イ
ナ
ゴ

の
害
が
起
こ
る
と
手
の
ひ
ら
を
返
し
て
、

「
貯
め
て
あ
っ
た
米
を
ど
ん
ど
ん
売
り
出

せ
」な

ど
と
い
う
の
は
、
お
上
の
勝
手
な
論

理
で
あ
っ
て
、
そ
う
そ
う
い
う
こ
と
を
き

い
て
い
ら
れ
る
か
、
と
い
う
抵
抗
心
も
湧

い
て
い
た
の
だ
。

町
奉
行
と
し
て
の
大
岡
が
経
験
し
な
い

現
象
が
江
戸
市
中
に
起
こ
っ
た
。
そ
れ
は
、

「
米
屋
に
対
す
る
打
ち
壊
し
」

で
あ
っ
た
。
部
下
か
ら
報
告
を
き
い
た

大
岡
は
仰
天
し
た
。
大
岡
は
潔
癖
な
人
格

者
だ
。
し
た
が
っ
て
、

「
自
分
の
や
る
仕
事
に
つ
い
て
は
、
あ
く

ま
で
も
公
明
正
大
で
あ
っ
て
一
滴
の
汚
点

も
つ
け
な
い
」

と
い
う
い
わ
ば
〝
き
れ
い
な
行
政
〞
を

め
ざ
し
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
、

「
打
ち
壊
し
な
ど
起
こ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、

自
分
は
失
格
者
だ
」

と
い
う
考
え
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

れ
が
現
実
に
起
こ
っ
た
。
大
岡
は
狼
狽
し

た
。

イ
ナ
ゴ
が
経
済
を
乱
す
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ん
高
く
な
っ
た
と
き
に
売
り
出
す
気
だ
」

と
い
う
噂
が
流
れ
た
。
そ
の
た
め
享
保

十
八
（
一
七
三
三
）
年
と
年
が
変
わ
る
と
、

多
く
の
市
民
が
押
し
寄
せ
て
打
ち
壊
し
を

は
じ
め
た
。
慌
て
た
高
間
は
自
分
の
家
の

蔵
に
貯
蔵
し
て
あ
っ
た
二
万
石
の
米
を
放

出
し
、

「
い
ま
ま
で
の
値
で
売
る
か
ら
、
ど
う
か

鎮
ま
っ
て
く
だ
さ
い
」

日
本
橋
に
高
間
伝
兵
衛
（
た
か
ま
・
で

ん
べ
え
）
と
い
う
幕
府
出
入
り
の
米
商
人

が
い
た
。
比
較
的
大
岡
の
命
令
に
従
っ
て

米
の
放
出
に
協
力
し
て
い
た
が
、
世
間
は

そ
う
は
と
ら
な
い
。
高
間
伝
兵
衛
が
幕
府

の
御
用
商
人
だ
と
い
う
こ
と
で
い
つ
の
間

に
か
、

「
高
間
は
米
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
な
が

ら
、
米
価
を
吊
り
上
げ
て
い
る
。
い
ち
ば

と
頼
ん
だ
が
、
約
千
七
百
人
と
い
わ
れ

る
暴
徒
た
ち
は
い
う
こ
と
を
き
か
な
か
っ

た
。
か
れ
ら
は
口
々
に
叫
ん
だ
。

米
高
間
（
高
値
）　

一
升
二
合
を
カ
ユ
に

炊
き大

岡
（
お
お
く
は
）
食
わ
ね
え　

た
っ

た
え
ち
ぜ
ん
（
一
膳
）

完
全
に
町
奉
行
で
あ
る
大
岡
忠
相
を
皮

肉
る
落
首
だ
。
市
民
民
衆
は
敏
感
だ
。
現

在
の
米
高
値
の
現
象
が
、
ど
う
い
う
政
策

に
よ
っ
て
生
じ
た
か
を
は
っ
き
り
知
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
大
岡
は
傷
つ
い
た
。
高

間
伝
兵
衛
の
店
は
、
家
屋
や
家
財
が
徹
底

的
に
壊
さ
れ
た
。
帳
簿
も
破
り
捨
て
ら
れ

た
。
大
岡
の
町
奉
行
の
職
責
は
、
現
在
の

東
京
都
知
事
・
警
視
総
監
・
消
防
総
監
・

東
京
地
方
裁
判
所
の
裁
判
長
な
ど
を
兼
ね

て
い
る
。
と
く
に
町
奉
行
の
職
責
の
う
ち

で
大
事
な
の
は
、

「
将
軍
の
お
膝
元
で
あ
る
首
都
江
戸
の
治

安
を
守
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
破
ら
れ

た
。
天
下
の
将
軍
の
お
膝
元
で
あ
る
江
戸

で
打
ち
壊
し
と
い
う
忌
ま
わ
し
い
で
き
ご

と
が
起
こ
っ
た
。
当
然
、

「
治
安
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
の
は
だ
れ

か
？　

責
任
を
問
う
」

と
い
う
声
が
江
戸
城
内
に
起
こ
る
の
は

避
け
よ
う
が
な
い
。 

（
続
）


