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人
知
れ
ず
、
奈
良
名
産
の
晒
布
の
由
来
を
考
え
る
。
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、
は
る
か
昔
平
城
京
の
時
代
神
護
景
雲
年
間
（
七

六
七
～
七
七
〇
）
に
、
常
陸
国
鹿
島

か

し

ま

の
武

た

け

甕
み

か

槌
づ

ち

命
の
み
こ
と

が
大
和
国
三
笠
山
に
ご
光
臨
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
鹿
島
か
ら
共
に
来
た
社

家
の
時
風
と
秀
行
は
、
添
上
郡
辰
の
市
郷
に
居
住
し
た
。
そ
の
他
神
職
や
下
総
国
香
取
齋

か
と
り
い
わ
い

主

命

ぬ
し
の
み
こ
と

の
神
人
も
各
々
こ
の
辰
の

市
郷
に
住
み
、
倭 し

文
ど
り

の
麻
布

あ
ら
た
え

を
紡
績
し
、
神
衣
と
し
て
仕
立
て
て
貢
物
と
し
た
。
こ
れ
が
奈
良
晒
の
起
源
と
い
わ
れ
て
い
る
。

『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
鹿
島
の
神
賤
一
〇
五
人
を
一
カ
所
に
集
め
、
良
民
と
の
婚
姻
を
許
さ
ず
、
賤
民
同
士
で
婚
姻
さ

せ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
か
ら
光
仁
天
皇
の
宝
亀
四
年
（
七
七
三
）
に
か
け
て
改
め
て
住
居
を

移
す
こ
と
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
麻
布
を
織
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う

と
は
い
え
、
現
在
奈
良
晒
が
奈
良
で
盛
ん
に
織
ら
れ
、
名
品
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
起
源
が
特
別
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
の
確
か
な
起
源
は
何
か
と
い
う
と
、
代
々
の
国
史
、
法
令
、
記
録
、
雑
書
に
至
る
ま
で
調
べ
た
が
、
奈
良
晒
と
い
う
名
産

に
つ
い
て
は
過
去
に
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
風
習
と
し
て
古
代
か
ら
途
絶
え
る
こ
と
な
く
続
く
と
い
う
由
緒
の
み
で

あ
る
。
現
在
の
家
の
記
録
や
古
老
の
名
物
記
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
西
大
寺
の
興
正
菩
薩
が
戒
律
、
宗
門
を
中
興
し
た
た

め
、
西
大
寺
、
菩
提
寺
、
法
華
尼
寺
、
そ
の
他
奈
良
寺
院
の
僧
尼
が
麻
衣
、
布
袈
裟
と
し
て
晒
を
盛
ん
に
用
い
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
か
ら
は
法
花
寺
の
尼
衆
や
西
大
寺
村
民
家
の
婦
人
が
青
苧
を
紡
績
し
、
奈
良
の
工
商
は
こ
の
晒

を
専
門
と
し
て
、
世
間
に
広
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

と
り
わ
け
、
天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
一
五
九
三
）
豊
臣
秀
長
卿
２

が
郡
山
に
在
城
し
て
い
た
時
代
に
は
軍
事
用
の
俗
服
が

広
ま
り
、
名
産
品
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
時
代
は
布
の
経
糸
、
緯
糸
共
に
よ
り
を
か
け
て
綛
に
し
、
そ
れ
を
織
っ
た
も

の
を
縷

よ
り

布
ぬ
の

と
称
し
た
。
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
で
は
、
経
糸
は
よ
り
を
か
け
て
綛
に
し
、
緯
糸
は
よ
り
を
か

け
ず
に
苧
桶
の
中
で
平
積
み
し
た
も
の
で
織
り
出
し
て
、
こ
れ
を
平
布
や
生 き

平
び
ら

布
ぬ
の

と
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ
う
い
う
わ
け
で
平

晒
布
は
次
第
に
売
広
ま
り
、
縷
布
は
年
々
減
少
し
て
い
っ
た
。
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
は
、
奈
良
町
か
ら
年
賀
と
し

て
、
駿
河
（
徳
川
家
康
）
と
江
戸
（
徳
川
秀
忠
）
の
両
御
所
様
へ
晒
布
を
二
〇
疋
（
一
疋
は
二
反
）
ず
つ
初
め
て
献
上
し
た

と
い
う
。
こ
れ
は
高
天
町
江
戸
屋
岩
井
与
左
衛
門
が
取
り
仕
切
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
後
、
慶
長
十
六
年
（
一
六

一
一
）
、
徳
川
家
康
公
の
厳
命
に
よ
り
、
奈
良
晒
の
長
さ
と
幅
の
寸
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
江
戸
屋
与
左
衛
門
、
与

次
郎
に
検
査
役
と
し
て
の
お
許
し
が
下
さ
れ
、
晒
布
一
疋
の
規
格
を
改
め
た
。
白
く
晒
し
た
も
の
を
江
戸
屋
に
持
っ
て
い
き
、

晒
布
の
織
っ
た
端
に
「
南
都
改
」
の
三
字
を
朱
印
で
押
し
た
も
の
を
、
売
買
さ
せ
た
。
も
し
か
す
る
と
、
寸
法
以
外
の
晒
布

の
売
買
を
固
く
禁
じ
た
こ
と
で
、
奈
良
晒
は
名
産
と
し
て
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
後
、
中
坊
秀

政
が
奈
良
奉
行
で
あ
っ
た
時
、
江
戸
屋
与
左
衛
門
は
「
南
都
改
」
の
朱
印
を
押
す
こ
と
を
止
め
、
般
若
寺
町
の
晒
屋
仲
間
に

朱
印
を
預
け
た
。
印
形
は
改
め
ら
れ
、
縷
布
晒
と
平
布
晒
の
寸
法
を
分
別
し
、
晒
屋
の
方
で
朱
印
を
押
さ
せ
た
。
現
在
ま
で

用
い
ら
れ
て
い
る
朱
印
は
、
こ
の
朱
印
の
こ
と
で
あ
る
。
晒
屋
仲
間
の
朱
印
を
押
す
役
人
を
「
作
兵
衛
」
と
言
い
、
代
々
「
作
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兵
衛
」
と
名
乗
っ
た
。
彼
自
身
が
晒
布
裏
の
織
留
め
の
端
に
朱
判
を
押
し
て
使
っ
た
。
そ
の
後
、
中
坊
時
祐
殿
（
秀
政
孫
）

が
奈
良
奉
行
に
在
役
の
時
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
十
一
月
に
奈
良
町
の
惣
年
寄
全
体
に
命
じ
て
、
生
布
の
表
の
織
初
め

に
「
極
」
の
字
を
漆
の
黒
印
で
押
さ
せ
た
。
裏
の
織
留
め
に
は
「
奈
良
町
年
寄
」
の
五
字
を
漆
の
黒
印
で
押
さ
せ
た
。
押
印

料
は
一
疋
に
つ
き
二
銭
と
定
め
、
橋
本
町
北
側
西
の
角
の
家
を
判
場
会
所
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
か
ら
織
物
の
卸
は
生
布

で
取
引
さ
れ
、
規
定
の
寸
法
に
し
て
、〈
布
幅
は
呉
服
尺
に
し
て
一
尺
三
分
、
長
尺
物
は
六
丈
一
尺
、
常
尺
物
五
丈
七
尺
〉
黒

印
を
押
す
よ
う
に
な
っ
た
。
定
法
と
異
な
る
場
合
に
は
、「
不
足
」
と
い
う
漆
判
を
布
の
中
央
に
押
し
て
売
買
す
る
こ
と
を
禁

じ
る
。
そ
も
そ
も
極
印
の
な
い
生
布
は
、
晒
屋
で
晒
す
こ
と
す
ら
固
く
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
今
も
猶
そ
う
で
あ
る
。 

佐
保
川
の
晒
が
他
国
に
勝
っ
て
い
る
の
は
、
奈
良
晒
が
広
ま
る
以
前
か
ら
の
産
業
で
あ
り
、
天
文
年
間
（
一
五
三
二
～
一

五
五
五
）
以
前
、
こ
の
河
辺
に
居
住
す
る
地
元
民
や
賤
民
の
女
性
が
手
織
布
や
国
布
、
麻
布
の
区
別
な
く
家
業
と
し
て
布
を

こ
の
川
水
に
晒
し
、
佐
保
山
の
上
に
敷
い
て
干
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
の
山
の
上
に
は
佐
保
姫
明
神
社
が
鎮
座
し
て

い
る
。
佐
保
姫
と
い
う
の
は
、
和
歌
に
関
す
る
書
物
に
よ
る
と
春
を
守
る
神
で
、
竜
田
姫
は
秋
を
守
る
と
い
う
威
徳
が
あ
り
、

春
秋
相
対
の
神
で
あ
る
。
佐
保
姫
が
晒
布
を
守
護
し
て
く
だ
さ
る
と
い
う
話
は
、
神
書
に
お
い
て
は
全
く
根
拠
が
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
あ
る
説
に
よ
る
と
、
官
女
伊
勢
が
龍
門
寺
に
参
拝
し
、
瀧
の
も
と
で
詠
ん
だ
歌
に
、 

 

裁
ち
縫
っ
た
衣
を
着
る
人
も
い
な
い
の
に
、
な
ぜ
山
姫
は
布
を
晒
す
の
で
し
ょ
う 

 

と
詠
ん
だ
こ
と
か
ら
、
山
姫
と
佐
保
姫
は
同
一
人
物
の
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
和
歌
で
は
佐
保
姫
に
白
妙
の
衣
な
ど
を
結

び
付
け
て
詠
み
、
佐
保
山
と
い
う
謡
で
も
白
妙
の
晒
布
を
好
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
永
禄
年

間
（
一
五
五
八
～
一
五
七
〇
）
に
松
永
久
秀
公
が
多
聞
城
を
築
く
に
あ
た
っ
て
権
力
を
振
る
い
、
佐
保
神
宮
を
今
在
家
町
の

西
側
の
河
辺
に
遷
し
た
が
、
今
も
な
お
現
存
し
て
い
る
神
祠
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
近
世
に
晒
屋
仲
間
が
再
興
し
て
か
ら
も
、

い
ま
だ
に
奈
良
晒
の
守
護
神
と
な
っ
て
い
る
。
詳
し
く
は
巻
末
に
指
し
示
す
。 

大
抵
奈
良
の
風
俗
に
関
し
て
明
る
く
な
い
者
は
、
奈
良
晒
が
は
る
か
昔
平
城
京
の
時
代
か
ら
絶
え
間
な
く
継
承
さ
れ
、
名

産
と
な
っ
た
よ
う
に
思
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
、
土
地
の
移
り
変
わ
り
を
全
く
考
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
慶
長
年

（
一
五
九
六
）
前
ま
で
は
、
奈
良
の
町
家
は
今
の
よ
う
な
街
並
み
で
は
な
か
っ
た
。
工
商
の
家
、
奈
良
七
郷
で
さ
え
、
そ
れ

ぞ
れ
の
農
民
、
ま
た
は
興
福
寺
、
元
興
寺
、
東
大
寺
、
春
日
社
の
奴
婢
、
被
官
、
寺
侍
、
役
人
な
ど
の
住
居
で
あ
っ
た
。
工

商
の
家
に
関
し
て
は
、
甲
冑
や
奈
良
刀
の
職
人
、
あ
る
い
は
酒
造
り
や
墨
造
り
の
職
人
な
ど
が
多
く
、
生
布
や
晒
布
、
青
苧
、

綛
糸
の
商
家
は
滅
多
に
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
織
田
信
長
公
、
豊
臣
秀
吉
公
が
統
治
し
て
い
た
時
代
で
も
、
奈
良
晒
が
公
用
の

服
や
衣
服
と
し
て
売
買
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
記
述
は
な
か
っ
た
。
当
然
古
い
史
料
に
も
奈
良
晒
の
こ
と
は
載
っ
て
お
ら
ず
、

す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
興
福
寺
僧
侶
衆
徒
な
ど
が
緇
衣
と
し
て
信
濃
布
を
用
い
て
い
た
限
り
で
あ
る
。
そ
の

証
拠
と
し
て
、
今
に
至
っ
て
も
彼
ら
は
奈
良
晒
を
用
い
な
い
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
故
実
を
考
慮
す
る
と
、
と
に
か
く
今
の
時

代
に
流
行
っ
て
い
る
晒
布
は
、
慶
長
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
、
寛
永
（
一
六
二
四
～
一
六
四
四
）
年
間
か
ら
織
屋
商
人
が

増
え
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
思
え
ば
、
晒
布
工
商
の
興
廃
盛
衰
の
転
変
に
関
し
て
、
年
月
を
重
ね
る
ご
と
に
昔
の
や
り
方

で
行
う
と
こ
ろ
は
稀
に
な
り
、
年
々
変
化
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
歴
史
の
変
遷
や
来
歴
な
ど
は
巻
末
に
提
示
す
る
。
わ
た
し
は
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幼
年
か
ら
こ
こ
に
住
み
、
壮
年
の
頃
か
ら
、
奈
良
晒
の
起
源
の
真
相
を
突
き
止
め
よ
う
と
心
に
決
め
て
、
今
六
十
余
歳
の
間

に
、
古
老
に
尋
ね
た
り
、
旧
記
、
家
々
の
記
録
、
伝
記
を
探
し
求
め
た
り
し
た
が
、
確
証
が
得
ら
れ
る
記
録
は
少
な
か
っ
た
。

も
と
も
と
浅
才
不
肖
な
こ
と
も
あ
り
、
微
塵
の
甲
斐
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
幾
年
の
間
伝
え
聞
い
た
、
現
在
で
も

親
し
ま
れ
、
移
り
変
わ
る
晒
の
歴
史
の
俗
談
を
拙
い
筆
で
記
し
て
お
い
た
な
ら
、
後
学
の
是
非
を
正
す
補
益
に
な
り
、
終
わ

り
に
は
奈
良
晒
の
全
書
と
な
る
こ
と
を
心
か
ら
願
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無
名
隠
士 

延
享
戊
辰
（
一
七
四
八
）
季
夏
良
辰 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

古
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奈
良
晒
布
旧
記 

春
日
大
明
神
三
笠
山
臨
幸
並
び
に
辰
市
倭
文
の
事 

佐
保
川
晒
布
の
事 

布
苧
麻
纑
緯
並
び
に
機
具
の
事 

布
機
道
具
並
び
に
綛
緯
職
人
器
材 

晒
布
問
屋
の
事 

晒
蔵
方
始
終
の
事 

新
問
屋
の
事 

晒
女
牙
婆
始
終
の
事 

生
布
仲
買
商
始
並
び
に
数
合
頭
役
人
の
事 

晒
屋
工
業
起
源
の
事 

晒
賃
銀
並
び
に
米
価
高
下
年
譜 

奈
良
上
機
布
目
度
経
緯
の
事 
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古
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〇
奈
良
晒
布
旧
記 

奈
良
様
々
の
名
物
記
に
よ
る
と
、
奈
良
晒
の
発
祥
は
は
っ
き
り
と
分
か
っ
て
い
な
い
。
古
老
が
言
う
こ
と
に
は
、
般

若
寺
の
辺
り
は
佐
保
川
の
水
が
清
ら
か
で
、
こ
の
水
で
晒
布
を
洗
い
、
佐
保
山
の
上
に
敷
い
て
乾
か
し
て
い
た
。
日
を

経
て
乾
か
し
た
布
の
純
白
さ
は
、
佐
保
山
の
白
雪
の
よ
う
で
あ
り
、
婦
人
は
皆
こ
れ
を
生
業
と
し
た
。
あ
ら
か
た
の
旧

記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
般
若
寺
村
の
晒
は
、
多
く
の
人
々
が
求
め
、
こ
れ
を
宝
と
し
、
天
正
に
な
る
と
奈

良
布
は
世
の
中
を
席
巻
し
た
。
添
下
郡
疋
田
村
で
は
相
次
い
で
晒
布
を
生
業
に
し
、
昔
は
縷
布
の
み
が
有
っ
た
が
、
慶

長
の
頃
に
平
布
を
織
り
だ
し
、
現
在
の
縷
布
、
平
布
双
方
の
数
量
は
、
平
布
は
八
割
、
縷
布
は
二
割
と
推
察
す
る
。
慶

長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
七
月
五
日
、
大
久
保
長
安
公
が
家
康
公
の
命
で
、
具
足
師
の
岩
井
与
左
衛
門
に
手
紙
を
送
っ

た
。 

 

確
か
に
申
し
上
げ
ま
す
。
奈
良
晒
の
寸
法
に
狂
い
が
な
い
よ
う
、
そ
ち
ら
で
判
を
押
さ
せ
な
さ
い
と
、
（
家
康
公
に
）

申
し
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
厳
し
く
、
判
を
押
し
な
さ
い
。
京
都
、
大
阪
、
堺
で
も
、
そ
こ
の
印
判
の
な

い
奈
良
晒
は
売
買
し
な
い
よ
う
に
と
京
の
板
倉
勝
重
殿
３

、
堺
の
米
津
正
勝
殿
４

、
大
阪
の
片
桐
且
元
殿
５

へ
も
書
状
を

送
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
案
件
は
極
め
て
念
入
り
に
な
さ
る
よ
う
に
。
恐
れ
な
が
ら
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 

慶
長
十
六
年
七
月
五
日 

 

石
見
守
（
大
久
保
長
安
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

長
安
判 

 
 

 
 

 

岩
井
与
左
衛
門
殿 

  

印 
 

 

       

奈
良
晒
が
ご
公
用
と
な
り
ま
し
た
こ
と
は
、
申
し
上
げ
る
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
売
買
す
る
晒
の
寸
法
を
改
め
、

私
た
ち
が
印
判
を
押
し
ま
す
こ
と
、
幕
府
よ
り
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
晒
一
反
に
つ
き
、
印
判
手
数
料
を
一

文
ず
つ
取
り
ま
す
こ
と
、
恐
れ
多
く
も
承
知
い
た
し
ま
し
た
。
今
後
は
寸
法
を
改
め
、
印
判
を
押
さ
せ
て
い
た
だ
き 

 
 

 

南 

都 

改 

癸 
 

 

慶 

長 

十 

六 

年 

曝 

朱 

印 

帳 

江
戸
屋 

丑 
 

 

正 

月 

吉 

旦 
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ま
す
。
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
晒
の
品
質
に
関
わ
ら
ず
判
の
晒
の
寸
法
が
違
い
ま
し
た
ら
、
私
た
ち
親
子
と
も
処

罰
い
た
し
て
く
だ
さ
い
。
以
上
述
べ
た
通
り
で
す
。 

 
 

正
月
吉
旦 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

江
戸
屋 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

与
左
衛
門
判 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

与
次 

判 

 
 

 

鈴
木
左
馬
助
様 

 

そ
の
後
、
中
坊
秀
政
殿
が
奈
良
奉
行
で
あ
る
時
、
岩
井
の
家
印
を
止
め
て
、
別
途
朱
印
を
定
め
る
こ
と
を
晒
屋
に
命

じ
、
布
の
端
に
こ
れ
を
押
さ
せ
た
。 

 

平
布
の
時
の
印 

 

布
の
織
留
め
に
こ
れ
を
押
す
。 

     

縷
布
の
時
の
印 

 

同
様 

       

布
の
織
留
め
に
之
を
押
す 

      

晒
屋
自
身
の
印 

長

六

丈

七

尺

五

寸 

南

都

曝

立

大

工

曲 

亘 

壹 

尺 

五 

分 

ハ
ン
ニ
ヤ
シ 

 
 

 
 

 
 

作
兵
衛 

（
花
押
） 

卯
正
月
吉
旦 

長

六

丈

七

尺

五

寸 

南

都

曝

平

大

工 

亘 

壹 

尺 

壹 

寸 
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中
坊
秀
政
殿
が
在
任
中
、
偽
の
朱
印
で
売
買
し
た
者
が
い
た
。
評
議
に
か
け
た
結
果
、
偽
判
の
晒
布
合
計
七
〇
疋
あ
ま

り
を
橋
本
町
の
辻
で
焼
き
捨
て
、
犯
人
の
額
に
は
「
あ
く
人
」
と
焼
き
記
し
、
奈
良
町
中
を
引
き
回
し
て
追
放
さ
せ

た
。 中

坊
時
祐
殿
が
奈
良
奉
行
在
任
中
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
十
一
月
一
日
に
は
、
惣
年
寄
に
命
じ
て
布
丈
の
寸
法

を
定
め
、
「
極
」
の
文
字
を
黒
印
で
布
の
端
に
押
さ
せ
た
。 

 

時
祐
殿
は
自
ら
こ
れ
を
示
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
江
戸
の
執
事
職
に
従
い
こ
れ
を
命
じ
た
。 

    

同
月
十
一
月
十
八
日
か
ら
押
始
め
、
橋
本
町
に
押
判
所
や
判
場
と
呼
ん
だ
の
が
で
き
た
。
こ
の
黒
印
を
も
っ
て
般
若
寺

疋
田
村
の
晒
屋
は
晒
の
寸
法
を
改
め
て
晒
し
、
黒
印
の
無
い
布
は
一
切
晒
さ
な
か
っ
た
。
判
場
は
黒
印
の
代
金
を
二
銭

と
し
、
年
間
で
晒
布
は
三
〇
万
ま
た
は
三
七
、
八
万
に
及
び
、
そ
の
判
の
代
金
は
お
お
む
ね
白
銀
七
、
八
貫
に
及
ん

だ
。
こ
の
代
金
は
惣
年
寄
に
分
配
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
奉
行
所
に
よ
る
命
令
で
あ
る
と
い
う
。 

 

旧
記
の
文
は
以
上
で
あ
る
。 

  
 

 

〇
春
日
大
明
神
三
笠
山
臨
幸
並
び
に
辰
市
倭
文

し

ど

り

の
事 

『
春
日
神
社
記
』
に
よ
る
と
、
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
に
武
雷
命
が
常
陸
国
鹿
島
を
出
ら
れ
た
時
、
供
奉
し
た

者
は
、
社
司
の
中
臣
連
時
風
と
造
宮
預
の
中
臣
連
秀
行
で
あ
っ
た
。
舎
人
は
一
人
で
乙
丸
と
い
っ
た
。 

同
二
年
（
七
六
八
）
、
大
和
国
三
笠
山
に
お
移
り
に
な
る
。
時
風
、
秀
行
は
神
託
に
よ
り
、
添
上
郡
辰
市
郷
に
住
み
、

後
に
領
地
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
郷
に
お
い
て
は
霊
神
を
大
切
に
祀
っ
た
。
つ
ま
り
、
今
あ
る
辰
市
神
社
は
時
風

と
秀
行
に
よ
る
も
の
で
、
俗
に
い
う
鴻
之
宮
と
い
う
の
は
こ
の
神
社
に
あ
た
る
。
〈
左
京
八
条
二
坊
五
坪
北
東
の
角
〉 

○
辰
之
市
郷
は
平
城
京
の
時
代
、
毎
月
辰
の
日
に
市
が
開
か
れ
て
い
た
の
で
、
辰
之
市
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
。
古
歌
に
多
く
見
ら
れ
る
。 

倭
文
明
神
社
〈
辰
市
郷
東
九
条
村
の
西
に
あ
る
、
俗
に
い
う
比
津
利
神
は
誤
り
で
あ
る
〉
の
祭
神
で
あ
る
建
葉
槌
命

は
倭
文
神
で
あ
る
。 

○
『
旧
事
紀
』
に
よ
る
と
、
倭 し

文
ず
り

氏
の
祖
で
あ
る
天
羽

あ
ま
の
は

槌
づ
ち

雄
お
の

神
か
み

が
織
ら
れ
た
倭
文
、

天
あ
ま
の

棚
機

た
な
ば
た

姫
ひ
め
の

神
か
み

が
織
ら
れ
た
神
衣

は
、
所
謂
和
衣
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。 

『
古
語
拾
遺
』
に
は
、
倭
文
氏
の
祖
で
あ
る
天
羽
槌
雄
神
は
倭
文
を
織
ら
れ
、
天
棚
機
姫
神
は
神
衣
を
織
ら
れ
た
と

あ
る
。 ま

た
、
同
書
の
一
部
。
神
武
天
皇
は
東
征
の
後
、
都
を
橿
原
に
建
て
、
皇
居
を
つ
く
り
、
天
日

あ
ま
の
ひ

鷲
わ
し
の

神
か
み

の
孫
は
、

木
綿

ゆ

う

や
麻
、
織

あ
ら

布
た
え

を
つ
く
っ
た
〈
古
語
で
「
阿
良
多
倍
」
〉
。
そ
し
て
、

天
あ
ま
の

富
と
み
の

命
み
こ
と

は
天
日
鷲
神
の
孫
を
率
い
て
肥
沃
な

地
を
求
め
た
。
阿
波
国
に
遣
わ
し
、
穀
（
楮
）
や
麻
の
種
を
育
て
た
。
そ
の
末
裔
は
今
で
も
阿
波
国
に
い
る
。
大
嘗
祭

極 

布
の
織
初
め
に

こ
れ
を
押
す 
奈
良
町
年
寄 

布
の
織
留
め
に
こ

れ
を
押
す 
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の
年
に
あ
た
っ
て
は
、
木
綿
、
麻
布
、
様
々
な
も
の
を
貢
い
だ
。
郡
の
名
を
麻
殖

お

え

と
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
天

富
命
は
さ
ら
に
肥
沃
な
所
を
求
め
、
阿
波
齋
部

あ

わ

の

い

ん

べ

を
分
け
て
東
方
の
地
へ
率
い
、
麻
や
穀
を
播
い
て
殖
や
し
た
。
良
い
麻

が
生
え
る
所
と
し
て
総

国

ふ
さ
の
く
に

と
い
わ
れ
、
穀
が
生
え
る
所
と
し
て
結
城
郡
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
古
語
で
は
麻 お

と

総
ふ
さ

と
い
い
、
現
在
の
上
総
、
下
総
の
二
国
に
あ
た
る
。
阿
波
忌
部
が
居
る
所
は
安
房
郡
と
名
づ
け
、
今
の
安
房
国
が
こ

れ
に
あ
た
る
。 

○
倭 し

文
ど
り

布
は
彩
文
の
あ
る
麻
布
の
名
前
で
あ
る
。
神
代
に
お
い
て
は
、
建
葉
槌
命
が
始
め
て
倭
文
を
織
ら
れ
た
。
そ
れ

か
ら
建
葉
槌
命
は
倭
文
の
祖
と
称
さ
れ
、
神
武
天
皇
の
時
代
に
は
、
天
日
鷲
神
の
孫
が
倭
文
、
麻
布

あ
ら
た
え

を
織
ら
れ
た
。
昔

は
青
苧
、
生
苧
を
用
い
て
麁
服
を
織
っ
て
い
た
た
め
、
お
の
ず
と
青
、
赤
色
の
彩
文
と
な
り
、
倭 し

文
ど
り

と
名
づ
け
ら
れ

た
。
今
の
奈
良
で
赤
苧
縞
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
倭
文
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
神
武
天
皇
の
時
代
、
天
富
命
は

肥
沃
な
国
を
選
ん
で
、
上
総
、
下
総
、
安
房
の
国
に
麻
苧
を
殖
や
さ
せ
た
。
そ
れ
か
ら
麻
苧
は
東
国
に
繁
茂
し
た
。
現

代
に
お
い
て
、
東
国
か
ら
青
苧
を
持
っ
て
来
て
商
売
す
る
の
は
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
後
の
平
城
京
の
時
代
、

神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
に
春
日
大
社
の
第
一
御
殿
武
雷
命
が
鹿
島
か
ら
奈
良
に
移
ら
れ
た
時
の
こ
と
。
社
司
の
時

風
、
秀
行
が
辰
市
郷
に
住
ん
だ
た
め
、
こ
こ
に
倭
文
明
神
を
祀
り
、
神
衣
の
倭
文
を
織
ら
せ
な
さ
っ
た
と
い
う
。
ま

た
、
常
陸
鹿
島
の
賤
民
一
○
五
人
が
辰
市
郷
に
移
り
住
ん
だ
。
こ
れ
は
、
鹿
島
か
ら
供
奉
の
下
司
な
ど
が
初
め
て
倭

文
、
麻
布
を
織
っ
た
と
き
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
奈
良
晒
布
の
起
こ
り
で
あ
る
。 

ま
た
、
近
ご
ろ
で
は
佐
保
山
に
座
す
佐
保
姫
明
神
を
、
奈
良
晒
布
の
守
護
神
に
し
て
、
晒
布
の
起
源
だ
と
呼
ん
で
い

る
と
い
う
。
佐
保
川
の
水
に
布
を
晒
し
た
純
白
な
守
護
神
と
い
う
そ
う
だ
が
、
こ
れ
は
決
し
て
奈
良
晒
の
起
源
で
は
な

い
。
辰
市
倭
文
明
神
を
知
ら
な
い
で
、
あ
る
い
は
佐
保
山
の
常
陸
明
神
を
神
衣
の
織
姫
と
呼
ん
で
、
世
間
は
こ
れ
が
奈

良
晒
布
の
起
源
だ
と
誤
っ
て
言
う
。
お
か
し
な
出
鱈
目
の
話
で
あ
る
。
常
陸
明
神
は
大
己
貴
命
で
、
佐
保
田
天
神
は
少

彦
名
命
の
二
神
相
対
の
男
神
で
、
常
陸
国
鹿
島
郡
の
大
洗
磯
前
薬
師
明
神
の
神
様
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
常
陸
明
神
と

称
し
お
祀
り
す
る
。
奈
良
晒
に
は
由
緒
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
佐
保
田
天
神
を
佐
保
姫
明
神
と
混
同
し
て
み
だ
り
に
称

し
て
い
る
よ
う
だ
。
信
用
に
足
ら
な
い
。 

  
 

○
佐
保
川
晒
布
の
事 

佐
保
川
の
水
源
は
、
芳
山
の
鶯
の
滝
か
ら
出
て
飯
盛
山
の
北
を
流
れ
、
川
上
の
恵
比
寿
社
の
前
を
過
ぎ
、
五
劫
院
の

北
後
ろ
を
通
っ
て
今
在
家
町
に
出
て
、
佐
保
山
の
麓
南
面
を
流
れ
て
法
蓮
村
に
行
き
着
く
。
常
に
水
は
枯
れ
ず
、
山
谷

の
滴
り
は
川
の
石
に
清
め
ら
れ
て
浄
水
と
な
る
。
紵
布
、
麻
布
を
晒
す
の
に
は
絶
妙
な
水
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
自
然

の
水
土
な
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
佐
保
川
の
晒
布
が
昔
か
ら
の
名
産
だ
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
平
城
京
の
時
代
か

ら
こ
の
仕
事
が
あ
る
の
な
ら
、
多
く
の
時
代
の
歌
枕
に
も
あ
る
は
ず
だ
が
、
近
年
発
祥
の
も
の
な
の
で
、
晒
を
詠
ん
だ

古
歌
は
一
度
も
見
た
こ
と
が
な
い
。 

八
雲
御
抄
に
も
〈
「
さ
ゝ
竹
の
大
宮
人
」
、
万
葉
集
家
持
「
さ
ほ
の
川
原
」
と
晒
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
〉
。 

ま
た
、
佐
保
川
の
歌
枕
に
は
、
千
鳥
、
藤
浪
、
梅
、
柳
、
柞
、
蘭
、
菊
な
ど
の
詠
み
合
わ
せ
が
あ
っ
た
が
、
世
間
に

伝
わ
る
「
さ
ほ
河
の
蛍
」
さ
え
も
古
歌
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
晒
布
の
白
妙
を
詠
ん
で
い
る
歌
は
少
し
も
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な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
南
都
八
景
の
題
は
、
後
光
厳
天
皇
の
時
代
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
に
、
近
衛
道
嗣
公
が
興
福

寺
一
乗
院
僧
正
の
良
昭
〈
道
嗣
公
の
三
男
〉
の
要
望
に
応
じ
て
、
新
た
に
八
景
詩
歌
の
題
を
お
定
め
に
な
っ
た
も
の

だ
。
佐
保
川
、
佐
保
山
は
と
も
に
晒
布
の
名
産
地
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
晒
布
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
蛍
よ
り
は
晒
布
の

白
妙
を
題
に
な
さ
る
だ
ろ
う
に
、
そ
の
時
代
の
川
水
に
、
晒
布
の
仕
事
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
後
、
宗

祇
法
師
の
『
名
所
方
角
鈔
』
で
も
佐
保
山
、
河
、
渡
、
路
な
ど
を
題
に
し
て
お
り
、
蛍
も
晒
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。 

 

『
続
古
今
集
』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

藤
原 

信
実 

見
る
に
つ
れ
て
楢
（
奈
良
）
の
木
の
葉
（
葉
柏
）
が
紅
葉
し
、
佐
保
一
面
の
山
に
時
雨
が
降
る 

 

ま
た
、
天
文
二
十
二
年
（
一
五
五
三
）
二
月
、
三
条
西
公
条
公
が
里
村
紹
巴
を
連
れ
て
奈
良
に
い
ら
し
た
時
、
紀
行
に

こ
の
よ
う
に
お
書
き
に
な
っ
た
。 

  

佐
保
姫
の
社
に
参
っ
た
が
、
空
が
殊
の
外
に
澄
み
き
り
、
寒
さ
を
ぶ
り
返
し
た
風
が
吹
き
荒
れ
た 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 紹
巴 

 

旅
行
く
袖
に
入
る
川
の
風
が
寒
い
の
で
、
佐
保
姫
の
霞
の
衣
を
私
に
貸
し
て
お
く
れ 

  
 

と
紹
巴
が
よ
ん
だ
返
事
に 

公
条
公 

 

佐
保
姫
が
た
と
え
貸
さ
な
く
て
も
、
雲
霞
の
絶
え
間
の
日
差
し
を
衣
と
し
て
着
よ
う 

 

と
い
っ
て
眉
間
寺
に
参
っ
た
が
、
糸
桜
（
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
）
が
盛
り
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
時
代
も
「
霞
の
衣
」
ま
で
詠
み
合
わ
せ
て
い
る
が
、
晒
布
の
白
妙
は
見
ら
れ
な
い
。 

と
あ
る
家
の
書
物
に
は
こ
の
よ
う
な
歌
が
あ
っ
た
。 

  
 

 
 

一
昨
日
藤
の
盛
り
に
奈
良
へ
訪
れ
た
、 

 
 

帷
子
を
洗
い
干
し
た
佐
保
の
川 

 
 

千
利
休 

 

佐
保
川
で
晒
布
を
産
業
と
し
た
の
は
、
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
松
永
久
秀
公
の
多
聞
山
城
が
落
城
し
た
時
で
あ

る
。
大
仏
殿
や
東
大
寺
の
諸
院
、
般
若
寺
な
ど
が
炎
上
し
た
後
、
佐
保
山
、
佐
保
川
の
辺
り
は
荒
れ
果
て
、
芝
生
の
野

原
と
な
っ
た
た
め
、
こ
の
晒
布
の
産
業
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
天
正
は
慶
長
に
移
り
、
よ
う
や
く
晒
の
工
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業
が
栄
え
た
と
い
う
証
拠
が
多
く
見
ら
れ
る
。 

  

○
布
苧
麻
纑
緯
並
び
に
機
具
の
事 

○
『
和
名
類
聚
鈔
』
「
繒
布
類
部
」
（
布
帛
部 

絹
布
類
） 

布
ぬ
の 

 
 

 

『
四
声
字
苑
』
に
よ
る
と
、
布
〈
博
故
反
６

、
和
名
は
「
沼
能
」
〉
は
麻
や
紵
で
織
っ
て
帛
に
し
た
も
の
。 

白

糸

て
づ
く
り
の

布
ぬ
の 

 

『
唐
式
』
に
「
白
糸
布
」
と
あ
る
。
〈
俗
に
「
手
作
布
」
の
三
字
を
用
い
る
。
和
名
は
「
天
都
久
利
乃
沼

乃
」
〉
。 

紵
布 

 
 

『
唐
式
』
に
よ
る
と
、
「
紵
布
」
は
三
反
で
あ
る
。
〈
「
紵
」
は
「
麻
紵
」
の
「
紵
」
。
俗
に
「
麻
布
」
の
二

字
を
用
い
る
。
和
名
は
「
阿
佐
沼
乃
」
〉
。 

調

布

つ
き
の
ぬ
の 

 
 

『
唐
式
』
に
よ
る
と
、
楊
州
に
お
け
る
唐
調
の
布
の
こ
と
〈
『
本
朝
式
』
７

に
は
「
庸
布
」
、
「
調
布
」
と
あ

る
。
「
調
布
」
は
「
豆
岐
乃
沼
能
」
と
呼
ぶ
〉
。
ま
た
、
「
信
濃

し

な

の

望
陀

も

う

だ

」
な
ど
の
名
が
あ
っ
た
が
、
「
望
陀
」

は
上
総
国
の
郡
名
で
あ
る
。
そ
の
質
は
他
国
の
調
布
に
比
べ
て
別
格
で
あ
っ
た
た
め
、
産
地
の
国
郡
名
を

名
前
に
し
た
の
で
あ
る
。 

貲
さ
よ
み

布
ぬ
の 

 

『
唐
式
』
に
は
、
「
㠿

〈
音
は
貲
と
同
じ
〉
布
」
の
名
前
と
あ
る
。
『
唐
式
』
で
は
、
貲
布
と
い
う
。
〈
『
漢
語

抄
』
に
よ
る
と
、
「
佐
與
美
乃
沼
能
」
と
読
む
。
貲
布
は
㠿

布
の
う
ち
、
よ
く
で
き
た
も
の
で
あ
る
〉
。 

商 た

布 こ 
 

 

『
本
朝
式
』
に
よ
る
と
、
「
商
布
」
の
和
名
は
「
多
邇
」
で
あ
る
。 

○
『
和
爾
雅
』
に
よ
る
と
、
「
荅 さ

布
よ
み

」
は
『
漢
書
』
「
貨
殖
伝
」
に
出
典
を
求
め
ら
れ
る
。 

紵
ふ
さ

布
ぬ
の 

 
 

顔
師
古
に
よ
る
と
、
分
厚
い
布
の
こ
と
で
あ
る
。
白
く
な
い
厚
い
も
の
で
あ
る
。 

大
布

た

ふ 
 

 

晒
布
。 

○
『
多
識
編
』
に
、
「
苧

ち
ょ

麻 ま

」
と
あ
る
。
〈
和
名
は
「
加
羅
牟
志
」
。
俗
に
「
末
於
」
と
い
う
〉
。 

〇
『
和
名
類
聚
鈔
』
「
織
機
具
部
」 

お
か
ら
む
し

 

麻
苧 

あ

さ  
 

 

『
説
文
解
字
』
に
よ
る
と
、
麻
〈
音
「
磨
」
、
和
名
は
「
阿
佐
」
〉
、
苧
の
類
で
あ
る
。 

『
爾
雅
注
』
に
よ
る
と
こ
ろ
の

枲
け
む
し

〈
司
里
反
、
和
名
「
介
無
之
」
〉
は
麻
の
実
を
つ
け
な
い
方
の
名
で
あ

る
。 

『
周
礼
注
』
に
よ
る
と
、
「
苧
」
は
直
呂
反
。
上
の
音
を
重
ね
る
。
和
名
は
「
加
良
無
之
」
。
麻
の
類
で
、

白
く
細
い
も
の
で
あ
る
。 

○
麻

あ
さ

と
蔴
紵

お

ま

〈
俗
に
言
う
「
青
苧
」
や
「
真
紵
」
〉
は
同
類
だ
が
枝
葉
に
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、
糸
に
し
て
も

強
弱
や
青
、
白
な
ど
色
や
質
の
違
い
、
長
短
の
違
い
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
蔴
紵
」
と
「
麻
苧
」
と
で
名
前
を
分
け
て

お
り
、
蔴
苧
は
雄
で
麻
は
雌
で
あ
る
。
麻
は
諸
国
に
繁
殖
し
、
世
の
中
に
広
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
紵

あ
お

草 そ

は
神
武
天
皇
の

時
代
に
、
天
富
命
が
土
地
を
お
選
び
に
な
っ
て
、
東
国
総
州
を
始
め
と
し
て
植
え
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
国
を
総

の
国
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
『
国
史
』
『
風
土
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
現
代
に
お
い
て
紵
草
は
出
羽
国
最

上
、
山
形
、
米
澤
の
み
の
産
物
で
、
他
国
で
は
育
ち
に
く
い
。
こ
れ
は
全
て
自
然
現
象
で
あ
り
、
知
り
う
る
こ
と
は
な
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い
。 

○
『
多
識
編
』
「
蔴
苧
門
」
に
、
「
布
機
」
と
あ
る
。
〈
和
名
「
沼
乃
波
多
毛
乃
」
〉 

○
『
和
名
類
聚
鈔
』
「
機
具
部
」 

機
た
か
は
た

〈
経
緯
に
つ
い
て
〉
『
国
語
註
』
に
よ
る
と
、
経
緯
を
こ
し
ら
え
て
織
り
、
機
〈
居
衣
反
〉
で
も
っ
て
繒
布
が
で
き

る
。
『
楊
氏
漢
語
鈔
』
に
は
、
高
機

た
か
は
た

〈
「
多
加
波
太
」
〉
と
あ
る
。
細
か
い
仕
組
み
は
『
説
文
解
字
』
に
よ
る
と
、
緯

〈
「
尉
」
和
名
「
沼
岐
」
〉
は
横
を
織
る
糸
で
あ
る
。
緯
と
言
う
が
、
つ
ま
り
は
経
を
知
る
の
が
よ
い
。 

○
奈
良
布
の
織
機
を
「
上
機

か
み
は
た

」
と
呼
び
、
外
国
の
麻
布
、
木
綿
な
ど
の
織
機
を
「
下
機

し
も
は
た

」
と
呼
ぶ
。
上
機
は
元
々

「
縞
機

た
か
は
た

」
と
称
し
て
い
た
。
「
高
機
」
は
絹
糸
や
綾
帛
を
織
る
機
の
名
前
で
あ
る
。
神
代
に
「
棚
機

た
な
ば
た

」
と
呼
ば
れ
た
の
は

こ
の
機
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
機
は
高
く
造
っ
て
あ
り
、
織
る
人
は
腰
を
掛
け
て
織
る
た
め
、
そ
の
形
状
か
ら
「
高

機
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
奈
良
布
の
織
機
も
絹
布
の
高
機
を
模
し
て
造
っ
て
あ
り
、
高
く
、
座
っ
て
織
る
た
め
に
「
上

機
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
あ
る
い
は
、
京
都
の
絹
類
を
織
る
機
の
た
め
、
上
方

か
み
が
た

の
機
と
い
う
こ
と
か
ら
「
上
機
」
と
名

付
け
た
の
で
あ
る
。
「
下
機

し
も
は
た

」
と
は
、
外
国
田
舎
の
木
綿
、
麻
布
、
太
布
な
ど
を
織
る
機
で
あ
る
。
織
る
者
は
下
に
座

り
、
腰
板
は
平
ら
で
、
両
足
を
投
げ
出
し
て
自
分
の
腰
を
前
千
切
に
纏
い
つ
け
る
。
機
は
た
い
そ
う
低
い
。
そ
の
た

め
、
「
下
機

し
も
は
た

」
と
呼
ん
で
い
る
。
大
概
京
都
を
上
方

か
み
が
た

と
呼
び
、
外
国
異
国
を
下

し
も

と
呼
ぶ
。
こ
の
国
の
習
慣
と
し
て
の
上
下

の
差
別
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
「
神
機
」
が
継
承
さ
れ
、
奈
良
布
の
織
機
を
神
機
と
呼
ぶ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
俗
説
で

あ
り
信
用
に
足
ら
な
い
。
は
る
か
昔
の
神
機
や
、
神
衣
を
織
る
齋
機

い
ん
は
た

は
別
格
の
も
の
な
の
で
、
現
代
の
布
機
と
は
格
別

の
違
い
が
あ
る
。 

絹
布
、
麻
布
、
筵
な
ど
に
至
る
ま
で
全
て
、
物
を
織
る
台
の
こ
と
を
「
機
」
と
い
う
。
ど
の
よ
う
な
理
由
で
和
訓
を

「
は
た
」
と
名
付
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
神
代
か
ら
長
い
間
、
機
の
和
名
は
呼
ば
れ
て
き
て
い
る
。
旗
幡
の
類
を
も
「
は

た
」
と
名
付
け
て
い
る
。
そ
の
昔
は
絹
布
、
麻
布
と
も
に
織
り
整
え
た
も
の
を
指
し
て
「
は
た
も
の
」
と
呼
ん
で
い

た
。
そ
の
た
め
、
絹
布
に
親
し
ん
だ
道
具
を
直
接
「
は
た
」
と
名
付
け
た
の
だ
ろ
う
。
あ
る
説
に
よ
る
と
、
機
物

は
た
も
の

は
鳥

が
羽
を
畳
む
の
に
似
て
い
る
た
め
、
「
羽
た
た
む
」
の
語
を
略
し
て
「
は
た
」
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。 

○
「
神
武
天
皇
御
記
」
（
『
日
本
書
紀
』
）
に
よ
る
と
、
天
照
大
神
の
神
衣
を
織
る
齋
服

い
ん
は
た

殿
ど
の

が
あ
っ
た
と
い
う
。 

○
『
古
語
拾
遺
』
に
よ
る
と
、
天
羽
槌
雄
命
〈
倭
文
氏
の
祖
で
あ
る
〉
は
文

あ
ら

布
た
え

を
織
ら
れ
、
天
棚
機
姫
神
は
神
衣
を
織

ら
れ
た
と
い
う
。 

○
『
古
語
拾
遺
』
に
よ
る
と
、
長
谷
朝
倉
朝
（
泊
瀬
朝
倉
宮
）
に
お
い
て
、
秦
氏
は
分
か
れ
て
散
り
、
他
の
氏
族
に
隷

属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
〈
略
〉
秦
氏
が
絹
や
綿
を
貢
い
だ
と
こ
ろ
、
そ
の
肌
触
り
が
柔
ら
か
か
っ
た
た
め
、
秦
の
字
を

「
波
陀
」
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
、
秦
氏
が
貢
い
だ
絹
で
剣
の
柄
を
巻
き
、
神
に
祀
っ
た
。
こ
れ
が
今
俗
に
言
う
と
こ
ろ

の
、
い
わ
ゆ
る
秦
に
よ
る
機
織
の
由
来
で
あ
る
。 

○
昔
の
呉
服
、
綾
服
は
人
の
肌
に
優
し
く
、
着
心
地
が
良
い
た
め
に
、
秦
氏
に
「
は
だ
」
と
い
う
姓
を
賜
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
昔
で
は
蚕
糸
で
織
っ
た
絹
類
に
も
「
は
だ
」
と
名
付
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た

め
、
呉
服
を
織
り
仕
立
て
る
道
具
に
も
直
に
「
棚
織
」
、
「
高
機
」
と
名
付
け
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、
麻
布
、
倭 し

文
ど
り

布
を
織
る
機
に
も
「
は
た
」
と
名
付
け
ら
れ
て
き
た
。
「
神
武
天
皇
御
記
」
、
そ
の
他
神
書
に
機
の
和
訓
が
あ
り
、
秦
氏
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よ
り
以
前
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
後
世
の
名
を
神
代
の
も
の
に
名
付
け
、
文
字
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
お
お
よ

そ
古
代
の
物
の
名
前
は
、
た
だ
見
た
ま
ま
に
名
付
け
る
。
遠
い
昔
の
意
味
、
事
例
を
考
慮
し
て
名
付
け
る
の
は
、
後
世

の
こ
と
で
あ
る
。 

慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
か
ら
縷
平
布
が
盛
ん
に
な
っ
た
た
め
、
奈
良
布
の
機
具
専
門
の
家
職
が
生
ま

れ
、
現
在
三
四
軒
の
所
々
に
居
住
し
て
い
る
。 

 

○
布
機
道
具
並
び
に
綛
緯
巧
匠
器
財 

○
機

は
た 

 

前
脚
が
二
本
、
後
脚
二
本
、
横
木
が
上
下
四
本
。 

長
さ
約
六
尺
、
横
幅
三
尺
、
奥
は
高
く
、
手
前
は
低
い
。
そ
れ
ぞ
れ
斜
め
に
造
っ
て
あ
り
、
松
の
木
を
材
料

に
し
て
い
る
。 

○
鳥
居

と

り

い

木 ぎ 

○
前
板 

 

腰
を
掛
け
る
板
で
あ
る
。 

○

滕

柱

ち
き
り
ば
し
ら 

 

前
滕
の
左
右
を
留
め
る
柱
で
あ
る
。 

○
機

ま
ね

躡 き 
 

奥
の
横
木
か
ら
竹
で
筬

車

お
さ
が
ま
ち

（
筬
框
）
を
支
え
る
木
。 

○
曳

ひ
き

竹
た
け 

 

招
木
か
ら
筬
車
を
支
え
、
筬
を
自
由
に
動
か
す
た
め
の
破
竹
。 

○
先

さ
き

滕
ち
き
り 

 

経
の
綛
を
巻
き
取
っ
て
お
く
た
め
の
道
具
で
あ
る
。 

○
前

ま
え

滕
ち
き
り 

 

経
の
綛
を
巻
き
取
り
、
滕
柱
に
留
め
て
お
く
た
め
の
道
具
で
あ
る
。 

〇
捺

ね
じ

棒
ぼ
う 

 

前
滕
を
糸
で
巻
き
、
留
め
て
お
く
た
め
の
木
。 

○
枇
杷
杖 

 

先
滕
の
穴
に
差
し
入
れ
て
、
手
前
に
糸
で
止
め
て
お
く
た
め
の
道
具
で
あ
る
。 

○
綜 へ

鉤
す
り

革
か
わ 

 

反
摺
革
、
片
摺
革 

鳥
居
木
の
横
木
に
、
細
い
革
を
巻
き
、
こ
の
革
に
綜
絖
二
枚
を
前
後
に
結
ん
で
釣
り
、
踏
木
が
左
右
に

動
く
に
従
っ
て
綜
絖
を
上
下
さ
せ
る
革
の
こ
と
を
言
う
。 

○
踏

ふ
み

木 ぎ 
 

機
の
奥
の
脚
の
横
木
に
蝶
番
の
穴
を
あ
け
て
留
め
、
細
い
木
を
並
べ
て
伏
せ
、
糸
で
綜
絖
二
枚
を
繋
ぎ
、

織
る
と
き
は
左
右
の
足
の
親
指
で
交
互
に
押
し
て
踏
み
、
綜
絖
を
上
下
さ
せ
る
木
で
あ
る
。 

○
『
和
名
類
聚
鈔
』
に
載
る
と
こ
ろ
の
織
機
の
道
具
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。 

杼 ひ 
 

『
通
俗
文
』
に
よ
る
と
、
緯
を
受
け
る
「
䇡 ひ

」
で
あ
る
〈
和
名
「
比
」
〉
。
ま
た
、
「
梭 ひ

」
と
も
い
う
。
〈
蘇
禾

反
、
奥
沙
同
〉
。
䇡

は
杼
と
同
じ
で
あ
る
。
『
説
文
』
に
よ
る
と
、
織
機
の
緯
を
持
つ
道
具
で
あ
る
。 

筬
お
さ 

 

『
唐
韻
』
に
、
「
筬
」
〈
音
は
「
成
」
〉
と
あ
る
。
織
機
の
道
具
で
あ
る
。
『
漢
語
鈔
』
に
〈
「
乎
佐
」
〉
と
あ
る
。 

滕
ち
き
り 

 

『
四
声
字
苑
』
に
、
「
滕
」
〈
音
は
「
勝
」
〉
と
あ
る
。
機
を
織
る
と
き
経
糸
を
巻
く
木
の
こ
と
で
あ
る
。
『
楊
氏

漢
語
鈔
』
に
は
、
「
織
滕
」
〈
「
知
岐
利
」
〉
と
あ
る
。 

綜 へ 
 

顧
野
王
が
言
う
こ
と
に
は
、
綜
〈
蘇
統
反
、
和
名
「
閉
」
〉
で
あ
る
。
織
機
に
経
糸
に
交
わ
っ
て
い
る
糸
。
８ 

臥
機

く
つ
ひ
き 

 

『
楊
氏
漢
語
鈔
』
に
、
臥
機
〈
「
久
豆
比
岐
」
〉
と
あ
る
。
『
弁
色
立
成
』
の
説
明
と
同
じ
で
あ
る
。
〈
俗
に
言

う
「
機
踏
木
」
か
〉
。 

繀
車

ぬ
き
か
ふ
り 

 

『
説
文
』
に
繀

〈
蘇
対
反
〉
と
あ
る
。
糸
を
管
に
巻
き
と
る
た
め
の
道
具
。
『
漢
語
鈔
』
に
は
〈
「
沼
岐
加
不
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利
」
〉
と
あ
る
。 

機
躡

ま

ね

き 
 

『
弁
色
立
成
』
に
は
、
機
躡
〈
尼
輒
反
「
萬
禰
岐
」
〉
と
あ
る
。
踏
む
も
の
で
あ
る
。 

繀
筟

く

だ 
 

『
説
文
』
に
は
、
筟

〈
芳
無
反
と
同
じ
音
〉
と
あ
る
。
糸
を
巻
き
取
る
管
の
こ
と
。
『
漢
語
鈔
』
に
は
「
久

太
」
と
あ
る
。
『
弁
色
立
成
』
に
は
、
「
管
子
」
〈
和
名
は
同
上
。
『
新
撰
萬
葉
集
』
で
は
こ
れ
を
用
い
て
い

る
〉
と
あ
る
。 

織
い
の

複
あ
し 

 

孫
愐
が
言
っ
た
こ
と
に
は
、
織
複
〈
音
は
「
服
」
〉
。
織
っ
た
布
を
巻
く
道
具
で
あ
る
。
『
漢
語
鈔
』
に
「
井
乃

阿
之
」
と
あ
る
。 

巻
子

へ

そ 
 

『
楊
氏
漢
語
鈔
』
に
は
、
巻
子
〈
「
閉
蘇
」
〉
と
あ
る
。
本
文
に
確
か
で
は
な
い
が
、
世
間
に
伝
わ
る
こ
と
に

は
、
麻
を
績
ん
で
丸
く
巻
く
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。 

籰
わ
く 

 

『
説
文
』
に
は
籰
〈
越
縛
反
、
俗
に
言
う
と
本
音
を
重
ね
る
〉
。
糸
を
収
め
て
お
く
道
具
で
あ
る
。
「 

 

」
と

い
う
字
も
あ
る
。
『
唐
韻
』
に
は
、
杷
〈
女
履
反
、
和
名
「
和
久
乃
江
」
〉
と
あ
る
。
籰
柄

わ
く
の
え

で
あ
る
。 

以
上
が
『
和
名
類
聚
鈔
』
の
本
文
で
あ
る
。 

○
経
端
管

め

う

ち

だ

け 
 

経
糸
の
綛
を
結
び
合
わ
せ
、
織
り
出
し
の
端
を
丸
竹
の
管
を
渡
し
て
織
初
め
と
す
る
道
具
。
俗
に
「
め

う
ち
竹
」
と
い
う
。 

○
畦

あ
ぜ

竹
た
け 

 

細
い
丸
竹
を
綜
絖
の
先
に
一
羽
違
い
に
経
糸
に
置
い
て
挟
ん
で
お
き
、
綜
絖
が
上
下
す
る
の
を
円
滑
に
す

る
も
の
。
ま
た
、
同
じ
く
二
本
は
織
機
の
先
の
肩
に
経
糸
の
束
を
一
羽
違
い
に
置
い
て
挟
ん
で
お
く
。
こ

れ
は
経
糸
が
切
れ
た
時
、
ま
た
繋
ぎ
や
す
く
す
る
た
め
で
あ
る
。
田
の
畦
に
例
え
て
名
付
け
ら
れ
た
。 

○
総
竹

ふ
さ
た
け 

 

種
く
さ

竹
た
け

、
あ
る
い
は
杭

く
さ

竹
た
け

と
も
言
う
。
こ
れ
は
、
経
糸
が
乱
れ
な
い
よ
う
に
竹
を
薄
く
削
り
、
間
に
何
本
も

置
い
て
挟
み
込
む
道
具
で
あ
る
。 

○

簇
し
い
し 

 

布
に
用
い
る
簇
は
、
竹
を
削
っ
た
切
り
口
に
銅
の
針
金
を
付
け
、
布
の
両
端
の
耳
に
入
れ
て
、
織
る
と
こ
ろ

の
幅
を
縮
ま
せ
な
い
た
め
の
も
の
。
ま
た
は
、
布 ふ

苔
の
り

を
引
い
て
布
を
拭
う
た
め
に
張
ら
せ
て
お
く
道
具
。 

○
絺
掻

さ
い
か
き 

 

松
葉
を
一
握
り
ほ
ど
の
束
に
し
て
糸
で
結
び
、
経
の
綛
糸
に
布
苔
を
引
い
て
梳
か
す
時
に
使
う
道
具
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
絺
掻
と
い
う
。
布
苔
を
引
い
て
糸
を
分
け
る
こ
と
を
「
絺

採

さ
い
め
と
る

」
と
い
う
。 

○
布
苔
拭
巾

ふ

の

り

ぬ

ぐ

い 
 

織
る
前
に
布
苔
を
拭
う
布
巾
の
こ
と
で
あ
る
。 

○
切
匕

せ
っ
か
い 

 

布
苔
を
布
に
つ
け
る
際
に
は
、
初
め
に
切
匕
で
塗
る
。 

○
海 ふ

羅
の
り

鍋
だ
し 

 

小
土
鍋
の
昔
か
ら
の
言
い
方
。 

○

鋏
は
さ
み 

 

滕
柱
の
右
側
に
釘
を
打
ち
、
鋏
を
掛
け
て
お
く
。 

○
続
繋

つ

な

ぎ

糸
い
と 

 

綛
糸
を
一
尺
ほ
ど
に
切
っ
て
束
ね
て
わ
な
に
し
て
結
び
、
鳥
居
木
に
掛
て
お
い
て
、
経
糸
が
切
れ
た
と

き
に
結
び
繋
ぐ
た
め
の
も
の
。 

○
経
頭

め

う

ち

藁
わ
ら 

 

布
の
織
初
め
の
端
に
藁
一
束
を
置
い
て
織
る
。
布
の
織
初
め
を
「
め
う
ち
」
と
言
う
た
め
、
「
め
う
ち

藁
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。 

○
巻
子

へ

そ

桶
お
け 

 

緯
の
巻
子
を
水
に
浸
し
て
お
く
た
め
の
器
。 

右
は
お
お
よ
そ
機
具
の
概
要
を
記
す
。 
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○
操

く
り

台
だ
い 

 

綛
を
操
る
台
。
本
名
は
蟠
車

ま
き
わ
く

〈
和
名
「
マ
キ
ワ
ク
」
。
絈
を
巻
く
籰
で
あ
る
〉
。 

○
撥
柎

ま

い

ば 
 

綛
を
操
る
時
に
竹
を
削
り
、
十
文
字
に
広
げ
て
、
そ
の
四
カ
所
の
端
に
竹
を
斜
め
に
し
て
四
本
立
て
、
綛

を
掛
け
る
。
そ
の
た
め
、
世
間
で
は
廻
羽
と
い
う
。 

○
筬
車

く
り
わ
く 

 

綛
を
籰
に
巻
い
た
後
、
経
糸
を
陳
台
に
掛
け
、
整
経
を
し
て
製
作
す
る
。 

○
陳

の
べ

台
だ
い

〈
ま
た
は
綜 へ

台
だ
い

〉 

経
の
綛
を
左
右
八
本
の
杭
竹
に
巻
い
て
、
布
一
疋
の
経
糸
を
つ
く
る
た
め
の
台
で
あ
る
。

へ
台
と
は
、
「
経
」
の
字
な
の
だ
ろ
う
。
左
右
へ
幾
度
も
往
来
し
て
道
を
経
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
。 

○
綜
入

へ

い

れ

台
だ
い 

 

こ
れ
は
整
経
後
、
経
糸
を
先
滕
に
巻
い
て
収
め
、
衣
桁
に
似
た
台
に
経
糸
を
釣
り
、
綜
二
枚
と
筬
を
釣

っ
て
、
各
経
糸
を
綜
絖
の
前
後
上
下
に
分
け
て
糸
を
通
す
。
こ
れ
を
「
綜 へ

い
れ
」
と
言
う
。
筬
に
通
す

こ
と
を
「
刺 さ

す
」
と
い
う
。 

○
筬

お
さ

刺
さ
し 

 

こ
れ
は
銅
で
作
ら
れ
た
へ
ら
の
よ
う
な
も
の
で
、
頭
に
半
月
形
の
形
を
あ
け
、
経
糸
一
本
を
引
っ
か
け
、

筬
に
潜
ら
せ
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
。 

○
行

あ
り

筬
お
さ 

 

こ
れ
は
竹
の
串
で
作
ら
れ
た
粗
い
筬
で
あ
る
。
滕
に
巻
く
と
き
は
経
糸
の
末
端
を
こ
の
滕
に
く
ぐ
ら
せ
、

一
人
は
滕
を
巻
き
、
も
う
一
人
は
筬
を
持
ち
経
糸
が
乱
れ
な
い
よ
う
に
歩
行
し
て
筬
を
持
ち
歩
く
た
め
、

行
筬
と
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
「
あ
り
く
お
さ
」
の
略
で
あ
る
。 

○
筬

車

お
さ
が
ま
ち 

 

こ
れ
は
、
筬
の
四
方
を
細
い
木
で
囲
み
、
竹
で
編
ん
だ
筬
を
く
る
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
用
い
る
道

具
で
あ
る
。
織
る
時
に
は
こ
の
か
ま
ち
を
持
っ
て
織
る
。 

 

○
綣

車

へ
そ
ぐ
る
ま 

 

緯
糸
を
巻
子
に
巻
く
た
め
の
車
で
あ
る
。
昔
は
指
に
巻
い
た
り
、
管
に
巻
い
た
り
し
て
い
た
。
延
宝
年
間

逸
は
や

緒 お 
 

（
一
六
七
三
～
一
六
八
一
）
、
奈
良
工
商
の
者
が
こ
の
方
法
を
編
み
出
し
、
世
間
に
広
ま
っ
た
。 

○
緯

ぬ
き

桶
お
け

○

立
た
て
り

棒
ぼ
う

○
竹
輪 

 

緯
糸
を
桶
に
入
れ
、
小
竹
を
桶
の
縁
に
立
て
、
そ
の
上
に
細
い
輪
を
作
っ
て
緯
糸
を
潜
ら

せ
、
布
苔
を
器
に
入
れ
、
緯
糸
と
も
に
布
苔
の
中
を
通
し
て
車
に
巻
く
。
綣
車
を
作
っ
て

売
る
家
は
至
る
所
に
あ
る
。 

  
 

○
晒
布
問
屋
の
事 

問
屋
〈
和
名
「
登
伊
也
」
〉
『
庭
訓
往
来
』
に
よ
る
と
、
俗
に
い
う
「
問
丸
」
は
問
屋
の
こ
と
で
あ
る
。 

問
屋
と
呼
ば
れ
始
め
た
の
は
、
海
川
の
船
着
き
や
海
道
往
還
の
宿
場
が
最
初
で
あ
る
。
問
屋
は
旅
客
の
荷
物
を
預
か

っ
た
り
、
旅
人
の
馬
船
な
ど
を
管
理
し
た
り
し
て
、
運
送
を
滞
り
な
く
し
て
い
た
。
場
所
代
、
仲
介
料
の
商
い
を
し
、

往
来
渡
海
な
ど
を
迅
速
に
整
え
る
た
め
に
旅
客
を
常
に
尋
問
し
て
い
た
た
め
、
問
屋
と
名
付
け
ら
れ
た
。
現
在
に
お
け

る
市
中
の
問
屋
は
、
商
人
か
ら
品
物
を
預
か
っ
て
置
き
、
商
人
を
集
め
て
市
を
開
い
て
売
り
払
う
。
値
段
の
高
下
、
相

場
を
媒
介
す
る
家
業
で
あ
る
。
こ
れ
を
売
問
屋
と
い
う
。
布
晒
問
屋
は
、
諸
国
の
商
人
を
宿
泊
さ
せ
、
晒
牙
婆
を
集

め
、
生
布
は
布
仲
買
人
を
店
に
呼
ん
で
取
り
寄
せ
、
買
い
手
の
希
望
に
沿
っ
て
世
話
人
と
商
品
を
用
意
す
る
。
こ
れ
を

買
問
屋
と
い
う
。 

晒
布
古
問
屋
は
二
四
軒
あ
っ
た
〈
近
年
二
十
三
軒
〉
。
そ
の
起
源
と
い
う
の
は
、
寛
永
年
間
（
一
六
二
五
）
頃
ま
で
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は
、
生
布
、
縷
平
布
を
自
分
の
た
め
に
買
っ
て
晒
さ
せ
、
様
々
な
人
の
需
要
に
応
じ
て
売
っ
た
り
、
京
都
へ
持
っ
て
い

っ
た
り
し
て
、
呉
服
屋
、
染
物
屋
な
ど
に
商
売
し
た
。
そ
の
後
、
得
意
先
が
多
く
な
れ
ば
、
晒
商
人
が
直
接
奈
良
に
来

て
売
り
主
の
家
に
留
ま
り
、
好
み
の
晒
縷
平
布
を
買
い
求
め
る
と
、
晒
牙
婆
を
集
め
、
蔵
方
に
晒
を
買
わ
せ
た
。
奈
良

に
来
な
い
晒
商
人
に
は
、
晒
布
の
注
文
を
頼
む
た
め
、
晒
一
疋
ず
つ
の
仲
介
料
を
定
め
た
。
ま
た
、
正
月
の
初
市
〈
五

日
〉
か
ら
同
晦
日
ま
で
に
買
っ
た
晒
布
は
、
五
月
端
午
の
節
句
前
に
受
取
り
と
定
め
、
二
月
一
日
か
ら
七
月
に
い
た
る

ま
で
に
買
っ
た
晒
の
代
金
は
七
月
払
と
定
め
、
七
月
十
五
日
か
ら
十
二
月
中
ま
で
に
買
っ
た
晒
の
代
金
は
、
十
二
月
晦

日
払
に
定
め
た
。
売
り
手
が
払
う
ま
で
の
間
、
蔵
方
に
問
屋
の
手
形
証
文
を
渡
し
て
お
き
、
得
意
先
の
買
い
手
は
掛
金

を
請
負
う
こ
と
で
、
晒
の
商
い
は
年
々
繁
盛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
延
宝
年
間
（
一
六
七
三
～
一
六
八
一
）

頃
ま
で
は
縷
晒
が
多
く
、
平
布
晒
の
取
引
は
少
な
か
っ
た
。
天
和
年
間
（
一
六
八
一
～
一
六
八
四
）
頃
か
ら
貞
享
年
間

（
一
六
八
四
～
一
六
八
八
）
に
及
び
、
様
々
な
買
い
手
〈
客
方
と
い
う
〉
が
生
布
の
縷
布
や
平
布
を
現
金
で
買
う
こ
と

を
勝
手
に
覚
え
た
。
問
屋
に
長
い
間
晒
代
を
掛
け
て
お
く
こ
と
の
不
安
が
あ
り
、
勝
手
も
悪
か
っ
た
の
で
、
生
布
の
需

要
が
高
ま
り
、
そ
れ
か
ら
は
、
生
平
布
は
繁
盛
し
て
縷
晒
は
減
少
し
て
い
っ
た
。 

問
屋
は
二
四
軒
の
間
で
定
着
し
、
株
仲
間
の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
発
端
は
貞
享
年
間
（
一
六
八
四
～
一
六
八

八
）
、
奈
良
奉
行
に
大
岡
忠
高
殿
が
在
任
し
て
い
た
時
で
あ
る
。
武
士
公
用
の
晒
布
が
多
く
、
町
奉
行
所
に
参
上
す
る
の

で
、
こ
の
時
幕
府
に
従
っ
た
晒
布
古
問
屋
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
使
用
人
を
抱
え
て
い
た
。
奉
行
所
大
広
間
で
、
晒
牙
婆
に

蔵
方
の
晒
を
晒
皮
籠
に
入
れ
て
運
ば
せ
、
通
常
問
屋
で
整
え
る
の
と
同
じ
く
、
布
の
品
質
や
疵
の
検
査
を
厳
格
に
行
っ

た
。
こ
の
御
用
晒
の
値
段
は
、
御
清
晒
一
疋
に
つ
き
四
三
匁
、
御
次
晒
一
疋
に
つ
き
三
五
匁
で
、
時
々
晒
布
の
数
に
困

る
こ
と
も
あ
り
、
数
の
増
減
が
あ
っ
た
。
は
じ
め
に
御
公
用
の
晒
布
を
仰
せ
つ
か
っ
た
と
き
は
、
蔵
方
の
仕
入
れ
置
き

場
の
晒
布
を
晒
牙
婆
が
そ
れ
ぞ
れ
革
籠
に
入
れ
て
奉
行
所
へ
持
っ
て
い
っ
て
い
た
。
問
屋
が
革
籠
を
確
認
す
る
と
、
晒

牙
婆
が
数
人
来
て
、
や
か
ま
し
く
何
か
と
無
礼
を
す
る
の
も
気
に
せ
ず
、
女
子
が
大
勢
、
御
公
用
の
場
所
で
騒
が
し
く

す
る
。
こ
の
た
め
、
そ
の
後
は
蔵
方
か
ら
御
公
用
晒
の
値
段
を
格
別
に
増
や
し
、
入
念
に
晒
屋
に
晒
さ
せ
た
。
御
公
用

の
時
は
晒
を
畳
ま
ず
に
長
櫃
に
入
れ
、
晒
屋
か
ら
奉
行
所
に
運
ん
で
く
る
の
を
問
屋
ら
が
検
査
し
、
お
買
い
上
げ
に
な

る
。
晒
は
奉
行
所
で
直
接
晒
屋
に
畳
ま
せ
た
。
こ
の
際
、
一
疋
ず
つ
藁
で
結
う
の
も
紙
巻
に
変
え
て
し
て
包
装
し
、
一

つ
ひ
と
つ
を
袋
に
入
れ
た
。
五
〇
疋
を
ひ
と
箱
に
納
め
て
荷
物
と
し
、
御
伝
馬
で
運
ぶ
。
道
中
の
取
締
に
は
関
庄
左
衛

門
が
付
き
添
い
、
江
戸
城
の
納
戸
に
差
し
上
げ
て
い
た
。
御
公
用
晒
の
代
金
は
、
問
屋
ら
が
数
を
勘
定
し
た
上
で
奉
行

所
御
晒
役
に
提
示
す
る
。
奉
行
所
は
そ
の
旨
を
御
代
官
の
許
へ
伝
え
、
御
代
官
所
か
ら
奉
行
所
へ
代
金
が
渡
さ
れ
る
。

ま
た
そ
の
代
金
は
問
屋
仲
間
に
渡
さ
れ
、
晒
問
屋
仲
間
の
会
所
、
元
林
院
町
四
之
室
辻
子
善
法
堂
〈
賢
成
菴
と
称
す
〉

に
運
ぶ
。
晒
屋
が
提
示
し
た
蔵
方
、
晒
布
の
売
り
主
の
代
金
を
、
晒
牙
婆
を
使
い
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
渡
し
、
使
い
の

賃
金
は
蔵
方
か
ら
家
つ
き
の
晒
牙
婆
へ
渡
さ
れ
た
。
問
屋
仲
間
は
雑
用
手
数
料
な
ど
の
詳
細
を
勘
定
し
、
奉
行
所
晒
役

人
に
目
録
を
提
示
し
て
い
た
。 

古
問
屋
二
四
件
は
、
幕
府
の
公
用
と
し
て
勤
め
て
い
た
た
め
、
問
屋
株
仲
間
と
し
て
定
ま
っ
た
。
年
頭
や
八
朔
に

は
、
仲
間
全
体
で
奉
行
所
に
挨
拶
に
行
っ
た
。
も
し
生
布
晒
な
ど
に
お
い
て
異
例
の
こ
と
が
あ
っ
た
り
、
布
が
滞
っ
た

り
す
る
時
は
、
幕
府
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
く
は
幕
府
が
問
屋
ら
を
呼
ん
で
事
情
を
お
聞
き
に
な
る
。
そ
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の
た
め
、
奈
良
布
晒
売
買
の
全
て
の
把
握
と
管
理
を
し
て
い
た
。
そ
の
風
習
は
今
も
な
お
続
い
て
い
る
。 

 

〇
御
公
用
御
晒
布
相
勤
本
問
屋
二
二
軒 

池
田
屋
九
左
衛
門 

 
 

春
田
屋
市
郎
兵
衛 

 
 

平
野
屋 

治
兵
衛 

海
老
屋 

五
兵
衛 

 
 

大
黒
屋 

九
兵
衛 

 
 

徳
田
屋 

太
兵
衛 

永
楽
屋 

庄
九
朗 

 
 

松
屋 

作
兵
衛 

 
 

 

大
文
字
屋
庄
次
郎 

永
楽
屋
治
左
衛
門 

 
 

井
筒
屋 
半
兵
衛 

 
 

山
形
屋 

伊
兵
衛 

綿
屋 

太
右
衛
門 

 
 

車
屋 

助
五
郎 

丸
屋 

与
左
衛
門 

 
 

秋
田
屋 

九
兵
衛 

大
黒
屋 

六
右
衛
門 

 

大
坂
屋 

助
三
郎 

飛
騨
屋 

庄
兵
衛 

 
 

紙
屋 

仁
兵
衛 

飛
騨
屋 

嘉
兵
衛 

 
 

会
津
屋
茂
左
衛
門 

そ
し
て
、
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
に
及
ん
で
、
清
須
美
源
太
郎
は
、
江
戸
に
お
い
て
の
御
公
用
納
戸

御
晒
布
の
御
用
商
人
を
願
い
出
て
、
お
許
し
が
下
さ
れ
た
。
そ
れ
以
降
、
御
用
晒
は
奈
良
奉
行
所
を
通
さ
な
く
な
り
、

右
に
記
載
し
た
古
問
屋
が
出
向
く
こ
と
は
全
く
無
く
な
っ
た
。
問
屋
へ
の
御
恵
み
が
な
く
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
蔵

方
、
晒
方
婆
、
問
屋
仲
介
、
奈
良
の
全
て
の
布
方
商
売
人
ま
で
も
、
悉
く
利
益
を
失
い
、
憂
う
者
が
数
え
き
れ
な
い
ほ

ど
に
増
え
た
。
か
つ
て
の
奈
良
晒
名
産
の
威
光
は
消
え
て
誉
も
薄
く
な
り
、
た
だ
売
買
す
る
だ
け
の
織
物
に
変
わ
る

と
、
憂
う
者
は
千
万
人
、
喜
ぶ
者
は
清
須
美
一
人
で
あ
っ
た
。
大
概
昔
か
ら
、
大
衆
の
手
柄
を
奪
い
、
大
衆
の
徳
を
滅

ぼ
し
、
万
人
の
富
を
か
す
め
て
、
自
分
一
人
の
幸
福
を
願
い
、
大
勢
を
苦
し
め
る
族
が
い
る
。
終
い
に
は
、
天
が
責
め

る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
上
に
立
つ
。
諸
役
人
、
士
農
工
商
関
係
な
く
大
勢
を
苦
し
め
、
自
分
一
人
の
貪
欲
に

ふ
け
り
、
衰
弱
さ
せ
る
類
の
者
は
日
本
で
も
中
国
で
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
者
は
十
分
に
弁
え
、
慎
む
べ
き
で
あ
る
。 

晒
問
屋
は
貞
享
、
元
禄
年
頃
ま
で
、
縷
晒
、
平
晒
と
も
に
蔵
方
か
ら
晒
牙
婆
を
通
し
て
買
い
求
め
て
い
た
。
生
布
で

買
い
入
れ
、
晒
さ
せ
て
客
に
商
う
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
大
概
得
意
先
の
商
人
ら
は
、
晒
代
を
二
季
で
支
払
う
た
め
、

不
埒
で
不
実
に
な
り
、
お
び
た
だ
し
い
問
屋
が
多
大
な
損
失
を
被
っ
た
。
被
害
が
多
く
な
る
に
つ
れ
、
自
ら
の
金
で
晒

を
買
う
の
を
好
ま
ず
、
た
だ
現
金
の
取
り
決
め
で
生
平
布
を
買
う
方
法
を
好
ん
で
商
法
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
問
屋
は

生
布
で
仕
入
れ
、
晒
蔵
方
の
利
益
を
奪
い
、
晒
牙
婆
の
代
金
が
浮
い
て
、
生
布
の
尺
は
長
く
、
四
尺
切
な
ど
が
お
得
な

ど
と
説
い
て
聞
か
せ
、
主
に
物
を
買
わ
な
い
問
屋
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
転
変
す
る
商
法
は
、
古
問
屋
以

外
の
、
蔵
方
、
絈
屋
、
仲
買
な
ど
の
人
々
に
ま
で
波
及
す
る
。
彼
ら
は
、
諸
国
の
商
人
に
生
布
を
売
り
つ
け
て
は
、
過

分
の
利
益
が
あ
る
よ
う
内
密
に
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
昔
か
ら
続
く
古
問
屋
は
、
生
布
の
買
先
や
そ
の
仕
入

れ
が
粗
末
だ
と
咎
め
て
非
難
し
、
織
屋
の
布
、
田
舎
な
ど
の
布
を
直
接
調
達
す
る
な
ど
と
触
れ
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。

古
問
屋
の
手
数
料
は
減
少
し
、
現
金
で
取
り
決
め
た
生
平
布
は
当
分
立
て
替
え
て
お
い
た
。
勝
手
な
こ
と
を
言
っ
て
諸

国
の
商
人
を
相
手
し
、
問
屋
の
よ
う
に
な
っ
た
家
が
増
加
し
て
困
る
よ
う
に
な
っ
た
古
問
屋
は
、
仲
間
で
相
談
し
た
。

そ
の
結
果
、
問
屋
の
よ
う
な
商
売
人
を
差
し
止
め
、
み
だ
り
に
布
問
屋
を
営
業
さ
せ
な
い
よ
う
に
幕
府
に
訴
え
た
が
、
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終
い
に
は
そ
の
効
力
も
効
か
な
い
ほ
ど
に
な
り
、
よ
う
や
く
こ
の
時
か
ら
新
問
屋
を
一
八
軒
と
新
た
に
定
め
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
奈
良
晒
の
商
い
は
日
々
無
く
な
り
、
生
布
で
買
い
入
れ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
晒

蔵
方
の
商
家
は
年
々
衰
え
て
い
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
生
布
仲
介
商
人
に
成
り
代
わ
り
、
下
人
を
多
く
抱
え
、
生
布
の
商

い
を
し
て
問
屋
に
売
ら
せ
る
た
め
、
晒
牙
婆
の
仕
事
が
な
く
な
り
、
年
々
儈
９

も
減
少
し
て
い
っ
た
。
こ
の
時
か
ら
蔵
方

と
晒
牙
婆
は
と
も
に
衰
え
、
転
職
し
た
り
、
他
国
に
晒
布
を
持
っ
て
い
っ
て
直
売
し
た
り
す
る
商
人
が
多
く
な
っ
た
。

そ
の
上
、
京
都
、
大
阪
に
晒
商
家
が
で
き
て
、
生
布
の
価
値
が
安
く
な
る
時
に
大
量
に
仕
入
れ
て
晒
さ
せ
、
ふ
ん
だ
ん

に
蓄
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
商
売
が
自
由
に
な
っ
た
た
め
、
い
よ
い
よ
蔵
方
は
京
都
、
大
阪
に
移
り
、
奈

良
の
蔵
方
は
言
う
ま
で
も
な
く
な
っ
た
。
問
屋
に
並
ん
で
、
布
仲
介
の
商
い
も
淋
し
く
な
り
、
諸
国
に
持
っ
て
い
き
直

売
し
な
い
人
は
、
い
な
い
よ
う
に
ま
で
落
ち
ぶ
れ
た
。
奈
良
は
年
々
布
の
商
い
が
衰
え
、
他
国
に
持
っ
て
出
る
時
の
道

中
の
雑
用
金
、
宿
泊
料
、
晒
布
代
金
、
掛
金
の
滞
納
、
損
失
な
ど
が
多
国
に
多
く
な
り
、
そ
の
上
、
売
れ
残
っ
た
晒
と

い
っ
た
ら
な
い
。
昔
は
晒
が
他
所
の
商
人
の
も
と
に
残
り
、
代
金
は
全
て
奈
良
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
で
は
売
れ
残

っ
た
晒
ま
で
無
駄
に
奈
良
で
滞
っ
て
い
る
。
か
れ
こ
れ
、
奈
良
晒
の
繁
盛
の
時
代
は
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
よ
い

よ
質
の
悪
い
品
物
ば
か
り
が
増
え
は
じ
め
、
古
問
屋
も
い
つ
と
な
く
激
減
し
、
晒
専
門
地
区
の
賑
や
か
さ
も
途
絶
え

て
、
在
原
業
平
の
「
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
」
１
０

よ
う
な
寂
し
げ
な
旧
都
と
な
っ
て
い
く
様
は
大
変
痛
ま
し
い
。
実

に
「
獅
子
身
中
の
虫
」
、
「
唇
亡
び
て
歯
寒
し
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
て
当
事
者
の
内
か
ら
衰
弱
、
断
絶
さ
せ
る
世
の
習

わ
し
で
あ
る
。
心
の
あ
る
者
は
、
ど
れ
ほ
ど
悲
し
ま
な
い
こ
と
だ
ろ
う
か
（
い
や
、
悲
し
む
だ
ろ
う
）
。 

 

〇
晒
蔵
方
始
終
の
事 

〇
晒
布
蔵
方 

蔵
は
米
蔵
の
こ
と
で
あ
る
が
、
常
に
晒
布
を
隠
し
た
り
収
め
た
り
す
る
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。 

方
と
は
晒
布
の
商
売
の
中
で
、
家
業
と
す
る
家
を
指
す
名
前
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
春
日
大
社
の
社
人

に
お
け
る
大
宮
方
、
若
宮
方
、
楽
所
に
お
け
る
右
方
、
左
方
、
右
方
な
ど
が
あ
る
。 

前
述
し
た
よ
う
に
蔵
方
は
、
秋
冬
の
間
に
大
量
の
生
布
を
晒
さ
せ
て
、
土
蔵
に
蓄
え
て
お
き
、
正
月
初
市
か
ら
晒
牙

婆
に
渡
し
て
問
屋
に
出
し
、
商
売
を
す
る
。
蔵
方
を
生
業
と
す
る
ほ
ど
の
家
は
、
土
蔵
を
持
た
な
い
人
が
い
な
い
の

で
、
下
商
人
か
ら
賛
美
さ
れ
て
俗
に
「
蔵
方
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
蔵
方
の
発
端
は
、
慶
長
寛
永
の
頃
、
奈
良
晒
が
繁

盛
す
る
に
従
っ
て
生
布
を
買
い
だ
め
、
晒
さ
せ
て
お
い
た
こ
と
に
遡
る
。
縷
晒
、
平
晒
の
両
品
を
問
屋
の
需
要
に
応
じ

て
商
い
、
晒
牙
婆
に
預
け
渡
す
。
皮
籠
に
は
五
疋
ま
た
は
十
疋
ず
つ
入
れ
、
晒
五
疋
で
一
口
と
し
、
蔵
方
の
家
付
き
の

晒
牙
婆
は
、
皮
籠
に
入
れ
た
晒
を
い
く
つ
か
問
屋
の
店
に
預
け
て
お
く
。
し
か
し
、
問
屋
が
確
実
に
預
か
る
保
障
は
な

く
、
た
だ
売
れ
残
る
皮
籠
の
晒
を
捨
て
る
よ
う
に
置
き
、
日
の
暮
れ
た
頃
に
は
晒
牙
婆
た
ち
は
去
っ
て
い
っ
た
。
い
か

に
も
、
こ
れ
が
世
間
の
い
う
実
直
に
し
て
優
雅
な
奈
良
の
風
俗
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
晒
の
代
金
は
、
前
述
し
た
よ
う

に
、
正
月
か
ら
五
月
に
受
け
取
り
、
余
り
は
七
月
晦
日
か
ら
十
二
月
に
受
け
取
る
の
で
、
財
産
が
豊
富
で
な
く
て
は
、

蔵
方
の
仕
事
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
問
屋
で
買
う
晒
は
、
大
体
五
疋
を
一
口
と
し
て
、
代
金
預
か
り
の
手
形
証
文

を
晒
牙
婆
に
渡
す
。
晒
代
預
手
形
の
文
言
を
左
に
記
す
。 
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右
の
手
形
を
蔵
方
に
置
い
て
お
き
、
五
月
前
、
七
月
盆
前
、
十
二
月
に
蔵
方
が
代
金
書
を
晒
牙
婆
に
持
た
せ
、
問
屋

へ
配
る
。
五
月
は
節
句
後
、
七
月
は
盆
後
か
ら
八
朔
ま
で
、
十
二
月
は
晦
日
前
に
、
問
屋
か
ら
代
金
を
受
け
取
り
、
晒

牙
婆
に
手
形
を
渡
し
て
返
す
の
で
あ
る
。
こ
の
工
程
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
最
近
は
蔵
方
も
し
な
い
よ
う
に

な
っ
た
。
た
ま
に
問
屋
が
晒
布
を
調
達
す
る
と
い
っ
て
も
、
多
く
は
現
金
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
後
世

に
は
古
来
の
風
俗
を
知
ら
な
い
人
も
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
、
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。 

問
屋
が
生
布
を
晒
す
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
蔵
方
の
晒
の
商
い
は
衰
え
た
が
、
貞
享
年
頃
ま
で
は
縷
布
、
平
布
二
品

の
晒
が
多
か
っ
た
。
縞
布
と
い
う
の
は
珍
し
く
、
紺
糸
織
の
上
布
晒
縞
の
絣
模
様
１
１

や
古
風
な
格
子
縞
は
少
な
く
、
蔵

方
に
も
置
い
て
い
な
か
っ
た
。
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
か
ら
色
糸
の
半
晒
縞
、
紅
絹
縞
、
縷
縞
、
半
晒

な
ど
を
織
り
始
め
る
と
、
縞
晒
が
大
流
行
し
た
。
そ
の
た
め
、
い
よ
い
よ
問
屋
が
生
布
を
買
う
よ
う
に
な
っ
た
。
蔵
方

は
既
に
仕
上
げ
て
あ
る
晒
が
売
れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
衰
え
た
。
蔵
方
の
商
家
は
皆
仲
買
に
変
わ
り
、
生
晒
、
半
晒
、

上
晒
縞
な
ど
の
生
布
屋
に
転
職
し
、
つ
い
に
享
保
晩
年
頃
に
は
三
〇
〇
ほ
ど
あ
っ
た
蔵
方
が
一
軒
も
な
い
よ
う
に
ま
で

激
変
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
で
、
晒
牙
婆
も
否
応
な
し
に
消
滅
し
、
奈
良
晒
布
の
商
い
は
、
昔
と
は
雲
泥
の
差
が
で

き
、
か
け
離
れ
た
風
俗
と
な
っ
た
。
今
の
若
者
は
、
昔
か
ら
今
の
よ
う
な
奈
良
晒
の
商
い
で
、
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思

っ
て
い
る
が
、
五
、
六
十
年
以
前
の
奈
良
晒
の
蔵
方
、
問
屋
は
裕
福
で
繁
盛
し
、
優
美
で
正
道
で
あ
っ
た
。
現
在
に
見

ら
れ
る
世
間
の
晒
商
い
の
堕
落
し
た
風
俗
を
思
い
返
す
と
、
老
い
た
人
は
誰
が
嘆
か
な
い
こ
と
だ
ろ
う
か
（
い
や
、
誰

も
が
嘆
く
）
。
天
地
自
然
の
盛
衰
は
、
こ
の
場
所
に
限
る
こ
と
の
な
い
世
の
中
の
習
い
で
あ
る
が
、
そ
の
場
所
に
住
み
慣

れ
て
い
る
者
は
、
大
切
に
思
は
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
（
い
や
、
あ
る
）
。 

 

〇
新
問
屋
の
事 

生
布
の
新
問
屋
は
、
古
問
屋
に
対
し
て
新
問
屋
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇

四
）
に
興
っ
た
も
の
で
あ
る
。
発
端
は
、
蔵
方
ま
た
は
生
布
仲
介
屋
、
綛
屋
な
ど
の
人
が
、
夏
の
間
に
他
国
に
晒
布
を

持
っ
て
行
き
、
商
売
を
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
晒
布
の
得
意
先
で
あ
る
京
都
、
大
阪
の
呉
服
屋
や
、
大
名
の
蔵
屋
敷
の

馴
染
み
な
ど
に
、
生
布
で
仕
入
れ
る
と
利
益
が
多
い
こ
と
を
説
い
た
。
ま
た
、
本
問
屋
（
古
問
屋
）
か
ら
仕
入
れ
る

と
、
決
め
ら
れ
た
手
数
料
が
か
か
る
物
が
多
く
、
仲
買
か
ら
買
う
の
と
、
直
接
織
屋
で
買
う
の
と
で
は
値
段
が
格
段
と

違
う
こ
と
を
説
い
た
。
あ
る
い
は
、
「
問
屋
は
現
金
で
の
支
払
い
の
た
め
、
晒
で
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
晒
が
な

お
買
い
上
げ
晒
代
金
の
こ
と 

 

平
晒
計
五
疋 

代
金
何
百
何
十
匁 

何
一
疋
の

匁
値
段

に
ず
つ 

右
の
代
金
を
預
か
る
と
こ
ろ
は
確
か
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
手
形
を

も
っ
て
、
い
つ
で
も
代
金
を
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。
以
上
。 

 
 

 

年
号
月
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

何
屋
誰
判 

 
 

 
 

 
 

 

何
屋
誰
殿 

 
 

 
 

 
 

 

す
わ
い
誰 
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い
上
に
現
金
で
支
払
え
な
け
れ
ば
、
き
ち
ん
と
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
た
ち
は
当
分
の
間
立
て
替
え
て
晒
布

を
調
達
し
、
渡
し
た
後
に
代
金
の
支
払
い
が
で
き
る
」
な
ど
と
、
様
々
に
売
り
込
ん
で
贔
屓
を
求
め
、
し
ま
い
に
は
古

問
屋
同
然
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
仲
間
と
い
う
掟
も
な
い
の
で
、
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
に
古
問
屋
よ

り
も
問
屋
然
と
し
た
商
法
を
模
索
し
て
、
一
段
と
幕
府
に
訴
え
、
同
じ
商
売
を
ご
禁
止
い
た
だ
き
た
く
な
ど
と
願
出
で

た
。
だ
が
、
し
ま
い
に
は
成
就
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ま
で
続
け
て
き
た
新
問
屋
一
八
軒
は
、
新
た
に
仲
間
を
固
め
、

今
後
問
屋
株
仲
間
な
く
し
て
個
人
で
問
屋
を
営
業
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
布
晒
の
法
令
を
古
問
屋
の
よ
う
に
守
り
、
そ

れ
か
ら
と
い
う
も
の
晒
問
屋
は
、
古
新
の
両
座
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
年
頭
と
八
朔
に
は
幕
府
に
挨
拶
を

す
る
よ
う
に
な
り
、
古
問
屋
同
然
に
勤
め
、
様
々
な
事
に
お
い
て
古
新
の
差
別
が
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
近
ご
ろ
は

奈
良
の
家
々
か
ら
他
国
へ
晒
布
を
直
売
し
に
行
く
人
が
激
増
し
、
そ
の
上
得
意
先
入
用
の
晒
の
注
文
を
受
け
、
問
屋
同

然
に
内
々
に
買
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
結
局
古
新
と
も
に
問
屋
は
年
々
不
況
に
陥
り
、
大
方
名
ば
か
り
の
問
屋

仲
間
と
な
り
下
が
っ
た
。 

 

〇
晒
女
牙 す

婆
わ
い

始
終
の
事 

〇
裨

販

ひ
さ
ぎ
び
と 

『
和
名
類
聚
抄
』
「
工
商
類
」 

『
文
選
』
「
西
京
賦
」
に
は
、
小
商
人
の
夫
婦
〈
和
名
「
比
佐
岐
比
止
〉
と
あ
る
。 

俗
に
言
う
女
性
の
行
商
人
の
こ
と
〈
「
比
佐
岐
女
裨
販

ひ

さ

ぎ

び

と

お

つ

と

め

」
と
あ
り
〉
。 

〇
『
三
才
図
会
』
「
人
倫
類
」 

牙
儈
〈
す
わ
ひ
〉 

牙
婆
〈
須
和
比
〉 

駔
〈
音
は
「
蔵
」
〉 

〇
『
字
彙
』
に
よ
る
と
、
商
人
に
会
っ
て
取
引
を
す
る
交
易
者
を
牙
儈
と
い
う
。 

京
都
は
絹
布
、
小
間
物
の
売
買
が
多
く
、
そ
の
儈
婆

す

わ

い

が
お
り
、
長
崎
、
堺
、
大
阪
で
は
漢
方
の
薬
材
が
多
く
売
買
さ

れ
、
そ
の
儈
夫

す

わ

い

が
い
る
〈
「
須
和
比
」
と
呼
ぶ
〉
。
ま
た
大
阪
で
は
酒
の
牙
儈

な
か
つ
ぎ

が
お
り
〈
「
中
次
」
と
呼
ぶ
〉
、
摂
州
平
野

庄
で
は
草
綿
の
儈
夫
〈
「
女
乃
止
」
と
い
う
〉
が
い
る
。
取
引
を
す
る
物
に
よ
っ
て
和
名
が
異
な
る
。 

〇
奈
良
で
俗
に
用
い
ら
れ
て
い
る
仲

す
わ

字 い

は
誤
り
で
あ
る
。 

奈
良
晒
の
牙
婆
は
昔
か
ら
婦
女
の
職
業
で
、
本
牙
婆
と
平
牙
婆
の
区
別
、
古
新
そ
れ
ぞ
れ
の
仲
間
が
あ
る
。
奈
良
晒

に
お
け
る
牙
婆
の
発
端
は
、
古
老
か
ら
伝
え
聞
い
た
。
慶
長
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
、
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
一

六
四
五
ま
で
は
、
生
布
の
生
産
は
婦
人
の
手
仕
事
で
行
い
、
品
質
な
ど
の
目
利
き
を
し
て
蔵
方
や
問
屋
に
売
っ
て
い
た

と
い
う
。
通
常
、
婦
人
が
織
屋
か
ら
売
り
に
持
っ
て
行
っ
た
が
、
自
分
目
当
て
に
来
る
の
を
嫌
う
女
房
な
ど
は
、
老
女

な
ど
に
頼
ん
で
売
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
牙
婆
が
織
屋
何
軒
か
の
生
布
を
預
か
っ
て
代
金
を
少
し
ず
つ
貰
う
よ

う
に
な
り
、
終
い
に
は
、
生
平
牙
婆
と
い
う
者
が
こ
の
世
に
現
れ
た
。
そ
の
後
、
問
屋
が
新
た
に
で
き
、
蔵
方
の
晒
布

を
問
屋
に
持
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
日
頃
そ
の
家
で
生
布
を
売
買
し
て
い
る
牙
婆
に
晒
の
製
作
も
さ
せ
、
此

の
時
か
ら
晒
専
門
の
牙
婆
が
十
一
軒
で
き
た
。
晒
蔵
方
、
問
屋
が
繁
盛
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
生
平
布
の
牙
婆

は
そ
れ
ぞ
れ
晒
牙
婆
に
変
化
し
て
、
二
〇
軒
あ
ま
り
が
徐
々
に
晒
牙
婆
へ
と
転
身
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
「
女
平
牙

婆
」
と
名
付
け
て
、
古
、
新
の
両
問
屋
仲
間
の
一
員
に
な
っ
た
と
い
う
。 
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牙
婆
の
形
態
風
俗
と
い
う
と
、
梅
染
の
布
の
前
掛
け
を
帯
び
て
、
晒
五
疋
が
入
っ
た
皮
籠
を
、
一
籠
か
ら
三
、
四
籠

ま
で
を
高
く
頭
の
上
に
積
み
上
げ
て
持
っ
て
い
る
。
練
磨
の
女
性
は
手
を
全
く
使
わ
ず
に
歩
き
、
雨
天
で
は
そ
の
上
に

大
き
な
露
地
笠
を
被
り
、
木
履
で
歩
く
。
皮
籠
を
頭
の
上
に
載
せ
な
い
時
で
も
、
こ
の
露
地
笠
を
被
り
、
傘
を
用
い
ず

に
往
来
す
る
。
そ
の
昔
、
牙
婆
の
大
多
数
が
四
十
歳
ほ
ど
の
老
婆
で
、
若
い
女
性
は
い
な
か
っ
た
。
晒
商
い
、
問
屋
が

繁
盛
す
る
に
従
っ
て
、
下
女
や
娘
な
ど
の
若
い
女
性
に
蔵
方
か
ら
皮
籠
を
運
ば
せ
る
よ
う
に
な
り
、
商
い
の
手
助
け
を

さ
せ
た
た
め
、
後
々
は
若
い
女
性
の
み
と
な
っ
た
。
牙
婆
の
賃
金
は
、
昔
か
ら
晒
布
一
疋
に
つ
き
二
分
と
定
め
て
あ
っ

た
が
、
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
に
問
屋
仲
間
の
手
数
料
が
銀
貨
一
歩
に
な
っ
た
後
は
牙
婆
の
賃
金
も
同

じ
く
銀
貨
一
歩
に
定
ま
っ
た
。 

貞
享
元
禄
年
、
御
公
用
の
晒
布
は
問
屋
仲
間
が
奉
行
所
に
持
っ
て
行
っ
て
い
た
が
、
初
め
は
牙
婆
も
奉
行
所
に
晒
を

持
ち
運
ん
で
い
た
た
め
、
幕
府
か
ら
の
恩
恵
を
有
難
く
思
っ
て
い
た
。
年
頭
や
八
朔
に
は
奉
行
所
へ
挨
拶
を
す
る
た

め
、
本
牙
婆
、
平
牙
婆
と
古
問
屋
、
新
問
屋
か
ら
老
女
が
二
人
ず
つ
出
向
き
、
銭
一
貫
文
ず
つ
差
し
上
げ
、
お
礼
と
し

た
。
そ
し
て
問
屋
は
そ
れ
ぞ
れ
生
平
布
を
大
量
に
買
い
、
晒
の
商
い
は
し
な
く
な
る
。
蔵
方
が
消
滅
し
た
時
期
か
ら
、

牙
婆
も
仕
事
が
な
く
な
り
、
各
地
で
商
売
を
し
た
り
、
機
を
織
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
元
文
年
頃
以
降
は
三
、

四
家
を
除
い
て
問
屋
に
出
る
牙
婆
は
極
め
て
珍
し
く
な
っ
た
。
本
当
に
こ
の
時
代
に
生
ま
れ
た
若
者
は
、
奈
良
に
住
ん

で
い
て
も
晒
皮
籠
を
頭
の
上
に
乗
せ
る
、
牙
婆
と
い
う
者
を
知
ら
な
い
時
代
と
な
っ
た
。
「
奈
良
の
飛
鳥
に
川
は
な
け
れ

ど
」
１
２

と
詠
ん
だ
が
、
晒
商
い
の
淵
瀬
が
無
常
に
変
わ
っ
て
い
く
の
も
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
定
め
な
の
だ
ろ

う
。 

 

〇
生
布
仲
買
商
始
並
び
に
数
合
頭

す
あ
い
が
し
ら

役
人
の
事 

〇
布
中
買
〈
那
加
賀
伊
〉 

仲
買
と
は
、
布
織
屋
や
田
舎
に
行
き
、
生
布
を
買
い
求
め
て
歩
き
回
り
、
そ
の
生
布
を
問

屋
や
蔵
方
に
売
る
商
人
の
こ
と
で
あ
る
。
織
屋
と
問
屋
と
の
中
間
で
商
い
を
す
る
た
め
、
俗
に
「
中
買
」
と

名
付
け
ら
れ
た
。 

生
布
の
仲
買
商
人
は
、
平
安
時
代
か
ら
続
く
名
前
で
あ
る
。
寛
永
年
の
中
頃
ま
で
は
、
仲
買
が
直
接
生
布
、
縷
布
を

織
屋
か
ら
問
屋
、
蔵
方
に
持
っ
て
い
く
か
、
牙
婆
な
ど
が
持
っ
て
き
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
織
屋
や
綛
屋
を
巡
っ

て
買
い
出
し
を
し
、
あ
る
い
は
大
通
り
の
小
店
な
ど
に
早
朝
に
仲
買
同
士
三
、
五
人
が
二
、
三
の
仲
間
ご
と
で
待
ち
合

わ
せ
、
田
舎
辺
り
か
ら
持
っ
て
く
る
商
人
か
ら
一
疋
二
疋
の
布
を
買
い
出
す
。
あ
る
い
は
、
織
屋
に
経
と
緯
を
渡
し
て

織
ら
せ
、
近
く
の
田
舎
の
家
を
廻
っ
て
買
い
出
し
な
ど
を
し
て
か
ら
、
問
屋
、
蔵
方
に
商
売
を
す
る
。
こ
の
時
代
に
は

問
屋
に
売
る
と
い
っ
て
も
、
仲
買
自
身
で
判
所
へ
持
っ
て
い
き
、
極
印
を
と
っ
て
売
り
先
に
渡
し
、
代
金
を
受
け
取
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
生
布
牙
婆
の
商
法
が
揺
ら
い
だ
た
め
、
次
第
に
男
子
の
商
法
に
移
り
変
わ
っ
て
、
男

の
仕
事
と
な
っ
た
。
生
布
仲
買
と
い
う
の
は
自
然
と
生
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
延
宝
年
頃
ま
で
は
縷
布
が
盛
況
で
平

布
は
少
な
か
っ
た
。
縷
生
布
の
多
く
は
田
舎
で
織
り
、
在
郷
町
の
縷
布
売
の
仲
買
へ
運
ん
だ
。
縷
布
を
大
皮
籠
に
入
れ

て
担
が
せ
、
夜
が
明
け
な
い
う
ち
に
奈
良
に
訪
れ
、
問
屋
、
蔵
方
な
ど
の
表
の
軒
下
で
明
る
く
な
る
の
を
待
っ
て
商
い

を
し
て
い
た
。
彼
ら
は
売
り
渡
し
に
よ
っ
て
代
金
を
受
け
取
る
と
直
に
帰
り
、
判
所
へ
は
そ
の
買
い
手
側
が
極
印
を
取
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り
に
行
っ
た
。
こ
れ
を
「
田
舎
中
買
」
と
い
い
、
こ
こ
奈
良
で
の
仲
買
と
は
商
法
が
異
な
っ
た
。
平
布
が
次
第
に
流
行

し
だ
し
て
か
ら
は
、
年
々
生
布
仲
買
商
人
が
増
加
し
、
し
ま
い
に
は
仲
買
仲
間
と
い
う
の
も
始
ま
っ
た
。
と
り
わ
け
、

問
屋
、
蔵
方
は
晒
を
買
わ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
生
布
で
調
達
す
る
時
代
に
移
り
変
わ
り
、
蔵
方
は
晒
商
を
や
め
て
、
生
布
の

仲
買
や
綛
屋
、
仕
立
屋
な
ど
に
転
身
し
た
た
め
、
ま
す
ま
す
仲
買
商
人
が
増
加
し
た
。
こ
の
時
よ
り
以
前
の
話
。
布
仲

買
は
男
子
の
仕
事
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
生
布
の
法
律
と
違
う
こ
と
が
あ
っ
た
り
、
問
屋
、
蔵
方
に
お
け
る
代
金
の
不

届
き
、
布
の
紛
失
な
ど
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
が
あ
っ
た
り
し
た
時
に
は
、
老
人
た
ち
や
優
秀
な
仲
買
で
そ
の
問
題
を
対
処

し
た
。
そ
の
過
程
で
自
然
と
仲
買
仲
間
が
定
ま
り
、
仲
間
を
統
率
す
る
代
表
者
の
よ
う
な
者
も
で
て
き
た
。
こ
れ
こ
そ

が
、
今
で
い
う
「
数
合
頭
」
の
起
こ
り
で
あ
る
。
数
合
頭
役
人
の
始
ま
り
は
、
中
坊
時
祐
殿
が
奈
良
奉
行
在
任
時
、
寛

文
五
年
（
一
六
六
五
）
四
月
四
日
に
許
可
が
下
り
、
東
向
中
町
扇
屋
善
左
衛
門
、
油
留
木
町
帯
屋
五
郎
兵
衛
、
後
藤
町

大
崎
半
兵
衛
、
の
三
人
が
数
合
頭
を
勤
め
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
数
合
頭
は
二
人
と
改
ま
り
、
今
御
門
町
□
□
□
□
□

油
坂
町
１
３

の
二
人
に
仲
買
が
銅
の
札
を
作
り
、
二
人
は
「
数
合
頭
」
と
い
う
三
字
を
彫
り
付
け
た
銅
の
札
を
腰
に
下
げ

た
。
ま
た
そ
の
後
元
禄
年
に
奈
良
奉
行
に
妻
木
頼
保
殿
が
在
任
し
て
い
た
時
代
、
数
合
頭
は
三
人
と
な
っ
て
、
元
興
寺

町
玉
屋
新
七
郎
、
鶴
福
院
町
綿
屋
久
兵
衛
、
鍋
屋
町
粕
屋
清
兵
衛
の
三
人
に
改
ま
っ
た
。
数
合
頭
は
毎
日
生
布
問
屋
の

町
々
を
巡
り
、
仲
買
の
非
礼
を
正
し
た
。
ま
た
、
問
屋
が
布
代
金
を
払
う
所
に
参
上
し
て
銀
子
を
と
り
、
天
秤
か
秤
に

入
れ
て
銀
を
鑑
定
し
、
軽
く
、
本
来
の
値
段
よ
り
少
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
問
屋
を
幕
府
に
訴
え
糺
明
し
、
生
布

の
商
売
を
止
め
る
な
ど
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
た
い
そ
う
権
力
を
振
う
こ
と
が
多
く
、
自
ら
が
奈
良
布
全
体
の
検
査
役

人
の
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
奈
良
生
布
の
商
い
の
総
売
り
上
げ
は
、
年
を
経
る
ご
と
に
激
減
し
、
問
屋
も
蔵
方
も

大
き
な
損
失
を
被
る
時
代
に
な
っ
た
。
生
布
の
仲
買
人
の
数
も
次
第
に
減
少
し
て
い
け
ば
、
享
保
年
間
（
一
七
一
六
～

一
七
三
六
）
頃
に
右
の
三
人
も
改
ま
り
、
二
人
に
勤
務
さ
せ
た
。
仲
買
仲
間
の
老
人
た
ち
、
三
、
四
〇
人
が
行
司
の
よ

う
に
仲
買
の
是
非
を
審
議
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
か
ら
、
数
合
頭
は
二
人
に
改
め
ら
れ
、
半
田
町
又
右
衛
門
と
北

室
町
清
兵
衛
が
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
の
後
、
延
享
年
間
（
一
七
四
四
～
一
七
四
八
）
に
右
の
両
人
を
改

め
て
高
天
市
町
吉
兵
衛
と
北
新
町
西
町
勘
兵
衛
の
二
人
に
変
わ
り
、
今
も
な
お
続
い
て
い
る
。
元
禄
年
に
三
人
に
数
合

頭
を
任
せ
て
か
ら
は
、
町
代
部
屋
の
小
使
役
人
の
給
料
を
仲
買
仲
間
が
賄
っ
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
の
、
毎
朝
数

合
頭
役
人
は
常
に
袴
で
町
中
を
巡
り
、
昼
に
は
町
代
部
屋
ま
で
出
勤
し
て
帰
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。 

生
布
仲
買
の
棟
梁
役
人
の
名
前
を
「
数
合
頭
」
と
名
付
け
た
こ
と
は
、
疑
問
に
思
う
。
奈
良
の
生
布
が
慶
長
年
間

（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
以
後
に
盛
ん
と
な
っ
た
時
代
で
は
、
元
々
織
屋
か
ら
生
布
を
直
接
持
っ
て
き
て
商
っ
て
い

た
。
あ
る
い
は
、
女
性
の
生
布
牙
婆
な
ど
が
商
う
こ
と
が
多
く
、
今
で
い
う
男
仲
買
が
来
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
と
い

う
。
こ
の
時
代
、
女
性
の
生
布
牙
婆
の
中
で
優
秀
な
者
を
「
牙 す

婆

頭

わ
い
が
し
ら

」
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
の
後
、
生
平
布
の
牙
婆
は

晒
布
の
牙
婆
に
な
り
、
男
性
の
生
布

儈
す
わ
い

は
生
布
仲
買
商
人
に
変
わ
っ
た
た
め
、
「
仲
買
頭
」
と
は
呼
ば
ず
に
以
前
か
ら

呼
ば
れ
て
き
た
「
牙
婆
頭
」
と
命
名
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
仲
買
仲
間
が
「
牙
婆
頭
」
の
文
字
を
嫌
っ
て
、
「
数
合

頭
」
の
三
字
に
書
き
換
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
漢
音
和
訓
が
混
雑
し
、
そ
れ
を
「
湯
桶

ユ

ト

ウ

」
と
読
む
よ
う
に
な
っ

た
。
「
数
合
頭
」
の
「
数
」
の
字
は
音
読
み
で
、
合
は
「
訓
読
み
」
で
あ
る
。
本
来
、
数
合
頭

す

ご

う

と

う

や
数

合

か
ず
あ
わ
せ

頭
が
し
ら

と
分
け
る
べ

き
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
は
拙
い
文
字
の
読
み
方
で
あ
る
。
「
数
合
頭
」
の
字
に
は
格
別
の
意
義
や
秘
話
が
あ
る
の
だ
ろ
う
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が
、
知
ら
な
い
。
後
学
と
考
え
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

〇
晒
屋
工
業
起
源
の
事 

奈
良
晒
が
佐
保
川
の
名
産
で
あ
る
由
来
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
昔
平
城
京
の
時
代
か
ら
、
こ
の
佐
保
川
に
布

を
晒
し
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
い
う
の
は
、
旧
都
の
条
里
や
土
地
を
熟
知
し
な
い
文
盲
の
考
え
で
あ

る
。
奈
良
の
生
布
が
織
広
ま
っ
た
の
は
、
天
正
年
頃
か
ら
盛
ん
に
商
売
が
さ
れ
て
か
ら
で
、
昔
か
ら
こ
の
佐
保
川
で
晒

布
を
こ
し
ら
え
た
と
い
っ
て
も
、
中
世
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
名
産
に
関
す
る
古
記
が
伝
え
る
こ
と
に
は
、
般
若
寺

村
、
川
上
村
な
ど
の
賤
民
の
女
性
が
晒
の
仕
事
を
勤
め
て
い
た
。
国
布
や
麻
布
、
手
織
の
調
布
を
区
別
な
く
佐
保
川
の

水
に
晒
し
、
佐
保
山
に
干
し
た
と
い
う
。
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
に
は
、
松
永
久
秀
公
が
多
聞
城
を
築
い
て
畿
内
で

権
力
を
奮
い
、
佐
保
姫
神
社
を
川
南
に
遷
し
た
。
さ
ら
に
、
佐
保
東
陵
、
光
明
皇
后
の
御
山
陵
を
破
却
し
、
般
若
寺
村

の
西
面
を
城
郭
の
大
手
口
惣
門
と
し
た
の
で
あ
る
。
東
南
は
北
佐
保
川
を
外
堀
要
害
と
し
て
、
筒
井
家
や
興
福
寺
の
大

衆
、
東
大
寺
な
ど
が
京
都
へ
の
通
路
を
塞
ぎ
、
信
貴
城
の
向
城
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
時
代
に
佐
保
川
辺
り
に
お

い
て
布
を
晒
す
民
家
の
仕
事
は
、
必
然
的
に
差
し
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
乱
世
の
時
代
で
は
、
暫
く
晒
産

業
が
断
絶
し
た
の
だ
ろ
う
。
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
十
月
十
日
の
夜
、
三
好
公
が
東
大
寺
大
仏
殿
に
陣
を
敷
い
た
の

を
、
松
永
公
は
夜
討
ち
に
し
、
兵
火
に
罹
っ
て
、
東
大
寺
諸
寺
院
、
般
若
寺
な
ど
が
こ
と
ご
と
く
灰
燼
と
な
っ
た
。
そ

の
上
般
若
坂
、
多
聞
城
辺
り
が
戦
場
に
な
っ
た
た
め
、
こ
の
佐
保
川
辺
り
の
般
若
寺
、
転
害
門
、
川
上
な
ど
広
範
囲
が

荒
廃
地
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
松
永
久
秀
・
久
通
父
子
が
信
貴
山
城
で
戦
死
し
て
滅
亡
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
信
長
公
が
多
聞
城
を
責
め
落
と
し
、
筒
井
順
慶
公
な
ど
に
命
じ
て
多
聞
城
を
制
圧
さ
せ
、
奈
良
に

平
和
が
訪
れ
た
。
佐
保
川
の
水
で
晒
を
作
る
こ
と
は
こ
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
、
天
正
年
間

（
一
五
七
三
～
一
五
九
三
）
に
藤
原
頼
長
卿
が
郡
山
に
城
郭
を
築
い
て
在
城
し
て
い
た
た
め
、
奈
良
晒
が
繁
盛
し
て
、

晒
産
業
の
家
が
般
若
寺
村
に
多
く
で
き
た
。
そ
の
後
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
に
は
奈
良
晒
布
御
公
用

に
お
け
る
尺
幅
に
つ
い
て
の
法
律
が
定
ま
っ
た
。
晒
の
賃
金
は
、
時
代
の
米
価
の
上
下
に
準
じ
て
幕
府
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
の
で
、
晒
布
の
商
売
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
に
は
、
江
戸
屋
岩
井

与
左
衛
門
に
命
じ
て
、
晒
し
た
後
の
布
に
「
南
都
改
」
と
い
う
三
文
字
の
朱
印
を
押
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
後
、
寛
永
年

間
（
一
六
二
四
～
一
六
四
五
）
、
中
坊
秀
政
殿
が
奈
良
奉
行
に
在
任
し
て
い
た
時
、
江
戸
屋
に
改
の
朱
印
を
押
さ
せ
る
の

を
停
め
さ
せ
た
。
般
若
寺
浦
の
晒
屋
仲
間
に
命
じ
て
朱
印
を
改
め
た
う
え
で
、
縷
晒
、
平
晒
の
寸
法
を
分
け
て
、
晒
屋

に
押
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
朱
印
押
役
人
の
判
形
「
ハ
ン
ニ
ャ
シ
卯
正
月
吉
旦
作
兵
衛
花
押
」
の
朱
印
も
こ
の
時
代
か
ら

始
ま
り
、
現
在
押
し
て
用
い
て
い
る
の
も
こ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
添
下
郡
疋
田
村
に
も
晒
屋
が
数
件
あ
る
が
、
般
若
寺

村
の
晒
屋
と
同
様
に
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
か
ら
晒
布
を
製
作
し
て
い
た
。
朱
印
も
般
若
寺
村
の
晒

屋
と
同
じ
よ
う
に
使
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
、
寛
文
年
、
延
宝
年
頃
に
晒
屋
産
業
の
規
模
は
膨
れ
上
が
っ

た
。
問
屋
が
蔵
方
の
仕
事
に
不
平
や
不
満
が
あ
る
場
合
に
は
、
晒
場
を
し
ば
し
ば
止
め
て
、
蔵
方
か
ら
預
か
っ
て
お
い

た
布
を
晒
さ
ず
、
何
日
も
作
業
を
投
げ
出
し
て
お
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
習
慣
を
俗
に
「
芝
止
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

問
屋
が
晒
布
の
完
成
を
延
長
す
る
た
め
、
差
支
え
が
出
て
蔵
方
の
商
売
に
害
が
多
く
及
ん
だ
。
そ
の
た
め
、
蔵
方
は
全
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体
で
奈
良
奉
行
の
溝
口
信
勝
殿
へ
願
い
出
て
、
新
た
に
晒
屋
の
株
三
軒
の
免
許
を
賜
り
、
一
之
井
川
の
際
に
新
た
な
晒

屋
三
軒
を
建
て
、
そ
の
川
水
に
晒
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
二
軒
は
般
若
寺
村
に
引
っ
越
し
た
が
、
清
三
郎
の
一
軒
は
今
な

お
一
之
井
に
あ
る
。
引
っ
越
し
た
一
軒
は
、
般
若
寺
村
の
晒
屋
孫
四
郎
で
あ
る
。
今
株
は
、
晒
屋
仲
間
の
預
か
り
と
な

っ
て
い
る
。
昔
か
ら
水
門
村
の
晒
屋
は
、
般
若
寺
村
の
晒
屋
仲
間
と
し
て
昔
か
ら
水
門
に
居
住
し
て
い
る
。
元
禄
年
間

（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
ま
で
は
般
若
寺
村
、
水
門
村
、
一
之
井
村
、
疋
田
村
四
カ
所
の
晒
屋
は
都
合
二
六
軒
で
あ

っ
た
。
法
律
の
通
り
、
極
印
の
な
い
生
布
を
晒
さ
ず
、
揉
屋
が
五
軒
あ
り
、
生
布
の
形
を
整
え
る
仕
立
て
の
み
を
仕
事

と
し
た
。
元
禄
年
に
揉
屋
仲
間
は
改
め
て
幕
府
に
上
申
し
た
。
四
尺
切
晒
や
半
晒
縞
、
手
織
や
国
布
な
ど
、
判
の
な
い

調
布
を
上
晒
と
し
て
製
作
す
る
こ
と
を
願
い
出
で
、
免
許
を
賜
っ
た
。
年
を
追
う
ご
と
に
繁
盛
し
て
い
く
と
、
紀
寺

町
、
肘
塚
町
、
永
井
村
、
古
市
村
な
ど
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
飯
合
川
、
能
登
川
の
水
に
晒
し
、
あ
る

い
は
湧
水
を
掘
っ
て
晒
の
仕
事
を
営
む
よ
う
に
な
っ
た
。
現
存
し
て
い
る
の
は
こ
の
業
態
で
あ
る
。 

晒
賃
金
の
価
格
は
、
米
の
値
段
の
高
下
に
応
じ
て
変
動
し
、
値
段
の
高
下
は
晒
屋
仲
間
、
問
屋
、
蔵
方
、
仲
買
全
員

の
評
議
の
上
で
、
晒
屋
か
ら
幕
府
へ
上
申
す
る
。
賃
金
の
値
段
を
定
め
る
許
し
が
得
ら
れ
る
と
、
奈
良
町
中
に
値
段
の

御
触
れ
が
で
る
。
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

 

〇
晒
賃
銀
並
び
に
米
価
高
下
年
譜 

〇
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
か
ら
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
ま
で
の
二
十
年
間
で
、
晒
賃
は
米
五
升
だ
っ
た
が
、
そ
の
年

の
三
月
十
日
か
ら
晒
賃
金
の
み
に
な
る
。
米
一
石
は
一
五
、
六
匁
く
ら
い
で
あ
る
と
い
う
。 

 

平
布
晒
賃
一
匁 

 

縷
布
晒
賃
九
分 

正
保
二
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

米
価
二
七
、
八
匁 

同
四
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

米
価
二
十
三
匁 

慶
安
四
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

米
価
二
七
、
八
匁
か
ら
四
〇
匁
ま
で 

万
治
二
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

米
価
四
六
匁
程 

万
治
三
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

米
価
五
五
匁
ほ
ど 

寛
文
二
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

米
価
四
一
匁
ほ
ど 

寛
文
三
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

米
価
四
五
匁
ほ
ど 

寛
文
四
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

米
価
六
〇
匁
ほ
ど 

寛
文
十
二
、
三
年
ま
で
米
の
値
段
は
一
石
あ
た
り
六
〇
匁
ほ
ど 

こ
の
時
の
米
一
石
あ
た
り
二
十
三
匁 

平 

一
匁
二
分 

縷 

一
匁
一
分 

平 

一
匁 

縷 

九
分 

平 

一
匁
二
分 

縷 

一
匁
一
分 

平 

一
匁
五
分 

縷 

一
匁
四
分 

平 

一
匁
七
分
五
厘 

縷 

一
匁
六
分
五
厘 

平 

（
原
本
欠
字
） 

縷 平 

（
原
本
欠
字
） 

縷 平 

一
匁
八
分 

縷 

一
匁
七
分 

 



24 

 

延
宝
二
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

米
価
八
〇
匁
ほ
ど 

延
宝
三
年 

同
様 

米
価
百
匁
ほ
ど
に
上
が
る 

天
和
元
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

米
価
五
〇
匁
ほ
ど 

貞
享
元
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

米
価
四
五
匁
ほ
ど 

貞
享
四
年 

平 

一
匁
六
分 

 

米
価
六
〇
匁
ほ
ど 

元
禄
六
年 

平 

一
匁
七
分 

 
米
価
四
七
、
八
匁
、
お
よ
そ
五
〇
匁 

元
禄
九
年 

平 

一
匁
七
分
五
厘 

米
価
八
〇
匁
ほ
ど 

元
禄
一
四
年 

同
様 

 
 

 
 

米
価
八
〇
匁
ほ
ど 

元
禄
一
六
年 

平 

一
匁
八
分 

米
価
八
七
、
八
匁
ほ
ど 

寛
永
元
年
正
月 

 
 

 
 

 
 

米
価
七
三
、
四
匁
ほ
ど 

寛
永
二
年
十
二
月 

 
 

 
 

 
 

米
価
六
四
、
五
匁
ほ
ど 

正
徳
二
年
六
月 

 
 

 
 

 
 

米
価
九
三
、
四
匁
ほ
ど 

正
徳
三
年
五
月 

平 

三
匁 

 

米
価
一
六
二
匁
ほ
ど 

正
徳
三
年
十
二
月 

 
 

 
 

 

米
価
一
四
三
、
四
匁
ほ
ど 

正
徳
四
年
十
二
月 

 
 

 
 

 

米
価
二
〇
〇
匁
前
後
、
二
三
〇
匁
ま
で
上
が
る 

正
徳
五
年
春 

平 

三
匁
六
分 

米
価
一
七
六
、
七
匁 

正
徳
五
年 

平 

三
匁 

 
 

 

米
価
一
一
〇
匁
ほ
ど 

正
徳
六
年 

平 

三
匁
五
分 

 

米
価
一
四
〇
匁
ほ
ど 

享
保
三
年
冬
新
銀
で
米
価
三
三
匁
ほ
ど
に
な
る 

宝
永
四
ツ
宝
丁
銀
に
お
い
て
は
米
価
一
三
〇
匁
ほ
ど 

享
保
四
年 

平
晒
代
金
一
匁
六
分 

七
月
新
銀
で
米
価
四
〇
匁
ほ
ど 

同
年
冬 

米
価
四
五
匁
ほ
ど 

こ
れ
以
降
の
晒
代
金
及
び
米
の
値
段
は
、
近
年
の
こ
と
な
の
で
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
、
記
す
ま
で
も
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、

こ
れ
を
略
す
。 

元
禄
晩
年
、
寛
永
年
頃
か
ら
縷
布
晒
が
世
の
中
で
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
年
々
減
少
し
て
断
絶
と
な
っ
た
。
平
布

晒
ば
か
り
を
多
く
晒
す
よ
う
に
変
わ
っ
た
が
、
晒
代
の
値
段
の
高
下
の
御
触
が
出
た
時
は
、
縷
晒
代
金
の
方
が
一
分
違
い
で

安
く
、
こ
れ
を
も
っ
て
昔
か
ら
の
法
律
と
な
っ
た
。 

〇
大
体
、
晒
産
業
は
山
川
の
清
い
湧
水
を
受
け
る
と
こ
ろ
で
行
う
か
、
湧
水
を
出
し
て
行
う
。
松
の
木
の
大
き
な
臼
を
川
際

平 

一
匁
八
分 

縷 

一
匁
七
分 

平 

一
匁
六
分 

縷 

一
匁
七
分 

平 
一
匁
四
分 

縷 

一
匁
三
分 

（
原
本
欠
字
） 

（
原
本
欠
字
） 

平 

二
匁
五
分 

縷 

二
匁
四
分 

（
原
本
欠
字
） 

七
月
盆
前
ま
で

は
米
価
一
五
〇

匁
ほ
ど 

 



25 

 

に
置
き
、
楡
の
木
の
槌
で
布
を
叩
い
て
晒
し
、
芝
生
の
上
に
並
べ
て
干
て
、
灰
汁
を
播
い
て
日
に
晒
す
。
そ
の
後
、
大
釜
に

布
を
入
れ
て
灰
汁
で
何
度
か
煮
詰
め
る
。
一
釜
で
六
〇
疋
煮
る
の
を
決
ま
り
と
す
る
。
釜
の
下
の
薪
と
し
て
は
藁
を
使
う
。

そ
の
灰
を
取
っ
て
灰
汁
を
増
す
た
め
で
あ
る
。
晒
を
作
っ
た
後
、
張
干
し
に
は
高
さ
約
六
尺
ほ
ど
の
、
左
右
に
丸
い
穴
を
空

け
た
大
竹
を
二
本
ず
つ
使
う
。
そ
の
穴
に
は
小
竹
を
横
に
入
れ
、
車
が
回
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。
こ
の
棚
に
晒
を
一
疋
ず
つ

敷
き
、
何
疋
も
の
晒
を
竹
の
間
に
通
し
て
乾
か
す
。
そ
の
後
、
晒
を
畳
み
、
中
ほ
ど
を
藁
で
横
に
結
び
、
吉
野
紙
を
一
枚
ず

つ
晒
の
上
に
挟
む
。
晒
朱
印
は
、
晒
屋
仲
間
の
判
押
役
で
あ
る
作
兵
衛
が
各
晒
屋
を
廻
り
、
朱
印
と
自
分
の
朱
判
を
押
す
。

晒
屋
銘
々
の
小
さ
な
朱
印
は
、
晒
を
畳
ん
だ
裏
側
織
留
め
の
際
に
押
す
。
釜
屋
に
は
大
竈
に
大
釜
を
沢
山
並
べ
、
朝
か
ら
暮

れ
ま
で
こ
れ
を
焚
き
、
下
男
、
使
用
人
、
日
雇
い
の
者
数
十
人
を
抱
え
、
賑
や
か
に
仕
事
を
す
る
。
詳
細
は
、
皆
が
知
る
と

こ
ろ
で
、
新
た
に
記
す
ま
で
も
な
い
た
め
、
こ
れ
を
略
す
。
但
し
、
昔
は
人
の
心
が
実
直
で
あ
っ
た
た
め
、
生
布
の
織
り
方

が
丁
寧
で
、
経
緯
の
糸
筋
が
多
く
布
地
が
厚
か
っ
た
た
め
、
晒
し
上
が
っ
た
時
は
日
数
を
経
て
白
色
が
鮮
や
か
に
な
っ
た
と

い
う
。
近
年
は
、
全
て
の
生
布
の
織
り
方
が
殊
の
ほ
か
粗
末
で
、
経
糸
の
長
さ
を
減
ら
し
、
緯
糸
も
経
糸
の
よ
う
前
に
寄
せ

ず
網
の
よ
う
に
並
べ
て
織
る
。
生
布
で
は
見
栄
え
が
良
い
け
れ
ど
も
、
布
地
が
薄
く
、
糸
数
も
不
足
し
て
い
る
た
め
、
早
く

晒
し
上
が
り
、
波
や
撚
れ
が
多
く
、
透
き
通
っ
て
薄
物
の
よ
う
に
な
り
、
身
幅
も
縮
ん
で
狭
く
、
古
風
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
時
々
の
風
俗
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
名
産
の
恥
で
あ
る
。
し
か
し
、
晒
産
業
は
年
を
追
う
ご
と
に
技
術
が
向
上
し
、
白
さ

と
光
沢
に
お
い
て
は
昔
に
勝
り
、
他
国
よ
り
優
れ
た
名
品
で
、
風
土
の
天
性
を
愛
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。 

享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
総
晒
屋
軒
数 

一 

晒
屋
一
軒 

水
門
村 

一 

晒
屋
一
軒 

市
之
井 

一 

晒
屋
九
軒 

添
下
郡
疋
田
村 

一 

晒
屋
五
軒 

般
若
寺
村 

一 

揉
屋
六
軒 

紀
寺
町
肘
塚
町
の
所
々
に
あ
り 

以
上 

 

〇
奈
良
上

か
み

機
布
目
度
経
緯

め

ど

た

て

よ

こ

の
事 

〇
上
機
布
の
目
安 

〇
経 

四
八
度 

 

重
量
一
二
〇
匁 

升
よ
み 

九
算
六
合 

一
羽
、
三
八
四
本
の
中
に
二
本
ず
つ
の
経
糸
が
通
る 

〇
緯 

経
に
合
わ
せ
て 

重
量
一
二
〇
匁
の
布
を
織
る
。 

「
緯
経
に
合
う
」
と
い
う
の
は
、
掛
目
一
〇
に
対
し
て
四
〇
丈
あ
る
こ
と
を
い
う
。 

〇
度
と
い
う
の
は
、
経
の
糸
の
長
さ
を
計
る
こ
と
。 

〇
升
と
い
う
の
は
、
経
の
糸
筋
の
数
を
計
る
こ
と
。 

〇
一
羽
と
い
う
の
は
、
奥
の
経
糸
と
手
前
の
経
糸
を
合
わ
せ
た
も
ろ
羽
（
交
糸
）
の
こ
と
。 
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右
の
説
明
は
、
上
機
布
の
目
安
で
、
糸
の
粗
細
に
応
じ
て
こ
の
目
安
か
ら
推
察
し
て
重
さ
や
升
度
の
増
減
を
す
る
。
そ
の
と

き
は
強
弱
の
違
い
な
く
効
果
的
に
仕
上
げ
る
の
が
良
い
。
増
減
の
仕
方
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

〇
度 

升 
羽
の
発
祥 

      

図
を
左
に
書
く
。
１
４ 

      

尺
は
、
呉
服
尺
、
曲
尺
に
合
う
呉
服
尺
、
曲
尺
の
事
例
を
書
き
記
す
。 

  

こ
の
よ
う
に
、
一
つ
を
二
つ
に
分
け
、
二
つ
を
四
つ
に
分
け
、
八
つ
を
一
六
に
分
け
る
と
、
自
然
と
数
が
合
う
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
か
ら
推
察
し
、
経
糸
を
引
き
揃
え
る
と
き
は
本
数
を
重
ね
る
。
粗
細
の
限
度
は
、
三
二
度
か
ら
六
四
度
ま
で
で
あ

る
。
こ
の
中
間
の
四
八
度
を
目
安
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。 

〇
糸
の
粗
細
よ
る
増
減
の
方
法 

度
数
を
少
し
粗
く
し
、
一
度
減
ら
す
場
合
は
、
目
安
の
重
さ
に
一
匁
半
を
加
え
、
一
二
一
匁
半
と
す
る
。
度
数
を
少
し
細

か
く
し
、
一
度
増
す
場
合
は
、
目
安
の
重
さ
一
二
〇
匁
の
う
ち
一
匁
半
を
減
ら
し
て
一
一
八
匁
五
分
と
す
る
。
細
め
の
限
度

は
六
四
度
、
重
さ
九
六
匁
ま
で
で
、
粗
め
の
限
度
は
三
二
度
、
重
さ
一
四
〇
匁
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
他
は
こ
れ
に
倣
っ
て
調

整
す
る
。
こ
の
度
数
を
過
ぎ
た
と
き
は
、
麻
苧
の
細
か
さ
や
強
度
が
無
く
な
り
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。 

〇
四
尺
切
の
発
祥 

右
の
目
安
、
六
丈
二
尺
五
寸
の
経
で
、
目
安
の
法
に
従
っ
た
緯
を
織
る
時
、
九
寸
六
歩
縮
む
。
織
り
出
し
と
織
留
め
の
一

尺
を
除
く
と
、
呉
服
尺
で
六
丈
五
寸
と
な
る
。
こ
れ
を
御
定
尺
で
切
る
と
き
は
、
四
尺
ほ
ど
に
切
り
出
す
。 

こ
れ
は
、
神
機
布
の
古
い
方
法
が
伝
え
残
っ
て
い
る
証
明
に
な
る
。 

   

〇 

初
め 
百
丈 

 
 

 

〇 

二
切 

五
〇
丈 

 
 

〇 

三
切 

二
五
丈 

 
 

 

曲
尺
で
一
二
〇
丈 

 
 

 
 

 

同
六
〇
丈 

 
 

 
 

 
 

同
三
〇
丈 

 

〇 

四
切 

十
二
丈
五
尺 

 
 

〇 

五
切 

六
丈
二
尺
五
寸 

 
 

曲
尺
で
一
五
丈 

 
 

 
 

 
 

同
七
丈
五
尺 
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〇
機
の
法 

奥
が
高
く
、
手
前
が
低
く
、
三
分
割
に
す
る
と
一
が
手
前
、
二
が
奥
と
な
る
。 

こ
の
よ
う
に
緯
を
織
っ
て
平
に
す
れ
ば
、
肩
に
流
れ
て
図
の
よ
う
に
な
り
、
表
面
を
覆
う
こ
と
が
で
き
る
。
経
緯

も
度
数
を
刻
み
、
そ
の
法
に
基
づ
い
て
織
る
時
は
、
奥
に
行
く
経
糸
は
浮
か
せ
て
表
で
整
え
、
手
前
に
来
る
糸
は

裏
を
整
え
る
。
緯
も
同
様
に
、
左
へ
行
く
糸
は
表
を
整
え
て
、
左
か
ら
右
に
来
る
糸
は
裏
を
整
え
る
。 

〇
布
幅 

御
定
法
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
記
す
。 

布
を
整
え
る
に
あ
た
っ
て
、
升
の
一
合
は
、
一
歩
に
お
け
る
密
度
で
あ
る
こ
と
を
目
安
と
し
て
知
る
必
要
が
あ
る
。
四
八

本
縮
み
、
経
糸
緯
糸
を
合
わ
せ
る
と
九
六
本
縮
む
。 

〇
綛
の
法
１
５ 

四
八
〇
〇
丈 

こ
れ
は
、
四
八
度
の
布
の
糸
を
一
筋
に
し
た
と
き
の
長
さ
で
あ
る
。 

〇
三
十
綛
物 

一
綛
あ
た
り
一
六
〇
丈 

〇
四
十
綛
物 

一
綛
あ
た
り
一
二
〇
丈 

〇
五
十
綛
物 

一
綛
あ
た
り
九
六
丈 

右
の
綛
物
の
張
（
尺
）
の
長
さ
、
糸
口
の
数
を
、
現
在
形
の
残
る
限
り
左
に
書
き
ま
と
め
る
。 

〇
張
長
け
一
尺
六
寸 

三
十
綛
物
の
糸
の
全
長
四
八
〇
〇
丈 

糸
口
数
が
二
五
で
二
〇
ひ
び
り
の
も
の
。 

こ
れ
を
田
原
本
口
と
い
う
。 

〇
張
長
け
一
尺
六
寸 

四
十
綛
物
の
糸
の
全
長
四
八
〇
〇
丈 

糸
口
数
が
二
〇
で
二
〇
ひ
び
り
の
も
の 

こ
れ
を
今
井
口
と
い
う
。 

〇
張
長
け
一
尺
六
寸 

五
十
綛
物
の
糸
の
全
長
四
八
〇
〇
丈 

糸
口
数
が
一
五
で
二
〇
ひ
び
り
の
も
の
。 

こ
れ
を
櫻
井
口
と
い
う
。 

右
は
、
目
安
の
法
に
合
わ
せ
た
。
綛
物
の
張
の
長
さ
と
糸
口
数
は
、
昔
の
名
残
を
残
し
た
価
と
な
っ
て
い
る
。 

〇
張
り
長
け
一
尺
七
寸
五
分 

三
十
綛
物
の
糸
の
全
長
四
八
〇
〇
丈 

 

糸
口
数
が
十
三
で
四
ひ
び
り
の
も
の 

合
口
数
が
三 

 

糸
口
数
が
一
四
で
二
ひ
び
り
の
も
の
、
合
口
数
が
二
〇 

 

糸
口
数
が
二
七
で
一
四
ひ
び
り
の
も
の
。 

右
の
よ
う
に
、
昔
は
綛
糸
を
滞
り
な
く
先
端
か
ら
末
端
ま
で
、
度
数
を
布
の
糸
の
長
さ
に
合
わ
せ
て
績
み
紡
い
で
い
た
。

し
か
し
、
近
年
は
績
み
紡
ぐ
こ
と
も
大
変
粗
末
に
な
っ
て
、
支
障
が
多
く
な
っ
た
。
そ
の
上
に
、
張
の
長
さ
を
縮
め
て
糸
口

数
も
減
ら
し
た
。
四
十
綛
物
と
五
十
綛
物
を
混
同
し
、
売
買
を
す
る
と
き
に
は
三
十
綛
物
や
四
十
綛
物
と
偽
っ
て
、
布
に
悪

影
響
を
与
え
る
こ
と
も
多
い
。 

右
に
書
い
た
の
は
大
和
の
あ
ち
こ
ち
に
残
る
風
習
の
こ
と
で
あ
る
。
今
外
国
か
ら
こ
の
奈
良
に
来
る
綛
を
見
る
と
、
一
つ

と
し
て
神
機
布
に
用
い
る
た
め
の
張
糸
口
が
な
い
。
大
和
の
綛
法
に
従
っ
て
、
作
っ
て
く
る
と
き
は
こ
の
張
糸
口
の
あ
る
も

の
を
持
っ
て
き
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
考
慮
し
て
み
れ
ば
、
神
機
布
と
い
う
の
は
大
和
国
の
中
で
も
と
り
わ
け

〈
こ
れ
を
奥
留
口
と
い
う
。
大
体
八
十
年
前

に
、
奥
留
村
と
い
う
と
こ
ろ
で
始
ま
る
〉 
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奈
良
に
限
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
山
城
、
河
内
、
伊
賀
、
加
賀
の
綛
を
よ
く
よ
く
見
る
と
、
下
機
（
異
国
機
）
の
製
法
で

あ
る
。 

〇
布
織 
昔
は
筬
を
つ
る
こ
と
な
く
、
筬
の
枠
を
掌
に
あ
て
て
握
り
、
ひ
と
打
ち
ひ
と
打
ち
定
め
て
緯
を
打
ち
つ
け
て
い
た
。 

〇
細
貲

さ

い

み 

昔
は
糸
全
体
に
布
苔
を
塗
り
、
細
掻
を
用
い
て
糸
筋
を
分
け
て
い
た
。
そ
の
経
糸
は
績
ん
で
紡
ぐ
の
を
円
滑
に
さ

せ
た
。 

〇
綣

へ
そ 

 

昔
は
左
の
手
に
竹
の
管
を
用
い
て
竹
巻
と
し
、
右
の
手
の
内
に
布
巾
に
布
苔
を
包
み
、
糸
を
通
し
て
巻
い
て
績
む

の
を
円
滑
に
さ
せ
た
。 

今
の
綣
車
と
い
う
も
の
は
、
延
宝
天
和
年
頃
に
始
め
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

〇
当
時
、「
ろ
あ
ぜ
」「
こ
め
あ
ぜ
」
と
い
う
の
は
呼
び
方
の
違
い
が
あ
る
が
「
度 ど

あ
ぜ
」
、
た
だ
「
あ
ぜ
」
と
呼
ぶ
の
が
近
い

発
音
に
聞
こ
え
る
。
ま
た
、
「
へ
す
り
革
」
と
い
う
の
は
糸 し

文
ど
り

革
か
わ

の
こ
と
に
違
い
な
い
。 

〇
布
曝 

そ
の
年
の
早
稲
が
で
き
て
か
ら
、
そ
の
藁
の
灰
汁
を
と
っ
て
使
い
、
日
を
こ
め
て
晒
す
の
を
よ
し
と
す
る
。 

右
の
綛
、
緯
、
匁
、
度
な
ど
の
詳
細
を
考
証
し
た
書
は
、
纑
屋
四
郎
兵
衛
と
い
う
人
の
記
録
で
あ
る
。
今
そ
の
内
容
を
か

い
つ
ま
ん
で
こ
こ
に
記
載
し
た
。 

 

こ
の
『
奈
良
曝
布
古
今
俚
諺
集
一
巻
』
は
、
見
聞
き
に
及
ぶ
と
こ
ろ
に
愚
案
を
加
え
、
旧
書
に
出
典
を
求
め
る
も
の
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
を
記
載
し
て
証
拠
と
す
る
。
奈
良
の
博
識
広
才
の
後
学
に
お
い
て
改
正
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
私
の
わ
ず
か
な

志
の
本
望
で
あ
る
。 

爾
時
延
享
戊
辰
（
一
七
四
八
）
年
六
月
吉
旦 

三
枝
散
人 

古
道
曼
誌 

印 
 

 

印 

  

奈
良
曝
布
古
今
俚
諺
集
終 

 

１

『
徳
川
時
代
商
業
叢
書
第
一
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
三
）
。
原
文
に
お
け
る
注
釈
は
、
「
〈
〉
」
内
に
示
し
た
。 

２ 

原
文
「
大
和
大
納
言
豊
臣
頼
（
秀
カ
）
長
卿
」
。 

３ 

京
都
所
司
代
に
在
任
。 

４ 

別
名
清
右
衛
門
。
堺
奉
行
に
在
任
。
原
文
「
堺
淸
左
衞
門
殿
」
と
あ
る
が
、
元
和
五
年
に
初
代
大
坂
町
奉
行
に
就
任
し

た
嶋
田
直
時
（
別
名
清
左
衛
門
）
と
混
同
か
。
更
な
る
考
証
が
求
め
ら
れ
る
。 

５ 

東
市
正
。
摂
津
国
、
河
内
国
、
和
泉
国
の
国
奉
行
を
勤
め
た
。 

６ 

反
切
と
い
う
漢
字
の
発
音
を
示
す
方
法
を
用
い
て
い
る
。 

７

「
本
朝
式
」
に
は
諸
説
あ
り
、
弘
仁
式
、
貞
観
式
、
延
喜
式
で
そ
れ
ぞ
れ
説
が
分
か
れ
て
い
る
。 

８

も
じ
り
、
糸
綜
絖
（
い
と
ぞ
う
こ
う
）
の
こ
と
。 

平
織
り
の
場
合
、
経
糸
を
通
し
た
も
じ
り
の
下
に
ひ
も
を
つ
け
て
踏
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木
を
右
足
、
左
足
と
交
互
に
踏
む
と
縦
糸
も
交
互
に
上
下
す
る
。
織
機
に
経
糸
を
張
る
時
、
縦
糸
を
一
本
ず
つ
も
じ
り
の
糸

の
間
に
経
糸
を
通
す
。 

９ 

男
性
の
仲
買
人
の
こ
と
。 

１
０ 

在
原
業
平
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
」
よ
り
。 

１
１ 

原
文
「
く
ゝ
し
模
様
」
。
「
古
風
な
格
子
縞
」
の
対
比
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
括
る
動
作
を
表
し
た
も
の
と

し
て
「
絣
模
様
」
と
訳
し
た
。 

１
２ 

『
古
今
和
歌
集
』
「
世
の
中
は
何
か
常
な
る
飛
鳥
川
昨
日
の
淵
ぞ
今
日
は
瀬
に
な
る
」
よ
り
。 

１
３ 

原
文
欠
字 

１
４ 

『
徳
川
時
代
商
業
叢
書
第
一
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
三
）
、
一
五
二
頁
か
ら
引
用
。
百
丈
は
一
疋
の
長
さ
で
一
六
本

に
分
け
る
が
、
こ
の
一
六
本
が
一
度
で
あ
る
。
四
八
度
の
も
の
を
織
る
時
は
、
一
六
（
一
度
）×

四
八
度
＝
七
六
八
本
の
経

糸
本
数
が
必
要
で
あ
る
。
本
文
に
あ
る
麤
の
三
二
度
は
一
六
本
（
一
度
）×

三
二
度
＝
五
一
二
本
で
あ
る
。
精
の
六
四
度
は

一
六
本
（
一
度
）×

六
四
＝
一
〇
二
四
本
で
あ
る
。 

１
５ 

三
〇
綛
の
場
合
、
一
綛
の
長
さ
が
一
六
〇
丈
で
三
〇
綛×
一
六
〇
丈
＝
四
八
〇
〇
丈
。
四
〇
綛
の
場
合
、
一
綛
の
長
さ

が
一
二
〇
丈
で
四
〇
綛×

一
二
〇
丈
＝
四
八
〇
〇
丈
。
五
〇
綛
の
場
合
、
一
綛
の
長
さ
が
九
六
丈
で
五
〇
綛×

九
六
丈
＝
四

八
〇
〇
丈
。
田
原
本
口
の
場
合
、
〇
．
一
六
尺×

二
＝
〇
．
三
二
尺
、
〇
．
三
二
尺×

二
五
回
＝
八
、
八×

二
〇
ひ
び
り
＝
一

六
〇
、
一
六
〇×

三
〇
綛
＝
四
八
〇
〇
丈
。
今
井
口
の
場
合
、
〇
．
十
六
尺×

二
＝
〇
．
三
二
尺
、
〇
．
三
二×

二
〇
回
＝

六
．
四
、
六
．
四×

二
〇
ひ
び
り
＝
一
二
八
、
一
二
八×

四
〇
綛
＝
五
一
二
〇
丈
。
櫻
井
口
の
場
合
、
〇
．
一
六
尺×

二
＝

〇
．
三
二
尺
、
〇
．
三
二×

一
五
回
＝
四
．
八
、
四
．
八×

二
〇
ひ
び
り
＝
九
六
、
九
六×

五
〇
綛
＝
四
八
〇
〇
丈
。
奥
留
口

の
場
合
、
〇
．
一
七
五
尺×

二
＝
〇
．
三
五
尺
、
一
三×

四
ひ
び
り
＝
五
二
、
一
四×
二
ひ
び
り
＝
二
八
、
二
七×

一
四
ひ
び

り
＝
三
七
八
、
五
二
＋
二
八
＋
三
七
八
＝
四
五
八
、
四
＋
二
＋
一
四
＝
二
〇
、
四
五
八÷
二
〇
＝
二
二
．
九
、
〇
．
三
五
尺

×

二
二
．
九
＝
八
．
〇
一
五
、
八
．
〇
一
五×

二
〇
＝
一
六
〇
．
三
、
一
六
〇
．
三×

三
〇
綛
＝
四
八
〇
九
丈
。 

  


