
立
命
館
経
済
学
（
察
五
巻
・
第
二
暑
）

八
（
一
六
二
）

近
世
に
お
け
る
都
市
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
富

京
都
と
西
岡
地
帯
に
括
け
る
農
業
経
営
の
場
合

足
　
　
立

政
　
　
男

　
　
　
　
　
　
　
ば
　
し
　
が
　
き

　
凡
そ
農
業
の
生
産
に
お
い
て
肥
料
が
重
要
か
つ
必
需
的
底
一
大
要
素
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
つ
ま
で
も
放
い
事
実
で
あ
る
。
今
日

で
は
化
学
肥
料
の
歎
異
的
た
発
達
の
緒
果
、
こ
れ
が
農
業
生
産
の
過
剰
、
農
業
恐
跣
の
要
因
と
す
ら
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
で
あ
る
。

湯
呑
茶
碇
一
杯
の
尿
素
は
大
担
桶
一
杯
の
扉
尿
の
成
分
に
匹
敵
す
る
と
い
わ
れ
、
化
学
肥
料
の
進
出
と
そ
の
依
存
度
は
実
に
目
覚
し

い
も
の
が
あ
る
が
、
し
か
し
一
歩
近
世
の
農
業
に
足
を
踏
み
入
れ
ん
か
、
そ
こ
に
は
全
く
原
始
的
な
自
給
肥
料
が
大
半
を
占
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
「
却
ち
山
に
寄
る
地
は
色
ヵ
の
木
の
葉
を
と
る
。
藤
の
若
葉
在
ど
一
入
よ
し
。
里
に
は
え
ん
ど
う
苗
代
大
根
な
ど
作

っ
て
ご
や
し
と
す
。
海
に
臨
む
所
は
青
さ
ん
、
手
こ
し
、
た
れ
こ
の
類
、
色
六
似
海
草
貝
類
を
え
て
こ
や
し
と
す
。
己
も
用
い
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
一
）

も
売
る
。
船
を
持
っ
て
取
る
も
あ
り
、
筏
に
し
て
引
も
有
り
、
い
す
れ
際
あ
り
と
は
見
え
す
」
と
か
「
叉
城
下
六
六
の
近
隣
は
舟
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
二
）

て
こ
や
し
を
取
っ
て
苗
代
よ
り
用
う
る
な
り
。
」
　
と
か
当
時
の
肥
料
事
借
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
所
を
見
て
も
、
自
給
肥
料
が
重
要
な

地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



　
十
七
世
紀
後
半
に
な
っ
て
始
め
て
自
給
肥
料
を
こ
え
た
購
入
肥
料
が
出
現
し
て
来
て
肥
料
の
分
野
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
干
鰯
．
油
か
す
．
酒
か
す
な
ど
の
金
肥
が
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
。
ご
の
自
給
肥
料
か
ら
購
入
肥
料
た
る
金

肥
に
移
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
薪
田
開
発
に
よ
る
秣
場
の
減
少
で
自
絵
肥
料
の
確
保
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
て
ご
れ
に
つ
い

て
も
「
夫
れ
田
地
を
作
る
の
糞
し
、
山
よ
り
原
に
重
る
所
は
、
秣
を
専
ら
苅
用
て
田
地
を
作
る
な
れ
ぱ
、
郷
村
第
一
秣
場
の
次
第
を

以
て
其
地
の
善
悪
を
弁
べ
し
、
近
年
段
六
薪
田
新
発
に
成
尽
し
て
草
一
本
を
ば
毛
を
抜
く
ご
と
く
大
切
に
し
て
も
、
年
中
田
地
へ
入

る
る
程
の
秣
た
く
は
へ
兼
る
村
共
有
レ
之
、
古
し
え
よ
り
秣
の
馬
屋
ご
へ
に
て
耕
作
を
済
し
た
る
が
、
段
太
金
を
出
し
て
色
ヵ
の
糞

し
を
買
事
世
上
に
専
ら
多
し
、
例
て
国
火
所
六
に
秣
場
の
公
事
不
レ
絶
、
叉
海
を
請
た
る
郷
村
は
、
人
を
抱
え
舟
を
造
り
て
色
六
の

海
草
を
又
は
種
六
の
貝
類
を
取
っ
て
ご
や
し
と
す
。
芙
外
里
中
の
村
ヵ
は
山
を
も
は
な
れ
海
へ
も
遠
く
、
一
草
を
苅
求
む
べ
き
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
三
）

く
皆
以
田
耕
地
の
中
な
れ
ぱ
、
始
終
金
を
出
し
て
糞
し
を
買
ふ
」
と
あ
る
如
く
、
あ
く
ま
で
も
自
給
肥
料
が
そ
の
中
心
を
占
め
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
も
特
に
犀
尿
肥
料
は
最
も
重
要
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
ご
の
よ
う
た
近
世
に
お
け
る
肥
料
事
情
下
に
お
い
て
、
城
州
乙
訓
郡
西
岡
地
帯
の
農
業
経
営
に
、
お
け
る
肥
料
は
ど
の
よ
う
に

し
て
確
保
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
地
帯
に
お
け
る
、
商
業
及
び
農
業
経
営
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
筆
者
の
い
く
つ
か
の
論

（
註
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
註
五
）

文
或
は
拙
著
「
近
世
に
お
け
る
在
郷
商
人
の
経
営
史
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
所
で
あ
る
が
。
ご
の
地
帯
が
、
近
世
の
中
心
都
市

京
都
の
西
郊
に
位
置
し
て
い
る
関
係
上
、
京
都
と
は
常
に
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
肥
料
に
お
い
て
も
亦
殆
ど
京
都
の
下
糞
を
利
用
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
西
岡
地
帯
諾
村
の
農
業
経
営
に
お
い
て
、
京
都
の
犀
尿
が
ど
の
よ
う
に
重
要
た
地

位
を
占
め
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
心
算
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
こ
の
京
都
の
下
糞
肥
料
が
、
周
辺
の
農
村
の
み
た
ら
す
摂
州
．

河
州
．
丹
州
等
の
遠
国
他
領
の
農
村
に
と
っ
て
も
ど
の
よ
う
に
重
要
た
肥
料
源
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
ひ
い
て
は
近
世
に
お

　
　
近
世
に
お
け
る
都
市
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
嘗
一
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足
立
）
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九
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ニ
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三
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立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
二
〇
（
ニ
ハ
四
）

け
る
城
下
町
を
含
む
諾
都
市
の
展
尿
の
重
要
性
を
確
認
し
た
い
。
更
に
こ
の
事
実
を
通
し
て
当
時
の
都
市
民
の
経
済
生
活
、
殊
に
。
犀

し
問
屋
、
尿
し
仲
買
人
等
の
存
在
を
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
な
お
最
後
に
本
稿
の
た
め
に
貴
重
在
る
文
書
を
貸
与
し
て
い
た
だ
い
た
、
古
市
村
、
岩
城
弥
一
郎
氏
、
今
里
村
、
小
山
寛
一
氏
、

神
足
村
、
岡
本
覚
氏
に
対
し
深
甚
た
る
敬
意
と
感
謝
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
（
註
一
）
　
田
中
丘
隅
「
民
間
省
要
」
上
編
巻
之
一
、
「
日
本
経
済
叢
書
」
巻
一
所
収

　
（
謹
二
）
　
同
　
前
掲
書

　
（
謹
三
）
　
同
　
前
掲
書

　
（
謹
四
）
　
拙
稿
「
近
世
に
お
げ
る
山
城
農
民
の
経
済
生
活
」
（
上
・
下
）
「
立
命
館
経
済
学
第
一
巻
、
第
二
吾
・
第
三
暑
」

　
　
　
同
　
「
近
世
に
お
け
る
畿
内
在
郷
商
人
の
高
利
貸
資
本
に
つ
い
て
」
　
「
立
命
館
経
済
学
第
一
巻
、
第
五
・
六
暑
」

　
　
　
同
　
　
「
近
世
山
城
に
お
げ
る
在
郷
商
人
の
商
業
経
営
に
つ
い
て
」
　
「
立
命
館
経
済
学
第
一
巻
第
二
巻
、
第
一
暑
」

　
　
　
同
　
「
封
建
体
制
崩
壊
に
関
す
る
一
考
察
」
「
立
命
館
経
済
学
第
二
巻
、
第
三
号
」

　
　
　
同
　
「
近
世
在
郷
商
人
か
利
貸
形
態
」
「
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
第
二
号
」

　
　
　
同
　
　
「
近
世
在
郷
商
人
の
農
地
経
営
」
　
「
立
命
館
大
学
経
済
学
第
三
巻
、
第
三
吾
」

　
　
　
同
　
「
近
世
都
市
近
郊
に
於
げ
る
農
民
生
活
」
「
立
命
館
経
済
学
第
三
巻
、
第
六
号
」

（
註
五
）
　
拙
著
「
近
世
在
郷
商
人
の
経
営
」
（
昭
和
三
十
年
七
月
十
目
発
行
）
雄
溝
杜

　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

江
戸
時
代
の
農
家
は
、
領
主
に
年
貢
を
納
め
た
め
と
は
自
給
自
足
を
す
る
に
よ
う
や
く
足
り
る
に
す
ぎ
た
い
も
の
が
大
部
分
で
あ

、
」』山

舳

．
　
一



っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
い
つ
ま
で
も
同
じ
段
階
に
停
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
肥
料
が
刈
敷
人
糞
厩
肥
か
ら

罷
に
な
一
た
と
き
・
重
駆
除
が
虫
追
い
か
轟
か
の
篇
に
進
ん
だ
と
き
、
賛
に
千
単
唐
箕
が
用
い
虎
豆
う
に
な
つ

た
と
き
、
新
し
い
作
物
が
入
っ
て
来
た
と
き
、
い
い
か
え
れ
ば
農
業
技
術
の
進
歩
と
生
産
力
の
発
展
に
伴
っ
て
農
民
が
生
産
物
を
売

り
、
肥
料
そ
の
他
を
買
い
入
れ
る
よ
う
に
た
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
商
業
的
農
業
の
発
達
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
殊
に

江
戸
・
大
阪
二
夙
都
を
は
じ
め
と
す
る
大
小
都
市
の
発
達
、
交
通
の
発
達
、
幕
府
及
び
諾
藩
が
貢
納
物
を
貨
幣
に
代
え
る
諾
政
策
を

講
じ
た
こ
と
な
ど
は
、
更
に
そ
の
発
展
に
拍
車
を
加
え
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
農
氏
が
商
品
貨
幣
流
通
経
済
に
ま
き
こ
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、
や
が
て
し
た
い
に
商
品
化
作
物
栽
培
の
展
開

と
友
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
に
至
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
一
面
農
氏
に
。
対
し
て
は
都
市
市
場
を
対
象
と
す
る
生

産
意
欲
を
ま
す
ま
す
刺
戟
し
、
他
面
農
村
に
対
し
て
は
都
市
む
け
の
衣
食
住
全
般
に
わ
た
る
商
品
的
生
産
物
を
一
段
と
要
求
す
る
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
農
氏
は
貢
納
に
た
い
し
て
の
み
な
ら
す
自
家
の
生
活
維
持
の
た
め
に
も
生
産
の
増
大
の
た
め
に
必
死
の

労
力
を
尽
さ
ね
ぱ
た
ら
在
く
た
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
生
産
の
増
大
の
た
め
に
は
技
術
の
向
上
も
図
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が

何
と
い
っ
て
も
地
力
の
維
持
を
は
か
る
ご
と
が
根
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
友
い
。
そ
れ
ゆ
え
農
民
達
に
。
と
っ
て
地
力
維
持

対
策
と
し
て
の
肥
料
の
問
題
は
も
っ
と
も
切
実
た
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ぱ
、
生
産
の
増
大
却
ち
地
力
維
持
の
た
め
当
時

の
農
業
経
営
に
お
け
る
肥
料
が
如
何
に
必
要
久
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
農
民
が
そ
の
確
保
の
た
め
に
如
何
に
全
智

全
力
を
し
ぼ
っ
て
苦
心
を
払
っ
て
い
た
か
、
叉
絶
大
な
労
力
を
投
下
し
て
い
た
か
は
全
く
想
像
以
上
の
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
今

そ
の
一
、
二
の
例
を
拾
っ
て
見
る
に
凡
そ
次
の
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
。

　
「
夫
れ
誠
の
百
姓
と
云
う
は
、
第
一
厩
こ
へ
を
溜
る
を
耕
作
の
根
元
と
す
。
冬
よ
り
春
に
至
る
迄
、
目
六
に
怠
り
友
く
枯
草
を
苅

　
　
近
世
に
お
け
る
都
市
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
営
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
（
ニ
ハ
五
）
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立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
（
：
ハ
六
）

り
入
れ
、
麦
葉
を
と
り
色
六
の
物
柄
を
入
れ
て
、
唯
五
月
田
植
の
養
に
せ
ん
斗
り
用
い
る
の
み
な
り
。
叉
五
月
よ
り
朝
暮
の
秣
、
怠

な
く
精
力
を
つ
く
し
、
擁
て
夏
の
土
用
至
り
、
雪
隠
へ
荷
い
出
し
、
移
敷
積
み
置
い
て
二
三
度
も
切
る
べ
し
…
。
（
中
略
）
…
百
姓
只

是
に
心
を
尽
し
て
正
月
よ
り
極
月
に
至
る
迄
こ
や
し
を
溜
る
。
万
千
の
斗
用
大
方
の
心
な
ら
す
、
其
内
に
人
を
抱
え
て
す
る
百
姓
は

気
骨
の
折
る
ご
と
一
倍
な
り
。
夫
れ
五
月
よ
り
九
月
迄
夏
草
の
茂
る
間
は
、
毎
目
都
草
と
云
う
を
人
六
苅
る
友
り
、
或
は
ふ
ご
を
荷

い
、
叉
籠
を
負
う
て
田
畑
の
畔
土
手
堤
の
辺
を
、
至
ら
ぬ
隅
も
な
く
走
り
廻
り
て
苅
る
。
朝
の
間
、
露
草
鎌
よ
く
切
れ
て
よ
し
。
叉

所
に
よ
り
秣
場
遠
き
は
馬
に
乗
て
往
て
苅
る
。
夜
の
内
よ
り
或
は
二
里
三
里
余
を
経
て
、
五
つ
過
四
つ
頃
迄
に
一
駄
宛
苅
て
帰
る
有

り
。
叉
昼
前
は
農
事
を
勤
め
て
、
昼
過
ぎ
よ
り
原
野
へ
出
て
苅
る
も
有
り
。
一
草
一
草
も
不
レ
断
心
に
か
け
て
、
と
か
く
馬
屋
へ
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
一
）

六
に
取
入
れ
ざ
れ
ぱ
其
か
さ
大
に
の
ぼ
り
難
し
Ｌ
と
か
或
は
「
凡
耕
作
の
根
元
は
皆
養
い
な
り
、
是
を
号
し
て
こ
や
し
と
い
う
・
夫

れ
百
姓
の
秘
事
功
者
と
云
う
は
、
只
糞
し
を
多
く
貯
え
る
の
外
な
し
…
（
中
賂
）
－
・
依
而
四
時
怠
る
間
な
く
、
山
海
の
糞
し
に
百
姓
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
二
）

苦
し
む
こ
と
は
宜
な
り
」
と
あ
る
如
く
実
に
百
姓
達
は
明
け
て
も
暮
れ
て
も
年
中
肥
粋
の
確
保
の
た
め
に
懸
命
の
努
力
を
払
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
叉
肥
料
供
給
源
の
探
索
に
血
眼
に
在
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
註
－
）
田
中
丘
隅
「
民
間
省
要
」
上
編
巻
之
一
、
「
日
本
経
済
叢
書
」
巻
一
所
収
。

　
（
謹
二
）
同
前
掲
書

二

　
ご
の
よ
う
に
近
世
に
お
け
る
農
業
経
営
に
お
い
て
は
地
力
維
持
対
策
と
し
て
の
肥
料
の
確
保
と
い
う
こ
と
が
如
何
に
重
要
不
可
欠

の
も
の
で
あ
っ
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
城
州
乙
訓
郡
西
岡
地
帯
の
肥
料
確
保
は
如
何
在
る
方
法
に
よ
っ
て
次
さ



れ
た
で
あ
ろ
う
か
、
勿
論
秣
の
苅
込
み
も
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
金
肥
便
用
も
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
と
く
に
１
こ
の
地
帯
が

京
都
と
い
っ
た
近
枇
に
お
け
る
大
都
市
の
近
郊
に
位
置
し
た
た
め
、
必
然
的
に
「
都
市
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
営
」
の
好
適
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
一
）

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
却
ち
享
保
八
年
卯
四
月
の
「
恐
乍
御
訴
訟
」
に
ー
よ
る
と
「
山
城
国
乙
訓
郡
西
岡
御
領
私
領
百
姓
、
右
村

之
者
往
古
よ
り
京
都
之
こ
や
し
を
以
て
耕
作
仕
侯
云
六
」
と
あ
り
、
西
岡
の
村
六
の
農
業
経
営
が
す
っ
と
古
く
か
ら
京
都
の
下
糞
肥

料
に
依
存
し
、
京
都
と
深
い
経
済
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
依
存
関
係

は
今
日
に
至
る
も
い
ま
だ
に
継
続
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
肥
料
運
搬
の
手
段
が
舟
か
ら
荷
車
へ
、
荷
車
か
ら
リ
ヤ
カ
ー
へ
、

そ
し
て
リ
ャ
カ
ー
か
ら
オ
ー
ト
三
輸
へ
と
文
明
の
利
器
の
利
用
と
い
っ
た
姿
を
と
る
に
至
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
毎
朝
毎

日
京
都
市
内
か
ら
搬
出
さ
れ
る
下
糞
の
量
は
相
変
ら
す
莫
大
な
量
に
上
り
、
肥
料
運
搬
車
が
未
明
の
街
道
に
陸
続
と
し
て
通
過
す
る

光
景
は
こ
の
地
方
一
帯
の
古
来
か
ら
の
名
物
の
一
に
放
っ
て
い
る
。

　
か
か
る
「
都
市
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
営
」
を
行
っ
て
い
る
農
村
が
都
市
と
の
密
接
た
相
亙
依
存
関
係
に
入
る
の
は
必
然
的

な
傾
向
で
あ
っ
て
、
西
岡
地
帯
に
お
け
る
各
種
農
産
物
の
商
品
化
、
こ
と
に
野
菜
の
商
品
化
は
著
し
い
。
そ
し
て
近
世
に
入
る
や
早

く
も
従
来
の
米
麦
生
産
地
帯
と
し
て
の
特
色
を
次
第
に
失
い
、
繰
綿
・
菜
種
・
野
菜
・
筍
・
藁
工
品
等
各
種
の
商
品
的
作
物
生
産
地

帯
と
し
て
の
性
格
を
強
く
帯
び
る
と
同
時
に
深
く
貨
幣
経
済
の
中
に
巻
込
ま
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
近
世
農
村
に
お
け
る
商
業
的
農
業
の
発
展
や
貨
幣
経
済
の
異
常
な
る
進
展
が
都
市
Ｈ
城
下
町
周
辺
の
農
村
に
顕
著
に
見
出
さ
れ
る

こ
と
の
か
げ
に
は
か
か
る
都
市
の
下
糞
利
用
と
い
っ
た
裏
情
が
深
く
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
友
事
例
は
百
万
石
の
城
下
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
二
）

金
沢
を
中
心
と
す
る
近
郊
農
村
に
お
い
て
も
早
や
く
か
ら
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
「
耕
稼
春
秋
」
に
も
「
小
便
こ
え
、
金
沢
四

方
へ
一
里
の
在
六
は
、
第
一
此
こ
え
を
多
す
る
也
。
毎
朝
毎
日
こ
え
か
ゆ
る
物
を
持
へ
、
侍
屋
敷
昇
町
ヵ
家
六
に
て
も
是
を
も
と

　
　
近
世
に
お
け
る
都
市
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
営
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
（
ニ
ハ
七
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
（
ニ
ハ
八
）

む
。
此
七
、
八
年
以
前
ま
で
は
大
形
わ
ら
に
て
替
る
。
凡
冬
よ
り
春
迄
小
便
一
荷
に
わ
ら
小
東
二
東
宛
、
叉
二
月
末
よ
り
三
束
或
は

四
東
、
五
月
六
月
引
こ
え
の
時
分
は
一
荷
に
六
束
程
。
六
、
七
年
以
来
よ
り
は
わ
ら
に
て
は
町
方
大
方
か
え
す
。
是
に
依
て
百
姓
秋

菜
．
大
根
或
木
瓜
．
た
か
瓜
．
な
す
び
多
く
作
り
、
段
六
こ
え
を
多
く
す
る
。
畠
物
生
長
成
を
す
く
り
取
て
毎
朝
か
え
る
。
此
菜
大

根
大
形
四
月
迄
有
、
叉
正
、
二
月
は
所
に
出
来
の
か
ぶ
ら
に
て
か
え
る
。
或
は
畠
な
き
所
は
か
ぶ
ら
・
た
か
瓜
等
所
よ
り
買
求
来
て

替
る
。
叉
夏
六
、
七
月
．
八
月
迄
、
瓜
．
た
す
び
、
初
は
一
荷
に
五
ツ
六
ツ
、
後
に
は
十
五
一
二
十
、
如
レ
斯
高
直
也
（
下
賂
）
」
と

記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
金
沢
周
辺
一
里
四
方
の
農
村
に
お
け
る
農
業
経
営
の
肥
料
源
が
金
沢
の
下
糞
利
用
に
あ
り
、
こ
れ
を
入
手
す

る
た
め
に
は
生
鮮
蔵
茱
の
生
産
に
努
力
せ
ざ
る
を
得
友
い
事
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
畠
た
き
所
は
か
ぶ
ら
・
た

か
瓜
等
所
よ
り
買
求
来
て
替
る
」
と
か
、
小
便
一
荷
に
「
十
五
、
二
十
、
如
レ
斯
高
直
也
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て

当
時
の
百
姓
達
が
そ
の
確
保
に
如
何
に
苦
心
し
て
い
る
か
が
偲
ば
れ
る
。
さ
ら
に
「
氏
間
省
要
」
に
も

　
「
夫
れ
野
方
の
村
六
は
、
蕪
大
根
、
其
葉
杯
を
馬
に
附
て
、
山
中
の
田
地
底
き
所
へ
、
五
里
七
里
す
つ
往
て
、
糞
や
灰
に
交
易
し

て
来
る
。
叉
田
方
の
わ
ら
の
灰
な
ど
も
、
同
じ
く
野
土
に
能
ご
や
し
と
も
成
も
の
故
、
里
方
の
市
場
町
屋
な
ど
へ
も
出
て
交
易
す
。

是
に
は
叉
柴
松
葉
萱
た
ど
の
薪
に
な
る
も
の
を
馬
に
附
て
来
る
也
」
と
、
当
時
の
農
氏
達
が
下
糞
や
草
木
灰
の
入
手
に
努
力
し
て
い

る
姿
を
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
西
岡
地
帯
の
農
村
が
古
く
よ
り
京
都
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
営
を
行
っ
て
来
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
実
情
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
こ
の
地
帯
に
お
け
る
豪
農
商
人
だ
っ
た
油
屋
三
郎
兵
衛
－
質

屋
商
人
の
場
合
を
見
る
に
、
彼
が
使
用
し
た
延
享
時
代
の
年
間
肥
料
代
は
銀
四
百
匁
前
後
で
あ
っ
た
こ
と
が
別
表
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
京
都
の
下
糞
利
用
率
が
六
〇
パ
ト
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
如
何
に
こ
れ
に
依
存
し
て
い
た

か
が
う
か
が
わ
れ
る
と
同
時
に
肥
料
分
野
に
お
け
る
犀
尿
が
如
何
に
重
要
友
地
位
を
占
め
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ



‘

る
。
文
化
年
度
に
な
る
と
総
肥
料
代
価
は
八
百
匁
前
後
に
上
昇
し
、
金
肥
に
対
す
る
割
合
も
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
同
率
の
パ
ー
セ
ン

ト
を
示
し
、
金
肥
利
用
の
割
合
が
上
昇
を
示
し
て
い
る
。

）三
儲表用利料肥

厘

厘

荷

年

８
４

荷

荷
厘

荷

厘

厘

厘

７

８

漱
４
］

１
８
２

７
４

１

９

１

四

分

分

分

分

厘

分

分

分

分

分

分

０
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荷
１

荷
３

３
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２

駄
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玉
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２

５
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享

匁

匁

匁
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匁
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手
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１
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５
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６
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７
４

４
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上

上

上

上

上

１

２

１

延

ユ
代

４

代

代

同
代

同
代

同
代

同
代

同
代

代

代

代

代

代

代

年

厘

厘

厘

厘

厘

厘

厘

厘

共

４

９

５

５

７

５

７

２

三

分

力
厘

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

荷
２

荷

車
２

上
４

上
６

上
３

上
７

上

駄
５

玉
８

貫
９

４

２

７

５
０

５
９

享
４
２
匁

１
３
匁

並
匁

同
匁

同
匁

同
匁

同
匁

同
匁

６
匁

１
７
匁

９
匁

匁

匁

匁

９
３

０
・
６

９
．
３

６
２

手
化

２
］

８
１

６
４

５
２

５
２

５
８

０
６

６

５
３

３
５

８
８

人

２

］

３

延

代

代

二
代

代

代

代

代

代

代

代

代

代

代

代

』
■
　
　
　
　
　
■
　
　
『

■
１

代

便

え

条

屋

原

院

屋

周

す
、カ

う

す

実

計

計

計

率

率

、
刈

こ

同
、
｝
’
１

ゆ

、
カ

含

合

比

比

年

ち

の

都

都

糞

巴
月

糞

巴
眉

う

．
類

京
・

京

二

淀

松

西

質

玄

よ

由
亨

綿

下

金

総

下

金

し

種

京
都
の
下
糞
利
用

金
肥
利
用

肥
料
代
合
計

比
　
　
率

近
世
に
お
け
る
都
市
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
営
（
足
立
）

二
五
（
一
六
九
）



　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
二
号
）

　
　
　
　
諸
事
附
込
帳
（
文
化
十
一
年
度
）
一
註
四
一

肥
料
代
惣
〆
　
八
百
七
拾
四
匁
六
分

　
　
　
　
　
　
内

、、、、、

糞油酒干石

尿粕粕粕灰

京
都
よ
り

四
拾
七
玉

四
　
駄

百
拾
五
貫

弐
駄
半

代代代代代

四
百
四
拾
弐
匁
九
分
七
厘
外
に
金
一
分

弐
亘
二
拾
六
匁
八
分

五
拾
八
匁

八
拾
三
匁
三
分
七
厘

三
拾
七
匁
弐
分
七
厘

二
六
（
一
七
〇
）

　
京
都
か
ら
の
下
糞
購
入
は
前
述
の
金
沢
に
お
け
る
よ
う
な
物
六
交
換
の
形
態
で
は
た
く
、
大
体
に
お
い
て
貨
幣
で
購
入
す
る
形
態

を
と
り
、
貨
幣
経
済
の
畿
内
農
村
に
お
け
る
進
展
が
他
地
方
に
比
べ
て
早
や
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
叉
肥
料
の
購
入

は
毎
年
一
定
の
き
ま
っ
た
家
か
ら
購
入
し
て
お
り
、
購
入
価
格
は
壱
荷
大
体
壱
匁
弐
分
宛
で
、
大
小
便
に
分
け
在
い
で
清
算
し
て
い

る
場
合
と
、
大
便
と
小
便
と
に
分
げ
て
、
「
大
便
含
九
拾
五
荷
、
代
銀
弐
百
三
拾
七
匁
五
分
（
壱
荷
、
壱
匁
五
分
宛
）
、
小
便
含
拾
四
荷

代
銭
壱
貫
五
百
六
拾
文
（
此
代
銀
拾
四
匁
三
分
七
厘
、
壱
荷
、
壱
匁
九
厘
七
毛
宛
）
の
如
く
清
算
し
て
購
入
し
て
い
る
場
合
の
二
通
り
の
購

入
方
法
が
見
ら
れ
、
そ
し
て
こ
れ
が
普
通
の
買
入
れ
の
か
た
ち
の
よ
う
で
あ
る
が
、
友
か
に
は
荷
数
を
勘
定
甘
す
、
年
間
金
毫
分
也

と
か
、
一
ま
れ
に
は
餅
米
二
斗
五
升
宛
と
い
っ
た
ふ
う
に
農
産
物
で
も
っ
て
買
い
切
っ
て
い
る
場
含
も
見
ら
れ
る
。

「
例
一
」
１
１
壱
荷
の
価
格
を
決
め
て
購
入
し
て
い
る
場
合

　
　
。
覚
　
（
文
化
十
一
年
）
　
（
註
五
）



　
　
　
　
　
　
　
仏
光
寺
通
鳥
丸
西
へ
入
町
北
側
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
屋
庄
兵
衛

毫
荷
壱
匁
弐
分
宛

正
月
廿
九
日
　
　
二
月
八
目
　
　
　
二
月
廿
三
日
　
　
三
月
十
二
日
　
　
四
月
九
目

　
一
、
壱
荷
　
　
一
、
弐
荷
　
　
一
、
弍
荷
　
　
一
、
弐
荷
　
　
一
、
弍
荷

五
月
廿
日
　
　
　
五
月
廿
六
日
　
　
六
月
十
四
日
　
　
六
月
廿
一
日

　
一
、
壱
荷
　
　
一
、
弐
荷
　
　
一
、
壱
荷
　
　
一
、
弐
荷
　
　
〆
拾
四
荷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
銀
　
拾
六
匁
八
分

「
例
二
」
Ｈ
年
間
の
購
入
価
格
を
決
め
て
駿
入
し
て
い
る
場
合

　
　
　
覚
　
（
文
化
十
一
年
）
一
董
ハ
一

　
　
　
　
　
　
　
堀
川
本
町
東
か
し
屋
町
六
角
下
ル
所
西
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
文
字
屋
　
久
左
衛
門
続
五
家

　
　
　
壱
年
分
不
数
　
金
壱
分
づ
つ

六
月
七
目
　
　
　
　
　
　
十
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
十
二
月
六
目
　
　
十
二
月
廿
四
目

　
一
弐
荷
：
…
（
不
明
）
…
…
一
、
壱
荷
…
…
（
不
明
）
…
一
、
壱
荷
　
　
一
、
壱
荷

　
　
例
年
之
通
　
金
壱
分
　
渡
す

「
例
三
」
Ｈ
年
間
の
購
入
価
格
を
農
産
物
（
餅
米
）
で
決
め
て
購
入
し
て
い
る
場
合

　
　
　
覚
（
註
七
）
　
（
十
一
年
よ
り
以
前
た
る
こ
と
は
明
ら
か
な
る
も
年
代
不
詳
）

　
　
近
世
に
お
け
る
都
市
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
営
（
足
立
）

二
七
（
一
七
一
）

●



立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
二
号
）

　
　
　
淀
　
屋

正
月
十
八
目

　
一
、
大
　
弐
荷

二
月
廿
一
日

　
一
、
小
　
壱
荷

二
月
十
五
日

　
一
、
小
壱
荷

二
月
廿
九
目

　
て
大
小
弐
荷

三
月
十
八
目

　
一
、
小
　
壱
荷

四
月
十
一
日

　
一
、
大
小
弐
荷

餅

七
拾
文

四
条
と
も

套
原
と
も

四
拾
文

大
津
屋
と
も

四
拾
文

弐
斗
五
升
ヅ
・

平同同同同同

助人人人人人

●●●

十
一
月
廿
五
日

　
一
、
小
壱
荷
三
文

十
二
丹
壱
目

　
一
、
大
小
弐
荷
　
四
十
文

〆
　
弐
拾
四
荷

十
一
月
廿
五
日

　
一
、
餅
米
弍
斗
五
升
　
渡
ス

　
　
五
十
三
匁
ガ
ヘ

　
　
代
　
十
三
匁
弐
分
五
厘

　
　
ゼ
ニ
〆
　
五
百
三
十
九
文

　
　
　
　
五
匁
三
分
ガ
ヘ

　
　
　
　
　
　
代
八
匁
三
分
七
厘

〆
廿
壱
匁
六
分
弐
厘
　
算
用
ス

平同

功人

二
八
（
一
七
二
）

　
以
上
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
京
都
か
ら
の
下
糞
購
入
は
年
間
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
運
搬
に
は
車
力
或
は
舟
を
利

用
し
て
い
る
。
た
お
油
屋
三
郎
兵
衛
家
で
は
犀
尿
運
搬
労
働
に
従
事
す
る
た
め
の
専
門
的
放
男
子
年
傭
が
い
て
、
旦
雇
労
働
者
で
は



出
来
に
く
い
下
糞
の
購
入
と
運
搬
に
従
事
し
て
い
る
。
か
く
て
購
入
さ
れ
た
下
糞
は
石
灰
と
粘
土
で
か
た
め
て
作
ら
れ
た
肥
壷
の
中

に
溜
め
蓄
え
て
お
き
、
そ
の
腐
敗
を
ま
っ
て
所
要
の
時
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
今
も
全
く
同
様
で
何
等
の
変
化

。
も
み
ト
り
れ
一
た
い
の
で
あ
る
。

（
註
一
）

（
註
二
一

（
註
三
）

（
註
四
）

（
註
五
）

（
謹
六
）

（
註
七
一

京
都
府
乙
訓
郡
今
里
村
小
山
寛
一
氏
所
蔵
。
文
書
に
よ
る
。

目
本
経
済
叢
書
巻
十
四
所
収
「
耕
稼
春
萩
」
に
よ
る
。

京
都
府
乙
訓
郡
神
足
村
岡
本
党
氏
所
蔵
文
書
に
よ
る
。

同
前

同
前

同
前

同
前

　
　
　
　
　
　
　
三

　
前
述
の
如
く
西
岡
地
帯
の
農
業
が
京
都
の
下
糞
肥
料
に
依
存
し
て
行
わ
れ
る
農
業
経
営
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
扉
尿
の
価
格
が
農
村

経
済
殊
に
ー
農
氏
達
の
ふ
と
こ
ろ
勘
定
に
重
大
た
影
響
を
与
え
、
か
つ
ま
た
そ
れ
が
彼
等
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
価
格

決
定
に
関
す
る
契
約
文
書
、
或
は
下
糞
の
供
給
源
確
保
の
た
め
に
１
出
さ
れ
た
訴
訟
文
書
が
数
多
く
今
た
お
村
火
の
□
村
箱
．
村
の
記

録
等
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
事
実
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
採
草
地
を
持
た
た
い
古
市
村
の
農
氏
達
は
、
下
糞
の
供
給

源
を
伏
見
の
展
尿
問
屋
に
求
め
、
諾
物
価
の
高
騰
に
伴
っ
て
高
く
な
っ
て
い
く
下
糞
の
価
格
に
幾
度
も
売
買
値
段
変
更
の
契
約
書
を

　
　
近
世
に
お
げ
る
都
市
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
営
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
．
（
一
七
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
（
一
七
四
）

取
り
交
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
一
、
二
拾
う
と
凡
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
「
別
紙
一
札
之
事
」
一
彗
一

　
一
、
近
年
諾
色
高
値
二
付
私
共
暮
し
方
六
ケ
敷
難
渋
二
付
此
度
城
、
摂
、
河
、
三
ケ
国
御
惣
代
御
頼
申
上
候
而
扉
、
小
田
子
壱
荷

二
付
船
賃
五
文
宛
増
銭
御
願
申
上
候
所
御
一
統
御
集
会
の
上
御
承
知
被
成
下
辱
仕
合
奉
存
侯
、
然
ル
所
本
紙
一
札
に
は
五
文
増
丸
三

ケ
年
御
承
知
被
下
侯
依
乙
訓
郡
の
分
は
此
度
四
文
増
御
願
申
上
候
儀
二
御
座
侯
間
、
此
段
以
書
付
申
上
候
宜
御
承
知
度
成
下
侯
為
後

日
之
差
入
一
札
乃
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
廻
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
兵
　
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
　
　
　
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
長
　
次
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伏
見
扉
問
屋
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
兵
　
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
　
兵
　
衛

　
と
あ
り
、
諸
色
高
騰
に
伴
っ
て
伏
見
に
あ
っ
た
扉
尿
問
屋
も
従
来
の
船
賃
で
は
そ
の
生
活
が
難
渋
に
陥
入
ら
ざ
る
を
得
た
く
友
っ

た
こ
と
を
訴
え
、
小
田
子
壱
荷
に
五
文
宛
の
船
賃
の
値
上
げ
を
求
め
た
所
、
乙
訓
郡
で
は
五
文
増
を
丸
三
ケ
隼
に
わ
た
っ
て
承
知
し

て
下
さ
っ
た
か
ら
、
乙
訓
郡
だ
け
の
分
は
此
度
の
船
賃
は
四
文
増
の
船
賃
で
緒
構
で
あ
り
ま
す
と
い
っ
た
も
の
で
ま
こ
と
興
味
深
い

契
約
文
書
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
肥
料
は
舟
を
利
用
し
伏
見
か
ら
桂
川
岸
の
古
川
に
出
て
、
古
川
か
ら
六
間
堀
の
排
水
路
を
辿



っ
て
古
市
村
領
田
圃
の
南
端
ま
で
運
搬
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
各
圃
場
の
甫
隅
に
設
け
ら
れ
た
肥
壷
に
搬
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
今
一
つ
は
こ
の
古
市
村
の
文
書
と
同
趣
旨
の
も
の
が
乙
訓
郡
今
里
村
に
お
い
て
も
発
見
せ
ら
れ
る
。
却
ち
明
和
九
隼
辰
十
一
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

橋
浜
の
犀
尿
問
屋
三
右
衛
門
が
今
里
村
村
方
役
人
に
出
し
た
「
御
願
書
」
で
あ
る
。
今
そ
の
全
文
を
か
か
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
御
願
申
上
書
　
一
註
二
一

　
一
、
橋
浜
犀
シ
問
屋
二
而
御
座
候
先
年
庄
左
衛
門
よ
り
譲
り
請
申
侯
而
今
年
迄
三
拾
八
年
二
相
成
侯
所
其
節
ハ
荷
物
移
敷
殊
二
銭

相
場
拾
九
匁
よ
り
弍
拾
匁
仕
侯
近
年
銭
相
場
も
下
値
に
相
成
荷
物
は
少
御
座
侯
に
付
先
達
而
板
屋
八
兵
衛
相
勤
侯
節
難
勤
候
に
付
拾

ケ
年
以
前
御
村
方
へ
一
銭
宛
之
増
銭
御
願
申
上
候
所
御
村
方
に
は
御
得
心
之
御
方
も
有
之
叉
御
不
得
心
之
御
方
も
御
座
候
而
相
対
も

極
り
不
申
侯
内
に
難
相
勤
候
に
付
家
屋
敷
問
屋
株
共
に
銀
主
方
に
相
渡
し
被
申
候
其
後
私
引
請
今
年
迄
相
勤
居
申
侯
段
六
銭
も
下
直

に
相
成
其
上
荷
物
減
少
仕
殊
に
此
度
御
公
儀
様
よ
り
諾
仲
間
へ
冥
加
銀
被
為
仰
什
依
て
私
共
へ
も
被
仰
付
侯
二
付
奉
上
候
前
中
二
申

上
侯
訳
二
而
甚
難
相
勤
り
侯
　
何
卒
銭
相
場
拾
五
六
匁
位
に
湘
成
侯
迄
一
銭
宛
御
増
被
下
侯
ハ
バ
誠
仕
合
奉
存
候
拝
二
先
達
八
兵
衛

御
願
被
申
上
侯
節
外
之
浜
之
差
支
に
も
相
成
侯
様
御
村
方
被
思
召
侯
御
方
も
御
座
候
様
承
申
侯
此
度
之
義
者
御
村
方
御
相
談
成
被
下

御
差
支
に
相
成
不
申
侯
如
何
様
共
宜
相
勤
候
様
御
願
申
上
候
御
大
切
之
荷
物
預
り
相
勤
問
屋
二
而
外
商
売
も
無
之
仕
合
二
御
座
候
間

何
卒
御
聞
届
成
被
下
侯
様
御
願
申
上
候
－
以
上

　
明
和
九
年
辰
十
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
浜
　
　
三
右
衛
門
＠

　
　
御
村
方

　
　
　
御
役
人
様

　
右
の
文
書
は
古
市
村
の
文
書
と
同
様
に
扉
尿
問
屋
の
村
方
に
対
す
る
肥
料
価
格
の
値
上
げ
の
要
求
で
あ
る
。
こ
の
文
書
か
ら
う
か

　
　
近
世
に
お
け
る
都
市
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
営
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
（
一
七
五
）

‘
　
　
　
　
’

ダ
翁

葦
猿



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
二
吾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
（
一
七
六
）

が
え
る
こ
と
は
や
は
り
諸
物
価
の
高
騰
、
銭
相
場
の
下
落
に
よ
り
犀
尿
値
段
も
自
然
上
げ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
間
の
事
情
で
あ

る
。
却
ち
犀
尿
問
屋
三
右
衛
門
が
三
十
八
年
前
、
問
屋
株
を
ゆ
す
り
う
け
て
商
売
を
初
め
た
節
は
「
荷
物
移
敷
殊
に
銭
相
場
拾
九
匁

よ
り
弐
拾
匁
仕
候
」
と
あ
っ
て
商
売
も
繁
昌
し
て
い
た
の
が
、
「
近
年
銭
相
場
も
下
値
に
相
成
荷
物
は
少
御
座
候
二
付
…
…
」
と
か

「
何
卒
銭
相
場
拾
五
六
匁
位
に
相
成
候
迄
一
銭
宛
御
増
被
下
候
ハ
バ
誠
仕
合
奉
存
候
」
と
か
「
私
引
誇
今
年
迄
相
勤
居
申
侯
段
六
銭

も
下
直
に
相
成
其
上
荷
物
減
少
仕
」
と
か
、
何
れ
も
銭
相
場
の
下
落
と
荷
物
の
減
少
に
お
そ
わ
れ
て
い
る
事
実
を
明
ら
に
し
、
更
に

「
此
度
御
公
儀
様
よ
り
諾
仲
間
へ
冥
加
銀
為
仰
付
依
て
私
共
へ
も
被
仰
付
侯
二
付
奉
上
候
（
中
略
）
甚
難
相
勤
り
侯
」
と
株
仲
聞
に

対
す
る
冥
加
銀
の
賦
課
に
よ
っ
て
そ
の
経
営
が
非
常
に
困
難
に
た
っ
た
ご
と
の
事
情
を
申
し
述
べ
た
上
で
銭
相
場
の
回
復
す
る
ま
で

一
銭
宛
の
値
上
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
最
後
に
「
御
大
切
之
荷
物
預
り
相
勤
問
屋
に
而
外
商
売
も
無
之
仕
合
に
御
座
候

間
何
卒
御
聞
届
成
被
下
侯
様
御
願
申
上
候
」
と
苦
衷
を
訴
え
る
に
は
至
っ
て
は
如
何
に
計
算
高
い
西
岡
地
帯
諾
村
の
百
姓
達
も
こ
の

値
上
げ
要
求
に
は
応
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
と
は
と
も
あ
れ
こ
の
様
な
諾
物
価
の
高
騰
、
銭
相
場
の
下
落
は
必
然
的

に
廉
尿
問
屋
の
経
営
の
困
難
を
招
来
し
、
そ
れ
が
や
が
て
展
尿
価
格
の
価
格
の
値
上
げ
要
求
、
或
は
運
賃
の
値
上
げ
要
求
と
な
っ
て

現
わ
れ
、
年
と
共
に
、
時
代
が
た
つ
に
つ
れ
て
肥
料
価
格
は
次
第
に
高
く
な
り
、
や
が
て
は
そ
れ
が
農
業
経
営
を
危
機
に
追
い
や
り
、

百
姓
稼
業
相
続
の
困
難
性
を
も
生
す
る
よ
う
に
在
っ
た
こ
と
は
以
上
の
史
実
を
通
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
更
に
こ
の
二
つ
の
文
書
を
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
近
世
都
市
（
城
下
町
を
含
む
）
の
う
ち
に
。
は
、
そ
の
下
糞
の
始
末
に
つ
い
て

は
「
扉
し
問
屋
株
」
在
る
も
の
が
あ
っ
て
株
仲
澗
に
よ
る
統
制
が
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
、
尿
尿
値
段
を
上
げ
る
に
は
村
方
の
承

認
が
絶
対
に
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
後
者
の
村
方
承
認
の
必
要
は
幕
府
の
百
姓
保
護
の
政
策
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
若
し
村
方
の
承
認
が
得
ら
れ
な
い
場
合
は
値
上
げ
不
可
能
と
な
り
、
犀
尿
問
屋
側
が
倒
産
の
憂
目
に
遇
っ
て
い
る
点
は
注
目



す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
却
ち
「
先
達
而
板
屋
八
兵
衛
相
勤
侯
節
難
勤
侯
に
付
拾
ケ
年
以
前
御
村
方
へ
一
銭
宛
の
増
銭
御
願
申
上
侯
所

御
村
方
に
は
御
得
心
の
御
方
も
有
之
又
御
不
得
心
之
御
方
も
御
座
候
而
相
対
も
極
り
不
申
侯
内
に
難
相
勤
侯
に
付
家
屋
敷
問
屋
株
共

に
銀
主
方
に
相
渡
し
被
申
侯
其
後
私
引
請
今
年
迄
相
勤
居
申
侯
」
と
あ
る
如
く
犀
尿
問
屋
の
板
屋
八
兵
衛
は
値
上
げ
の
承
認
が
村
方

か
ら
得
ら
れ
す
、
つ
い
に
経
営
が
成
り
立
た
す
、
家
．
屋
敷
・
問
屋
株
ま
で
も
人
手
に
渡
し
て
潰
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
で
あ

る
。　

今
一
つ
問
題
視
さ
る
べ
き
ご
と
は
、
京
都
の
犀
尿
肥
料
に
依
存
す
る
農
村
の
範
囲
が
単
に
京
都
周
辺
の
農
村
や
山
城
地
方
の
農
村

に
と
ど
ま
ら
す
、
摂
州
、
河
州
の
遠
国
他
領
の
諾
村
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。
叉
こ
の
こ
と
は
他
面
、
累
尿
肥
料
が
近
世

の
農
業
経
営
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
一
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
く
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
註
一
）
　
京
都
府
乙
訓
郡
古
市
村
保
存
丈
書
に
よ
る
。

　
（
註
二
）
　
同
　
　
　
　
　
今
里
村
小
山
寛
一
氏
所
蔵
文
書
に
よ
る
。

　
京
都
の
下
糞
利
用
の
範
囲
が
城
州
は
勿
論
、
摂
州
、
河
州
、
更
に
は
遠
く
丹
州
と
他
国
他
領
の
農
村
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
は
や

が
て
そ
の
下
糞
の
争
奪
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が
生
じ
て
来
る
の
は
白
然
の
昔
ゆ
喜
あ
っ
た
・
次
の
文
書
「
乍
恐
御
訴
轟
」
）
は
却
ち

そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
乍
恐
御
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
山
城
国
乙
訓
郡
西
岡
　
御
領
私
領
百
姓

　
　
近
世
に
お
け
る
都
市
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
営
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
（
一
七
七
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
（
一
七
八
）

右
村
之
者
往
古
よ
り
京
都
之
こ
や
し
を
以
て
耕
作
仕
侯
処
近
年
高
瀬
川
詰
二
条
樋
口
よ
り
七
条
迄
井
下
加
茂
荒
神
口
へ
こ
へ
や
大

分
に
１
出
来
而
京
都
所
六
に
買
子
之
も
の
共
移
敷
抱
置
こ
や
し
買
込
遠
国
へ
船
二
而
積
下
し
叉
者
人
馬
二
而
差
出
シ
或
者
俵
こ
え
に
１
致

し
相
売
申
侯
二
付
年
中
こ
や
し
大
切
二
罷
成
其
上
高
値
侯
故
百
姓
之
費
多
く
め
い
わ
く
仕
侯
洛
外
村
六
之
義
者
油
津
干
鰯
こ
や
し
二

而
者
土
地
不
相
応
三
御
座
候
故
京
都
之
こ
や
し
ヲ
以
作
来
り
候
処
江
右
之
通
こ
や
し
買
込
致
侯
ご
付
次
第
。
一
こ
や
し
不
自
由
、
一
罷
成

作
物
串
来
兼
迷
惑
至
極
仕
侯
乍
恐
高
瀬
川
其
外
京
都
所
六
に
御
置
侯
こ
へ
や
井
買
子
之
者
共
御
停
止
被
為
成
被
下
侯
様
二
奉
願
侯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

　
享
保
八
年
卯
四
月

　
　
御
奉
行
様

　
と
あ
り
、
享
保
年
度
に
至
っ
て
近
郊
或
は
遠
国
の
農
村
か
ら
京
都
の
犀
尿
に
対
す
る
需
要
が
高
ま
り
遂
に
西
岡
地
帯
の
百
娃
達
は

下
糞
肥
料
の
高
値
に
ー
悲
鳴
を
あ
げ
、
、
下
糞
肥
料
の
不
自
由
は
生
産
高
の
減
少
を
来
た
す
も
の
と
し
て
肥
料
問
屋
や
仲
買
人
を
停
止
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
時
の
奉
行
に
訴
え
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
訴
訟
文
の
但
し
書
と
し
て
次
の
如
き
覚
書
が
た
さ
れ
て
い

る
。　

コ
界
都
犀
伸
買
人
多
出
来
肥
不
自
由
三
相
成
侯
故
近
在
之
百
姓
迷
惑
仕
侯
二
付
山
科
小
山
中
筋
西
岡
よ
り
御
願
申
上
侯
山
科
小
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
二
）

毫
諸
三
願
中
筋
西
岡
も
壱
諾
二
願
申
侯
西
岡
筋
之
口
上
書
右
之
通
三
御
公
儀
様
へ
指
上
ケ
申
侯
享
保
八
卯
四
月
二
日
成
ル
Ｌ

　
こ
の
覚
え
書
き
に
ー
よ
っ
て
当
時
京
都
の
下
糞
利
用
の
近
郊
農
村
と
し
て
は
、
東
郊
に
ー
仙
科
、
北
郊
に
小
山
、
南
郊
に
中
筋
そ
し
て

酉
郊
に
乙
訓
郡
酉
岡
の
諸
村
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
ご
れ
ら
周
辺
の
諾
農
村
は
京
都
下
糞
利
用
の
特
権
的
村
六
と
し
て
相
連
合
し
て
そ

の
独
占
権
に
対
す
る
他
国
領
民
の
侵
害
を
訴
え
之
を
排
除
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
訴
え
は
寛
政
年
度
に
至
っ
て
も
繰

’

＾＾



り
返
え
さ
れ
、
独
占
権
確
保
の
要
求
は
更
に
強
烈
な
も
の
と
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
一
種
の
方
法
・
手
段
さ
え
も
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
三
）

夫
・
案
出
し
て
訴
え
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
却
ち
「
口
上
書
」
次
の
逝
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
乍
恐
奉
伺
口
上
書

一
、
城
州
酉
岡
村
大
之
儀
考
農
作
出
稼
仕
候
に
洲
か
す
干
か
す
な
ど
は
土
地
二
含
不
申
榑
犀
小
便
斗
二
而
作
仕
侯
処
近
年
京
都
犀
小

便
高
値
二
相
成
候
二
付
元
手
多
ク
入
難
義
仕
候
果
小
便
高
値
ゆ
え
百
姓
困
窮
仕
次
第
二
百
姓
よ
わ
り
農
業
不
精
進
二
相
成
村
六
二
而

外
売
買
な
ど
祷
付
百
姓
相
止
候
様
一
一
心
か
け
な
ど
仕
次
悌
百
姓
少
ク
な
り
弥
扉
困
窮
仕
難
儀
仕
候
。
尤
酉
岡
村
共
之
内
ニ
モ
不
同
御

座
候
而
犀
小
便
取
勝
手
宜
敷
雑
用
入
不
申
村
方
ハ
何
ぽ
ど
高
値
二
相
成
候
而
も
さ
し
而
農
作
之
害
に
も
不
相
成
候
西
岡
之
義
ハ
取
勝

手
悪
敷
其
上
雑
用
相
懸
リ
殊
外
高
値
二
相
成
リ
難
儀
仕
候
京
都
犀
小
便
高
使
二
相
成
候
趣
意
ハ
格
別
河
州
丹
州
他
国
よ
り
京
都
町
六

江
入
込
随
分
高
値
二
而
京
都
を
請
候
故
次
第
二
高
値
二
相
成
申
候
摂
州
河
州
之
義
ハ
壱
人
京
都
江
登
り
尿
小
便
十
荷
十
五
荷
舟
二
而

取
候
ゆ
え
人
足
井
車
力
不
相
懸
故
随
分
京
都
二
而
高
値
二
買
取
申
侯
二
付
此
度
京
都
犀
小
便
会
所
被
仰
付
被
下
侯
ハ
バ
会
所
よ
久
村

六
江
木
札
を
渡
し
他
国
江
ハ
札
渡
シ
不
申
京
都
町
六
江
ハ
会
所
木
札
無
之
分
ハ
犀
小
便
替
事
不
相
成
由
御
触
な
し
被
成
下
候
ハ
バ
他

国
よ
り
高
値
二
取
侯
義
不
相
成
侯
尤
京
都
の
問
屋
共
江
者
夫
六
増
減
仕
四
季
二
お
お
じ
て
木
札
渡
し
犀
小
便
貫
取
セ
候
ハ
バ
問
屋
不

勝
手
差
支
に
も
不
相
成
様
に
乍
恐
奉
存
候
有
御
願
申
上
候
通
会
所
赦
免
被
下
候
ハ
バ
御
冥
加
銀
差
上
井
年
頭
夕
礼
相
勤
申
度
奉
存
侯

木
札
壱
枚
二
付
少
犬
と
も
料
物
を
取
会
所
諾
入
用
仕
度
奉
存
候
何
卒
酉
岡
村
二
百
姓
相
続
仕
様
一
重
御
願
申
上
候
　
以
上

　
九
月
（
年
代
は
不
明
な
る
も
前
後
の
文
書
よ
り
寛
政
期
の
も
の
で
あ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
ケ
村

　
却
ち
城
州
西
岡
の
村
六
の
農
耕
地
は
油
か
す
や
、
干
か
す
な
ど
の
金
肥
と
あ
わ
在
い
の
で
往
古
か
ら
京
都
の
下
糞
を
利
用
す
る
農

　
　
近
世
に
お
け
る
都
市
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
営
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
（
一
七
九
）

■

、
一
奏
諭
　
～
一
　
一
一
’
，
　
、
　
　
　
　
　
．
－
　
婁
一
、
一
、



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
二
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
（
一
八
○
）

業
経
営
を
行
っ
て
そ
の
生
計
を
立
て
て
来
た
と
こ
ろ
が
近
年
に
た
っ
て
扉
尿
価
格
の
値
上
り
に
よ
っ
て
「
百
姓
困
窮
仕
り
次
第
に
、
百

姓
よ
わ
り
農
業
に
不
糖
進
相
成
村
六
に
て
外
売
買
な
ど
椿
付
百
姓
相
止
侯
様
に
心
が
け
な
ど
仕
り
次
第
に
１
百
姓
少
く
友
り
弥
困
窮
仕

難
儀
仕
候
」
と
そ
の
生
活
の
苦
衷
を
訴
え
、
百
姓
稼
業
転
廃
の
危
機
に
立
ち
至
っ
た
と
さ
え
訴
え
て
、
下
糞
価
格
の
値
上
り
の
不
当

を
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
値
上
り
の
要
因
と
し
て
彼
等
は
百
姓
達
の
立
場
か
ら
次
の
如
く
捌
挟
し
て
そ
の
対
策
の
実
施
を
要
求
し
て

い
る
。
　
〕
尺
都
犀
小
便
高
値
に
相
成
候
趣
意
は
格
別
河
州
丹
州
他
国
よ
り
京
都
の
町
六
江
入
込
随
分
高
値
二
而
京
都
を
請
候
故
次
第

に
高
値
三
相
成
侯
Ｌ
と
。
即
ち
南
方
か
ら
は
摂
津
・
河
内
の
他
領
氏
が
、
同
じ
く
北
方
か
ら
丹
波
の
他
領
氏
が
京
都
に
入
っ
て
来
て

随
分
高
値
に
下
糞
を
買
い
詩
け
る
か
ら
高
騰
す
る
の
で
あ
る
と
き
び
し
く
論
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
此
点
は
さ
き
の
享
保
八
年
の

「
乍
恐
御
訴
訟
」
に
お
い
て
「
近
年
高
瀬
川
詰
二
条
樋
口
よ
り
七
条
迄
拝
下
加
茂
荒
神
ロ
ヘ
こ
え
や
大
分
に
出
来
而
京
都
所
六
に
買

子
の
も
の
共
移
敷
抱
置
ご
や
し
買
込
遠
国
へ
船
二
而
積
下
し
叉
者
人
馬
二
而
差
出
し
或
者
俵
こ
え
に
１
致
し
相
売
申
候
二
付
年
中
こ
や

し
大
切
二
罷
成
其
上
高
値
侯
」
と
京
都
の
市
内
各
所
に
展
尿
問
屋
の
出
現
を
認
め
、
そ
の
買
占
め
に
。
よ
る
価
格
の
高
騰
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
点
と
多
少
趣
を
異
に
ー
し
て
い
る
。
却
ち
寛
政
時
代
に
な
る
と
尿
問
屋
の
出
現
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
た
い
。
今
や
他
領
他
異

の
単
身
舟
を
操
っ
て
や
っ
て
来
る
京
都
侵
入
に
、
脅
や
か
さ
れ
、
下
糞
肥
料
の
確
保
は
危
殆
に
瀕
す
る
に
至
っ
た
と
訴
え
て
い
る
の
で

あ
名
。
こ
れ
は
次
の
「
摂
州
河
州
の
義
ハ
壱
人
京
都
江
登
リ
犀
小
便
十
荷
十
五
荷
舟
二
而
取
候
ゆ
え
人
足
井
車
力
不
相
懸
故
随
分
京

都
二
而
高
値
昌
買
取
申
候
」
と
摂
津
・
河
内
の
領
民
が
単
身
河
川
舟
運
を
利
用
し
て
進
出
し
て
来
る
の
に
は
取
り
勝
手
が
悪
く
て
雑

用
が
か
か
る
西
岡
地
帯
ひ
人
足
・
車
力
利
用
で
は
、
運
搬
費
が
割
高
と
た
り
、
と
て
も
そ
の
競
争
に
ー
打
ち
勝
っ
見
込
み
が
な
い
と
訴

え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
た
情
勢
下
に
あ
っ
て
彼
等
の
打
ち
出
し
た
解
決
策
は
果
し
て
ど
う
で
あ
っ

た
ろ
う
か
。

■



●

先
す
第
一
に
は
「
犀
小
便
会
所
被
仰
付
被
下
侯
ハ
バ
…
…
」
と
犀
小
便
の
取
締
り
会
所
の
設
立
を
願
い
出
で
京
都
の
犀
尿
の
搬
胆

に
統
制
を
加
え
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
ー
は
「
会
所
よ
り
村
六
江
木
札
一
板
札
一
を
渡
し
、
他
国
江
ハ
札
渡
し
不
申
京
都
町
六
江
ハ
会
所
木
札
無
之
分
ハ
犀
小
便
替
事

不
相
成
由
御
触
た
し
被
成
下
候
」
と
、
会
所
の
鑑
札
下
附
に
よ
る
犀
小
便
汲
み
取
り
の
統
制
手
段
を
要
求
し
、
他
国
領
氏
の
締
め
串

し
を
策
し
て
い
る
の
で
あ
る
℃
犀
尿
問
屋
に
対
す
る
解
決
策
と
し
て
は
、
さ
き
の
享
保
期
で
は
「
乍
恐
高
瀬
川
其
外
京
都
所
大
に
御

置
侯
こ
へ
や
梓
賞
子
之
者
共
御
停
止
被
為
成
被
下
侯
様
に
奉
願
候
」
と
、
肥
料
問
屋
や
仲
買
人
の
出
現
防
止
に
衝
心
し
、
そ
の
商
売

の
停
止
方
を
訴
え
て
い
る
の
に
対
し
、
寛
政
期
に
お
い
て
は
、
尿
問
屋
の
存
在
は
之
を
是
認
し
た
上
で
の
解
決
策
を
打
ち
出
し
て
お

り
、
前
の
時
代
と
の
間
に
考
え
方
が
大
転
換
し
て
い
る
の
は
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
却
ち

　
「
尤
京
都
の
問
屋
共
江
者
夫
火
増
減
仕
四
季
に
お
お
じ
て
木
札
渡
し
犀
小
便
買
取
せ
侯
ハ
バ
問
屋
不
勝
手
差
支
に
も
不
相
成
様
に

乍
恐
奉
存
候
右
御
願
申
上
候
」
と
あ
り
、
享
保
八
年
の
停
止
要
求
よ
り
軟
化
し
、
会
所
木
札
を
ば
四
季
に
応
じ
て
問
屋
に
渡
し
、
酉
一

岡
の
村
六
に
展
尿
が
不
要
に
、
な
っ
た
間
の
余
分
を
買
取
ら
す
な
ら
ば
問
屋
も
経
営
が
成
り
立
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
ら
そ
の
よ
う
に
。

取
り
計
ら
っ
て
い
た
た
き
た
い
と
随
分
身
勝
手
た
こ
と
を
考
え
出
し
て
願
い
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
は
彼
等
は
こ
の
対
策
の
実
施
姦
く
要
胡
王
す
差
け
で
票
く
、
そ
の
実
施
に
は
年
金
一
加
銀
献
上
の
代
讐
申
し
崇

為
政
者
の
慾
望
を
そ
そ
り
、
そ
れ
を
満
足
せ
し
め
る
ご
と
と
の
交
換
に
お
い
て
、
扉
尿
供
給
源
の
確
保
を
計
ら
ん
と
さ
え
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
却
ち
「
右
御
願
申
上
候
通
会
所
赦
免
被
成
下
侯
ハ
バ
御
冥
加
銀
差
上
井
年
頭
。
タ
礼
相
勤
申
度
奉
存
侯
」
と
あ
り
、
さ
ら

に
・
次
の
「
右
之
様
に
相
成
候
一
バ
京
藁
小
便
共
沢
山
一
相
成
西
岡
掌
宜
敷
相
成
難
有
奉
存
侯
沢
山
垢
成
侯
得
バ
御
冥
加
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
四
）

等
西
岡
江
相
懸
候
も
難
有
奉
存
侯
嚢
行
御
請
可
仕
侯
」
と
の
別
紙
文
書
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
近
芝
ぎ
る
都
市
の
下
糞
利
用
に
よ
る
嚢
警
一
足
立
一
　
　
　
　
、
　
　
三
七
一
一
八
一
一



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
二
暑
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
（
一
八
二
）

　
最
後
に
は
会
所
の
維
持
費
捻
出
策
と
し
て
、

　
「
木
札
壱
枚
二
付
少
六
と
も
料
物
を
取
会
所
諾
入
用
仕
度
存
侯
」

と
鑑
札
税
の
徴
収
に
よ
つ
て
会
所
維
持
費
の
財
源
に
あ
て
を
よ
二
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
：
に
興
味
深
ニ
ロ
上
書
」

で
あ
る
が
、
同
時
に
西
岡
地
帯
諾
村
の
餐
が
下
麓
料
確
保
の
た
め
に
血
の
に
じ
む
よ
う
な
懸
命
の
努
力
を
；
け
て
い
萎
情

が
う
奈
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
・
何
蕃
岡
村
書
籍
続
仕
様
一
重
御
願
申
上
候
」
と
訴
え
る
に
至
一
て
は
・
震
肥
料
の

値
上
り
が
如
何
に
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
営
に
重
大
差
響
を
婁
え
を
の
で
あ
る
か
。
か
つ
差
近
世
嚢
警
の
肥
料
分

野
に
音
て
、
下
糞
肥
料
が
如
何
に
嚢
姦
位
を
占
め
て
い
奈
。
そ
し
て
当
時
の
餐
達
が
如
何
に
血
眼
に
な
一
て
援
藻

に
努
力
し
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
謹
一
）
　
前
掲
小
山
寛
一
筑
所
蔵
丈
書
に
よ
る

（
謹
二
）
同
右

　
（
謹
三
）
　
同
右
に
よ
る
別
紙
文
書

（
註
四
）
同
右

　
　
一
京
都
祭
便
之
会
所
被
為
仰
付
被
下
侯
一
バ
会
所
よ
り
村
・
江
板
札
を
相
渡
し
会
所
板
札
無
之
分
者
京
都
町
・
之
祭
便
不
替
嘉
触
な
し
被

成
下
侯
一
バ
扉
と
庵
国
一
串
儀
乍
薯
間
敷
被
奉
存
候
其
上
会
所
吉
御
仰
仕
他
国
一
者
苫
し
不
農
一
バ
他
国
よ
り
直
雷
来
不
農
京

都
問
屋
江
ハ
四
季
二
お
お
じ
札
相
渡
扉
シ
西
岡
不
入
間
参
墨
－
申
候
一
バ
問
屋
不
勝
手
喜
間
敷
様
一
義
奪
候
右
之
様
一
蔑
候
一
パ
京

都
祭
便
共
沢
山
二
相
成
西
岡
勝
手
宜
籍
鑑
有
奉
存
案
山
相
擾
得
バ
農
袈
筆
西
岡
一
相
懸
侯
姦
有
奉
存
候
蓉
御
請
可
仕
候
一

●

山｛川仙山

●



　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
す
　
　
び

　
以
上
近
世
に
お
け
る
京
都
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
営
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
史
実
を
通
し
て
考
察
し
て
来
た
の
で
あ
る
が

こ
の
実
証
的
研
究
に
も
と
す
い
て
次
の
ご
と
が
緒
論
す
け
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
近
世
に
お
け
る
城
下
町
を
含
む
諾
都
市
の
犀
尿
は
当
時
八
割
の
人
口
を
吸
収
し
て
い
た
日
本
農
業
に
と
っ
て
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

肥
料
源
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諾
郡
市
の
周
辺
農
村
は
い
う
に
及
ば
す
遠
く
離
れ
た
他
領
氏
で
さ
え
こ
れ
を
入
手
し
て
経
営
し
て
い

た
し
・
叉
そ
れ
を
入
手
せ
ん
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
供
給
圏
の
大
き
さ
は
都
市
の
大
き
さ
に
比
例
し
た
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
影
響
は
無
視
し
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
次
に
こ
の
下
糞
利
用
が
農
業
経
営
上
の
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
だ
け
に
、
こ
の

犀
尿
を
め
ぐ
っ
て
、
累
し
問
屋
・
株
仲
間
・
廉
し
仲
買
人
等
が
多
数
京
都
の
町
六
に
出
現
し
、
こ
れ
が
買
集
め
、
買
占
め
に
奔
走
し

て
い
た
こ
と
。
そ
１
し
て
こ
れ
ら
の
商
人
と
遠
国
他
領
の
農
民
及
び
京
都
周
辺
の
農
民
が
互
い
に
三
卍
に
な
っ
て
一
定
量
の
犀
尿
に
つ

い
て
争
奪
を
演
じ
、
そ
れ
が
や
が
て
価
格
釣
上
げ
の
要
因
と
も
な
っ
て
い
っ
た
。
勿
論
高
く
友
っ
た
理
由
は
こ
れ
ら
の
文
書
を
通
し

て
諾
物
価
の
値
上
り
と
銭
価
の
下
落
に
伴
っ
て
起
っ
て
来
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
は
げ
し

い
需
要
の
競
争
に
も
と
す
く
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。

　
更
に
展
尿
問
屋
と
農
村
間
と
の
需
給
関
係
に
は
そ
の
販
路
及
び
価
格
等
に
つ
い
て
も
一
種
の
契
約
的
な
統
制
が
あ
っ
て
一
方
的
に

こ
れ
を
改
変
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
て
犀
尿
価
格
の
高
騰

は
前
述
の
如
く
必
然
的
た
結
果
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
農
業
生
産
に
と
っ
て
必
需
品
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
儀
少
な
値
上
り
も
、
経

済
的
地
歓
の
薄
弱
底
近
世
農
民
の
懐
中
に
実
に
驚
く
べ
き
敏
感
さ
で
も
っ
て
響
き
、
つ
い
に
は
彼
等
の
全
生
活
を
も
危
殆
に
瀕
せ
し

　
　
近
世
に
お
け
る
都
市
の
下
糞
利
用
に
よ
る
農
業
経
営
（
足
立
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
（
一
八
三
）■



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
二
吾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
（
一
八
四
）

め
る
と
い
っ
た
結
果
を
招
い
た
事
実
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
下
糞
の
搬
出
方
法
で
は
、
周
辺
の
農
村
民
は
主
と
し
て
車
力
・
人
足
を
利
用
し
、
摂
州
・
河
州
の
農
民
は
単
身
舟
を
操
り

淀
川
を
上
下
し
、
市
内
で
は
高
瀬
川
を
盛
ん
に
利
用
し
て
互
い
に
争
奪
戦
を
演
じ
た
が
、
舟
運
の
前
に
は
車
力
運
搬
は
労
力
と
費
用

が
か
さ
み
、
冑
を
脱
が
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
実
で
あ
る
。

　
凡
そ
江
戸
時
代
に
は
、
ご
の
よ
う
に
城
下
町
を
含
む
町
六
か
ら
舟
に
よ
っ
て
扉
尿
の
搬
出
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当

時
の
人
六
こ
れ
を
呼
ん
で
「
舟
犀
」
と
称
し
、
叉
江
戸
周
辺
の
農
業
事
情
に
糖
通
し
て
い
た
学
者
田
中
丘
隅
も
「
舟
糞
」
に
つ
い
て

そ
の
著
「
民
間
省
要
」
上
編
巻
之
一
に
お
い
て
、

「
叉
城
下
く
の
近
隣
は
舟
に
て
阜
し
孟
一
て
苗
代
吉
用
う
る
膏
。
夫
舟
糞
を
と
る
圭
妻
、
百
姓
の
家
業
隻
極
上

策
た
り
と
い
え
ど
、
是
叉
白
分
に
つ
と
む
る
者
に
あ
ら
す
し
て
は
、
此
斗
り
用
い
て
益
な
し
。
下
六
召
仕
と
云
う
者
は
其
の
主
人
の

目
を
く
ら
ま
か
し
て
、
船
中
の
糞
を
道
に
て
売
て
、
其
跡
へ
泥
水
を
汲
み
込
ん
で
か
き
廻
し
、
薄
く
し
て
来
て
船
一
艘
の
ま
を
含
す

る
に
、
主
人
一
度
毎
に
。
糞
の
中
手
足
さ
し
入
れ
て
、
其
空
費
を
さ
が
し
求
む
べ
き
様
も
た
く
、
い
か
ん
と
も
す
る
事
た
し
、
馬
附
に

し
て
取
糞
は
、
下
六
の
邪
も
仕
に
く
し
、
侃
て
船
糞
取
者
は
其
所
の
百
姓
の
中
自
分
勤
め
て
律
義
者
と
人
の
召
仕
と
を
組
合
せ
て
こ

と
を
成
す
に
功
者
と
す
」

　
と
舟
糞
を
と
る
場
合
の
気
附
か
ざ
る
注
意
を
書
き
述
べ
て
い
る
が
本
稿
に
引
用
さ
れ
た
史
実
と
相
対
照
し
て
考
察
す
る
場
合
、
当

時
の
扉
尿
運
搬
の
様
子
は
一
層
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
摂
河
両
州
の
農
民
が
自
ら
単
身
を
舟
を
操
っ
て
京
都
に
乗
込
ん
で
来

た
事
の
理
由
も
或
は
ご
ん
な
と
こ
ろ
に
原
因
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。




