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一
　
は
じ
め
に

　
江
戸
時
代
後
期
に
江
戸
で
活
躍
し
た
町
人
数
寄
者
吉
村
観か
ん

阿あ

（
白
醉
庵
／

一
七
六
五
︱
一
八
四
八

（
1
）

）
は
︑
四
十
歳
以
前
か
ら
松
江
藩
七
代
藩
主
松
平
治は
る
さ
と郷

（
不ふ

昧ま
い

／
一
七
五
一
︱
一
八
一
八
︒
以
下
不
昧
に
統
一
）
と
︑
不
昧
没
後
は
新
発
田

藩
十
代
藩
主
溝
口
直な
お
あ
き諒

（
翠す
い
と
う濤

／
一
七
九
九
︱
一
八
五
八
︒
以
下
翠
濤
に
統
一
）

と
親
し
く
交
流
し
た
︒

　『
日
本
研
究
』
第
五
十
四
集
で
は
両
者
の
交
流
に
注
目
し
︑
不
昧
の
茶
会
記

や
溝
口
家
の
記
録
か
ら
︑
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）︑
観
阿
三
十
四
歳
の
と
き

懐
妊
中
の
妻
と
子
を
棄
て
て
出
家
し
て
以
降
の
行
状
を
明
ら
か
に
し
た
︒
ま
た

観
阿
の
生
業
が
茶
の
湯
道
具
の
取
り
次
ぎ
で
あ
っ
た
点
に
注
目
し
︑
特
に
翠
濤

に
取
り
次
い
だ
道
具
を
明
ら
か
に
し
た（

2
）

︒

　
東
大
寺
勧
学
院
に
あ
る
観
阿
の
寿じ
ゅ
ぞ
う蔵

碑
文
︑
お
よ
び
観
阿
没
後
に
向
島
弘
福

寺
に
建
て
ら
れ
た
観
阿
と
妻
観
勢
の
墓
の
碑
文
で
は
︑
観
阿
が
若
き
頃
よ
り
遁

世
の
念
を
強
め
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る（

3
）

︒
妻
子
を
棄
て
て
ま
で
剃
髪
︑
出

家
し
よ
う
し
た
背
景
に
は
一
体
何
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
本
稿
で

は
︑
従
来
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
観
阿
の
生
家
と
三
十
四
歳
で
出

家
に
至
る
背
景
を
究
明
す
る
︒

　
観
阿
の
生
家
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
︑
観
阿
の
没
後
に
勧
学
院
の
寿
蔵
に
追

加
さ
れ
た
碑
文
を
み
る
と
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

吉
村
観
阿
と
山
田
屋
太
郎
兵
衛

宮
武
慶
之
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観
翁
俗
称
芳
村
︑
本
吉
村
也
︑
先
考
嘗
以
財
徴
聘
于
仙
台
侯
︑
侯
之
先
君

有
諱
吉
村
公
︑
以
吉
芳
国
読
同
換
之
云（

4
）

観
翁
の
俗
称
は
芳
村
︑
本
は
吉
村
な
り
︑
先
考
は
嘗か
つ

て
財
を
以
て
仙
台
侯

に
徴
聘
す
︒
侯
の
先
君
は
諱
吉
村
公
と
あ
り
︑
吉
と
芳
は
国
読
同
じ
な
る

を
以
っ
て
之
を
換
ふ
と
云
う

　
観
阿
の
父
は
財
用
な
ど
で
伊
達
家
に
関
係
し
た
人
物
の
よ
う
で
︑
も
と
も
と

は
吉
村
氏
で
あ
っ
た
が
︑観
阿
の
父
が
仙
台
藩
五
代
藩
主
伊
達
吉
村
（
一
六
八
〇

︱
一
七
五
二
）
と
同
名
を
憚
り
︑
芳
村
に
改
め
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
従
来
の
研
究
で
︑
観
阿
の
生
家
に
つ
い
て
は
︑
落
語
家
の
三
遊
亭
円
朝

（
一
八
三
九
︱
一
九
〇
〇
）
に
よ
る
落
語
『
熱
海
土
産
温
泉
利
書
』（
一
八
八
九
）

で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
︒

江
戸
新
橋
の
八
官
町
に
居
り
ま
す
山
田
屋
仁
兵
衛
と
申
し
ま
し
て
後
に
吉

村
観
阿
と
な
り
ま
す
大
茶
人
で
後
座
い
ま
す
此
吉
村
観
阿
と
云
ふ
仁
の
墳

墓
ハ
向
島
の
弘
福
寺
に
御
座
い
ま
す
抱
一
上
人
の
筆
で
白
醉
庵
観
阿
居
士

と
圓
相
の
石
に
彫
付
け
て
あ
り
ま
す
る
奈
良
東
大
寺
に
も
立
派
な
墳
墓
が

残
ッ
て
居
り
ま
す
此
仁
ハ
明
和
五
年
の
出
生
で
熱
海
へ
来
た
時
に
ハ

四
十
四
の
年
で
有
り
ま
す
誠
に
人
柄
の
宣
い
大
茶
人
で
風
流
な
仁
で
洒
落

も
出
ま
す（

5
）

　
観
阿
の
人
柄
や
墓
を
述
べ
る
と
と
も
に
店
の
屋
号
を
山
田
屋
と
紹
介
し
て
い

る
︒
山
田
屋
と
述
べ
ら
れ
る
の
は
︑
管
見
の
資
料
で
唯
一
で
あ
る
︒
円
朝
は
安

政
五
年
（
一
八
五
八
）
か
ら
浅
草
茅
町
の
小
間
物
屋
関
口
の
裏
店
に
住
み
︑
文

久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
浅
草
中
代
地
の
表
店
に
転
居
し
た
︒
そ
の
後
︑
明
治

六
年
（
一
八
七
三
）
に
浜
町
に
引
っ
越
す
ま
で
の
間
︑
浅
草
で
十
五
年
間
過
ご

し
て
い
た（

6
）

︒
こ
の
こ
と
か
ら
観
阿
が
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
没
し
て
よ
り

後
︑
円
朝
が
述
べ
る
人
物
像
が
当
時
の
江
戸
の
茶
の
湯
に
関
係
す
る
人
々
の
間

で
語
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
こ
の
ほ
か
大
阪
の
新
聞
記
者
で
あ
っ
た
中
井
浩
水
（
生
没
年
不
詳
）
は
『
日

本
美
術
工
芸
』（
一
六
四
号
）
で
観
阿
の
生
家
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
︒観

阿
の
父
は
は
じ
め
吉
村
太
郎
兵
衛
と
い
つ
て
︑
仙
台
の
人
だ
つ
た
が
︑

伊
達
吉
村
に
対
し
て
不
敬
だ
と
い
う
の
で
︑
吉
の
字
を
芳
に
改
め
芳
村
姓

を
名
乗
り
︑
江
戸
に
来
て
町
人
と
な
り
︑
宗
偏
流
の
巨
匠
神
谷
松
見
門
に

入
つ
て
茶
道
を
極
め
た
︒
観
阿
は
そ
の
子
で
︑
父
に
茶
を
学
び
︑
父
の
没

後
は
芳
村
太
郎
兵
衛
を
名
乗
り
︑
本
所
か
深
川
か
の
米
問
屋
で
︑
富
商
の

一
人
で
あ
つ
た（

7
）

　
観
阿
の
父
が
吉
村
太
郎
兵
衛
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
︑
父
太
郎
兵
衛
の
茶

の
湯
の
師
が
神
谷
松
見
（
一
七
二
二
︱
一
八
〇
三
）
と
さ
れ
る
︒
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以
上
が
観
阿
の
生
家
に
つ
い
て
触
れ
た
記
述
で
あ
る
が
︑
円
朝
は
観
阿
の
屋

号
を
山
田
屋
と
し
︑
中
井
は
父
太
郎
兵
衛
が
仙
台
の
人
で
あ
り
︑
家
業
が
本
所

か
深
川
か
の
米
問
屋
と
し
て
い
る
が
︑
い
ず
れ
も
根
拠
が
明
ら
か
で
は
な
い
︒

　
観
阿
の
言
動
を
後
世
に
ま
と
め
た
﹁
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
﹂
を
み
る
と

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

芳
村
観
阿
白
醉
庵
と
号
し
江
戸
の
人
に
て
家
富
み
某
侯
の
用
達
を
も
為
し

け
る
が
破
産
の
危
に
瀕
す
る
や
剃
髪
此
世
の
俗
を
避
け
浅
草
俵
〘
田
原
〙

町
に
幽

居
し
畢
は
ん
ぬ（

8
）

　
観
阿
の
家
は
﹁
某
侯
﹂
の
用
達
で
あ
っ
た
︒
破
産
の
危
機
に
瀕
し
た
観
阿
は

出
家
し
︑
そ
の
後
︑
浅
草
の
田
原
町
に
結
ん
だ
庵
︑
白
醉
庵
で
隠
棲
し
た
こ
と

が
わ
か
る
︒
し
か
し
な
が
ら
こ
の
﹁
某
侯
﹂
が
果
た
し
て
伊
達
家
仙
台
藩
主
で

あ
る
か
は
資
料
の
不
足
よ
り
断
言
で
き
な
い
︒
た
だ
観
阿
が
三
十
四
歳
で
出
家

に
至
る
ま
で
の
動
静
と
し
て
︑
生
家
の
経
営
状
況
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
観
阿
は
︑
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
溝
口
家
へ
道
具
を
売
却
し

て
以
降
︑
文
政
四
年
に
は
正
式
に
出
入
り
を
許
さ
れ
︑
翠
濤
と
親
し
く
交
流
し

て
い
た（

9
）

︒
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
奥
書
が
あ
る
翠
濤
自
筆
の
『
戯
画
肖
像

並
略
伝
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
に
は
︑
観
阿
七
十
二
歳
の
寿
像
と
と
も

に
略
歴
が
記
さ
れ
て
い
る（

10
）

︒
同
書
の
記
述
に
よ
れ
ば
観
阿
の
生
家
は
仙
台
藩
伊

達
家
の
用
金
調
達
で
あ
っ
た
江
戸
の
両
替
商
山
田
屋
と
書
か
れ
て
い
る
︒

　
仙
台
藩
と
用
金
調
達
の
山
田
屋
と
の
関
係
を
巡
っ
て
は
︑
郷
土
史
家
の
佐
々

久
が
『
仙
台
郷
土
史
研
究
』（
第
二
十
三
巻
第
三
号
四
号
合
併
号
）
で
伊
達
家
の

正
史
で
あ
る
『
伊
達
治
家
記
録
』
を
挙
げ
︑
山
田
屋
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る（

11
）

︒

　
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
正
月
に
幕
府
よ
り
仙
台
藩
と
広
島
藩
に
対
し
て
関

東
諸
川
修
理
が
達
せ
ら
れ
た
︒
佐
々
は
治
家
記
録
を
挙
げ
︑
山
田
屋
が
工
事
で

多
大
な
貢
献
を
し
た
た
め
家
財
が
傾
い
た
と
し
て
い
る
︒
ま
た
佐
々
は
治
家
記

録
の
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
二
月
二
十
八
日
条
を
挙
げ
︑
山
田
屋
太
兵
衛
な

る
人
物
が
十
四
万
両
余
の
負
債
遷
延
に
よ
り
幕
府
に
訴
え
よ
う
と
し
た
が
仙
台

藩
勘
定
奉
行
の
浜
（
濱
）
尾
文
左
衛
門
が
斡
旋
尽
力
し
四
万
三
千
両
の
総
額
と

な
し
年
賦
償
却
す
る
こ
と
に
約
定
し
た
と
紹
介
し
て
い
る
︒
佐
々
は
こ
の
人
物

を
山
田
屋
太
郎
兵
衛
の
息
子
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
︒

　
山
田
屋
は
佐
々
が
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
仙
台
藩
の
財
用
に
貢
献
し
た
人
物

で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
従
来
の
研
究
で
は
山
田
屋
と
吉
村
観
阿
を
結
び
つ

け
る
こ
と
が
資
料
の
不
足
よ
り
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
本
稿
で
は
観
阿
の
生

家
が
山
田
屋
で
あ
る
こ
と
を
起
点
に
︑
破
産
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
明
ら
か
に

す
る
︒

　
観
阿
は
三
十
四
歳
で
出
家
し
︑
そ
の
後
の
行
状
で
判
明
し
て
い
る
こ
と
は

四
十
歳
の
時
に
不
昧
の
茶
会
で
茶
席
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
で

観
阿
と
不
昧
の
交
流
に
も
注
目
す
る
︒

　
先
行
研
究
で
︑
両
者
の
交
流
に
つ
い
て
は
『
松
平
不
昧
伝
』（
一
九
一
七
）
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に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

彼
が
公
の
た
め
に
提
供
し
た
る
も
の
︑
松
栄
の
屏
風
︑
古
銅
鉢
︑
篷
雪
の

額
︑
象
眼
床
几
を
始
め
︑
裂
類
の
数
々
︑
多
葉
粉
入
︑
緒
じ
め
︑
根
付
︑

刀
剣
の
鍔
︑
柄
木
︑
其
他
文
房
箱
の
珍
品
奇
什
殆
ど
枚
挙
に
遑
あ
ら
ず
︑

公
は
か
く
の
如
き
稀
世
の
奇
士
と
交
り
︑
茶
事
を
共
に
し
︑
文
芸
を
語
ら

れ
た
る
な
り
︑
彼
が
性
行
と
彼
の
素
養
と
が
︑
い
か
に
公
の
嗜
好
に
投
じ

た
る
か
は
︑
こ
の
人
の
伝
記
に
於
て
窺
い
知
る
を
得
る
と
同
時
に
︑
又
公

の
性
格
の
反
映
と
看
做
さ
る
べ
し（

12
）

︒

　
観
阿
が
不
昧
に
道
具
を
取
り
次
い
で
い
る
こ
と
や
︑
不
昧
が
寵
遇
し
た
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
ほ
か
近
代
の
茶
道
史
家
で
あ
る
高
橋
梅
園

（
一
八
六
八
︱
一
九
四
六
）
に
よ
る
『
茶
禅
不
昧
公
』（
一
九
四
四
）
で
は
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
︒

観
阿
曾
て
公
が
唐
渡
り
の
裂
を
珍
蔵
す
る
を
知
り
︑
公
を
驚
か
さ
ん
と
て

或
る
時
茶
事
に
招
か
れ
た
り
時
︑
そ
れ
と
同
じ
裂
を
帯
に
し
て
来
れ
り
︒

公
お
も
へ
ら
く
︑
か
く
の
如
き
貴
重
の
裂
を
帯
に
せ
る
は
観
阿
の
豪
胆
真

に
驚
く
べ
き
も
の
あ
り
と
︒
何
ぞ
知
ら
ん
︑
彼
は
僅
に
見
ゆ
る
所
だ
け
裂

を
帯
に
被
ら
せ
た
ら
ん
と
は
︒
後
日
公
之
を
知
り
て
呵
々
大
笑
せ
ら
れ
た

り
と
ぞ
︒
彼
が
奇
行
と
彼
が
嗜
好
と
は
公
の
愛
す
る
所
に
し
て
︑
ま
た
以

て
公
の
性
格
の
反
映
と
看
る
べ
し（

13
）

︒

　
観
阿
の
奇
行
と
嗜
好
を
不
昧
が
好
み
︑
寵
遇
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

　
し
か
し
な
が
ら
︑
不
昧
が
観
阿
を
寵
遇
し
た
の
は
観
阿
の
奇
行
や
道
具
の
取

り
次
ぎ
に
よ
る
も
の
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
観
阿
の
生
家
と
︑
不
昧

の
周
辺
の
人
物
と
の
交
流
に
注
目
し
た
い
︒

　
以
上
の
点
か
ら
観
阿
の
生
家
と
青
年
期
の
行
状
を
明
ら
か
に
し
︑
後
年
江
戸

で
の
観
阿
の
活
躍
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
と
す

る
︒

　
な
お
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
観
阿
お
よ
び
生
家
山
田
屋
の
行
状
に
つ
い
て
は

表
1
（
文
末
）
と
し
た
︒

　

二
　
江
戸
の
両
替
商
山
田
屋

　
先
述
の
通
り
勧
学
院
の
寿
蔵
碑
文
か
ら
︑
観
阿
の
父
は
伊
達
吉
村
と
関
係
し
︑

仙
台
藩
に
財
政
面
で
関
係
し
た
人
物
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
観
阿
の
生
家

お
よ
び
観
阿
の
父
と
伊
達
吉
村
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
い

な
い
︒

　
そ
こ
で
翠
濤
が
戯
画
と
し
て
知
友
の
肖
像
を
描
き
集
め
た
『
戯
画
肖
像
並
略

伝
』
に
注
目
す
る
︒
同
書
に
は
翠
濤
が
観
阿
七
十
二
歳
の
と
き
の
寿
像
を
描
き
︑

長
府
藩
十
一
代
藩
主
毛
利
元
義
（
一
七
八
五
︱
一
八
四
三
）
が
讃
を
し
た
﹁
苦
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楽
翁
寿
像
﹂
の
模
写
が
所
載
さ
れ
る
︒
同
書
の
略
伝
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
︒翁

氏
ハ
吉
村
又
芳
村
に
作
る
候
仙
台
侯
へ
憚
る
所
あ
る
ゆ
へ
也 

元
山
田

屋
と
い
ふ
仙
台
侯
の
用
金
調
達
を
奉
り
し
故
な
り
と
そ（

14
）

　
観
阿
の
父
は
伊
達
吉
村
と
同
名
を
憚
っ
て
芳
村
と
改
め
て
い
た（

15
）

︒
そ
の
理
由

は
︑
観
阿
の
生
家
が
仙
台
藩
伊
達
家
の
用
金
調
進
の
山
田
屋
を
屋
号
と
す
る
両

替
商
で
あ
っ
た
た
め
と
判
明
す
る
︒

　
そ
こ
で
江
戸
の
両
替
商
に
関
す
る
文
献
を
み
る
と
︑
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）

の
江
戸
の
両
替
商
を
五
組
に
分
け
︑
各
組
の
両
替
商
を
記
し
た
『
銭
屋
商
組
合

連
判
帳
』
お
よ
び
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
の
『
五
組
定
法
帳
』
で
は
︑
い
ず

れ
も
新
両
替
町
組
に
加
入
し
た
両
替
商
と
し
て
︑
次
の
名
前
が
所
載
さ
れ
て
い

る
︒

丸
屋
町

　
山
田
屋
太
郎
兵
衛
㊞（

16
）

　
と
こ
ろ
で
観
阿
の
生
ま
れ
に
つ
い
て
︑
弘
福
寺
の
墓
碑
に
は
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
︒

武
州
江
都
芝
に
生
る（

17
）

　
観
阿
は
芝
の
生
ま
れ
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
観
阿
の
生
ま
れ
は
明
和

二
年
（
一
七
六
五
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
時
期
の
地
図
で
は
宝
暦
七
年
の

『
分
間
宝
暦
江
戸
大
絵
図
』
が
あ
り
︑﹁
丸
や
丁（

18
）

﹂
と
し
て
所
載
が
確
認
で
き
る
︒

こ
の
地
域
は
芝
に
あ
る
こ
と
か
ら
︑
観
阿
の
生
家
は
江
戸
丸
屋
町
の
山
田
屋
で

あ
る
と
同
定
さ
れ
る
︒

　
で
は
山
田
屋
と
仙
台
藩
は
い
つ
の
頃
か
ら
交
渉
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

伊
達
吉
村
は
宝
暦
元
年
十
二
月
二
十
四
日
に
江
戸
で
没
し
た
︒
そ
こ
で
吉
村
の

時
代
の
藩
政
を
記
録
し
た
『
獅
山
公
治
家
記
録
』（
宮
城
県
図
書
館
蔵
）
を
み
る

と
宝
暦
二
年
一
月
九
日
条
で
は
︑
吉
村
の
遺
体
を
仙
台
に
帰
葬
す
る
様
子
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
見
送
っ
た
人
々
の
う
ち
仙
台
藩
に
関
係
し
た
商
人

の
名
前
も
確
認
で
き
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

大
坂
屋
久
兵
衛
佃
屋
作
兵
衛
梶
木
五
郎
治
山
田
屋
太
郎
兵
衛
蝶
屋
長
右
衛

門
奉
送
小
姓
披
露
千
寿
駅
本
陣
飛
脚
宿
出
居
ル
ニ
由
テ
各
金
百
疋
ヲ
賜
フ（

19
）

　
吉
村
の
帰
葬
に
際
し
て
大
坂
屋
久
兵
衛
︑
佃
屋
作
兵
衛
︑
梶
木
五
郎
治
︑
山

田
屋
太
郎
兵
衛
︑
蝶
屋
長
右
衛
門
ら
が
見
送
り
︑
金
百
疋
を
仙
台
藩
か
ら
与
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
こ
に
山
田
屋
太
郎
兵
衛
の
名
前
を
確
認
で
き

る
こ
と
か
ら
︑
観
阿
の
父
太
郎
兵
衛
が
吉
村
在
世
の
と
き
よ
り
交
渉
が
あ
っ
た
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こ
と
が
わ
か
る
︒

　
宝
暦
年
間
の
山
田
屋
と
仙
台
藩
の
関
係
に
注
目
す
る
と
︑
仙
台
藩
の
財
政
家

で
あ
る
萱
場
杢
（
一
七
一
七
︱
一
八
〇
五
）
に
よ
る
記
録
で
あ
る
『
金
穀
方
職

鑑
』
中
︑
宝
暦
年
間
の
﹁
江
戸
当
座
御
借
金
覚
　
四
月
十
五
日
迄
之
調
﹂
を
み

る
と
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

一
︑ 

七
千
九
十
両
利
　
　
　
　
　
伊
勢
屋
三
郎
兵
衛

一
︑ 

千
五
百
両
　
十
五
両
壱
分
　
良
源
院

一
︑ 

五
百
両
　
百
両
利
　
　
　
　
今
中
九
兵
衛

一
︑ 

三
百
両
　
右
同
断
　
　
　
　
伊
勢
屋
六
兵
衛

一
︑ 

弐
千
両
　
九
十
両
利
　
　
　
山
田
屋
太
郎
兵
衛

一
︑ 

千
両
　
　
百
両
利
　
　
　
　
渡
辺
吉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
山
幸
右
衛
門

一
︑ 

千
両
　
百
両
ニ
一
両
之
利
　
多
ケ
井
屋
清
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
江
平
兵
衛

一
︑ 

千
五
百
両
　
七
拾
五
両
利
　
佃
田
屋
作
兵
衛

一
︑ 

百
両
　
百
両
ニ
一
両
利
　
　
木
具
屋
杢
右
衛
門

〆
壱
萬
四
千
九
百
両（

20
）

　
宝
暦
年
間
︑
仙
台
藩
に
対
し
て
山
田
屋
が
二
千
両
を
貸
し
付
け
て
い
る
︒
山

田
屋
は
伊
勢
屋
三
郎
兵
衛
の
七
千
両
に
つ
い
で
二
番
目
に
大
き
い
貸
し
付
け
を

行
っ
て
い
る
︒
ま
た
同
書
の
宝
暦
十
三
年
の
﹁
於
江
戸
他
所
へ
金
石
被
遣
覚
﹂

の
三
人
分
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
両
替
御
用
足
〘
マ
マ
〙　

一
　
御
合
力
十
両
　
　
　
　
　
　
　
山
田
屋
太
郎
兵
衛

　
　
玄
米
弐
拾
俵
　
　
　
　
　
　
　
大
文
字
屋
宇
右
衛
門
　

三
郎
右
衛
門

手
代（

21
）

　
山
田
屋
と
大
文
字
屋
の
手
代
で
あ
る
宇
右
衛
門
と
三
郎
右
衛
門
に
︑
仙
台
藩

よ
り
合
力
金
十
両
と
玄
米
二
十
俵
が
支
給
さ
れ
て
い
る
︒
仙
台
藩
と
の
交
渉
は

宝
暦
元
年
以
前
す
な
わ
ち
吉
村
在
世
の
と
き
よ
り
で
あ
っ
た
が
︑
宝
暦
年
間
す

な
わ
ち
仙
台
藩
七
代
藩
主
伊
達
重
村
（
一
七
四
二
︱
一
七
九
六
）
の
こ
ろ
は
財

用
に
関
す
る
交
渉
が
頻
繁
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
先
述
の
よ
う
に
明
和
四
年
正
月
二
十
九
日
︑
江
戸
城
波
の
間
に
お
い
て
重
村

と
広
島
藩
七
代
藩
主
浅
野
重
晟
（
一
七
四
三
︱
一
八
一
四
）
に
関
東
筋
川
々
御

普
請
御
手
伝
が
命
じ
ら
れ
た（

22
）

︒
こ
の
工
事
は
同
年
六
月
十
五
日
に
終
了
し
︑
江

戸
城
で
重
村
と
重
晟
に
褒
賞
と
し
て
時
服
五
十
領
が
与
え
ら
れ
て
い
る（

23
）

︒

　
そ
こ
で
こ
の
工
事
に
つ
い
て
重
村
︑
八
代
藩
主
斉
村
（
一
七
七
五
︱

一
七
九
六
）︑
九
代
藩
主
周
宗
（
一
七
九
六
︱
一
八
一
二
）︑
十
代
藩
主
斉
宗

（
一
七
九
六
︱
一
八
一
九
）︑
十
一
代
藩
主
斉
義
（
一
七
九
八
︱
一
八
二
八
）︑
十
二

代
藩
主
斉
邦
（
一
八
一
七
︱
一
八
四
一
）
の
治
家
記
録
で
あ
る
『
六
代
治
家
記

録
（
巻
之
十
二
　
徹
山
公
十
二
）』（
宮
城
県
図
書
館
蔵
）
の
明
和
四
年
七
月
十
五
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日
条
を
み
る
と
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

十
五
日
諸
川
修
理
ニ
労
ア
ル
ヲ
賞
シ
松
前
采
女
ヘ
時
服
三
領
黄
金
二
枚
金

上
玄
蕃
萱
場
勘
解
由
小
嶋
文
右
衛
門
ヘ
各
服
二
領
黄
金
一
枚
馬
淵
小
左
衛

門
吉
田
隼
太
姉
歯
八
郎
右
衛
門
大
石
孫
右
衛
門
熊
善
斎
名
村
金
右
衛
門
望

月
三
郎
兵
衛
齋
藤
忠
兵
衛
永
嶋
運
右
衛
門
金
湏
正
兵
衛
庄
子
武
助
ヘ
各
銀

子
七
枚
ヲ
賜
フ
外
ニ
抜
群
ノ
精
勤
ヲ
賞
シ
采
女
ヘ
刀
勘
解
由
ヘ
服
及
ヒ
銀

子
十
枚
文
右
衛
門
ヘ
服
及
ヒ
銀
子
三
枚
隼
太
ヘ
服
及
ヒ
銀
子
十
五
枚
忠
兵

衛
ヘ
服
及
ヒ
銀
子
五
枚
武
助
ヘ
銀
子
七
枚
ヲ
賜
フ
財
用
ニ
功
ア
ル
ヲ
賞
シ

町
用
達
山
田
屋
太
郎
兵
衛
ヘ
給
米
十
五
人
口
同
水
野
三
郎
兵
衛
ヘ
十
口
同

三
河
屋
長
左
衛
門
多
賀
井
屋
清
左
衛
門
ヘ
各
四
人
口
屋
根
屋
長
左
衛
門
ヘ

三
人
口
ヲ
加
フ
其
他
諸
有
司
ヘ
金
銀
及
ヒ
物
ヲ
賜
フ（

24
）

　
河
川
工
事
で
功
労
の
あ
っ
た
者
に
そ
れ
ぞ
れ
賞
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
︒
こ
の
う
ち
用
達
の
筆
頭
は
山
田
屋
太
郎
兵
衛
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
に

も
仙
台
藩
の
用
達
の
商
人
で
あ
る
水
野
三
郎
兵
衛
（
十
口
）︑
三
河
屋
長
左
衛
門
︑

多
賀
井
屋
清
左
衛
門
（
四
人
口
）︑
屋
根
屋
長
左
衛
門
（
三
人
口
）
を
は
じ
め
貢

献
し
た
商
人
に
金
品
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
︒

　
同
書
に
お
い
て
太
郎
兵
衛
が
十
五
人
口
を
賜
っ
て
い
る
点
か
ら
も
︑
こ
の
工

事
に
際
し
て
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
と
き
観
阿
は
三
歳
で
あ

る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
山
田
屋
太
郎
兵
衛
と
は
観
阿
の
父
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
︒

　
当
時
の
伊
達
家
で
は
請
負
っ
た
諸
地
域
の
河
川
改
修
等
は
当
該
の
村
々
へ

請
負
わ
せ
る
村
請
負
で
あ
っ
た
︒
大
谷
貞
夫
『
近
世
日
本
治
水
史
の
研
究
』

（
一
九
八
六
）
に
よ
れ
ば
︑
仙
台
藩
が
請
負
っ
た
工
事
の
う
ち
村
側
の
資
料
と

し
て
『
吉
岡
家
旧
記
』
を
あ
げ
︑
村
請
負
に
よ
る
金
額
は
幕
府
側
が
見
積
も
っ

た
仕
様
帳
の
金
額
で
は
な
く
︑
藩
側
と
地
元
で
相
対
に
決
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る（

25
）

︒

　
で
は
具
体
的
に
山
田
屋
は
こ
の
工
事
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
︒
当
時
の
山
田
屋
の
動
向
を
明
和
四
年
四
月
付
の
﹁
一
礼
之
事
﹂（
慶
応
義

塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
蔵
）
か
ら
み
る
と
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

　
　
　
一
礼
之
事

一
　
金
三
百
両
壱
分
永
百
六
拾
六
文
　
　
　
不
動
院
野
村

一
　
金
弐
拾
六
両
弐
分
永
弐
文
七
分
　
　
　
本
郷
村

一
　
金
弐
百
四
拾
弐
両
七
分
永
三
拾
八
文
　
樋
籠
村
　

八
丁
目
村

組
合

一
　
此
度
関
東
筋
川
々
御
普
請
御
手
伝
御
用
松
平
陸
奥
守
様

　
　
被
蒙
仰
候
ニ
付
御
普
請
仕
立
形
之
を
我
等
方
江
其
仰
付
候
処

　
　
右
村
々
地
門
御
普
請
所
之
を
村
々
置
請
に
被
候
成
段
御
対
談
之
上

　
　
書
面
之
金
ニ
而
仕
立
候
貴
殿
方
村
々
引
請
ニ
相
渡
申
所
実
正
也（

26
）

　
こ
の
文
書
は
仙
台
藩
が
担
当
し
た
区
域
の
工
事
を
村
請
負
さ
せ
︑
そ
の
費
用

の
支
払
い
を
山
田
屋
が
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
︒
河
川
の
工
事
の
必
要
に
応
じ
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て
山
田
屋
が
財
政
面
で
仙
台
藩
に
協
力
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
支
払

い
の
内
訳
は
不
動
院
野
村
に
三
百
両
余
︑
本
郷
村
に
二
十
六
両
余
︑
樋
籠
村
と

八
丁
目
村
に
二
百
四
十
二
両
余
で
あ
る
︒

　
資
料
で
は
確
認
で
き
な
い
が
︑
ほ
か
に
も
仙
台
藩
が
担
当
し
た
地
域
の
各
村

に
お
け
る
村
請
負
で
も
︑
そ
の
代
金
を
山
田
屋
が
支
払
い
を
肩
代
わ
り
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
こ
の
工
事
で
の
仙
台
藩
の
支
出
に
つ
い
て
『
六
代
治
家
記
録
（
巻
之
十
五
　

徹
山
公
十
五
）』
明
和
七
年
四
月
十
三
日
条
を
み
る
と
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

宝
暦
五
年
飢
歳
ノ
後
国
用
不
足
加
ル
ニ
明
和
四
年
諸
川
修
理
ノ
命
ニ
ヨ
リ

金
二
千
〘
マ
マ
〙二

万

余
ヲ
費
シ
今
日
ニ
至
リ
借
金
六
十
万
八
千
六
百
八
十

二
方
借
米
二
万
四
千
二
百
石
余
ニ
及
フ（

27
）

　
関
東
諸
川
の
修
理
に
費
や
し
た
仙
台
藩
の
支
出
は
二
十
二
万
両
と
な
り
︑
宝

暦
五
年
の
飢
饉
に
際
し
て
の
借
財
も
含
め
明
和
七
年
時
点
で
仙
台
藩
の
借
金
は

六
十
万
両
に
も
上
っ
て
い
た
︒

　
さ
ら
に
『
六
代
治
家
記
録
（
巻
之
十
七
　
徹
山
公
十
七
）』
の
安
永
元
年

（
一
七
七
二
）
十
月
二
十
一
日
条
を
み
る
と
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

用
達
商
山
田
屋
太
郎
兵
衛
江
　
　
戸

ヘ
家
産
ヲ
傾
ケ
財
用
ニ
励
精
ス
因
テ
今
後
十

年
間
毎
年

米
三
百
苞
ヲ
賜
フ（

28
）

　
記
述
か
ら
明
和
四
年
の
河
川
改
修
工
事
に
際
し
て
仙
台
藩
の
用
金
調
達
に
貢

献
し
︑
そ
の
後
も
藩
財
用
に
貢
献
し
た
た
め
︑
安
永
元
年
︑
観
阿
が
八
歳
の
と

き
山
田
屋
は
破
産
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
先
の
明
和
七
年
の

記
述
と
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
山
田
屋
が
河
川
工
事
に
際
し
て
用
立
て
た
金
額
は

相
当
な
額
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
︒
そ
の
た
め
仙
台
藩
で
は
︑
安
永
元

年
よ
り
向
こ
う
十
年
間
︑
す
な
わ
ち
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）︑
観
阿
が
十
八

歳
の
と
き
ま
で
︑

米
三
百
俵
の
合
力
金
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た（

29
）

︒

　
東
大
寺
に
あ
る
寿
蔵
碑
文
中
︑
俗
称
を
太
郎
兵
衛
と
名
乗
っ
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
る（

30
）

︒
こ
の
点
か
ら
観
阿
は
い
っ
と
き
に
せ
よ
山
田
屋
の
当
主
で
あ
っ
た
時

期
を
指
す
も
の
と
判
断
さ
れ
︑
青
年
期
の
観
阿
が
両
替
商
山
田
屋
の
当
主
と
し

て
活
動
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

31
）

︒

　

三
　
四
十
歳
の
観
阿

　
三
十
四
歳
で
妻
子
を
捨
て
出
家
し
た
観
阿
は
俊
乗
房
重
源
（
一
一
二
一
︱

一
二
〇
六
）
に
よ
る
﹁
法
華
勧
進
状
﹂（
東
大
寺
蔵
）
を
所
持
し
︑
浅
草
に
白
醉

庵
を
結
ん
で
過
ご
し
た
︒
そ
の
後
の
行
状
で
判
明
し
て
い
る
こ
と
は
︑
文
化
元

年
（
一
八
〇
四
）
十
月
二
十
七
日
︑
観
阿
四
十
歳
の
と
き
松
平
不
昧
の
大
崎
屋

敷
で
開
催
さ
れ
た
谷
園
中
大
茶
湯
で
︑
茶
席
の
一
つ
利
休
堂
席
を
担
当
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る（

32
）

︒
こ
の
茶
会
が
紹
介
さ
れ
る
『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』（
一
九
四
五
）

か
ら
︑
当
日
︑
各
席
を
担
当
し
た
席
名
と
人
物
は
次
の
よ
う
に
な
る
︒
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看
雲
軒
　
　
不
昧

無
心
斎
　
　
不
昧

藤
下
棚
　
　
本
多
豊
後
守

利
休
堂
　
　
芳
村
物
外

蝸
庵
　
　
　
筑
前
屋
作
右
衛
門

惜
春
亭
　
　
川
村
及
夢

洗
月
亭
　
　
山
口
長
三
郎

土
段
　
　
　
牛
尾
宗
苔

花
畑
腰
掛
　
小
野
屋
喜
久
有（

33
）

　
観
阿
は
本
多
豊
後
守（

34
）

や
牛
尾
宗
苔
（
生
没
年
不
詳

（
35
）

）
ら
と
四
十
歳
の
頃
に
は

面
識
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
こ
こ
で
花
畑
腰
掛
の
茶
席
を
担
当
し
て
い
る
小
野
屋
喜
久
有
な
る
人
物
に
注

目
す
る
︒
小
野
屋
喜
久
有
の
茶
席
に
つ
い
て
『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』
に
は
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

花
畑
腰
掛
　
小
野
屋
喜
久
有
　
不
時
に
持
出

時
代
薬
罐
　
三
竹
自
在
釣

唐
物
大
海
茶
入
　
萩
茶
碗
　
象
牙
茶
杓

菓
子
　
も
ろ
こ
し
饅
頭
　
求
肥
衣
か
け（

36
）

　
園
内
の
花
畑
の
腰
掛
で
一
席
を
設
け
た
よ
う
で
あ
る
︒﹁
不
時
に
持
出
﹂
と

あ
る
こ
と
か
ら
︑
急
遽
参
加
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
水
指
の
代
わ
り
に
時

代
薬
罐
を
用
い
︑
野
点
の
趣
向
で
︑
竹
を
三
本
組
ん
で
自
在
を
用
い
て
釣
釜
と

し
た
︒
茶
入
は
唐
物
の
平
た
い
形
状
の
大
海
を
用
い
︑
茶
碗
は
萩
焼
で
あ
る
︒

菓
子
は
も
ろ
こ
し
の
饅
頭
に
求
肥
を
薄
く
し
た
も
の
を
掛
け
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
小
野
屋
喜
久
有
と
は
﹁
北
﹂
の
草
書
体
が
﹁
小
﹂
に
似
て
い
る
た
め
の
読
み

間
違
い
と
考
え
た
と
き
︑
北
野
屋
喜
久
有
と
読
め
る
︒

　
と
こ
ろ
で
佐さ

原は
ら

鞠き
く

塢う

（
一
七
六
二
︱
一
八
三
一
︒
以
下
︑
鞠
塢
）
に
よ
り
文
化

元
年
六
月
に
公
刊
さ
れ
た
『
盛
音
集
』
が
あ
る
︒
同
書
は
鞠
塢
の
剃
髪
を
記
念

し
て
︑
交
流
の
あ
っ
た
儒
者
︑
詩
人
ら
が
寄
稿
し
た
詩
文
集
で
あ
る
︒
跋
文
に

は
鞠
塢
の
署
名
が
あ
り
︑
北
野
屋
鞠
塢
と
な
っ
て
い
る（

37
）

︒
不
昧
に
よ
る
谷
園
中

大
茶
湯
が
十
月
で
あ
り
︑
こ
の
当
時
︑
鞠
塢
は
北
野
屋
鞠
塢
と
い
う
名
で
通
用

し
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
小
野
屋
喜
久
有
と
は
︑
や
は
り
北
野
屋
鞠
塢
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
る
︒

　
鞠
塢
は
も
と
も
と
仙
台
の
人
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
後
江
戸
に
出
て
道
具
商
な

ど
を
し
て
過
ご
す
︒
し
か
し
幕
府
の
咎
を
受
け
︑
そ
の
後
は
百
花
園
を
開
園
す

る
こ
と
と
な
る
︒
鞠
塢
は
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
ご
ろ（

38
）

︑
隅
田
川
焼
の
開
窯

を
記
念
し
て
﹁
す
み
た
川
花
や
し
き
﹂
の
半
紙
八
丁
を
発
行
し
︑
都
鳥
の
香
合

を
配
っ
た
と
さ
れ
る
︒
半
紙
八
丁
に
は
月
令
花
鳥
信
一
丁
半
︑
乾
山
系
図
二
丁
︑

扁
額
筆
者
名
半
丁
︑
花
屋
敷
全
図
四
丁
が
書
か
れ
て
い
る
︒
花
屋
敷
全
図
の
西

北
隅
に
乾
山
窯
が
書
か
れ
て
お
り
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒
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梅
屋
園
中
︑
傚
乾
山
窯
︑
隅
田
川
以
土
陶
器
製
始
︑
抱
一
上
人
依
命
︑
光

琳
碑
妙
顕
寺
建
因
縁
ニ
ヨ
ツ
テ
︑
陶
器
ヲ
製
ス
ル
薬
法
ハ
光
琳
家
ヨ
リ
譲

受
︑
亦
伊
八
乾
山
ノ
薬
法
ノ
直
書
ヲ
浅
草
観
阿
雅
君
ヨ
リ
譲
受
所
持
ス（

39
）

　
観
阿
は
所
持
し
た
尾
形
乾
山
（
一
六
六
三
︱
一
七
四
三
）
に
よ
る
陶
器
の
薬

法
書
を
鞠
塢
に
与
え
て
お
り
︑
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
ま
た
両
者
の
交
流
に
つ
い
て
は
先
述
の
『
盛
音
集
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
（
読
み
下
し
は
高
橋
忠
彦
氏
の
教
示
に
よ
る
）︒

堤
草
　
観
阿

随
水
長
堤
護
野
田
閑
身
蹋
遍
草
芊
々
不
煩
稚
子
持
床
子
自
是
天
然
好
緑
氈（

40
）

（
水
に
随
う
長
堤
︑
野
田
を
護
る
︒
閑
身
︑
蹋
遍
し
草
芊
々
た
り
︒
稚
子
に
床

子
を
持
つ
の
を
煩
わ
さ
ず
︒
自
ず
か
ら
是
︑
天
然
の
好
緑
氈
た
り
︒）

　
こ
の
漢
詩
は
観
阿
に
よ
っ
て
隅
田
川
の
情
景
を
七
言
絶
句
に
詠
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
︒
観
阿
と
鞠
塢
の
交
流
に
つ
い
て
は
文
化
元
年
す
な
わ
ち
観
阿
四
十
歳

以
前
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
鞠
塢
が
元
道
具
商
で
あ
っ
た
こ
と
と
年

齢
も
近
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
親
し
く
交
流
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
不
昧
の
下
に
観
阿
や
鞠
塢
を
は
じ
め
と
す
る
人
物
が
参
会
し
て
い
た
︒
特
に

観
阿
は
不
昧
の
茶
会
に
四
十
回
以
上
︑
参
会
し
て
い
た
と
さ
れ
る（

41
）

︒
そ
こ
で
現

在
︑
不
昧
の
茶
会
記
中
︑
参
会
し
た
客
の
氏
名
が
判
明
す
る
茶
会
記
は
『
古
今

茶
湯
集
』（
一
九
一
七

（
42
）

）
お
よ
び
先
出
の
『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』
で
あ
る
︒
以

上
の
茶
会
記
か
ら
観
阿
が
招
か
れ
た
茶
会
と
同
席
し
た
客
を
一
覧
に
し
た
の
が

表
2
（
文
末
）
で
あ
る
︒

　
こ
こ
に
挙
げ
た
三
十
三
回
の
う
ち
谷
園
中
大
茶
湯
を
除
く
三
十
二
回
の
茶
会

は
観
阿
四
十
二
歳
以
降
の
も
の
で
あ
り
︑
先
述
の
谷
園
中
大
茶
湯
で
茶
席
を
担

当
し
た
山
口
長
三
郎
（
五
回
）︑
筑
前
屋
作
右
衛
門
（
三
回
）︑
牛
尾
宗
苔
（
三

回
）
と
同
席
し
て
い
る
︒
ま
た
こ
の
ほ
か
不
昧
の
長
男
︑
松
平
斉
恒
（
月
潭
／

一
七
九
一
︱
一
八
二
二
︒
一
回
）︑
根
土
宗
静
（
十
一
回
）︑
伏
見
屋
甚
右
衛
門

（
三
回
）
と
い
っ
た
︑
不
昧
を
取
り
巻
く
人
々
と
交
際
範
囲
の
広
が
り
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る（

43
）

︒

　
観
阿
の
所
持
品
に
も
不
昧
の
箱
墨
書
の
あ
る
作
品
が
み
ら
れ
る
︒
そ
の
例
で

は
現
在
︑
福
岡
市
美
術
館
が
所
蔵
す
る
高
麗
堅
手
茶
碗
銘
﹁
雨
漏
﹂（
図
1
）

が
あ
る
︒

　
茶
碗
を
収
納
す
る
塗
箱
の
甲
に
は
金
粉
字
で
﹁
雨
漏
﹂
と
あ
り
︑
裏
に
は

く
ち
ぬ
る
の
い
ほ
り
乃

軒
の
ひ
ま
と
め
て

　
　
も
り
く
る
雨
の

　
　
あ
し
の
八
重
ふ
き

と
蒔
絵
さ
れ
︑
不
昧
に
よ
る
字
形
で
あ
る
（
図
1
︱

2
）︒
外
箱
に
は
観
阿
に
よ
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り

白
醉
庵

　
所
持
（
花
押
）

と
書
か
れ
て
い
る
（
図
1
︱

3
）︒
書
か
れ
た
年
代
は
筆
跡
お
よ
び
花
押
の
形
状

か
ら
お
お
よ
そ
七
十
歳
代
と
推
定
さ
れ
る
︒

　
こ
の
ほ
か
︑
不
昧
に
よ
り
﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂
と
讃（

44
）

が
書
か
れ
た
︑
狩
野
惟

信
（
養
川
院
／
一
七
五
三
︱
一
八
〇
八
）
に
よ
る
﹁
阿
弥
陀
如
来
像
﹂（
図
2
）

が
あ
る
︒

　
こ
の
作
品
を
収
納
す
る
箱
墨
書
に
は

讃
　
　
一
々
君
御
筆
　
弥
山
（
花
押
）

尊
像
　
養
川
院
筆

と
書
か
れ
て
お
り
︑
観
阿
の
息
子
で
あ
る
弥
山
（
信
䩜
／
生
没
年
不
詳
）
に
よ

る
︒
ま
た
観
阿
の
妻
観
勢
に
よ
る
箱
墨
書
が
あ
る
作
品
で
は
︑
大
正
六
年

（
一
九
一
七
）
十
一
月
二
十
日
よ
り
二
十
二
日
ま
で
︑
東
京
三
越
で
開
催
さ
れ

た
松
平
不
昧
の
百
年
忌
大
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
た

同
〘
不
昧
〙公
宗
苔
宛
之
文
箱
書
観
阿
妻
観
勢（

45
）

図 1　高麗堅手茶碗銘「雨漏」
（福岡市美術館蔵）

図 1-2（下左）　「雨漏」を収納する箱裏
（福岡市美術館蔵）

図 1-3（下右）　箱墨書（福岡市美術館蔵）
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が
あ
る
︒
こ
の
作
品
は
不
昧
と
交
流
の
あ
っ
た
牛
尾
宗
苔
へ
の
消
息
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
は
観
阿
の
旧
蔵
品
で
あ
っ
た
も
の
に
弥
山
や
観
勢
が
箱
書
を
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
︑
観
阿
が
重
宝
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
両
者
の
交
流
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
︑
時
期
は
不
明
な
が
ら
不
昧
が
観
阿
に

﹁
楽
中
苦 

苦
中
楽
﹂
の
扁
額
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る（

46
）

︒

　
不
昧
は
無
学
宗
衍
（
一
七
二
一
︱
一
七
九
一
）︑
大
巓
宗
碩
（
一
七
三
五
︱

一
七
九
八
）︑
寰
海
宗
晙
（
一
七
五
二
︱
一
八
一
七
）︑
大
鼎
宗
允
（
一
七
七
五
︱

一
八
三
二
）
に
参
禅
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
禅
と
の
関
係
か
ら
︑
こ
の
語
に
該

当
す
る
も
の
で
は
『
碧
巌
録
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
同
書
は
雪
竇
重
顕

（
九
八
〇
︱
一
〇
五
二
）
に
よ
り
選
ば
れ
た
公
案
百
則
に
︑
垂
示
︑
著
語
︑
評
唱

が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
︑
圜
悟
克
勤
（
一
〇
六
三
︱
一
一
三
五
）
に
よ
り
編
纂

さ
れ
た
禅
語
録
で
あ
る
︒

　
同
書
の
第
八
十
三
則
﹁
雲
門
古
佛
與
露
柱
相
交
﹂
で
雪
竇
禅
師
の
頌
に
は
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

南
山
雲
︑
北
山
雨
︑
四
七
二
三
面
相
睹
︒
新
羅
国
裏
曾
上
堂
︑
大
唐
国
裏

未
打
鼓
︒
苦
中
楽
︑
楽
中
苦
︑
誰
道
黃
金
如
糞
土（

47
）

︒

南
山
の
雲
︑
北
山
の
雨
︑
四よ
ん

七し
ち

二じ

三そ
う

面
ま
の
あ
たり

相そ
う

睹み

る
︒
新
羅
国
裏
曾
て
上
堂
︑

大
唐
国
裏
未
だ
鼓
を
打
せ
ず
︒
苦
中
の
楽
︑
楽
中
の
苦
︑
誰
か
道い

う
黄
金

糞
土
の
如
し
と
︒

　
雪
竇
に
よ
る
﹁
苦
中
楽
　
楽
中
苦
﹂
の
意
味
は
苦
も
楽
も
生
き
方
に
変
化
し

図2　狩野養川院画、 松平不昧讃 「阿弥陀如来像」
（個人蔵）
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な
い
こ
と
で
あ
る
︒
不
昧
は
そ
の
並
び
を
逆
に
し
て
扁
額
を
書
し
た
︒
こ
の
こ

と
は
苦
楽
が
逆
に
な
ろ
う
と
も
︑
生
き
方
に
変
化
し
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒

　
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）︑
不
昧
は
仙
台
藩
六
代
藩
主
伊
達
宗
村
の
娘

（

楽
院
／
一
七
五
二
︱
一
八
二
九
）
を
室
に
迎
え
て
い
る
︒
仙
台
藩
と
観
阿
お
よ
び

父
太
郎
兵
衛
は
両
替
商
の
立
場
と
し
て
関
係
が
深
か
っ
た
︒
不
昧
が
観
阿
に

﹁
楽
中
苦 

苦
中
楽
﹂
の
扁
額
を
与
え
た
の
は
山
田
屋
の
顚
末
を
踏
ま
え
て
い
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
現
在
︑ 

個
人
が
所
蔵
す
る
吉
村
観
阿
共
筒
茶
杓
銘 

﹁
四
十
雀
﹂︑ 

岡

田
雪
台
作
共
筒
茶
杓
銘
﹁
山
雀
﹂︑
合
作
二
本
が
あ
る（

48
）

︒
岡
田
雪
台
（
一
七
九
九

︱
一
八
七
三
）
と
は
一
時
︑
不
昧
の
養
子
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る（

49
）

︒

　
四
十
雀
の
筒
に
は

四
十
雀
　
白
醉
庵

　
　
　
　
　
㐂
翁

　
　
　
　
　
観
阿
（
花
押
）

と
書
か
れ
る
（
図
3
）︒
署
名
に
﹁
㐂
翁
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
当
時
七
十
七

歳
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
ま
た
箱
甲
に
は
雪
台
の
筆
で

山
雀
　
　
自
作

四
十
雀
　
白
醉
翁
作

と
あ
る
︒

　
裏
の
墨
書
は
観
阿
の
筆
で

山
雀
　
　
岡
田
宗
夕
侯
作

四
十
雀
　
　
愚
作
　
　
　
　
白
醉
庵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
苦
楽
翁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誌
之
（
花
押
）

図 3（左）　吉村観阿、岡田雪台合作茶杓のうち、観
阿作の銘「四十雀」（個人蔵）

図 3-2　「四十雀」を収納する箱の墨書（個人蔵）
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と
書
か
れ
て
い
る
（
図
3
︱

2
）︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
こ
の
二
本
の
共
筒
茶
杓
は
︑

観
阿
の
喜
寿
を
記
念
に
し
て
作
ら
れ
た
合
作
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
︒

　
観
阿
と
雪
台
の
交
流
は
︑
観
阿
が
若
い
こ
ろ
不
昧
と
親
し
く
し
て
い
た
こ
と

を
考
え
る
と
︑
後
年
は
不
昧
の
周
辺
に
あ
っ
た
雪
台
を
含
む
人
物
ら
と
交
渉
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

四
　
結
　
び

　
観
阿
の
生
家
は
江
戸
丸
屋
町
の
両
替
商
で
あ
る
山
田
屋
で
あ
る
︒
勧
学
院
の

寿
蔵
碑
文
に
よ
れ
ば
観
阿
の
六
世
前
の
先
祖
は
奈
良
の
出
身
で
あ
っ
た（

50
）

︒
本
研

究
に
よ
り
そ
の
後
︑
観
阿
の
父
太
郎
兵
衛
の
と
き
に
は
仙
台
藩
の
用
達
を
つ
と

め
る
ま
で
の
両
替
商
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

　
父
太
郎
兵
衛
と
仙
台
藩
と
は
伊
達
吉
村
在
世
中
よ
り
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
を

確
認
し
た
︒
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）︑
す
な
わ
ち
観
阿
が
三
歳
の
と
き
︑
仙

台
藩
と
広
島
藩
が
幕
府
よ
り
命
じ
ら
れ
た
関
東
筋
川
々
の
工
事
に
お
い
て
山
田

屋
は
仙
台
藩
の
用
金
調
達
と
し
て
財
用
で
貢
献
し
た
︒
そ
の
貢
献
と
は
工
事
の

村
請
負
で
発
生
す
る
費
用
を
支
払
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
具
体
的
な
事
例
と
し
て

山
田
屋
は
樋
籠
村
な
ど
の
四
村
に
そ
の
費
用
を
支
払
っ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な

村
請
負
へ
の
支
出
は
他
の
村
々
で
も
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
工
事

の
後
も
仙
台
藩
に
財
用
で
貢
献
し
た
た
め
︑
安
永
元
年
に
山
田
屋
は
家
財
を
傾

け
︑
同
藩
よ
り
向
こ
う
十
年
間
︑
毎
年
稟
米
三
百
俵
を
支
給
さ
れ
て
い
た
︒
し

か
し
こ
の
稟
米
も
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
観
阿
の

幼
少
期
︑
生
家
の
山
田
屋
は
破
産
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
こ
と
が
明
白
と
な
っ

た
︒
そ
の
後
の
行
状
は
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
が
︑
若
か
り
し
頃
の
一
時
︑

観
阿
は
山
田
屋
の
当
主
で
あ
っ
た
︒

　
三
十
四
歳
で
出
家
し
て
よ
り
の
観
阿
は
多
く
の
器
物
を
所
有
し
︑
道
具
の
目

利
き
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
︒
観
阿
は
当
初
道
具
を
不
昧
に
取
り
次
ぎ
︑
不
昧

没
後
は
翠
濤
を
は
じ
め
多
く
の
大
名
や
知
友
に
道
具
を
取
り
次
ぎ
生
計
を
立
て

て
い
た
︒
四
十
歳
の
時
点
で
不
昧
や
鞠
塢
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き

た
︒

　
不
昧
は
観
阿
を
寵
遇
し
た
が
︑
そ
の
理
由
は
単
に
観
阿
の
奇
行
を
好
ん
だ
こ

と
や
道
具
の
取
り
次
ぎ
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
不
昧
は
正
室
を
伊

達
家
か
ら
迎
え
︑
観
阿
の
生
家
山
田
屋
は
仙
台
藩
と
関
係
の
深
い
両
替
商
で

あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
不
昧
は
観
阿
の
生
家
の
事
情
を
踏
ま
え
︑
知
遇
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
観
阿
に
と
っ
て
不
昧
と
の
交
流
は
︑
多
く
の
茶
会
に
参

会
し
良
き
器
物
を
拝
見
す
る
こ
と
で
︑
眼
力
を
養
う
機
会
と
な
っ
た
︒
ま
た
不

昧
の
茶
会
で
同
席
し
た
諸
大
名
や
富
裕
な
商
人
︑
道
具
商
と
の
交
流
は
後
年
︑

観
阿
が
江
戸
で
茶
の
湯
道
具
を
取
り
次
ぎ
す
る
際
︑
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
︱
ク
の
基

礎
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
二
月
二
十
九
日
︑
江
戸
で
明
和
の
大
火

が
あ
っ
た
︒
こ
の
火
事
で
は
江
戸
の
両
替
商
の
播
磨
屋
新
右
衛
門
の
居
宅
と
店

蔵
四
つ
が
類
焼
し
た
︒
こ
の
と
き
播
磨
屋
に
は
多
く
の
知
友
か
ら
火
事
見
舞
い
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が
届
け
ら
れ
た
︒
そ
こ
で
播
磨
屋
中
井
家
の
記
録
で
あ
る
『
播
磨
屋
中
井
家
永

代
帳
』（
一
九
八
二
）
を
み
る
と

一
　
茶
わ
ん
五
ツ
　
山
田
や
〘
マ
マ
〙太
郎
兵
衛
殿（

51
）

と
あ
り
︑
山
田
屋
太
郎
兵
衛
は
播
磨
屋
に
見
舞
い
と
し
て
茶
碗
五
つ
を
贈
っ
て

い
る
︒
明
和
九
年
は
観
阿
八
歳
の
と
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
太
郎
兵
衛
と

は
観
阿
の
父
と
判
断
さ
れ
る
︒

　
後
年
︑
観
阿
と
播
磨
屋
と
の
関
係
に
つ
い
て
﹁
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
﹂

で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

大
津
茶
入
︒
藤
浪
茶
入
︒
神
楽
岡
茶
入
︒
呉
竹
茶
入
︒
點
〘
轉
〙

合
庵
茶
入
︒
青

磁
一
閑
人
香
炉
︒
同
夕
端
山
花
入
︒
白
〘
伯
〙

庵
茶
碗
︒
右
八
品
堀
田
様
よ
り
御

払
出
し
に
て
墨
屋
良
助
買
受
け
樽
屋
へ
売
渡
し
た
り
其
代
金
二
千
両
を
手

形
に
て
播
磨
屋
新
右
衛
門
方
よ
り
引
換
可
申
仕
組
に
い
た
し
一
時
観
阿
へ

預
け
置
き
翌
朝
道
具
を
持
参
手
形
の
通
り
金
子
受
取
済
と
な
る
樽
屋
と
申

者
は
人
の
せ
ぬ
事
し
て
大
造
な
る
品
物
を
能
く
も
買
取
り
し
を
後
に
て
驚

け
り（

52
）

　
大
津
茶
入
︑
藤
浪
茶
入
︑
神
楽
岡
茶
入
︑
呉
竹
茶
入
︑
轉
合
庵
茶
入
（
別
名
︑

於
大
名
︒
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）︑
青
磁
一
閑
人
香
炉
︑
青
磁
夕
端
山
花
入
（
梅

澤
記
念
館
蔵
）︑
伯
庵
茶
碗
な
ど
を
堀
田
相
模
守
家
か
ら
樽
與
左
衛
門
に
譲
渡

し
た
と
き
︑
観
阿
が
関
与
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒

　
こ
の
う
ち
堀
田
相
模
守
が
所
蔵
し
た
伯
庵
茶
碗
と
は
伯
庵
茶
碗
銘
﹁
冬
木
﹂

（
五
島
美
術
館
蔵
）
で
あ
る
︒
こ
の
茶
碗
に
つ
い
て
『
大
正
名
器
鑑
（
八
）』
で

は
『
伏
見
屋
覚
書
』
を
紹
介
し
て
お
り
︑
同
書
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
と
さ
れ
る
︒

冬
木
喜
平
次
所
持
︑
堀
田
相
州
公
︑
其
後
樽
與
左
衛
門
所
持
︑
其
後
文
化

の
頃
本
屋
惣
吉
よ
り
被
為
召
代
千
両（

53
）

　
こ
の
茶
碗
は
本
屋
惣
吉
（
了
我
）
の
取
り
次
ぎ
に
よ
っ
て
文
化
年
間
に
不
昧

が
入
手
し
て
い
る
︒
堀
田
家
か
ら
樽
與
左
衛
門
が
所
持
す
る
ま
で
の
期
間
は
文

化
年
間
以
前
で
あ
り
︑
観
阿
が
四
十
歳
以
前
か
ら
四
十
歳
代
の
出
来
事
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
︑
そ
の
取
引
と
は
次
の
よ
う
に
な
る
︒
観
阿
が
一
時
︑
作
品
を

預
か
り
︑
そ
の
間
︑
樽
が
振
り
出
し
た
手
形
を
播
磨
屋
で
引
き
換
え
す
る
︒
そ

し
て
翌
朝
︑
観
阿
が
樽
に
作
品
を
納
品
し
︑
墨
屋
良
助
（
生
没
年
不
詳
）
は
播

磨
屋
か
ら
金
銭
を
受
け
取
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
取
引
の
仲
介
に
観
阿
の
存
在
を
可
能
に
し
た
の
は
︑
観
阿
の
生

家
が
山
田
屋
で
あ
り
︑
観
阿
の
父
と
播
磨
屋
と
の
関
係
も
大
き
く
影
響
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
生
家
が
山
田
屋
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
同
業
も
し
く
は
商
家
か
ら
信
任
を
得
る
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点
で
も
大
き
く
作
用
し
︑
目
利
き
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
観
阿
が
江
戸
に
お

い
て
︑
道
具
の
取
り
次
ぎ
で
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒
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︑
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史
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部
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室
︑
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館
︑
福
岡
市
美
術
館
︑
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︑
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︒
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梨
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史
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﹁
近
世
江
戸
時
代
後
期
の
美
術
品
と
移
動
に
関
す
る
研
究
︱
︱
溝
口
家
を
起
点
に
﹂
に
よ
る
︒

註（
1
）  

従
来
の
研
究
で
は
父
の
代
に
芳
村
に
改
め
た
経
緯
か
ら
芳
村
ま
た
は
吉
村
と
表
記
さ

れ
る
が
︑
本
稿
で
は
晩
年
に
法
隆
寺
に
寄
進
し
た
額
箱
に
本
人
が
﹁
吉
村
﹂
を
自
署
と

し
て
用
い
て
い
た
点
か
ら
本
来
の
吉
村
と
表
記
す
る
︒

（
2
）  

宮
武
慶
之
﹁
白
醉
庵
吉
村
観
阿
に
つ
い
て
﹂『
日
本
研
究
』
第
五
四
集
（
国
際
日
本
研

究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
七
年
）︑
三
九
︱
七
七
頁
︒

（
3
）  

東
大
寺
勧
学
院
に
あ
る
観
阿
の
寿
蔵
碑
文
は
亀
田
鵬
斎
（
一
七
五
二
︱
一
八
二
六
）

に
よ
る
も
の
で
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

 
 

﹁
然
而
自
少
時
既
有
出
離
世
間
捨
妄
帰
真
之
念
︑
遂
棄
懐
妊
之
婦
︑
遺
環
膝
之
孩
︑
剃

髪
着
緇
︑
出
家
而
不
反
︑
乃
結
団
蕉
子
郭
北
浅
草
而
居
于
此
︑
命
其
庵
曰
白
醉
庵
﹂

 

ま
た
没
後
に
向
島
弘
福
寺
に
は
観
阿
と
妻
で
あ
る
観
勢
の
墓
が
あ
っ
た
︒
吉
原
の
名
主

で
あ
っ
た
西
村
藐
庵
（
一
七
八
四
︱
一
八
五
三
）
に
よ
る
墓
標
に
は
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
︒

 
 

﹁
既
に
壮
年
に
及
ふ
頃
ほ
ひ
︑
離
世
帰
真
の
意
あ
り
て
︑
自
ら
剃
髪
し
居
を
浅
草
に
占

て
︑
世
塵
を
払
ひ
︑
常
に
田
甫
を
愛
玩
す
る
こ
と
に
於
て
清
高
の
名
称
著
れ
︑
貴
賤
の

雅
客
柴
門
に
湊
ふ
﹂

（
4
）  

中
野
三
敏
︑
菊
竹
淳
一
編
『
相
見
香
雨
集
（
四
）』
青
裳
堂
書
店
︑
一
九
九
六
年
︑

二
八
八
︱
三
〇
一
頁
︒

（
5
）  

三
遊
亭
円
朝
口
演
︑
酒
井
昇
造
速
記
『
熱
海
土
産
温
泉
利
書
』
金
泉
堂
︑
一
八
八
九
年
︑

八
六
︱
八
七
頁
︒

（
6
）  

小
島
政
二
郎
︑
池
田
弥
三
郎
︑
尾
崎
秀
樹
監
修
﹁
三
遊
亭
円
朝
年
譜
﹂『
三
遊
亭
円
朝

全
集
（
別
巻
　
図
録
・
資
料
集
）』
角
川
書
店
︑
一
九
七
六
年
︑
三
二
︱
三
七
頁
︒

（
7
）  

中
井
浩
水
﹁
觀
阿
作
苦
樂
銘
の
茶
盌
﹂『
日
本
美
術
工
芸
』
第
一
六
四
号
（
日
本
美
術

工
芸
社
︑
一
九
五
二
年
）︑
五
五
頁
︒

（
8
）  

忘
我
逸
人
﹁
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
﹂『
名
家
談
叢
』
第
一
四
号
（
談
叢
社
︑

一
八
九
六
年
）︑
四
八
頁
︒

（
9
）  

前
掲
註
（
2
）
宮
武
慶
之
﹁
白
醉
庵
吉
村
観
阿
に
つ
い
て
﹂︒

（
10
）  

『
戯
画
肖
像
並
略
伝
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
︑
請
求
記
号
溝
口
家
史
料
︱
1
6
9
︒

（
11
）  

佐
々
久
﹁
仙
台
藩
の
財
政
と
蔵
元
（
三
）﹂『
仙
台
郷
土
史
研
究
』
第
二
三
巻
第
三
号

四
号
合
併
号
（
仙
台
郷
研
究
会
︑
一
九
六
五
年
）︑
一
︱
一
二
頁
︒

（
12
）  

松
平
家
編
輯
部
編
『
松
平
不
昧
伝
（
中
）』
慶
文
堂
書
店
︑
一
九
一
七
年
︑
一
七
六
頁
︒

（
13
）  

高
橋
梅
園
『
茶
禅
不
昧
公
』
宝
雲
舎
︑
一
九
四
四
年
︑
二
二
〇
頁
︒

（
14
）  

前
掲
註
（
10
）『
戯
画
肖
像
並
略
伝
』︒

（
15
）  

前
掲
註
（
4
）『
相
見
香
雨
集
（
四
）』
二
九
〇
頁
︒

（
16
）  
三
井
高
雄
『
新
稿
両
替
年
代
記
関
鍵
（
巻
一
　
資
料
編
）』
岩
波
書
店
︑
一
九
三
三
年
︑

二
八
八
頁
お
よ
び
三
〇
三
頁
︒

（
17
）  

前
掲
註
（
4
）『
相
見
香
雨
集
（
四
）』
二
九
〇
頁
︒

（
18
）  

古
板
江
戸
圖
集
成
刊
行
会
編
『
古
板
江
戸
圖
集
成
（
四
）』
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
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二
〇
〇
二
年
︑
九
七
頁
︒

（
19
）  

『
獅
山
公
治
家
記
録
続
編
巻
之
十
』
宝
暦
二
年
一
月
九
日
条
︑
宮
城
県
図
書
館
蔵
︑
請

求
記
号
K
D
2
0
9
︱
口
1
︒

（
20
）  

須
永
重
光
『
陸
奥
國
郡
村
石
高
並
常
陸
國
近
江
國
等
金
穀
方
職
鑑
』
仙
台
藩
史
料
刊

行
会
︑
一
九
五
三
年
︑
七
六
頁
︒

（
21
）  

同
書
︑
一
二
八
頁
︒

（
22
）  

『
柳
営
日
次
記
』
明
和
四
年
正
月
二
十
九
日
条
︒

（
23
）  

『
六
代
治
家
記
録
』
明
和
四
年
六
月
十
五
日
条
︒
宮
城
県
図
書
館
蔵
︑
請
求
記
号

K
D
2
0
9
︱
口
1
︱
3
1
2
3
︒

（
24
）  

『
六
代
治
家
記
録
（
巻
之
十
二
　
徹
山
公
十
二
）』
明
和
四
年
七
月
十
五
日
条
︒
宮
城

県
立
図
書
館
蔵
︑
請
求
記
号
K
D
2
0
9
︱
口
1
︱
3
1
2
3
︒

（
25
）  

大
谷
貞
夫
『
近
世
日
本
治
水
史
の
研
究
』
雄
山
閣
出
版
︑
一
九
八
六
年
︑
一
四
六
︱

一
四
七
頁
︒

（
26
）  

﹁
一
礼
之
事
　
関
東
筋
川
々
松
平
陸
奥
守
御
手
伝
普
請
の
義
四
个
村
地
御
普
請
所
引

請
に
付
渡
す
金
子
の
事
﹂
慶
応
義
塾
大
学
文
学
部
古
文
書
室
蔵
︑
史
料
番
号

M
S
0
8
4
0
2
0
3
3
︒

（
27
）  

『
六
代
治
家
記
録
（
巻
之
十
五
　
徹
山
公
十
五
）』
明
和
七
年
四
月
十
三
日
条
︑
宮
城

県
立
図
書
館
蔵
︒
請
求
記
号
K
D
2
0
9
︱
口
1
︱
3
1
2
3
︒

（
28
）  

『
六
代
治
家
記
録
（
巻
之
十
七
　
徹
山
公
十
七
）』
安
永
元
年
十
月
二
十
一
日
条
︑
宮

城
県
立
図
書
館
蔵
︒
請
求
記
号
K
D
2
0
9
︱
口
1
︱
3
1
2
5
︒

（
29
）  

中
井
信
彦
『
転
換
期
幕
藩
制
の
研
究
︱
︱
宝
暦
・
天
明
期
の
経
済
政
策
と
商
品
流
通
』

塙
書
房
︑
一
九
七
一
年
︑
一
五
八
頁
︒

 
 

同
書
で
中
井
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

 
 

﹁
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
に
︑
同
藩
が
江
戸
の
御
用
達
山
田
屋
太
郎
兵
衛
に
対
し
て

向
う
一
〇
年
間
︑
蔵
米
三
〇
〇
俵
を
支
給
す
る
こ
と
を
始
め
た
の
も
︑
新
規
借
入
の
た

め
に
債
務
を
踏
倒
さ
れ
て
倒
産
し
た
在
来
の
利
貸
御
用
商
人
へ
の
代
償
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
︒﹂

（
30
）  

寿
蔵
碑
文
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒﹁
初
名
明
昭
︑
俗
称
太
郎
兵
衛
﹂

（
31
）  

仙
台
藩
八
代
藩
主
伊
達
斉
村
（
一
七
七
五
︱
一
七
九
六
）
の
治
家
記
録
で
あ
る
『
六

代
治
家
記
録
（
巻
之
三
十
二
　
桂
山
公
二
）』
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
二
月
二
十
八
日

条
を
み
る
と
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

 
 

﹁
勘
定
奉
行
濱
尾
文
左
衛
門
ヘ
山
田
屋
太
兵
衛
ヨ
リ
金
十
四
万

余
ノ
負
債
遷
延
ニ

ヨ
リ
幕
府
ヘ
訴
ン
ト
ス
文
左
衛
門
周
旋
尽
力
シ
四
万
三
千

ノ
総
額
ト
為
シ
年
賦
ニ
償

却
ス
ル
ヲ
賞
シ
銀
子
ヲ
賜
フ
﹂

 
 

濱
尾
文
左
衛
門
は
賞
と
し
て
銀
子
を
賜
っ
た
︒
理
由
は
︑
山
田
屋
太
兵
衛
な
る
人
物

が
十
四
万
両
余
の
負
債
遷
延
に
よ
り
幕
府
に
訴
え
よ
う
と
し
た
の
を
︑
文
左
衛
門
が
周

旋
尽
力
し
︑
四
万
三
千
両
の
総
額
と
な
し
︑
年
賦
償
却
す
る
こ
と
に
約
定
し
た
功
に
よ

る
も
の
で
あ
る
︒
仙
台
藩
と
用
達
で
あ
っ
た
両
替
商
の
関
係
を
考
え
た
と
き
︑
佐
々
が

指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
な
ら
ば
︑
こ
の
山
田
屋
と
は
江
戸
の
両
替
商
で
あ
る
山

田
屋
太
郎
兵
衛
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
寛
政
三
年
は
観
阿
二
十
七
歳
に
あ
た
る
︒

（
32
）  

不
昧
の
谷
園
中
大
茶
湯
で
︑
利
休
堂
の
茶
席
を
観
阿
が
担
当
し
て
い
る
︒
当
日
︑
茶

席
で
使
用
さ
れ
た
掛
物
に
は
西
行
に
よ
る
歌
﹁
世
を
い
と
ふ
こ
と
こ
そ
﹂
が
掛
け
ら
れ

た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
歌
は
西
行
歌
集
で
は
所
収
さ
れ
な
い
︒
そ
こ
で
松
永
安
左

衛
門
（
耳
庵
／
一
八
七
五
︱
一
九
七
一
）
に
よ
る
粟
田
有
聲
庵
編
『
茶
道
三
年
』
下
巻
（
飯

泉
甚
兵
衛
︑
一
九
三
八
年
︑
五
四
頁
）
に
は
﹁
掃
雲
臺
の
朝
茶
﹂
と
し
て
昭
和
十
二
年

八
月
二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
益
田
孝
（
鈍
翁
／
一
八
四
八
︱
一
九
三
八
）
に
よ
る
茶

会
の
記
録
が
あ
る
︒
当
日
の
床
の
間
に
は
西
行
の
一
首
と
し
て
﹁
よ
を
い
と
ふ
こ
と
こ

そ
ひ
と
の
か
た
か
ら
め
つ
き
も
て
あ
そ
ふ
な
さ
け
た
に
な
し
﹂
が
掛
け
ら
れ
た
︒
観
阿

が
茶
会
で
使
用
し
た
掛
物
は
本
幅
と
同
定
さ
れ
る
︒

（
33
）  
加
藤
義
一
郎
『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』
雅
俗
山
荘
校
刊
︑
一
九
四
五
年
︑
八
九
︱
九
二
頁
︒

（
34
）  
忘
我
逸
人
﹁
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観
阿
を
云
ふ
（
続
）﹂『
名
家
談
叢
』
第
一
六
号
（
談

叢
社
︑
一
八
九
六
年
）︑
四
九
頁
︒

 
 

同
書
に
は
本
多
豊
後
守
の
父
駿
河
守
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

 
 

﹁
本
多
豊
後
守
様
御
養
父
御
隠
居
駿
河
守
様
に
は
数
寄
道
具
多
く
貯
ひ
せ
ら
れ
御
逝



50

去
の
節
︑
御
棺
の
内
へ
秘
蔵
品
一
通
り
納
め
ら
れ
け
る
と
扨
々
天
下
之
名
器
を
御
自
分

の
物
と
の
み
取
扱
は
れ
し
こ
そ
口
惜
し
け
れ
右
道
具
の
内
に
て
石
州
公
作
の
茶
杓
抔
格

別
な
る
出
来
物
な
り
宛
名
有
之
サ
ツ
パ
リ
と
致
し
居
れ
ば
金
三
枚
位
︑
石
の
一
字
な
れ

ば
十
両
よ
り
十
五
両
迄
の
相
場
に
値
ひ
す
﹂

（
35
）  

井
口
海
仙
︑
久
田
宗
也
︑
中
村
昌
生
編
『
日
本
の
茶
家
』
河
原
書
店
︑
一
九
八
三
年
︑

四
九
四
頁
︒
牛
尾
宗
苔
に
つ
い
て
寄
生
斎
雑
筆
『
喫
茶
耳
学
』
を
挙
げ
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
︒

 
 

﹁
も
と
は
上
方
の
豪
富
の
町
人
に
て
あ
り
し
が
︑
数
度
の
火
災
に
あ
ひ
︑
追
々
零
落
し

て
︑
隠
者
と
な
れ
り
︑
年
は
四
十
余
な
り
︑
蒔
田
玄
蕃
頭
の
懇
意
を
う
け
︑
そ
れ
よ
り

当
君
様
の
思
召
に
か
な
ひ
︑
御
国
へ
も
両
度
御
供
し
た
り
︑
も
と
は
千
家
を
学
び
し
が

今
は
御
弟
子
と
な
れ
り
︑
茶
事
の
う
へ
無
類
の
人
に
て
奥
義
を
も
御
伝
へ
あ
り
し
よ
し
︑

殊
の
外
思
召
を
会
得
し
︑
巧
者
の
は
た
ら
き
す
る
者
也
﹂

 
 

な
お
安
部
鶴
造
『
不
昧
公
と
茶
の
湯
』（
今
井
書
店
︑
一
九
八
〇
年
︑
一
六
九
頁
）
で

は
本
書
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

（
36
）  

前
掲
註
（
33
）
加
藤
義
一
郎
『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』
九
一
頁
︒

（
37
）  

富
士
川
英
郎
編
『
詞
華
集
日
本
漢
詩
』
第
十
巻
︑
汲
古
書
院
︑
一
九
八
四
年
︑
四
一
頁
︒

（
38
）  

林
屋
辰
三
郎
編
『
角
川
茶
道
大
事
典
』
角
川
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑
七
一
〇
頁
︒

（
39
）  

鈴
木
半
茶
﹁
五
代
乾
山
西
村
藐
庵
（
三
）﹂『
陶
説
』
第
五
七
号
（
日
本
陶
磁
器
協
会
︑

一
九
五
七
年
）︑
五
二
頁
︒

（
40
）  

前
掲
註
（
37
）『
詞
華
集
日
本
漢
詩
』
第
十
巻
︑
四
〇
〇
頁
︒

（
41
）  

前
掲
註
（
13
）
高
橋
梅
園
『
茶
禅
不
昧
公
』
二
一
一
頁 

（
42
）  

山
本
麻
渓
︑
木
全
宗
儀
編
『
古
今
茶
湯
集
』
木
全
宗
八
︑ 

一
九
一
七
年
︒

（
43
）  

こ
の
当
時
の
記
録
で
は
︑
観
阿
は
芳
村
物
外
と
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
︒
文
化

年
間
の
観
阿
の
自
署
し
た
作
品
で
は
﹁
法
華
勧
進
状
﹂
の
奥
書
が
あ
り
︑﹁
芳
村
﹂
と
署

名
し
て
い
る
︒
当
時
は
姓
を
芳
村
︑
号
を
物
外
と
名
乗
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
44
）  

讃
に
は
『
古
尊
宿
語
録
』
の
一
節
で
あ
る
﹁
僧
問
趙
州
諸
佛
還
有
師
也
無
州
云
有
如

何
是
諸
佛
師
州
曰
阿
彌
陁
佛
々
々
々
々
﹂
を
書
い
て
い
る
︒

（
45
）  

前
掲
註
（
13
）
高
橋
梅
園
『
茶
禅
不
昧
公
』
四
五
〇
頁
︒

（
46
）  

前
掲
註
（
4
）『
相
見
香
雨
集
（
四
）』
二
九
一
頁
︒

 
 

弘
福
寺
の
観
阿
墓
碑
の
碑
文
中
に
は
﹁
庵
中
扁
額
は
不
昧
源
君
筆
を
染
て
︑
楽
中
苦

苦
中
楽
と
書
せ
ら
る
﹂
と
あ
る
︒

（
47
）  

朝
比
奈
宗
源
訳
註
『
碧
巌
録
』
岩
波
書
店
︑
一
九
三
七
年
︑
一
〇
一
頁
︒

（
48
）  

茶
杓
の
削
り
を
み
る
と
︑﹁
四
十
雀
﹂
の
方
は
︑
華
奢
に
作
ら
れ
る
が
︑
背
面
の
削
り

を
や
や
荒
く
し
︑
櫂
先
を
お
お
ら
か
に
た
め
︑
勢
い
よ
く
削
ら
れ
て
い
る
︒
腰
の
部
分

も
抉
ら
れ
て
い
る
︒﹁
山
雀
﹂
の
方
は
少
し
胡
麻
の
景
色
の
あ
る
竹
を
用
い
て
作
ら
れ
て

い
る
︒
背
面
に
は
丁
寧
な
削
り
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
櫂
先
は
お
お
ら
か
に
た
め
ら
れ
て

い
る
︒

（
49
）  

文
化
十
二
年
︑岡
田
善
明
の
養
子
と
な
り
岡
田
姓
を
名
乗
っ
た
︒
茶
号
は
宗
夕
で
あ
る
︒

（
50
）  

寿
蔵
碑
文
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒﹁
吾
上
祖
出
和
州
︑
六
世
之
祖
徒
于
江
戸

而
家
焉
﹂

（
51
）  

国
立
史
料
館
編
『
播
磨
屋
中
井
家
永
代
帳
』
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
二
年
︑

二
六
二
頁
︒

（
52
）  

前
掲
註
（
34
）
忘
我
逸
人
﹁
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観
阿
を
云
ふ
（
続
）﹂
四
八
頁
︒

（
53
）  

高
橋
義
雄
編
『
大
正
名
器
鑑
（
八
）』
大
正
名
器
鑑
編
纂
所
︑
一
九
二
六
年
︑
一
六
九

︱
一
七
〇
頁
︒
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表
1
　和

暦

西
暦

観
阿

（
行
年
）

行
状

宝
暦
1
年

1
7
5
1

十
二
月
二
十
四
日
︑
伊
達
吉
村
没
︒

宝
暦
2
年

1
7
5
2

一
月
九
日
︑
山
田
屋
太
郎
兵
衛
が
江
戸
で
没
し
た
伊
達
吉
村
の
仙
台
へ
の
帰
葬
に
際
し
参
列
す
る
︒

宝
暦
5
年

1
7
5
5

『
銭
屋
商
組
合
連
判
帳
』
に
山
田
屋
太
郎
兵
衛
の
名
前
が
確
認
で
き
る
︒

宝
暦
12
年

1
7
6
2

佐
原
鞠
塢
︑
仙
台
で
生
ま
れ
る
︒

明
和
2
年

1
7
6
5

1

観
阿
（
幼
名
明
昭
）︑
江
戸
芝
の
丸
屋
町
で
両
替
商
を
営
む
山
田
屋
太
郎
兵
衛
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
︒

明
和
4
年

1
7
6
7

3

四
月
︑
仙
台
藩
の
請
負
っ
た
工
事
の
う
ち
︑
山
田
屋
は
樋
籠
村
四
村
の
村
請
負
の
支
払
い
を
行
う
︒

六
月
︑
工
事
終
了
︒

七
月
十
五
日
︑
仙
台
藩
か
ら
山
田
屋
太
郎
兵
衛
に
褒
賞
が
与
え
ら
れ
る
︒

明
和
5
年

1
7
6
8

4

『
五
組
定
法
帳
』
に
山
田
屋
太
郎
兵
衛
の
名
前
が
確
認
で
き
る
︒

明
和
9
年

1
7
7
2

8

二
月
二
十
九
日
︑
播
磨
屋
新
右
衛
門
家
の
居
宅
と
店
蔵
四
つ
が
類
焼
す
る
︒
こ
の
と
き
父
太
郎
兵
衛
は
播
磨
屋
に
見
舞
い
と
し
て
茶
碗
五
つ
を
贈
る
︒

安
永
1
年

1
7
7
2

8

十
月
二
十
一
日
︑
山
田
屋
は
家
財
を
傾
け
た
た
め
︑
こ
の
年
よ
り
天
明
二
年
ま
で
の
向
こ
う
十
年
間
︑
仙
台
藩
よ
り
稟
米
三
百
俵
を
与
え
ら
れ
る
︒

安
永
3
年

1
7
7
4

10

十
二
月
九
日
︑
松
平
不
昧
︑
伊
達
宗
村
の
九
女

を
室
に
迎
え
る
︒

天
明
2
年

1
7
8
2

18

仙
台
藩
よ
り
与
え
ら
れ
た
稟
米
二
百
俵
が
こ
の
年
ま
で
と
な
る
︒

寛
政
3
年

1
7
9
1

27

山
田
屋
太
兵
衛
な
る
人
物
が
仙
台
藩
の
借
財
返
済
を
求
め
江
戸
幕
府
に
出
訴
し
よ
う
と
す
る
が
断
念
す
る
︒

こ
の
人
物
に
つ
い
て
︑
佐
々
久
は
山
田
屋
太
郎
兵
衛
の
息
子
（
す
な
わ
ち
若
い
頃
の
観
阿
）
と
指
摘
し
て
い
る
︒

寛
政
10
年

1
7
9
8

34

観
阿
︑
懐
妊
中
の
妻
と
子
を
残
し
て
剃
髪
出
家
す
る
︒
こ
の
と
き
家
財
を
知
友
に
配
る
︒

文
化
1
年

1
8
0
4

40

六
月
︑
鞠
塢
『
盛
音
集
』
を
発
刊
︒
同
集
に
観
阿
の
﹁
堤
草
﹂
が
所
収
さ
れ
る
︒

十
月
二
十
七
日
︑
観
阿
︑
不
昧
に
よ
る
谷
園
中
大
茶
湯
で
利
休
堂
席
を
担
当
す
る
︒
こ
の
茶
会
で
は
花
畑
腰
掛
席
を
鞠
塢
が
担
当
︒

文
化
3
年

1
8
0
6

42

観
阿
︑
不
昧
の
茶
会
に
招
か
れ
る
︒
以
後
︑
文
化
十
四
年
前
ま
で
三
十
二
回
の
参
加
が
確
認
で
き
る
︒
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表
2
　

開
催
年
月
日

西
暦

不
昧

観
阿

会
名

客

出
典

文
化
元
年
十
月
二
十
七
日

1
8
0
4

54

40

谷
園
中
大
茶
湯

不
昧
（
看
雲
軒
︑
無
心
斎
）︑
本
多
豊
後
守
（
藤
棚
下
）︑
芳
村
物
外
（
利
休
堂
）︑
筑
前
屋
作

右
衛
門
（
蝸
庵
）︑
川
村
及
夢
（
惜
春
亭
）︑
山
口
長
三
郎
（
洗
月
亭
）︑
牛
尾
宗
苔
（
土
段
）︑

北
野
屋
鞠
塢
（
花
畑
腰
掛
）

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
三
年
五
月
十
八
日

1
8
0
6

56

42

御
隠
居
後
大
崎

へ
御
移
徒

初
め
て
の
御
会

芳
村
物
外
︑
筑
前
屋
作
右
衛
門
︑
道
具
屋
庄
（
勝
）
兵
衛

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
三
年
十
月
二
十
二
日

1
8
0
6

56

42

口
切

牛
尾
宗
苔
︑
芳
村
物
外
︑
山
下
養
我

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
四
年
正
月
二
十
日

1
8
0
7

57

43

根
土
宗
静
︑
幸
地
仁
左
衛
門
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
五
年
六
月
二
十
三
日

1
8
0
8

58

44

芳
村
物
外
︑
山
口
長
三
郎
︑
根
土
良
栄
︑
伏
見
屋
宗
振

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
五
年
七
月
二
十
三
日

1
8
0
8

58

44

朝
茶

山
口
長
三
郎
︑
筑
前
屋
作
右
衛
門
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
五
年
十
月
六
日

1
8
0
8

58

44

口
切

月
潭
侯
︑
芳
村
物
外
︑
根
土
宗
静

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
五
年
九
月
十
四
日

1
8
0
8

58

44

名
残

芳
村
物
外
︑
筑
前
屋
作
右
衛
門
︑
河
内
屋
宗
海

『
古
今
茶
湯
集
（
三
）』

文
化
五
年
十
月
六
日

1
8
0
8

58

44

口
切

松
平
月
潭
︑
芳
村
物
外
︑
根
上
宗
静

『
古
今
茶
湯
集
（
四
）』

文
化
六
年
三
月
二
十
七
日

1
8
0
9

59

45

芳
村
物
外
︑
三
屋
庄
三
郎
︑
根
土
良
栄

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
六
年
六
月
十
九
日

1
8
0
9

59

45

朝
茶

大
橋
彦
左
衛
門
︑
本
屋
惣
吉
︑
芳
村
物
外
︑
牛
尾
宗
苔

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
六
年
十
月
十
三
日

1
8
0
9

59

45

口
切

芳
村
物
外
︑
萬
屋
久
兵
衛
︑
牛
尾
宗
苔

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
六
年
十
二
月
十
八
日

1
8
0
9

59

45

大
坂
屋
庄
三
郎
︑
山
口
宗
一
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
七
年
二
月
五
日

1
8
1
0

60

46

根
土
良
栄
︑
芳
村
物
外
︑
伏
見
屋
宗
振

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
七
年
五
月
二
十
二
日

1
8
1
0

60

46

芳
村
物
外
︑
山
口
長
三
郎
︑
幸
地
逸
斎

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
七
年
十
月
十
八
日

1
8
1
0

60

46

口
切

本
多
駿
河
守
︑
柳
澤
轉
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
七
年
九
月
十
日

1
8
1
0

60

46

風
炉
名
残

幸
地
逸
斎
︑
芳
村
物
外
︑
茶
具
屋
勘
助

『
古
今
茶
湯
集
（
三
）』

文
化
七
年
十
二
月
二
十
日

1
8
1
0

60

46

夜
込

山
口
長
三
郎
︑
芳
村
物
外
︑
本
屋
惣
吉
︑
根
土
良
栄

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』
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文
化
八
年
二
月
二
十
二
日

1
8
1
1

61

48

還
暦

芳
村
物
外
︑
松
村
玉
蔵
︑
大
和
屋
源
兵
衛

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
八
年
七
月
六
日

1
8
1
1

61

48

朝
茶

大
坂
屋
庄
三
郎
︑
芳
村
物
外
︑
本
屋
惣
吉
︑
根
土
宗
静

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
八
年
八
月
二
十
六
日

1
8
1
1

61

48

名
残

芳
村
物
外
︑
根
土
宗
静

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
八
年
十
一
月
三
日

1
8
1
1

61

48

口
切

本
屋
惣
吉
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
九
年
正
月
二
十
二
日

1
8
1
2

62

49

大
坂
屋
庄
三
郎
︑
芳
村
物
外
︑
本
屋
藤
吉

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
九
年
三
月
二
十
九
日

1
8
1
2

62

49

芳
村
物
外
︑
切
屋
八
左
衛
門
︑
根
土
宗
静

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
九
年
九
月
三
日

1
8
1
2

62

49

名
残

本
多
駿
河
守
︑
芳
村
物
外
︑
根
土
宗
静

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
九
年
十
一
月
二
十
日

1
8
1
2

62

49

口
切

大
橋
屋
彦
左
衛
門
︑
山
口
長
三
郎
︑
芳
村
物
外

『
古
今
茶
湯
集
（
三
）』

文
化
十
年
九
月
二
十
六
日

1
8
1
3

63

50

名
残

本
多
駿
河
守
︑
芳
村
物
外
︑
本
屋
藤
吉

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
十
年
十
一
月
十
五
日

1
8
1
3

63

50

口
切

大
坂
屋
庄
三
郎
︑
千
柄
清
右
衛
門
︑
芳
村
物
外
︑
伏
見
屋
甚
右
衛
門

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
十
一
年
二
月
十
五
日

1
8
1
4

64

51

本
屋
藤
吉
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
十
一
年
十
月
二
十
日

1
8
1
4

64

51

口
切

本
多
様
︑
芳
村
物
外
︑
谷
松
屋
貞
八

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
十
二
年
十
月
十
八
日

1
8
1
5

65

52

口
切

大
坂
屋
庄
三
郎
︑
山
口
宗
一
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
十
三
年
二
月
十
二
日

1
8
1
6

66

53

本
多
豊
後
守
︑
千
柄
清
右
衛
門
︑
山
口
宗
一
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』

文
化
十
四
年
十
月
七
日

1
8
1
7

67

54

口
切

本
多
豊
後
守
︑
千
柄
清
右
衛
門
︑
芳
村
物
外

『
不
昧
公
茶
会
記
抄
』


