
相

銀

第
五
懸

節
柑
鵬

京
都
市
内

に
残
存

せ
TQ
音
場

の
党

務

(問

版

第

七

版

伸
)

藤

田

元

春

叫

違
令ti
市
に
古
い
拭
豪
p
も
し
-
は
古
い
窮
蕗
が
菅
の

ま

～
に
塵
っ
て
ゐ
る
､
流
石
は
京
都
は
青
い
郡
放
け
で

保
守

的
Li-･5範
分
の
多
い
所
で
LF
あ
る
ー
弾
赴
簡
閲
い
づ

れ
も
古
い
ま
ー

に
保
存
.さ
れ
て
ゐ
る
'
猫
･C,民
家
が
除

外
例
で
は
あ
ら
え
L･.
い
p
勿
論
､
畔
の
流
の
ま

･T
に
都

大
路
S
有
様
は
幾
臆
か
塵
遷
し
た
､
臆
仁
の
大
乱

に
全

市
殆

んど
焦
土
と
化
し
'
五
株
通
に
松
が
生
え
て
松
原

通
と
い
ふ
名
が
生
れ
る
迄
の
事
も
あ
っ
た
'
今

の
御
苑

内
は
悪
口
雲
郷
と
い
ふ
田
合
で
あ
っ
た
土
語
-
つ
た
へ

る
燕
の
根
本
か
ら
の
撞
化
も
-
け
た
が
う
そ
れ
で
も
都

の
片
隅
に
は
古
家
の
樽
崩
を
欠
は
な
い
で
p
倍
量
下
-

ら
し
と
の
諺
通
り
今
に
古
い
窮
港
を
報
し
て
ゐ
る
所
が

あ
る

P
勿
論
市
中
の
目
貫
の
揚
軌
は
昔

と
今
と
､
敢
近

二
二
ti十
和
･の
庸
≠り
方
で
も
著
し
い
､
そ

=
で

一艇
古
い

都
大
路
の
有
機
を
追
懐
し
て
然
る
稜
､
磯
存
せ
る
古
代

の
渠
港
に
及
ん
で
み
や
う
と
恩
ふ
O

こ

東
洋
蓑
純

大
鶴
を
見
る
と
鎌
倉
時
代
北
安
元
年

二

二
六
九
)
園
伊

り
名
肇
に
L･.
る
7
遍
上
人
給
伯
が
載
っ

て
ゐ
る
'
そ
れ
は
雄
治
七
年
間
四
月
十
六
日
一
遍
上
人

が
関
守
か
ら
四
偵
京
極
の
滞
迦
堂
へ
凍
ら
れ
た
時
の
閲

で
あ
る
'
京
秘
で
あ
る
か
ら
今
は
寺
町
田
僚
繁
華
の
中

心
で
あ
る
が
'
鎌
倉
仲
代
に
は
左
程
で
も
無
か
っ
た
と

し
で
も
こ
の
国
に
よ
っ
て
少
-
-･J
も
常
時
の
京
都
市
の

1i
角
が
窺
は
れ
得
る
と
せ
ね
ば
は
ら
ぬ
｡
よ
Y
見
る

と

ヒ
ワ
タ
ブ
卑

辞
迦
宜
の
本
堂

は
入
母
屋

檎

皮

茸

で

'
加
茂
の
祭
に
見

ギ
ツ
シ
ヤ

る
や
-
な
多
-
の
牛

軍

が
押
か
け
て
凍
て
ゐ
る
､
さ
て

本
堂
の
介
は
と
見
れ
ば
雄
某
か
ら
高
塀
､
さ
で
は
寺
門

の
繭

の
町
家
'
い
づ
れ
も
舷
茸
で
木
り
枝
や
石
が
の
せ



て
押

へ
に
L
で
あ
る
'
そ
れ
は
現
奄
北
越
的
泥
棒
で
見

る
多
-
の
切
要
板
聾
の
氏
家
程
に
､
無
数
の
川
原
石
が

の
っ
て
ゐ
な
い
け
れ
ど
も
'
相
似
の
岸
根
で
あ
る
こ
と

は

一
目
疑
ふ
の
倣
地
が
な
い
､
現
在
の
北
越
匝
岸
地
方

は
今
に
こ
の

古
い
時
代
の
上
方
文
化
を
'
其
の
ま
ゝ
保

存
し
て
ゐ
る
と
見
れ
ば
見
ら
る
る
'
同
じ
陣
代
乾
元

年

代
の
轟
伯
事
光
の
名
舘
に
な
る

一
遍
上
人
給
詞
葦
入
幕

に
あ
る
街

道

の
岡
も
出
家
は
同
じ
-
種
琴

じ
あ
る
'
降

っ
て
･.Lg.和
頃

(二
二
二

一)名
工
経
隆
の
錐
に
な
る
と
い

ふ
西
村
物
語

り
締
怨
を
見
る
と
.
こ
れ
に
嵯
峨
野
の
寺

彼
の
華

が
あ

る
'

一
つ
の
氏
家
否
洛
中
と
恩
は
れ
る
建

物
の
笛
は
p
や
Iよ
り
入
伸
屋
で
上
部
は
茅
茸
で
あ
.hl
が

其
四
方

S
庇
(
こ
れ
を
普
通
に
四
才

し
こ
ろ
と
い
ふ
)
は

粧
茸
で

あ
る
､
現
春
京
都
附
産
の
農
家
に
茅
茸
で
四
方

じ
こ
ろ
が
多
い
が
､
し
こ
ろ
は
す

べ
て
克
聾
に
な
っ
て

ゐ
る
'
其
充
の
所
が
四
竹
の
給
幕
で
は
放
資
な
の
だ
'

思
ふ
に
勝
仁
以
前
の
我
東
都
は
附
家
は
多
-
板
茸

であ

っ
て
武
士
の
住
宅
と
い
ヘ
ビ
も
惣
じ
て
政
塵
で
あ
っ
た

の
で
あ
ら
-
O

太
平
記
に
高
帥
碇
密
仔

の櫓
に
日
-
､

京
都
輔
内
に
機
辞
せ
る
古
代
の
梨
泌

｢
常
綾
に
は
四
品
以
下
開
放
打
た
ぬ
の
し
ぶ
き
の
家

に
だ
に
】ゐ
ね
こ
と
こ
そ
L

Jと
あ
る
､
の
し
ぶ
き
と
は
板
の
斑
斗
茸
で
'
杉
の
ー
種

で
あ
る
守
頁
漫
桶
に
も
京
都
の
店
は
根
大
略
長
三
尺
許

幅
華
寸
の
そ
ぎ
枚
を
以
て
茸
た
る
が
'
屋
上
に
石
を
混

た
る
は
巌
風
の
備
也
と
あ
る
の
が
そ
れ
だ
､
而
し
て
同

輩
に
京
都
の
克
茸
と
な
-
た
る
は
中
音

以寒
の
事
と
記

し
て
ゐ
る
か
ら
､
徳
川

の初
期
に
我
東
都
は
猶
市
甚
多

-
は
整
骨
で
あ
っ
た
の

で
あ
ら
-
'
三
井
高
辰
氏
所
蔵

の
東
独
鱒
尿
風
琴
蟹
見
る
と
､
飛
報
邸
そ
の
も
の
は
､

多
-
樹
皮
罫
で
あ
る
か

'
邸
前
の
町
家
は
す

べ
て
板
葺

で
川
原
帯
が
非
常
に
多
-
の
せ
で
あ
る
'
蓋
し
腰
仁
乱

彼
と
雄
も
膳
板
屋
が
京
都
市
の
町
家

の普
通
の
有
様
で

あ
っ
AJ.'
麗
し
も
鎌
倉
陣
代
の
風
で

あ
る
と
は
限
ら
な

い
'
し
か
し
鎌
倉
陣
代
は
武
士
の
邸
宅
も
償
枚
茸
で
あ

っ
た
こ

J

と
は
束
鑑
に
､

さ
し
も
日
本
惣
追
捕
棟
を
奉
じ
て
'
天
下
を
尊
王
治

ハ々
イ
1[T

め
玉
ひ
し
御
餅
も
上
土
門
に
鰭

枚

の

岡
地

と
あ
っ
て
其
質
素
の
株

が
偲
ば
れ
る

'
武
士
は
総
じ
て

株
屋
に
摺
っ
た
の
で
あ
ら

.5
0

節
五
各

館

印

紙

宍

]

九
七



軸

線

三

さ
て

1
園

の

帝
都
が
鎌
倉
時
代
に
既
に
積
層
で
あ
っ

た
と
し
で
､
そ
の
以
前
は
LJ
こ
ま
で
朔
ら
-
る
か
と
見

る
と
由
乗
は
せ
い
菅
は
解
明
天
皇
二
年
(西
紀
六
五
六
)

に
飛
鳥
横
蓋
宮
に
邸
せ
ら
れ
た
の
だ
か
ら
､
飛
鳥
時
代

に
既
に
板
蓋
の
宮
殿
が
出
来
て
ゐ
克
の
で
､
人
民
も
こ

れ
に
習
っ
た

ら
し

い
G

預
日
本
紀
和
亀
元
年
十

1
月
甲
子
太
政
官
葬

に

有
d

京

師
;覇

王

璃
i
層
､万

国

所
i
朝
'非
d鹿

批

既
:何

以

来
.′穏
'基

板

屋

草

食
.中
音

蒐

御
'雛
i
薯

易
i
破
､

基

郷
.玩

財
;笛

仰
1.有

司
春
五

位

己

上

及
焼
入

堪
}

密

着
]構
d立

元

命
議

濁
ら赤

白

泰

可
i
之
'

と
あ
る

か
ら
西
暦
七
二
四
年
､
奈
良
に
大
安
寺
と
云
ふ

塾
武
天
畠
勅
願
の
克
茸
の
大
伽
藍
が
建
っ
た
将
で
さ
へ

都
大
路
は
横
座
革
命
で
あ

っ
た
'
そ
れ
が
平
安
京
に
ひ

き
つ
3･
い
て
'
徳
川
氏
の
中
頃
ま
で
も
同
機
で
あ
っ
た

の
だ
と
思
ふ
と
株
屋
な
る
も

のも
､
悠
久
の
威
が
ふ
か

い
､
さ
れ
ば
平
安
京
の
最
初

は宮
城
を
は
じ
め
堂
塔
俳

寺

の
蹄
は
或
は
克
茸
で
あ
っ
た
と
し
で
も
P
臣
民
共
は

瓦
葺

に
も
す
ま
な
い
で
板
屋
久
は
茅
茸
の
晃
に
住
ん
だ

男
玉
食

紫
紺
幼

宍

二

九
八

も
の
と
見
え
る
0

腰
氏

1
代
の
発
準
を
梅
め
た
時
代
に
藩
か
れ
た
平
等

院
の
扉
や
壁
の
藩
を
見
る
と
､
塵
脚
作
-
は
櫓
鹿
茸
で

あ
る
が
▲さ
院
の
向

つ
て
左
､
即
ち
東
壁
に
は
櫨
か
に
革

罫
と
思
は
る
る
御
殿
が
あ
る
'
寝
殿
と
雅
も
草
食
の
も

の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
0

月
丈
雑
記
に
寝
殿
と
い
ふ
は
即
ま
殿
也
へ
上
灸
卿
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

聞
t･･b
b
貞
衡
云
ふ
塵
殿
の
屋
の
上
は
下
を
糖
度
茸
に
し

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

て
其
上
を
茅
茸
に
す
る
也
と

あ
る
の
が
そ
れ
で
､
高
い

郡
の
儒
殿
に
は
ま
だ
葦
茸
が
多
か
っ
た
ら
し
い
'
涼
都

附
塩
の
帥
乱
は
､
今

日
は
膏
糖
度
茸
で
あ
る
や
う
に
昔

の
寝
殿
と
芯
へ
は
煉
瓦
け
は
克
'
他
は
皆
椅
皮
斑
で
あ

る
と
考

へ
る
も
の
二

を
の
樹
皮
聾
す
ら
大
鋸
巻
立
に

よ
れ
ば
'

フ
ウ
-
ウ

サ

花
山
院
は

風

流

者

に
こ
そ
お
は
し
ま
し
け
れ
'
御
所

作
-
ら
せ
給

へ
-
し
さ
ま
な
ん
ど
よ
､
寝
殿
灘
波
殿

.'仏
ど
は
'
つ
-
-
あ
ひ
っ
檎
は

だふ
き
あ
は
す
る
串

も
こ
の
院
の
し
い
で
さ
せ
給

へ

るな
り

と
あ
っ
て
､
花
山
院
の
頃
に
な
つ
で
粟
粒
檎
は

だ茸
の

上
に

一
つ
EO
改
革
が
あ
ら
大
に
他
に
認
ん
せ
ら

れた
ら



し
い
､
F
･々

の
民
家
で
は
と
て
も
及
び
も
つ
か
t･jbか
っ

た
革
は
H
本
紀
略
の
左
の
官
解
を
見
て
わ
か
る
.

垂

空

軍

四
月
廿
三
日
の
骨
箱
は

｢
叉
六
位
以
下
簸

垣
､
並
檎
皮
革
宅
可
停
止
者
｣

と
出
て
ゐ
る
P
こ
れ
は
花
山
院
か
ら
三
代
跡
の
疲

l
膝

天
皇
の
時
代
南

紀

1
〇
三
〇
)
の
官
符
で
あ
る
C

畢

友

中
村
文
率
土
か
ら
丁
度
此
頃
の
古
文
蓄
基
を
潜
っ

た
こ
れ
を
左
に
か
･J･げ
る

山
田
郷
長
備
中
褒
買
家
地
文
弥
文
事

日
揮
段
買
伯
擁
拾
歩

准
山
地
囲
鵜
野
郡
三
礁
大
豆
村
里
廿

1
坪
内

四品
謁

剛
宝

門
遭
､
驚

苗

限
北
谷
川

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ

宝
物
三
間
pq
両
脇
粒
食
字
准
孫
庇
北
南

七
聞
二
両
土
屋
党
宇

着
得
森
光
子
節
状
禰
作
家
地
政
親
父
飛
騨
橡
秦
徳
山

鈴
鹿
分
也
卜
輝

点
元
三
年
十

一
月
十
三
望
月
入

寮
澄
子

買
入
大
赦
出
生
正
六
位
上
奏
宿
頑
華
押

保
謹

以
下
略

首
都
村
内
に
甥
布

LJ
ろ
甘
代
の
袋
路

こ
の
文
は
西
紀
九
七
八
'
閲
融
天
畠
の
朝
で
'
貞
元
三

年
は
十
月
改
元
'
天
元
と
な

っ
た

の
な
'
元
の
ま

ゝ

に
記
し
て
ゐ
る
が
､
丁
度
源
氏
条
華
の
時
代
に
'
六
位

の
人
の
買
得
し
た
寝
殿
が
三
間
四
両

であ
る
こ
と
が
わ

か
る
､
公
卿
の
寝
殿
へ
三
内
口
訣
に
云
ふ
ま
鼠
は
七
閣

四
両
南
面
洩
綾
英
'
と
あ
る
程
の
大
n
Jな
も
の
で
な
い

が
再
白
い
め
は
､
こ
の
建
物
で
あ
る
P
三
間
四
両
と
い

ふ
事
は
建
染
挙
上
の
約
束
に
徒

へ
ば
､
問
里

二
間
奥
行

四
間
で
あ
る
'
孫
庇
が
弧
と
南
に
あ
る
と
あ
る
か
ら
怒

ら
-
寛
酉
に
鹿
か
-
南
北
に
長

い
入
滞
屋
､
要
人
の
家

で
あ
ら
う
｡
も
し
平
入
な
ら
ば
庇
が
其
の
入
口
の
上
即

束
而
叉
は
四
海
に
fI･5-
で
は
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
｡
大

赦
兜
生
が
買
っ
た
こ
の
家
屋
敷
は
'
僅
か
三
間
四
面
の

傭
屋
を
革
ち
､
其
の
隣
-
に
七
問
に
二
面

UJ
土
屋
へ
即

今
3
･
-
で
云
へ
ば
小
屋
に
粕
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
､
鵜
野
三
膝
大
豆
田
と
い
ふ
所
は
p;I.).ら
-
今
の
太
秦

附
近
で
あ
ら
-
､
恩
ふ
に
こ
の
建
物
は
S･'3.ら
-
板
や
で

総
-
て
､
茅
茸
で
あ
り
庇
丈
け
が
彼
岸
で
あ
っ
た
こ
と

は
｣
か
の
西
行
物
静
の
給
に
糖
し
た
も
の
で
あ
ら
-
～

垂

uh
の
官
解
に
よ
っ
て
も
､
六
位
以
下

の職
官
で
は
棺

錯
五
箇

第
四
鴎

宍

五

九
九



地

感

度
聾
の
整
骨
が
あ
っ
た
位
で
あ
る
か
ら
P
こ
の
寝
殿
は

櫓
皮
で
も
な
-
p
･月
衡
の
云
ふ
通
-
短
殿
の
上
は
茅
茸

で
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
｡

さ
て
こ
の
古
文
苔
に
現
は
れ
化
立
物
を
､
三
間
四
両

の
軍
令
で
あ
っ
て
其
の
捷
方
が
要
人
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
'
そ
れ
と
的
じ
風
の
も
の
が
今
の
京
都
市
に
現
存
し

て
み
る
と
い
ふ
こ
と
で
p
青
い
京
部

の民
儀
を
想
像
し

得
ら
れ
る
C)

四

予
の
云
ふ
p
古
い
と
い
ふ
事
は
そ
れ
が
第

1
に
茅
茸

で
弟
二
に
要
人
で
あ
る
と
い
ふ
ニ
ケ
櫨
で
あ
乳
｡
今
H

に
な

っ
て
ほ
古
い
中
古

三
枝
茸
は
近
畿
地
方
に
て
見
ら

れ
ぬ
p
も
し
強
で
求
め

る
な
ら
ば
､
奈
良
の
春
日
和
動

の
森
の
中
に
あ
る
多
-
の
宿
敵
の
み
で
あ
る
が
'
北
国

に
は
滑
覆
っ
て
ゐ
る
F
L
か
し
そ
の
按
摩
よ
-
も
狛
古

か
る
べ
き
茅
屋
が
､今
に
京
都
に
萄
っ
て
ゐ
る
の
は
､
板

よ
ゎ
も
茅
の
方
が
耐
久
力
か
つ
よ
-
且
冬
孤
真
滝
で
､

基
材
雅
も
叉
安
産
に
求
め
易

い
か
ら
で
あ
ら
う
｡

飾
二
に
要
人
が
古
い
と
い
ふ
こ
と
は
､
既
に
多
-
の

夢
者
の
謹
む
る
所
で
あ
っ
て
'
古
い
榊
敢
建
染
で
あ
る

発
五
聴

解
抑
醜

男
桝

剛

3
0

出
雲
の
大
赦
が
切
要

の要
人
で
あ

-
､
大
鳥
造
'
佐
吉

遣
い
づ
組
も
要
人
の

眉
で
あ
る
P
伊
勢
の
大
新
宮
は
こ

れ
に
反
し
て
華
人
で
あ
る
'

何れ
も
我
圃
舌
代
氏
家
の

様
式
を
語
る
e
で
あ
る
が
'
要
人
の
方
が
古
い
と
い

ふ

の
は
､
か
の
.ilf.蒐
奴
元
造
と
い
ふ
掘
立
小
屋
を
原
始
的

の
家
蚕
と
す
れ
ば
､

(
そ
れ
は
屋
根
の
斜
洞
が
地
に
つ

い
て
ゐ
る
か
ら
､
依
然
婁
人
で
あ
る
､
)
そ
の
後
こ
れ
に

戊
を
張
る
に
至
っ
て
も
依
然
要
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら

-
'
し
か
し

一
旦
床
が
出
家
で
屋
根
が
高
-
な
れ
ば
p

或
は
要

か
ら
入

･C/
或
は
平
か
ら
入
っ
て
も
芸
文

へ
が

な
い
か
ら
､
碑
明
造
の
や
-
に
平
人
の
形
式
も
､
卑
-

か
ら
現
は
れ
化
に
違
ひ
な
い
'
出
雲
大
社
及
伊
勢
紳
宮

の
敢
殿
は
'
何
れ
も
茅
茸
切
妻
で
あ
る
が
､
や
が
て
こ

の
切
要
の
要
の
入
口
の
方
に
'
吏

ら
に
雨
よ
け
を

つ
け

る
と
な
る
と
そ
れ
が

一
つ
の
入
母
屋
形
に
な
る
P
入
僧

屋
形
の
寝
殿
と
な
れ
ば
p
そ
れ
は
こ
の
宙
文
事
の
寝
殿

と
同
じ
い
p
近
畿
の
民
は
飴
構
音
-
か
ら
こ
の
人
湖
岸

妻
人
を
住
宅
の
普
通
の
形
式
と
し
て
ゐ
た
静
按
に
p

丹
波
閲
南
桑
地
方
の
方
言
が
あ
る
へ
亀
岡
小
串
校
長
桂

信
次
郡
民
の
云
ふ
所
に
よ
れ
ば
､
=
の
入
母
屋
の
要
人



む
方
言

｢
真
や
｣
と
い
ひ
､
平
人
の
晃
を
｢
よ
こ
や

｣と
い

ふ
､
同
君
の
輯
村
勝
林
島
で
は
｢
ま
や
L
十

一
月
ー
｢よ
こ

や
｣
五
十

1月
'
瓦
聾
拾
三
戸
合
計
七
十
七
月
の
中
に

要
人
が

一
四
解
の
多
数
を
占
め
て
ゐ
る
'
同
校
長
の
宅

も
要
人
で
あ
っ
て
懲
家
で
あ
る
が
'
亀
岡
附
進
の
鹿
家

は
､
今

=
獅
多
-
要
人
の
｢
ま
や
｣
に
住
ん
で
ゐ
る
､
よ

く
調
べ
て
み
る
と
亀
岡
附
近
の
み

で
な
-
て
京
都

近
傍

で
は
北
嵯
峨
の
比
家
も
殆
ん
A
J｢
ま
や
｣
で
あ
る
'
軽
蟹

の
邸
の
償
跡
.
配
架
村
に
行
っ
て
も
｢
ま
や
｣
が
多
い
'

強
い

文
化
の
跡
に
｢
ま
や
｣
が
あ
っ
て
'
却
っ
て
速

い
山

里
に
は
｢
ま
や
｣
が
LJ
い
.

‥

｢
ま
や
L
の
語
は
家
屋
錐
考
に

博

下

と
あ
っ
て
和
名
抄

に
梧
命
哲
引
き
で
'
混
晶
以
上
三
間
雨
下
'
和
名
霜
夜

と
見
え
屋
の
前
後
に
乗
れ
る
也
､
左
右
手
藍

興
手
と
い

ふ
ご
と
-
物
二
つ
の
輔
-
た
る
を
鼻
と
い
へ
ば
最
屋
の

義
な
ら
ん
と
あ
る
が
'
爾
下
と
あ
る
か
ら
'
屋
根
が
前

後
に
商

つ
下
っ
て
ゐ
る
形
､
郎
そ
れ
は
切
要
の
事
で
あ

る
O
し
か
し
切
要
が
本
鰹
で
p
こ
れ
に
入
口
と
背
戸
口

と
に
雨
除
の
孫
庇
を
つ
け
る
と
入
母
屋
蓮
に
な
る
か
ら

入
母
国
の
要
人
を
｢
ま
や
｣
と
い
ふ
の
は
必
L
も
南
桑
の

演
都
市
内
ーこ
塊
存
吋
言

古
代
の
曳
接

方
言
で
L･b
い
せ
衛
で
あ
る
､
し
か
し
軍
人
h
r｢
真
や
｣
と

す
れ
ば
'
平
人
は
｢
ま
や
L
で
な
い
､
横
か
ら
入
る
か
ら

｢
よ
こ
や
｣
と
い
ふ
鮎
に
南
桑
の
方
言
が
成
立
し
､
同
時

に
青

い
時
代
の
人
々
の
搬
念
を
明
に
す
る
こ
と
が
別
凍

る
'
同
じ
形
の
家
で
入
H
が
箪

フ
た
め
に
或
は
｢
ま
や
｣

と

い
ひ
'
或
は
｢
よ
こ
や
｣
と
い
ふ
の
が
面
白

い
'
樽
紙

上
要
人
が
顕
の
屋
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
-
'
然
ら
ば
ど

ち
ら
が
便
利
で
あ
ら
う
か
､
要
人
に
す
れ
ば
間
口
が
狭

く
て
奥
行
が
ふ
か
い
､
光
線
の
取
入
に
不
部
分
で
あ
る
､

平
人
に
す
れ
ば
間
口
が
贋
-
て
奥
行
が
狭
い
'
軍
内
が

明
る
い
'
こ
れ
は
現
に
宇
治
山
田
市
に
多
い
要
人
の
町

家
に
入
っ
て
み
れ
ば
､
]
見
し
て
明
か
琴

J
A
で
あ
る
.

ね
と

へ
古
来
の
樽
続
で
要
人
は
興
犀
で
､
平
人
は
よ
こ

や
だ
･
:し
て
軽
蔑
し
た
と
し
て
も
､
結
局
は
令
の
虞

い

地
雨

に家
を
建
つ
る
際
に
は
､
快
潤
;･･章

人
を

選
ぶ
の

が
人
情
で
あ
ら
-
P
韓
通
2
本
の
田
食
で
孤
立
し
た
地

面
に
建
て
る
家
な
ら
ば
､
多
-
は
歯
向

の平
人
で
あ
る
､

奈
良
は
古
い
団
で
あ
る
が
'
園
内
到
る
所
大
方
は
商
内

軍
人
の
民
家
で
､
妻
人
は
殆
ん
ど
は
い
O
し
か
し
丹
波

や
江
州
に
ゆ
-
と
1
村
争
っ
て
要
人
の
盛
が
あ
る
､
現

鮮
五
槍

非
印
紙

禁
札

曲0叩



相

塊

に
伊
香
郡
丹
生
村
片
岡
相
の
ご
と
き
､
丹
波
甫
桑
田
都

様
相
寧
柏
原
(圏
版
第
七
版
上
聞
)
の
如
き
其
例
に
乏
し

-
は
な
い
､
獅
叉
こ
･I
に
面
白
い
の
は
奈
良
で
も
､
周

章
の
酸
の
町
や
､
捗
非

の
町
に
ゆ
で
よ
う
克
欝
に
歩
っ

て
は
ゐ
る
が
要
人
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
'
丹
波
亀
岡
の

町
は
こ
れ
も
殆
ん

AJ要
人
の
克
茸
で
あ
P
L

‥圏
版
籍

七
版
下
圃
)
篠
相
の
要
人
と
い
ふ
の
も
亀
岡
町
に
つ
.3･

い
た
街
道
解
凍
け
の
こ
と
で
あ
る
()
宇
治
山
田
市
の
介

に
'
泉
州
の
近
畿
村
の
街
道
筋
に
要
人
茅
茸
久
は
克
聾

の
家
が
多
-
.
江
州
木
之
本
町
も
同
機
に
要
人
尭
聾
が

多
い
ハ
越
前
大
野
'
勝
山
過
で
も
何
様
で
あ
-
'
東
之

本
か
ら
さ
き
の
北
路
街
道
は
今
市
棒
厩
'
柳

ケ
瀬
､
叉

は
大
浦
す
べ
て
が
そ
れ

だ'
し
て
み
る
と
元
衆
は

｢
ま

や
｣
郎
要
人
で
あ
っ
た

もの
が
'
田
舎
の
虞

い
地
で
は

い
つ
の
程
に
か
｢
よ
こ
や
｣
に
襲
っ
た
け
れ
ど
も
r
街
道

筋
の
密
集
部
落
で
は
間
口
が
あ
ま
-
取
れ
な
い
'
止
む

な
-
育
代
の
機
銃
に
従
っ
て
｢
ま
や
｣
要
人
を
本
膿
と
し

て
今
に
の
こ
つ
た
の
で
あ
ら
-
っ
故

に
こ
の
町
屋
風
の

古
い

択
港
の
多
-
が
蛮
人
で
あ
る
こ
と
は
'
必
L
も
近

畿
に
限
ら
な
い
で
'
北
越
か
ら
秋
田
附
進
に
至
る
迄
償

罪
五
懸

罪
四
幼

異

邦

和

0

こ

1
横
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
も
､

こ
の
理
由
に
よ
る
も
の

と
見
ら
れ
る
｡
簡
峯
で
は
あ
る
が
'
こ
れ
で
畢
入
組
も

｢ま
や
｣
が
古

い
時
代
の
も
の
で
､
京
阪
の
古

い
町
の
基

調
を
成
す
こ
と
を
明
に
し
得
た
と
思
ふ
O

五

蓑
に
於
で
粕
じ
て
京
都
市
に
存
す
る
｢
ま
や
｣
も
し
-

は
｢
ま
や
｣
の
究
落
に
つ
い
て
語
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
､
市
に

は
現
泰
は
住
宅
建
築
の
取
締
規
則
が
あ
る
､
茅
茸
は
延

焼
､失
火
の
慾
が
多
い
か
ら
縄
酷
に
許
可
し
な
い
.
儀
密

の
も
の
で
も
三
年
間
に
克
茸
に
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
､

従
っ
て
今
度
市
に
編
入

さ

れ
た

洛
北
自
川
村
の
ご
と

き
P
こ
･三

二
二
年
間
に
す

べ
て
が
克
茸
に
頻
っ
て
し
ま

っ
て
'
叉
昔
日
魔
神
S
樹
影
が
な
い
'
し
か
る
に
か
や

-
に
沼
々
と
し
で
克

聾
に
な
る
市
の
ー
角
に
於
で
p
其

の
家
の
土
減
と
か
､
小
屋
は
す

べ
て
克
茸
で
あ
る
の
に
､

陣
屋
だ
け
は
嘗
懲
依
然
た
る
も
の
が
獲
っ
て
ゐ
る
の
が

不
思
議
に
'
所
は
洛
軍
部
脱
糞
前
､
下
河
原
二
野
地
､

栗
山
中
拳
の
隣
柿
の
木
の
茂
っ
た
陰
に
今
も
孫
市
よ
こ
試

ふ
農
家
が
あ
る
､常
ま
は
長
谷
川
疏
之
助
氏
で
あ
る
が
ー

こ
の
旗
は
商
用
の
楽
厭
の
邸
で
､
歯
を
疾
む
も
の
が
こ



の
家
の
血閉
,tJ
へ
跨
げ

た
ら

は
､
立
所
に
山官
の
-
づ
さ
が

と
ま
る
と
い
ふ
名
家

?
で

あ
る
､
そ
こ
で
升
改
'

紫
根
.

連
か
ら

何
才

の
乃
叉

は
女
一

何
卒
歯

の
頒
･･り

ひ
を
抑

治
し
破

下
肢
と

い
ふ
城

北
=
が

1

--
平
均

十
通
位

や
っ
て

く
る
､

下河床ニ･'Lt戊市孫

宛
名
は
南
醗
穿
町
下
河
原
'
孫
輔
殿
と
あ
る
'
す
る
と

こ
の
家
の
人
は
共
手
紙
を
邸
S
州
の
料

へ
粧
い
て
お
-

吹
け
だ

が'
そ
れ
t.仁
も
治
る
･J
旦

乙で
手
紙
の
轡

に
た

涼
都
市
内

に
絹
布
t
'ろ
古
代
の
未
払

:
1乙
が
()
い
､
長
谷
川
氏
に
k･･t
せ
+i
Lと
き
-
1し､
凝
浦

と

い
ふ
は
何
で
も
三
代
小肌
の
和
父
で
'
人

助
け
に
L
t
..

と

い
ふ
が
､
私
は
何
も
し
ら
ね
と
云
ふ
て
ゐ
る
'
か
や

う
に
不
申
':韻
の
孫
輔

.∽
家
'
そ
れ
が
l･t
hu
で
問
‖
三
周

(5
'庇

1
問
)
奥
行
.<

間
帥
三
代目
就
.LS

の潜
入
S
人
件
崖

で
あ
る
'
家
を
二
等
分
し
て
'
年
分

は
土
周

で
半
分
は

Ttカ
床

の

間
で
あ
る
が
'
入
口
が
人
数
'
壷
肋
が
人
数
'
部

屋
が
二
盈
'
三
宝

の
-
な
ぎ
仏
僧
で
あ
る
'
天
井
は
竹

の
箕
竹
が
の
せ
で
あ
る
吐
け
で
'
人
口
の
客
間
だ
け
に

天
井
板
が
張
っ
て
あ
る
｡
南
向
芽
人
で
あ
る
か
･1
'
西

の
カ
は
土
蛇
で
岩
も
た
b
い
､
東

Fの
カ
に
窓
が
あ
っ
た
か

と
思
ふ
が
家
の
中
.}
暗

い
'
勿

論
枚
な
LJ
と
い
ふ
中
iC

の
風
S
=
の
も
の
が
な
い
'
人
付
用

言
人
目
に
克
庇
か
繭

ま
け
に
附
け
て
あ
る
攻

だ'
土
糊

の
咋
分
に
は
三
だ
俄

が
あ
る
'
1
に
か
-
甘
い
形
式
が
よ
′､
も
稚
っ
た
も

の

だと
成
心
TTJす
､
(先
の
庇
は
明
治
に
LJ
つ
て
附
け
だ
と

は
話
人
の
詔
で
あ
る
)､
向
じ
風
の
隣
家
と
今
二
日
一こ

J

に
遊
ん
で
'
東
屋
の
部
落

の
中
に
持
凪
の
狐
格
子
が
･満

-
ひ
か
つ
て
ゐ
る
'
こ
の

家
bJl介
に
英
如
世
の
隣
に
標

本
氏
と
い
ふ
安
政
に
絶
て
た

井
蝶
が
も

…
軒
あ
る
が
'

弟
沈
潜

努
四
鍍

声
ハt

JOII]



糧

捷

こ
れ
は
平
人
に
L.
つ
.て
一山
る
O

こ
の
ニ
‥軒
に
紡
束
に
於
て
開
け
ゆ
-
御
舵
に
収
穫
さ

れ
た
iC
へ
の
派
外
農
涙
.S
摂
式
で
あ
る
が
'
こ
1
よ
h

～.,吏
ら
に
大
規
模
に
要

人
の
氏
家
が
架
落
を
L･4
し

て
ゐ

る
所
が
あ
る
'
そ
れ
は
平
野
紳
敵

の
西
北
'
衣
笠
山
の

前
に
あ
っ
て
'
平
野
紳
敵
前
か
ら
二
町

だけ
樵

へ
小
路

を
入
っ
た
所
に
あ
る
'
平
野
宮
北
町
と

耕す
る
来
港
で

あ
る
し̀

こ
J

は
徳
川
時
代
に
北
山
韮
女
の
地
元
で
'
口
よ
せ

1
耕
し
て
t
F
.壷
も
し
-
は
死
小皿
S
口
を
よ
せ
て
-
れ

る
部
落
で
あ
っ
た
明
治
初
年
ま
だ
管
轄

S
八
ケ
間
救

い

は

1･t
い
仲
代
に
'
近
郷
舵
准
さ
て
は
近
国
の
も
の
'
凍

E
炎
っ
た
云
は

>
半
農
半
越
山
架
藩
で
あ
る
'
大
正

の

今
日
袖
び
こ
の
種
の
行
事
を
見
ん
と
Lt
ら
ば
'
東
北

地

方

へ
行
っ
て
(
T･U
も
坪
際
に
行
ほ
れ
て
ゐ
る
H
よ
せ
を

調

.へ
る
外
･-
こ

の
上
方
で
は
其
跡
を
た
つ
た
ら
し
い
'

し

か
し
内
鋸
に
ま
だ
や
っ
て
t3
る
か
も
し
れ
ね
'
よ
-

尋
た
ら
共
の
祭
器
位
は
葬
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
-
t
と
に

か
-

]
種
の
信
仰
の
兼
落
だ
け
に
古

い
形
式
が
よ
く
孝

女什
し
得
た
と
せ
ね
は
Lt
ら
ね
0

弟
五
篭

算

用
義

宍
八

lOZ[

こ

の
村
は

昔

は

並

幅

況
問

も

あ

る大鑑をへだでて

封

宜

し

花
村

北

に

油

す
る

と

こ

ろ

の1町(六十蘭)港

棄民町北宮野平市社長

の町
で
､

大
正

七
年

中
火

に
一

間

芋
の
並

を

つ

■ノ
ヽ

1=設 薬 に # I

'け な 溝 右

故
に
そ
の
様
か
ら
東
西

へ
各

7
開
平
の
生
地
を

も
っ
て

始
め
て
雨
垂
れ
藩
に
L.
る
'

一
声
の
地
面
は
平
均
的

口

相
聞
'
鼠
へ行
廿
山間
の
矩
形
で
そ
の
上
に
要
人
の
ま
や
が



間
口
三
間
奥
行
相
聞
､
東
側
と
酉
側
と
魯
-
軸
潮
し
て

規
則
拡
し
-
祉
っ
て
ゐ
る
､
豆
こ
や
は
三
斬
程
し
か
な

い
､
故
に
こ
ち
ti
の
家
の
庭
口
か
ら
向
の
家
の
庭
口
ま

で

一
線
に
見
通
さ
れ
る
､
予
は
小
北
山
の
中

で尤
も
大

き
い
家

だ
と
綱
す
る
屋
耽
｢
角
や
L
と
い
ふ
富
田
氏
の
邸

を
訪
ね

た
p
健
か
に
三
間
四
間
の

家
で
極
め
て
小
さ
い

間
取
で
あ
っ
た
､
平
南
国
を
記
す
と
左
の
如
-
で
あ
る
rU

-

N
寸

1
t
.↓
I-
･･◎○

間
口
三

7(
問
､皆
二

←_- 3,I:/I-一･→
a r')>7

等
分
し

て､
F′二

分
を
土

間
に
す

る
､
床

里

二
つ
に
仕
切
っ
て
'
客
間
四
盛
年
.
葦
研
六
鼻
､
部

屋

山
盛
竿
が
本
能
で
あ
っ
た
が
あ
ま
り
に
狭

い
の
で
'

部
摩
哲
哲
警
十
に
す
る
た
め
に
薬

へ
庇
な

つ
け
た
､
そ

こ
で

i

T･rZ
で
は
井
戸
が
土
間
の
中

に

入

っ
て
し
ま
っ

た
､
土
間
聖
比
側
に
｢
鼠
入
ら
ず

｣
(

物
牒
)
が
あ
る
'
土

間
の
中
央

に｢
七
つ
-
ど
｣
が
あ
る

､

東
側
は
年
間
の
庇

京
即
ポ
内
.1
増
存
せ
る
古
代
の
架
踏

で
押
入
だ
か
ら
光
紋
が
入
ら
ぬ
､
関
側
は
七
っ
-
ど
の

左
に
小
さ
い
窓
が

一
っ
土
壁
の
中
に
つ
い
て
ゐ
る
'
街

道
に
而
し
て
の
屋
根
某
に
は
竹
の
賛
予
が
見
え
る
'
家

の
中
も
天
井
は
竹
の
繁
子
で
'
入
口
の
四
軌
軍
､
帥
棚

の
笠
だ
け
は
天
井
板
が
あ
る
'
太
極
杜
は
格
の
木
だ
果

光
辛

i
光
っ
て
ゐ
る
.
す
べ
て
の
形
式
は
孫
印
の
よ
う

も
古

い
､
何
と
な
れ
ば
家
の
前
に
庇
が
な
い
､
瀬
棚
の
間

の
街
道
に
而
し
た
所
に
橡
も
な
け
れ
ば
障
子
も
な
い
.

細
い
格
子
窓
で
あ
る
土
地
の
人
も
窓
と
云
っ
て
障
子
と

は
い
は
な
い
､
松
な
ど
雑
木
の
大
板
柾
が
用
ひ
て
あ
る

キ
ト

位
だ
か
ら
で
あ
る
'
衝

の
家
の
部
屋
が
1
爆
竿
し
か
な

か
っ
た
こ
と
は
'
孫
市
の
部
屋
が
二
亜
敷
で
あ
る
の
に

比
し
て
示
思
講
で
t･b
い

つ古
い
時
代
の
日
本
人
の
寝
室

は
暗
-
で
牧
か
つ
た
こ
と
は
こ
の
升
に
多
-
の
例
証
が

あ
る
､
し
か
し
角
や
は

11
数
年
を
川
魚
竿
に
贋
げ
る
た

め
に
家
の
基
に
菟
茸
山
片
庇
を

つ
け
で
ゐ
る
'
掴
そ
の

さ
き
に
八
鼻
歌
の
立

派
t･手

織
を
撃

J
ゝ
ゐ
空

狭
い

三
笠
し
か
L･4
い
鰻
住
居
で
は
あ
る
が
'
こ
れ
を
し
き
た

ら
に
し
て
塵
拓
数
枚
を
試
み
な
い
p
T
麗
こ
の
太
さ
の

家
が
街
道
の
酉
側
に
目
Ti
十
五
月
東
側
に
も
十
五
月
あ

解
式
食

滞
四
鵬

詰
れ

iO
五



抽

嘘

っ
て
p
す
べ
て
が
同
棲
の
型
式
の
家
で
す
ら
-
と
粕
並

ん
で
ゐ
る
､
こ
れ
を
見
る
と
登
-
こ
の
.朴
は

一
人
の
蘭

で
敢
初
か
ら
計
劃
し
て
作
っ
た
緊
蕗

であ
る
と
し
か
考

へ
ら
れ
ぬ
.'
三
間
四
面
を
本
髄
と
す
る
か
ら
'
角
や
よ

-
も
介
の
家
は
皆
部
屋
が
狭
い
或
家
は
二
室
し
か
持
た

ぬ
の
が
あ
る
'
試
自
由
に
も
左
右
共
に
壁
で
､
を
i
iけ

に
軒
が
深
い
か
t･r
誠
に
晴
渡
た
る
家
は
か
-
ド
?
こ
の

親
藩
が
い
つ
出
家
た
か
は
明
で
な
い
'
し
か
し
其
建
染

の
横
式
と
し
て
壁
の
多
い
'
窓
の
少
い
う
敦
に
障
子
の

な
い
'
久
枝
と
い
ふ
も
の
1
な
い
､
其
上
に
姦
所
に
風

櫨
東
の
跡
の
あ
る
鮎
な
ど
か
ら
飴
程
古

い
時
代
の
も
の

で
あ
る
と
=
,I;ふ
'
我
市
と
い
ひ
'
営
北
町
と
い
ひ
素
入

で
あ
る
か
ら
､
家
は
す
べ
て
通

-
庭
所
謂
う
な
ぎ
佳
属

TIカ

に
な
っ
て
床

張

の
部
分
が
三
段
に
な
っ
て
ゐ
る
｡
こ
の

魁
佳
些

二
重
の
ブ
ラ
ン
は
､
蓋
し
古
い
京
都
の
最
初
の

異
港
の
ブ
ラ
ン
を
今
日
に
樽
ふ
る
も
の
と
倍
す
る
'
何

と
だ
bれ
ば
今
日
に
於
三
原
都
の
中
流
以
下
の
町
家
を
見

る

に
r
い
づ
れ
も
尭

茸
切
妻
で
は
あ
る
抑
'
さ
で
街
波

か
ら

一
歩
其
家
に
人

づ
て
み
る
と
す
べ
て
入
口
か
ら
裏

口
ま
で
が
嫡
仰り
小姓
の
､
-
な
ぎ
任
層
で
タ
ク
キ
姪
ー
電
ー

弟
五
啓

発
甜
鎗

云

0

帥
0

未

井
戸
'

ハ
シ
ク

と
臓
に
土
間
に
並
ん
で
基

に
通
じ
､
さ

て
成
東
の
☆
は

と
見
れ
ば
'
第

一
が
臆
按
の
聞
､
第

二

が
暗
い
姦
併
'
第
三
が
奥
の
寝
室
で
三
富
し
か
な

い
｡

近
代
の
家
は
こ
れ
に
二
階
が
つ
い
て
､
域
は
玄
室
と
な

ら
も
し
-
は
六
室
と
な
っ
て
ゐ
る
'
貨
に
小
生
の
欝
屑

も
階
下
三
室
階
上
三
室
の
う
な
ぎ
住
居
で
あ
っ
て
p
贋

さ
は
孫
市
の
問
収
わ
と
あ
ま
り
か
は
ら
ぬ
､
し
か
も
閏

月
は
と
見
る
と
三
間
三
分
'
そ
れ
で
京
都
で
の
申
月
で

あ
る
'
七
間
以
上
は
五
月
で
間
取
り
も
か
ほ
る
が
'
普

通

一
甲
JE
(六
十
間
)
片
側
に
二
十

月
内
外
'
三
間
間
口

の
家
を
平
均
の
太
さ
と
し
て
狭
き
は

1
問
等
の
間
口
か

ら

一
間
廊
子
と
い
ふ
も
の
ま
で
あ
る
｡

大
阪
の
町
家
も
糾
榛
に
三
間
間
口
が
本
鰹
で
あ
る
'

博
多
成
象
堂
も
丁
度
こ
の
三
間
間
口
の
う
な
ぎ
だ
､
し

て
み
る
と
京
阪
の
町
家
の
大
さ
を
決
定
し
た
基

礎は
､

平
安
朝
初
期

か
ら
の
｢
ま
や
｣
の
制
に
従

っ
た
も
の
で
､

六
位
以
下
凡
そ
三
間
間
口
と
云
こ
と
が
定
ま
っ
て
ゐ
た

も
の
で
あ
ら
う
､
但
し
こ
の
家
屋
S
.制
限
に
hH関
し
て
は

定
め
て
翰
じ
で
見
る
つ
-
J･L
で
あ
る
か
ら
業
者
静
は
之

を
後
=
に
誹
る
が
と
に
か
-
如月
元
の
古
文
客
に
見
え
た
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三
間
四
両
と
い
ふ
碍
殿
の
そ
の
脊
人
の
習
慣
が
今
の
京

都
の
古
い
町
家
に
迄
影
響
さ
れ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
'
青

い
緊
落
と
い
ふ
常
は
燭
-
平
野
宮
北
町
の

.1
角
の
み
で

は
な

い
｡
m
合
S
平
人
が
基
礎
に
な
っ
て
敬
逢
し
た
､

江
戸
の
町
屋
と

は
登
-
泣

つ
空
尉
大
阪
の
町
屋
姪
は
'

そ
れ
白
身
が
既
に
古

い
難
港
の
形
を
保
存
し
て
ゐ
る
と

考

へ
ね
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
ら
う
.

六

義
に
は
ま
だ
こ
の
介
に
､
放

っ
た
時
代
の
古
い
拭
家

が
あ
る
P
以
上
地
べ
た
の
は
民
家
の
形
式
の
音

さ
で
あ

る
が
'
形
式
攻
で
な
し
に
腔
仁
元
年
の
古
建
築
だ
と
日

鋼
す
る
'
西
京
中
保
町
五
八
番
士
族
川
井
新
太

郎氏
の

宅
が
あ
る
､
今
日
は
尭
茸
に
な
っ
て
姓
増
も
つ
い
て
ゐ

る
が
､
母
屋
は
や
は
り
三
間
四
面
､
門
口
の
庇
が
丸
竹
の

垂
木
で
こ
け
ら
ぶ
き
に
克
が
の
つ
て
ゐ
る
し
'
家

の
中

で
は

]]
ア

の
上
の
天
井
は
丸
竹
で
藤
か
づ
ら
が
ま
い
て

あ
る
'
太

極
杜
が
兜
を
用
ひ
な
い
で
p
所
謂
チ

ヨ
ン
ノ

'1
ッ
リ
の
荒
別
の
真
ゝ
で
ゆ
が
ん
だ
罪
が
つ
か
っ
て
あ

る
魔
な
ど

い
か
に
も
せ

い
'
其
隣
の
寄
稿
ツ
ネ
氏
の
宅

も
こ
れ
及
三
間
間
口
の
-
な
ぎ
住
居
で
か
な
-
古
い
'

京
都
鞘
内
に
磯
存
ぜ
ろ
育
代
の
祭
路

下
立
栗
の
御
前
通
の
菅
順
氏
S
邸
も
亦
古
い
､
こ
ゝ

は

関
東
の
名
門
で
あ
る
か
ら
三
間
間
口
と
い
ふ
や
-
な

も

の
で
は
な
い
が
'
茅
茸
の
門
長
屋
が
あ
っ
て
衆
目
を
ひ

-
'
先
日
予
が
こ
の
本
宅
を
訪
ね
た
所
玄
関
の
上
に

事
卸
四
年

天
満
宮
番
請
日
供
家
内
安
全
折
衝

帖

表

芸

正
月
昔
日

と

い
ふ
木
札
が
か
け
で
あ
っ

た
'
こ
の
家
は
寄
和
二
年

に
九
十
才
で
死
ん
だ
揮
発
と

い
ふ
人
の
建
て
た
家
で
あ

る
か
ら
'
凡
官
七

十年
棺
の
も
の
で
あ
る
'
西
陣
笹
屋

町
津
浦
寺
過
は
天
明
の
大
火
に
焼
け
の
こ
つ
た
町
家
が

あ
ろ
う
調
べ
て
み
る
と
建
築
の
細
部
に
飴
耗
古
い
形
が

の
こ
つ
て
ゐ
る
'
こ
れ
ら
に
閲
し
て
'
市
街
鍵
妓
物
と

し
て
の
舌
さ
と
い
ふ
革
を
'
ま
た
後
日
改
め
て
記
す
こ

と
に
し
た
い
p
と
に
か
-
古
い
京
都
に
古

い
田
舎
が
の

こ
つ
で
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
研
Ti
L
で
本
腰
の
結
尾
と

す
る
｡
(大
正
十
五
年
三
月
四
日
稀
了
)

第
五
令

弟
凶
班

T1..9
1

t

O
七


