
江
戸
町
会
所
の〝
大
名
貸
し
〞

名
奉
行
の
困
惑

北
町
奉
行
榊
原
忠
之
は
、
剛
直
な
気
質
で
知

ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
名
奉
行
の
ひ
と
り
と
さ
れ
て
い
る
。
町
奉
行

の
在
職
年
数
は
十
七
年
の
長
き
に
及
ん
だ
。
そ
う
し
た
名
奉
行

榊
原
の
廉
直
ぶ
り
は
、
本
巻
一
二
二
頁
収
録
の
文
書
か
ら
も
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

江
戸
町
会
所
が
備
蓄
す
る
米
籾
の
買
い
入
れ
に
関
す
る
案
件

を
め
ぐ
っ
て
、
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
九
月
に
町
奉
行
所
と

勘
定
奉
行
所
で
評
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
勘
定
方

の
役
人
が
起
こ
し
た
施
策
案
を
記
す
書
付
に
、
榊
原
の
相
役
で

あ
る
南
町
奉
行
の
筒
井
政
憲
や
勘
定
奉
行
・
吟
味
役
以
下
十
二

名
の
役
人
が
押
印
す
る
な
か
、
榊
原
た
だ
ひ
と
り
が
押
印
を
拒

み
、代
わ
り
に
榊
原
の
所
見
を
記
し
た
貼
紙
が
付
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
は
「
何
と
も
問
（
当
）
惑
も
の
、
御
多
分
次
第
。
主
計

頭
（
榊
原
）」（
括
弧
内
は
筆
者
注
記
）
と
あ
る
。
〝
こ
の
施
策

案
に
つ
い
て
自
分
は
当
惑
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
自
分
以
外
の

人
々
の
多
数
の
判
断
に
任
せ
る
〞
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

榊
原
の
反
対
意
見
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
同
様

の
決
裁
文
書
の
一
般
例
と
比
較
す
る
と
、可
決
案
件
の
書
類
に
、

評
議
に
関
わ
る
諸
役
人
の
筆
頭
と
も
い
え
る
榊
原
が
押
印
を
拒

み
、
こ
う
し
た
所
見
を
付
け
る
の
は
異
例
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
、〝
こ
の
よ
う
な
案
件
を
自
分
は
決
し
て
認
め
な
い
〞
、

と
い
う
榊
原
の
意
思
と
、
そ
う
い
っ
た
榊
原
の
抵
抗
を
も
排
し
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て
こ
の
案
件
を
押
し
通
そ
う
と
す
る
強
力
な
政
治
的
圧
力
の
存

在
が
見
て
取
れ
る
。

町
会
所
と
七
分
積
金

榊
原
を
「
当
惑
」
さ
せ
た
江
戸
町
会
所

米
籾
の
買
い
入
れ
施
策
の
内
容
を
紹
介
す
る
前
に
、
江
戸
町
会

所
と
い
う
組
織
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
。

江
戸
町
会
所
と
は
、
寛
政
改
革
の
際
に
設
置
さ
れ
た
社
倉
の

一
種
で
あ
る
。
平
時
に
米
や
金
銭
を
備
蓄
し
て
お
い
て
、
飢
饉

や
災
害
、
疫
病
の
流
行
な
ど
の
異
変
の
際
に
は
、
生
活
苦
の
江

戸
民
衆
を
対
象
に
米
銭
を
施
与
し
た
。
ま
た
、
困
窮
し
た
地
主

の
救
済
を
目
的
と
し
た
貸
付
も
お
こ
な
っ
た
。
下
級
の
幕
臣
を

も
含
め
た
こ
う
し
た
困
窮
地
主
の
救
済
は
、
地
主
か
ら
土
地
や

建
物
を
借
り
て
い
る
民
衆
と
地
主
と
の
間
の
対
立
を
緩
和
す
る

働
き
を
有
し
た
と
さ
れ
る
。
将
軍
の
お
膝
元
で
あ
る
江
戸
で
起

き
た
天
明
の
打
ち
こ
わ
し
を
教
訓
に
、
そ
う
し
た
事
態
を
未
然

に
防
ぐ
た
め
の
町
会
所
設
立
は
、
寛
政
改
革
に
お
け
る
目
玉
政

策
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

町
会
所
の
運
営
資
金
は
、
い
わ
ゆ
る
七
分
積
金
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
各
町
の
地
主
が
負
担
す
る
町
入
用
を
節
減
し
、
そ
の

節
減
額
の
七
割
を
町
会
所
へ
供
出
し
、
一
割
を
町
入
用
の
予
備

費
と
し
、残
り
二
割
を
地
主
の
取
り
分
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
計
算
は
、
町
入
用
節
減
に
よ
る
余
剰
金
を

実
際
に
確
保
し
て
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
各
町

が
事
前
に
申
し
出
た
節
減
の
目
標
金
額
を
も
と
に
お
こ
な
わ
れ

た
。
現
実
に
は
そ
の
目
標
を
実
現
し
持
続
し
て
い
く
こ
と
は
困
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難
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
町
会
所
の
運
営
費
用
の
負
担
が
新
た
に

地
主
へ
課
さ
れ
た
に
等
し
か
っ
た
。
江
戸
町
方
全
体
で
は
年
間

三
万
七
千
両
余
り
の
町
入
用
削
減
が
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
、

そ
の
七
割
に
あ
た
る
二
万
二
千
二
百
両
余
り
の
積
み
金
が
地
主

た
ち
に
は
課
さ
れ
た
。

注
意
す
べ
き
は
、
七
分
積
金
は
江
戸
の
町
人
た
ち
が
積
み
立

て
た
金
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
町
会
所
は
、
幕

府
の
勘
定
奉
行
所
や
町
奉
行
所
の
役
人
の
監
督
下
に
あ
る
と
は

い
え
、
あ
く
ま
で
町
人
た
ち
の
組
織
で
あ
る
と
い
う
点
だ
。

「
会
所
之
儀
、
御
勘
定
方
町
方
与
力
同
心
相
詰
め
る
と
い
え
ど

も
、
公
儀
御
役
所
と
申
す
に
は
こ
れ
無
し
」
が
そ
の
基
本
原
則

と
さ
れ
た
。

津
軽
藩
へ
の
前
貸
し

天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
に
始
ま
る
天

保
飢
饉
の
際
に
江
戸
町
会
所
は
有
効
に
機
能
し
た
と
さ
れ
る
。

例
え
ば
大
坂
で
大
塩
平
八
郎
の
乱
が
勃
発
し
、
全
国
で
一
揆
や

打
ち
こ
わ
し
が
頻
発
す
る
な
か
、
江
戸
で
は
先
の
天
明
の
打
ち

こ
わ
し
の
よ
う
な
混
乱
は
生
じ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
う
し

た
江
戸
の
〝
平
和
〞
維
持
に
町
会
所
が
寄
与
し
た
と
い
う
評
価

が
研
究
史
上
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
町
会
所
の
力
を
頼
み
と
す
る
人
々
が
、
江
戸

の
民
衆
や
困
窮
地
主
以
外
に
も
い
た
。
天
保
五
年
九
月
、
津
軽

藩
の
家
老
か
ら
幕
府
へ
願
い
出
が
あ
っ
た
。
困
窮
す
る
津
軽
藩

を
助
け
る
た
め
、
町
会
所
備
蓄
用
の
米
籾
を
同
藩
か
ら
買
い
入

れ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
願
い
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
来
年
四
月

予
定
の
米
籾
の
納
入
に
先
立
っ
て
、
今
す
ぐ
に
代
金
を
前
渡
し

し
て
ほ
し
い
、
と
願
い
出
た
の
で
あ
る
。

実
は
同
藩
か
ら
の
買
い
入
れ
と
代
金
前
渡
し
に
は
前
例
が
あ

っ
た
。
天
保
元
（
一
八
三
〇
）
年
、
町
会
所
は
千
五
百
石
の
買

い
入
れ
を
予
定
し
代
金
千
二
百
両
を
津
軽
藩
に
前
渡
し
し
た
も

の
の
、
実
際
に
は
全
量
が
納
入
さ
れ
ず
、
残
り
の
分
の
代
金
は

同
藩
が
返
済
し
て
い
る
。

今
回
、
津
軽
藩
家
老
が
願
い
出
た
の
は
、
籾
一
万
六
千
石
分

の
代
金
一
万
両
の
前
渡
し
で
あ
っ
た
。
冒
頭
に
紹
介
し
た
と
お

り
、
町
奉
行
榊
原
は
こ
の
件
に
対
し
て
難
色
を
示
し
た
の
で
あ

る
。
結
局
、
買
い
入
れ
籾
を
八
千
石
に
減
ら
し
て
前
渡
し
代
金

は
三
千
両
に
圧
縮
さ
れ
た
も
の
の
、こ
の
施
策
は
実
施
さ
れ
た
。
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先
に
述
べ
た
と
お
り
、
町
会
所
は
幕
府
の
役
所
で
は
な
い
と
い

う
原
則
は
い
ち
お
う
存
在
し
た
が
、
実
際
に
は
そ
の
運
営
を
め

ぐ
っ
て
、
町
会
所
は
幕
府
役
人
の
意
向
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

果
た
し
て
、
津
軽
藩
か
ら
の
籾
納
入
は
約
束
の
翌
年
四
月
を

過
ぎ
て
も
ま
っ
た
く
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
督
促
を
受
け
た

津
軽
藩
は
代
金
の
返
済
を
申
し
出
る
が
、
そ
の
期
限
も
守
ら
れ

ず
、
結
局
、
八
月
・
九
月
・
十
月
の
三
回
に
分
け
て
千
両
ず
つ

の
計
三
千
両
が
返
金
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
町
会
所
か
ら
の
無

金
利
融
資
を
同
藩
が
得
た
に
等
し
か
っ
た
。

江
戸
の
人
々
を
救
済
す
る
た
め
の
江
戸
町
人
の
金
で
あ
る
七

分
積
金
が
、
困
窮
し
た
大
名
の
救
済
に
流
用
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
町
奉
行
榊
原
が
「
当
惑
」
し
た
の
は
無
理
も
な
い
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。

「
諸
侯
さ
へ
等
閑
」

前
貸
し
代
金
の
返
済
が
滞
る
津
軽
藩
へ

の
督
促
に
際
し
て
、幕
府
役
人
の
頭
を
さ
ら
に
悩
ま
せ
た
の
が
、

督
促
を
お
こ
な
う
場
所
の
問
題
で
あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
と
お

り
、
町
会
所
は
江
戸
町
人
の
運
営
す
る
組
織
で
あ
り
、
町
人
の

出
入
り
も
頻
繁
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
時
町
会
所
は
市
中
救
済

に
備
え
て
困
窮
地
主
へ
の
貸
付
を
減
ら
す
と
い
う
方
針
を
と
っ

て
い
た
。
そ
し
て
貸
付
の
返
済
が
滞
る
地
主
に
対
し
て
は
そ
の

所
持
す
る
土
地
を
町
会
所
預
り
地
面
や
流
地
に
す
る
と
い
う
厳

し
い
処
分
を
実
施
し
て
い
た
。

そ
の
一
方
で
の
津
軽
藩
へ
の
前
貸
し
と
そ
の
返
済
の
滞
り
の

事
実
を
江
戸
町
人
が
広
く
知
る
こ
と
は
「
御
府
内
一
統
の
気
請

ニ
拘
り
、
容
易
な
ら
ざ
る
儀
」
で
あ
っ
た
。「（
津
軽
）
越
中
守

前
借
返
納
方
、
追
々
遅
々
に
及
び
候
儀
、
諸
人
聞
込
、
手
広
ク

相
成
り
候
て
は
、
市
中
気
請
ニ
拘
り
候
上
、
諸
侯
さ
へ
右
の
通

り
等
閑
ニ
て
相
済
み
候
儀
な
ど
と
申
す
処
と
一
体
の
弛
ニ
相
成

り
…
…
」
と
勘
定
方
の
役
人
が
記
し
て
い
る
。〝
大
名
「
諸
侯
」

で
さ
え
こ
の
よ
う
に
「
等
閑
」
な
の
だ
か
ら
、
自
分
た
ち
の
返

済
も
い
い
加
減
で
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
〞
と
い
う
「
弛
み
」
が
江

戸
町
人
た
ち
の
間
で
生
ま
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
結
局
、
津
軽
藩
の
「
家
来
」
へ
の
「
厳
敷
申
談
」
は
、
町

会
所
で
は
な
く
、
勘
定
所
で
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。

津
軽
藩
の
窮
状

津
軽
藩
が
町
会
所
か
ら
の
籾
代
金
前
貸
し
の
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返
済
に
あ
て
た
三
千
両
は
、
実
は
津
軽
藩
が
直
接
負
担
し
た
も

の
で
は
な
く
、
同
藩
の
蔵
元
商
人
で
あ
る
津
軽
屋
三
平
が
町
会

所
へ
支
払
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
年
、
同
藩
は
津
軽

屋
に
対
し
て
、
津
軽
屋
か
ら
の
借
財
の
返
済
を
向
こ
う
五
年
間

停
止
す
る
こ
と
を
通
告
し
て
い
る
。そ
れ
に
対
し
て
津
軽
屋
は
、

藩
へ
の
配
慮
か
ら
、
債
権
放
棄
を
決
断
し
て
い
る
。
そ
の
額
は

十
二
万
七
千
五
百
九
十
六
両
に
及
ん
だ
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
困
窮
し
た
津
軽
屋
は
、
家
財
や
土
地
は
も
ち
ろ
ん
庭
石
ま

で
売
り
払
い
、
奉
公
人
を
解
雇
し
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
負
担
を
蔵
元
に
強
い
た
津
軽
藩
の
財
政
は
極
度

に
逼
迫
し
て
お
り
、
天
保
初
年
の
借
財
は
七
十
万
両
に
達
し
て

い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
同
藩
の
財
政
悪
化
の
原
因
は
、
当

時
の
飢
饉
の
影
響
や
、
文
化
年
間
以
降
同
藩
が
命
じ
ら
れ
た
蝦

夷
地
警
備
の
負
担
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。

蝦
夷
地
警
備
の
負
担
と
引
き
換
え
に
津
軽
家
は
家
格
の
昇
進

を
得
た
。
藩
主
の
官
位
は
従
五
位
下
か
ら
従
四
位
下
と
な
り
、

も
と
も
と
の
領
知
四
万
六
千
石
は
文
化
五
年
末
に
は
十
万
石
に

高
直
り
し
た
。
た
だ
し
、
実
際
の
領
地
拡
大
な
ど
は
な
く
家
格

だ
け
が
上
昇
し
、
軍
役
負
担
が
増
し
た
。
こ
の
時
期
の
藩
主
た

ち
は
、
居
城
の
改
修
を
積
極
的
に
進
め
、
近
衛
家
や
田
安
徳
川

家
な
ど
と
婚
姻
関
係
を
結
び
、
家
格
上
昇
に
ふ
さ
わ
し
い
体
裁

づ
く
り
に
い
そ
し
ん
だ
。
幕
閣
上
層
部
と
の
交
際
も
活
発
に
お

こ
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
交
際
の
〝
成
果
〞
が
江
戸
町
会
所

か
ら
の
米
籾
代
金
の
前
貸
し
実
現
の
際
に
有
利
に
働
い
た
可
能

性
は
十
分
に
想
定
で
き
る
。
町
奉
行
榊
原
の
「
当
惑
」
の
真
因

も
そ
の
辺
り
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
当
時
の
藩
主
津
軽
信
順

は
、
藩
財
政
の
破
綻
を
省
み
ず
奢
侈
を
好
ん
だ
こ
と
で
知
ら
れ

る
が
、
天
保
十
（
一
八
三
九
）
年
五
月
、
強
制
的
に
隠
居
さ
せ

ら
れ
た
。
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史
藩
政
編
』（
弘
前
市
、
一
九
六
三
年
）

『
新
編
弘
前
市
史
通
史
編
２
』（
弘
前
市
、
二
〇
〇
二
年
）

（
専
門
史
料
編
さ
ん
員
　
小
林
信
也
）
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《
天
保
五
年
＝
一
八
三
四
年
》

佐
久
間
町
よ
り
出
火
、
大
火
災
と
な
る

二
月
七
日

七
日
午
後
二
時
頃
、
神
田
佐
久
間
町
二
丁
目
か
ら

出
火
、
西
北
か
ら
の
烈
風
に
よ
り
和
泉
橋
を
越
え
て
燃
え
広
が

り
、
西
は
本
銀
町
か
ら
南
伝
馬
町
、
東
は
両
国
橋
手
前
か
ら
佃

島
ま
で
を
焼
き
、
明
朝
六
時
過
ぎ
に
鎮
火
し
た
。
こ
の
大
火
災

で
千
二
百
丁
余
り
の
町
が
焼
け
、焼
死
者
は
既
に
四
千
人
以
上
、

行
方
不
明
者
は
数
知
れ
な
い
と
い
う
。
ま
た
京
橋
や
弁
慶
橋
、

新
大
橋
な
ど
の
橋
梁
も
数
多
く
焼
け
落
ち
て
お
り
、
混
乱
に
拍

車
を
か
け
て
い
る
。

こ
の
事
態
を
受
け
町
会
所
で
は
九
日
か
ら
炊
き
出
し
を
開
始

す
る
と
同
時
に
、
御
救
小
屋
設
置
の
準
備
に
入
っ
た
。
ま
た
復

興
に
向
け
た
普
請
急
増
に
よ
る
職
人
手
間
賃
や
材
木
な
ど
の
高

騰
を
禁
じ
る
町
触
が
八
日
に
出
さ
れ
た
。

江
戸
で
は
引
き
続
い
て
九
日
午
後
四
時
過
ぎ
に
檜
物
町
か
ら

の
出
火
で
西
河
岸
町
ま
で
の
御
堀
端
一
帯
を
焼
き
、
さ
ら
に
十

日
午
前
十
一
時
過
ぎ
、
宮
津
藩
主
松
平
伯
耆
守
邸
か
ら
の
出
火

が
北
西
風
に
あ
お
ら
れ
て
延
焼
し
、
大
名
小
路
一
帯
の
屋
敷
や

南
町
奉
行
所
、
鍛
治
橋
御
門
・
数
寄
屋
橋
御
門
を
焼
失
し
た
。

連
続
す
る
火
災
に
市
中
で
は
不
安
が
広
が
っ
て
い
る
。

→

市
街
38
―
51
頁
、
変
災
５
―
504
頁
、
産
業
53
―
20
頁
。

「
町
会
所
囲
籾
百
万
石
計
画
」
を
実
行
へ

二
月
二
十
五
日

町
会
所
は
現
行
の
貸
付
金
制
度
の
変
更
を
決

定
し
、
年
番
肝
煎
名
主
ら
に
通
達
し
た
。
具
体
策
と
し
て
は
、

貸
付
金
限
度
額
を
月
二
千
両
ま
で
に
減
額
す
る
こ
と
と
し
、
家

質
貸
付
金
の
返
済
方
法
を
、
元
金
・
利
息
そ
れ
ぞ
れ
を
月
割
り

均
等
返
済
す
る
「
年
賦
成
崩
法
」
に
一
本
化
、
ま
た
一
カ
所
へ

の
貸
付
限
度
額
を
二
百
両
に
限
っ
た
。

町
会
所
で
は
先
月
二
十
五
日
、
勘
定
所
御
用
達
ら
の
提
案
を

い
れ
て
「
町
会
所
囲
籾
百
万
石
計
画
」
を
承
認
、
貸
付
金
に
つ

い
て
は
事
業
を
縮
小
す
る
方
向
を
決
め
て
い
た
。
町
会
所
創
設

時
、
囲
籾
は
十
四
万
石
程
だ
っ
た
が
、
近
年
、
江
戸
の
人
口
増

6

今
様
大
江
戸
瓦
版 

天
保
五
年
正
月
よ
り 

天
保
九
年
正
月
ま
で 



7

加
や
、
飢
饉
・
米
価
上
昇
に
よ
る
臨
時
救
済
に
備
え
囲
籾
増
加

の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
。
今
回
の
仕
法
替
え
も
、
こ
れ

に
よ
り
生
じ
る
余
剰
金
と
返
済
金
で
籾
を
大
量
に
買
い
入
れ
る

こ
と
が
最
大
の
目
的
だ
。
だ
が
、
貸
付
制
限
や
延
滞
者
へ
の
厳

し
い
条
件
付
け
な
ど
が
人
々
の
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を

懸
念
す
る
声
も
聞
か
れ
る
。→

産
業
53
―
６
、
34
、
40
頁
。

中
之
郷
竹
町
渡
船
賃
二
銭
取
得
を
継
続
へ

七
月

中
之
郷
竹
町
の
渡
船
賃
と
し
て
引
き
続
き
二
銭
を
取
得

す
る
こ
と
に
つ
き
評
議
が
進
み
、
来
月
一
日
に
は
認
め
ら
れ
る

模
様
だ
。
中
之
郷
竹
町
船
渡
請
負
人
で
、
中
之
郷
御
上
り
場
見

守
役
を
勤
め
る
次
郎
左
衛
門
が
願
い
出
て
い
た
も
の
。船
十
艘
、

船
頭
番
人
二
十
二
人
を
抱
え
る
中
之
郷
竹
町
の
渡
船
は
、
次
郎

左
衛
門
の
先
祖
が
一
六
八
年
以
前
の
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）

に
請
負
を
認
め
ら
れ
、
二
銭
の
渡
し
賃
で
営
業
さ
れ
て
き
た
。

の
ち
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
一
銭
に
値
下
げ
さ
れ
た
も
の

の
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）、
出
水
の
際
に
破
損
し
た
船
の

修
復
の
た
め
二
銭
取
得
の
復
活
が
五
年
限
り
で
認
め
ら
れ
た
。

そ
の
後
も
船
破
損
や
給
金
な
ど
経
費
の
増
大
を
理
由
に
、
五
年

大川橋（「江戸名所図会』巻十九） 右手（東側）が中之郷一帯。



毎
に
更
新
し
て
現
在
ま
で
続
い
て
き
た
も
の
だ
。
文
化
六
年

（
一
八
〇
九
）
に
、
近
く
の
大
川
橋
・
永
代
橋
・
新
大
橋
の
三

橋
の
掛
替
修
復
を
菱
垣
廻
船
積
問
屋
仲
間
が
引
き
受
け
橋
渡
賃

が
無
料
と
な
っ
て
以
来
渡
船
の
利
用
者
が
減
少
し
て
い
る
こ
と

も
あ
り
、
引
き
続
き
料
金
二
銭
の
取
得
が
認
め
ら
れ
た
と
み
ら

れ
る
。→

産
業
47
―
362
、
48
―
850
、
53
―
105
頁
。

《
天
保
六
年
＝
一
八
三
五
年
》

白
河
藩
士
の
木
綿
不
正
取
引
事
件
、
和
解
で
決
着

五
月
二
十
日

木
綿
問
屋
行
事
が
木
綿
荷
物
の
不
正
取
引
に
つ

い
て
、
白
河
藩
士
国
島
平
左
衛
門
を
相
手
取
り
訴
訟
を
起
こ
し

て
い
た
事
件
が
和
解
と
な
っ
た
。

こ
の
事
件
は
昨
年
十
二
月
七
日
、
武
州
埼
玉
郡
下
新
郷
村
の

百
姓
由
松
の
息
子
良
助
が
、
木
綿
荷
物
二
箇
を
深
川
高
橋
の
川

岸
で
水
揚
げ
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
木
綿
問
屋
に
見
咎
め
ら
れ
、

す
ぐ
近
く
の
白
河
藩
阿
部
家
の
下
屋
敷
に
持
ち
込
み
、
一
箇
を

国
島
平
左
衛
門
に
渡
し
、
一
箇
を
隠
し
た
こ
と
が
発
端
だ
。
木

綿
問
屋
ら
は
不
正
取
引
に
関
与
し
た
と
し
て
国
島
平
左
衛
門
を

訴
え
た
。

無
株
の
者
に
よ
る
木
綿
取
引
は
近
年
問
題
と
な
っ
て
お
り
、

先
日
も
同
藩
の
宮
崎
伊
助
の
木
綿
不
正
取
引
事
件
が
内
済
に
な

っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
白
河
藩
側
の
不
誠
実
な
対
応
に
業
を
煮

や
し
た
木
綿
問
屋
ら
は
本
格
的
な
訴
訟
に
踏
み
切
っ
た
が
、
出

訴
前
夜
に
は
、
国
島
平
左
衛
門
父
子
が
木
綿
問
屋
立
会
所
に
押

し
掛
け
、
真
夜
中
ま
で
出
訴
の
延
期
を
直
談
判
す
る
光
景
も
目

撃
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
後
の
調
査
で
、
こ
の
木
綿
荷
物
の
依
頼
主
は
世
田
谷
村

嘉
兵
衛
で
、
国
島
氏
に
販
売
し
た
の
で
は
な
く
、
焦
っ
た
良
助

が
知
人
だ
っ
た
国
島
氏
に
と
り
あ
え
ず
預
け
て
し
ま
っ
た
と
判

明
。
隠
し
た
と
さ
れ
た
も
う
一
箇
は
嘉
兵
衛
の
手
に
渡
っ
て
い

た
。
二
箇
の
木
綿
荷
物
は
規
定
通
り
入
札
に
か
け
ら
れ
、
良
助

と
国
島
氏
か
ら
詫
証
文
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
今
回
の
和
解

に
至
っ
た
。→

産
業
53
―
277
頁
。

護
持
院
原
に
て
女
性
の
敵
討
ち

七
月
十
三
日

深
夜
一
時
前
、
神
田
橋
御
門
外
・
護
持
院
原
で

女
性
を
含
む
敵
討
ち
が
あ
り
、
一
夜
明
け
市
中
の
評
判
と
な
っ
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て
い
る
。
敵
討
ち
を
成
就
し
た
の
は
、
姫
路
藩
酒
井
雅
楽
頭
家

来
山
本
三
右
衛
門
の
娘
り
よ
（
23
）、
姫
路
藩
家
中
本
多
意
気

揚
家
来
で
三
右
衛
門
の
実
弟
に
当
た
る
山
本
九
郎
右
衛
門（
46
）

の
二
人
。
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
十
二
月
二
十
六
日
未
明
、

姫
路
藩
江
戸
詰
め
の
金
奉
行
山
本
三
右
衛
門
が
御
金
番
の
当
直

の
際
、
表
小
使
で
あ
っ
た
亀
蔵
と
い
う
男
に
強
盗
目
的
で
襲
わ

れ
、
翌
日
死
去
し
て
い
た
。
犯
人
の
亀
蔵
は
逃
亡
し
て
お
り
、

天
保
五
年
二
月
、公
儀
か
ら
敵
討
ち
の
許
可
が
下
さ
れ
て
い
た
。

当
初
亀
蔵
探
索
の
旅
に
出
た
の
は
九
郎
右
衛
門
と
嫡
子
山
本

宇
平
（
21
）、
そ
れ
に
亀
蔵
の
顔
を
見
極
め
る
こ
と
の
で
き
る

文
吉
と
い
う
男
が
宇
平
家
来
と
し
て
加
わ
り
、
女
性
で
あ
る
り

よ
は
江
戸
で
情
報
を
待
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
昨
年
二
月
二
十
六

日
に
江
戸
を
出
立
し
た
三
人
は
前
橋
を
か
わ
き
り
に
信
濃
か
ら

伊
勢
に
向
か
い
、
さ
ら
に
四
国
・
中
国
地
方
を
尋
ね
歩
き
、
大

坂
に
滞
在
中
、
亀
蔵
が
江
戸
に
い
る
と
の
情
報
を
入
手
、
お
よ

そ
一
年
五
ケ
月
の
長
い
旅
の
末
江
戸
に
戻
っ
て
い
た
。十
三
日
、

浅
草
寺
参
詣
の
後
両
国
で
亀
蔵
を
発
見
、
群
集
の
中
で
は
危
険

も
あ
る
と
尾
行
を
続
け
、
護
持
院
原
で
捕
り
押
さ
え
た
上
、
早

速
り
よ
に
連
絡
を
取
っ
た
。
り
よ
が
急
い
で
駆
け
付
け
る
と
亀

蔵
は
縄
を
解
か
れ
、
り
よ
に
よ
り
肩
先
を
切
り
つ
け
ら
れ
、
さ

ら
に
腹
を
突
き
抜
か
れ
た
上
、
九
郎
右
衛
門
に
よ
っ
て
留
め
を

さ
さ
れ
た
。

閏
七
月
三
日
、
三
人
に
褒
美
が
与
え
ら
れ
、
特
に
り
よ
は
、

女
性
な
が
ら
亡
父
の
敵
討
ち
を
成
し
遂
げ
た
の
で
特
別
に
褒
め

称
え
ら
れ
、
山
本
家
の
家
名
相
続
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
な
お
探

索
の
旅
中
か
ら
一
行
を
離
れ
て
い
た
当
主
・
宇
平
は
、
閏
七
月

に
木
曽
路
よ
り
立
ち
返
り
、
い
ず
れ
隠
居
す
る
こ
と
と
な
る
模

様
だ
。→

市
街
38
―
242
頁
。

銀
吹
所
大
黒
作
右
衛
門
ら
が
帯
刀
御
免

閏
七
月
二
十
六
日

銀
吹
所
役
人
・
大
黒
作
右
衛
門
、
銀
座
年

寄
・
辻
伝
右
衛
門
、
同
じ
く
銀
座
年
寄
・
秋
田
太
郎
右
衛
門
の

三
人
が
、
一
代
限
り
の
帯
刀
を
許
可
さ
れ
た
。

三
人
は
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
の
通
用
銀
吹
き
直
し
、
文

政
七
年
（
一
八
二
四
）
の
二
朱
銀
吹
き
直
し
、
文
政
十
二
年

（
一
八
二
九
）
の
一
朱
銀
吹
き
直
し
に
関
わ
り
、
ま
た
伝
右
衛

9



門
と
太
郎
右
衛
門
は
真
鍮
銭
の
吹
き
増
し
に
も
携
わ
り
、
合
計

金
三
百
八
十
三
万
八
千
五
百
六
十
七
両
余
り
の
利
益
を
あ
げ
た

と
、
そ
の
功
績
が
認
め
ら
れ
も
の
だ
。

作
右
衛
門
（
35
）
は
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
〜
一
六
一
四
）

に
役
所
が
成
立
し
た
時
か
ら
続
く
家
筋
の
出
身
で
、
養
父
か
ら

家
督
を
相
続
し
、
今
年
で
勤
続
十
七
年
。
伝
右
衛
門
（
63
）
は

勤
続
四
十
三
年
の
大
ベ
テ
ラ
ン
で
、
銀
の
見
極
め
方
が
格
別
に

熟
練
し
て
い
る
と
高
く
評
価
さ
れ
た
。
太
郎
右
衛
門
（
47
）
も

慶
長
年
中
か
ら
銀
座
役
人
を
務
め
る
家
筋
の
出
身
で
、
勤
続
三

十
二
年
と
こ
ち
ら
も
ベ
テ
ラ
ン
だ
。
貨
幣
政
策
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
見
方
が
あ
る
が
、
鋳
造
技
術
に
か
け
た
三
人
の
た
ゆ
ま
ぬ
努

力
が
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
祝
福
し
た
い
。→

産
業
53
―
417
頁
。

《
天
保
七
年
＝
一
八
三
六
年
》

食
物
商
人
軒
数
上
限
を
再
設
定

四
月
二
十
五
日

御
府
内
で
営
業
で
き
る
食
物
商
人
が
五
七
五

七
軒
と
限
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
昨
年
（
天
保
六
年
）
の
取
り
調

べ
に
よ
り
題
帳
に
記
載
さ
れ
た
商
人
に
限
っ
た
も
の
で
、
今
後

は
新
規
出
店
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
。

そ
も
そ
も
幕
府
が
食
物
商
人
の
軒
数
取
り
締
ま
り
を
始
め
た

の
は
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
か
ら
で
、
当
時
は
六
一
六
五
軒

ほ
ど
が
営
業
し
て
い
た
。以
前
よ
り
も
大
分
増
加
し
て
い
た
上
、

外
食
＝
「
奢
り
の
心
か
ら
無
益
に
金
を
使
う
」
風
潮
だ
と
し
て
、

店
数
の
減
少
命
令
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
五
年
の
期
間

が
設
け
ら
れ
、
相
続
に
条
件
を
付
け
た
上
で
届
出
制
に
し
て
、

六
千
軒
を
目
途
に
減
ら
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が

文
化
三
年
に
起
こ
っ
た
芝
車
町
の
大
火
で
、
焼
け
出
さ
れ
た

人
々
が
当
座
凌
ぎ
に
手
っ
取
り
早
く
食
物
営
業
に
手
を
出
し
た

た
め
、
惣
軒
数
七
七
六
三
軒
と
、
逆
に
大
幅
に
増
加
し
て
し
ま

っ
た
。
生
活
保
障
の
た
め
す
ぐ
に
取
り
締
ま
る
わ
け
に
も
い
か

ず
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
か
ら
五
年
毎
に
題
帳
を
作
成
し

て
軒
数
を
徐
々
に
減
ら
す
方
策
を
取
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し

て
最
終
期
限
で
あ
る
昨
年
、
目
標
の
六
千
軒
を
切
る
五
七
五
七

軒
ま
で
減
少
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
軒
数
を
食
物
商
人
の
元
高

と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
だ
。
な
お
相
続
問
題
は
若
干
緩
和

さ
れ
、
こ
の
軒
数
を
超
え
な
け
れ
ば
親
子
兄
弟
養
子
以
外
で
も
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認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。→

産
業
篇
53
―
566
頁
。

能
に
狂
っ
た
末
に
　
札
差
ら
の
奢
侈
放
蕩
に
処
分

五
月
二
十
一
日

北
町
奉
行
所
に
お
い
て
、
浅
草
の
札
差
佐

吉
・
嘉
兵
衛
ら
を
札
差
職
取
放
ち
の
上
手
鎖
と
す
る
判
決
が
出

さ
れ
た
。
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
た
の
は
他
に
佐
吉
の
父
で
隠
居

の
定
吉
ら
、
計
六
名
に
の
ぼ
っ
た
。

浅
草
猿
屋
町
の
札
差
松
屋
佐
吉
は
能
好
き
が
高
じ
て
召
使
い

に
ま
で
謡
稽
古
を
さ
せ
、
自
宅
内
に
能
舞
台
を
設
営
し
能
を
毎

月
開
催
す
る
ほ
ど
の
入
れ
込
み
よ
う
だ
っ
た
。
同
じ
く
天
王
町

の
伊
勢
屋
嘉
兵
衛
は
、
仕
事
を
支
配
人
に
任
せ
き
り
に
し
、
別

荘
に
舞
台
を
設
え
て
狂
言
を
開
き
、
佐
吉
方
で
能
が
催
さ
れ
る

と
き
も
参
加
し
て
い
た
と
い
う
。
息
子
の
加
十
郎
も
分
を
越
え

る
接
待
や
、
鷹
匠
の
格
好
で
野
辺
遊
び
に
出
掛
け
る
な
ど
の
奢

侈
放
蕩
が
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
た
。

佐
吉
と
嘉
兵
衛
の
屋
敷
内
に
あ
っ
た
舞
台
は
取
り
壊
し
が
決

定
し
て
お
り
、
使
用
さ
れ
た
木
材
や
畳
、
障
子
な
ど
、
ま
た
両

人
が
所
有
し
て
い
た
能
の
装
束
・
道
具
類
は
す
べ
て
競
売
に
掛

け
ら
れ
る
予
定
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
曰
く
付
き
」
の
品
を

買
う
人
が
果
た
し
て
現
れ
る
の
か
、
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
。

→

市
街
38
―
389
頁
。

水
油
値
段
高
騰
、
江
戸
で
品
薄
が
続
く

十
月
二
十
五
日

昨
今
、
江
戸
で
は
水
油
の
品
薄
状
態
が
続
い

て
い
る
。
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
の
仕
法
改
正
で
江
戸
に
も

油
寄
所
が
設
置
さ
れ
、
油
の
流
通
が
潤
沢
に
な
る
か
と
思
わ
れ

た
が
、
菜
種
の
作
方
が
悪
く
、
原
料
の
高
騰
が
水
油
の
値
段
に

影
響
し
て
い
る
よ
う
だ
。

だ
が
最
近
の
菜
種
不
足
に
は
別
の
理
由
も
あ
る
と
い
う
。
在

方
で
菜
種
を
作
っ
て
い
た
所
が
勝
手
に
麦
作
に
切
り
替
え
た
た

め
、
同
時
期
に
生
育
す
る
菜
種
の
作
方
が
減
少
し
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
問
屋
の
営
業
努
力
だ
け
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
状

態
だ
。
八
月
に
は
水
油
の
使
用
を
制
限
し
、
灯
明
用
に
は
魚
油

を
推
奨
し
た
が
、
水
油
払
底
に
か
こ
つ
け
て
魚
油
の
小
売
値
段

を
不
当
に
高
値
で
売
り
捌
い
て
い
た
者
が
多
数
い
た
と
い
う
調

べ
も
上
が
っ
て
き
て
い
る
。
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十
月
に
入
る
と
、地
廻
り
油
問
屋
行
事
ら
が
油
寄
所
へ
対
し
、

江
戸
へ
の
油
廻
送
を
関
東
国
々
へ
通
達
す
る
よ
う
要
請
し
た

が
、
江
戸
に
お
い
て
は
低
価
格
で
水
油
売
買
を
お
こ
な
っ
て
い

る
上
、
原
料
そ
の
も
の
が
高
騰
し
て
い
る
な
か
江
戸
へ
廻
送
し

て
も
利
益
が
出
ず
、
余
計
に
江
戸
廻
着
が
減
少
す
る
と
い
う
悪

循
環
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
対
策
と
し
て
、
町
奉
行
所
に
諮
問

を
受
け
た
油
仕
入
方
行
事
は
、
た
と
え
高
値
で
も
上
方
も
含
め

多
く
の
国
々
か
ら
買
い
付
け
れ
ば
数
量
的
に
は
潤
沢
に
な
り
、

相
場
を
引
き
下
げ
る
こ
と
も
出
来
る
と
答
え
て
い
る
。

→

産
業
篇
53
―
646
・
674
・
686
頁
。

桐
生
木
綿
買
次
問
屋
、
議
定
取
り
決
め
江
戸
の
問
屋
に
提
出

八
月

上
野
国
桐
生
木
綿
買
次
問
屋
と
江
戸
両
組
木
綿
問
屋
仲

間
と
の
提
携
が
進
ん
で
い
る
。
既
に
、
四
月
に
は
買
次
商
人
を

定
め
、
六
月
に
は
桐
生
買
次
仲
間
の
出
荷
し
た
木
綿
荷
物
を
両

組
問
屋
以
外
へ
直
送
し
な
い
事
、
両
組
問
屋
の
通
達
の
遵
守
、

価
格
変
動
の
調
整
、
不
当
な
買
い
占
め
な
ど
価
格
操
作
や
不
正

取
引
の
禁
止
等
を
規
定
し
て
お
り
、
今
回
決
ま
っ
た
議
定
は
こ

れ
を
補
完
す
る
も
の
だ
。

ま
ず
、
両
組
問
屋
を
介
さ
な
い
取
引
は
届
済
み
の
取
引
先
に

限
り
、
新
規
は
認
め
ず
三
年
後
に
は
停
止
す
る
方
向
が
示
さ
れ

た
。
ま
た
、
輸
送
は
積
問
屋
三
軒
・
飛
脚
屋
二
軒
に
限
り
、
買

次
問
屋
自
身
の
輸
送
を
行
わ
ず
、
組
外
や
在
方
と
の
取
引
荷
物

は
内
訳
を
明
示
し
た
上
で
筆
頭
に
木
綿
立
会
所
と
書
く
事
、
荷

物
引
請
雑
費
口
銭
は
一
年
に
金
二
十
両
を
春
秋
に
金
十
両
ず
つ

差
出
す
事
と
し
た
。
外
に
も
、
桐
生
買
次
問
屋
仲
間
十
七
人
以

外
へ
の
名
前
貸
し
禁
止
な
ど
、
仲
間
以
外
の
参
入
を
阻
む
措
置

も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
江
戸
近
郊
織
元
と
問
屋
以
外
の
商
人
と
の

直
取
引
を
食
い
止
め
た
い
木
綿
問
屋
の
ね
ら
い
が
あ
る
。
昨
年

も
白
河
藩
下
屋
敷
で
の
不
正
取
引
事
件
が
発
覚
す
る
な
ど
、
両

組
木
綿
問
屋
で
は
監
視
を
強
化
し
、
発
覚
し
た
不
正
取
引
を

次
々
に
訴
え
て
い
る
。
所
沢
や
足
利
で
も
春
以
降
買
次
株
設
定

の
協
議
が
進
ん
で
お
り
、
江
戸
近
郊
木
綿
生
産
地
と
の
取
引
を

両
組
へ
集
め
る
事
で
流
通
の
安
定
化
を
図
り
た
い
意
向
だ
。→

産
業
53
―
660
頁
。

12



《
天
保
八
年
＝
一
八
三
七
年
》

四
宿
御
救
小
屋
設
置

三
月
六
日

昨
年
来
の
米
価
高
騰
に
よ
り
行
き
倒
れ
の
発
生
が

後
を
絶
た
な
い
な
か
、
幕
府
は
品
川
・
板
橋
・
千
住
・
内
藤
新

宿
の
四
宿
に
も
御
救
小
屋
を
設
置
し
、
各
代
官
に
管
掌
さ
せ
る

こ
と
と
し
た
。

天
保
四
、
五
年
以
降
の
凶
作
続
き
で
、
昨
夏
以
来
広
い
範
囲

で
飢
饉
状
態
と
な
り
、江
戸
で
は
米
価
の
高
騰
が
続
い
て
い
る
。

幕
府
は
江
戸
で
の
飯
米
確
保
、
米
価
引
き
下
げ
に
さ
ま
ざ
ま
な

策
を
講
じ
、
ま
た
庶
民
が
使
う
銭
相
場
の
下
落
に
も
歯
止
め
を

か
け
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
が
奏
功
し
て
い
な
い
。
す
で
に
御

救
い
米
の
給
付
も
二
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
、
昨
年
十
月
二
十

四
日
以
降
市
中
に
御
救
い
小
屋
も
開
設
し
て
い
る
が
、
な
お
路

頭
に
迷
い
道
々
に
行
き
倒
れ
る
者
が
少
な
く
な
い
た
め
、
江
戸

と
在
方
と
の
結
節
点
に
あ
た
る
四
宿
へ
も
御
救
い
小
屋
を
設
置

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
を
う
け
て
町
年
寄
は
町
方
で
行
き
倒
れ
人
を
見
つ
け
た

際
は
最
寄
の
小
屋
へ
連
れ
て
行
く
よ
う
に
町
役
人
を
指
導
し
、

町
々
の
木
戸
へ
は
「
路
頭
に
迷
い
、
飢
え
た
者
は
勝
手
次
第
に

御
救
小
屋
へ
向
か
う
よ
う
に
」
と
張
り
出
す
な
ど
、
周
知
を
進

め
て
い
る
が
、
行
き
倒
れ
人
の
放
置
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

→

産
業
53
―
759
頁
、
救
済
３
―
400
。

大
塩
平
八
郎
ら
全
国
指
名
手
配

三
月
六
日

今
日
、
大
塩
平
八
郎
ら
一
党
の
人
相
書
が
公
表
さ

れ
、
全
国
緊
急
指
名
手
配
さ
れ
た
。

去
る
二
月
十
九
日
朝
八
時
、
元
大
坂
町
奉
行
所
与
力
大
塩
平

八
郎
と
そ
の
一
団
が
、
ま
ず
大
塩
の
自
邸
に
火
を
放
っ
た
後
、

二
門
の
大
砲
を
擁
し
て
天
満
か
ら
船
場
方
面
へ
向
か
っ
た
。

「
救
民
」「
天
照
皇
太
神
宮
」
な
ど
と
書
か
れ
た
幟
を
掲
げ
、
多

く
の
商
家
を
砲
撃
し
、
火
矢
を
放
つ
な
ど
し
て
、
大
坂
市
中
を

火
の
海
と
し
な
が
ら
進
み
、
次
第
に
人
数
を
加
え
て
三
百
人
ほ

ど
に
も
達
し
た
み
ら
れ
て
い
る
。
町
奉
行
ら
の
指
揮
に
よ
る
鎮

圧
軍
が
活
動
を
開
始
す
る
と
、
一
団
は
四
散
し
、
夕
方
ま
で
に

は
壊
滅
し
た
が
、
大
塩
平
八
郎
・
倅
格
之
助
を
は
じ
め
と
す
る

メ
ン
バ
ー
数
人
が
逃
走
し
て
い
た
。

天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
に
辞
職
し
て
い
た
と
は
い
え
、
元
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大
坂
町
奉
行
与
力
を
首
謀
者
と
す
る
大
坂
で
の
蜂
起
は
衝
撃
を

も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
凶
作
と
飢
饉
が
打
ち

続
く
世
相
の
中
で
の
事
件
だ
け
に
、
大
塩
の
行
動
を
義
挙
と
し

て
称
え
る
声
も
少
な
く
な
い
と
い
わ
れ
、
幕
府
は
探
索
に
全
力

を
尽
く
し
て
い
た
。

な
お
、
今
日
公
開
さ
れ
た
人
相
書
に
よ
れ
ば
、
大
塩
平
八
郎

は
年
齢
四
十
五
、
六
歳
、
色
白
で
面
長
、
目
は
細
め
で
や
や
つ

り
上
が
り
気
味
、
言
舌
は
さ
わ
や
か
で
声
は
大
き
め
と
い
う
。

→

市
街
38
―
551
頁
。

雇
用
促
進
と
な
る
か
　
浜
御
殿
周
囲
の
堀
浚
渫
工
事

三
月
晦
日

窮
民
救
済
策
の
一
環
と
し
て
、
浜
御
殿
周
囲
の
堀

の
浚
渫
工
事
が
今
日
か
ら
開
始
さ
れ
る
。予
定
の
工
事
期
間
は
、

雨
天
や
そ
の
他
の
休
日
を
除
く
約
百
十
日
間
。
一
日
あ
た
り
の

土
持
人
足
は
お
よ
そ
四
百
二
十
人
を
見
込
ん
で
い
る
。

江
戸
で
は
、
去
年
の
秋
か
ら
続
く
米
価
・
諸
物
価
の
高
騰
に

よ
り
、
特
に
日
雇
労
働
層
の
困
窮
と
雇
用
の
問
題
が
深
刻
化
し

て
い
る
。
そ
の
改
善
策
と
し
て
、
町
奉
行
筒
井
伊
賀
守
か
ら
老

中
水
野
越
前
守
へ
提
案
さ
れ
た
の
が
、
浜
御
殿
の
周
囲
の
堀
を

浚
渫
す
る
と
い
う
今
回
の
事
業
だ
。
土
持
人
足
は
、
す
べ
て
の

町
名
主
が
支
配
地
域
か
ら
日
雇
労
働
層
二
人
ず
つ
、
月
行
事
持

場
所
で
は
一
人
ず
つ
を
差
し
出
す
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
鑑
札

は
五
百
枚
用
意
さ
れ
て
い
る
。
幼
い
者
か
ら
年
配
の
者
ま
で
雇

用
対
象
に
な
り
、
一
荷
ご
と
に
賃
銭
が
支
払
わ
れ
る
と
い
う
。

予
想
で
は
平
均
一
人
あ
た
り
一
日
銭
二
百
文
が
支
給
さ
れ
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。
本
事
業
に
よ
り
、
多
く
の
人
々
に
雇
用
の
機

会
が
与
え
ら
れ
、
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
の
か
。
今
後
の
動
向
が

注
目
さ
れ
る
。→
市
街
38
―
575
頁
、
救
済
３
―
399
頁
。
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歌
舞
伎
役
者
の
他
国
稼
ぎ
を
厳
禁

六
月

町
奉
行
は
三
芝
居
座
元
及
び
堺
町
・
葺
屋
町
・
木
挽
町

の
各
名
主
を
呼
び
出
し
、
歌
舞
伎
役
者
に
対
し
他
国
稼
ぎ
を
厳

禁
し
、
や
む
を
得
な
い
旅
行
の
際
も
座
元
の
了
承
を
得
た
上
、

名
主
差
し
添
え
で
事
前
届
出
を
義
務
づ
け
る
旨
を
申
し
渡
し

た
。こ

の
取
り
締
ま
り
強
化
の
背
景
に
は
歌
舞
伎
役
者
の
華
美
と

逸
脱
し
た
風
俗
の
規
制
、
そ
の
根
本
に
あ
る
役
者
給
金
の
抑
制

と
い
う
狙
い
が
あ
る
。す
で
に
去
る
文
政
十
一
年（
一
八
二
八
）、

「
立
者
」
と
呼
ば
れ
る
ス
タ
ー
役
者
の
給
金
が
千
両
を
超
え
て

い
る
問
題
で
、
町
奉
行
は
団
十
郎
・
幸
四
郎
ら
の
給
金
を
最
高

で
五
百
両
と
す
る
規
定
を
設
け
て
い
た
。
し
か
し
役
者
ら
は
そ

の
趣
旨
を
表
向
き
は
承
伏
し
な
が
ら
、
江
戸
以
外
で
の
興
行
に

出
演
す
る
こ
と
で
給
金
の
再
引
き
上
げ
を
狙
っ
て
い
た
と
い

う
。
そ
の
か
ら
く
り
は
こ
う
だ
。
江
戸
の
歌
舞
伎
役
者
が
京

都
・
大
坂
の
芝
居
に
出
演
し
た
り
、
他
の
地
方
で
「
旅
稼
ぎ
」

を
す
る
。役
者
ら
は
そ
の
興
行
収
入
か
ら
応
分
の
給
金
を
得
る
。

だ
が
、
そ
の
間
江
戸
三
座
で
は
「
顔
」
と
な
る
役
者
が
不
足
す

る
た
め
興
行
が
成
り
立
た
な
い
。
そ
こ
で
座
元
は
再
び
高
額
の

給
金
を
用
意
し
て
人
気
ス
タ
ー
の
確
保
を
図
ろ
う
と
す
る
。
結

果
、
給
金
が
高
騰
す
る
と
い
う
流
れ
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
流
れ
を
断
ち
切
る
た
め
の
規
制
が
今
回
の
措
置

だ
。
歌
舞
伎
と
い
う
文
化
の
地
方
へ
の
普
及
は
ま
た
同
時
に
華

美
な
風
俗
・
文
化
の
波
及
で
も
あ
る
。
幕
府
当
局
者
に
は
そ
う

し
た
事
態
へ
の
憂
慮
も
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。

→

産
業
53
―
817
頁
。

営
業
妨
害
だ
！
　
七
番
組
湯
屋
仲
間
が
同
心
に
ク
レ
ー
ム

八
月
七
日

書
院
番
頭
小
笠
原
若
狭
守
組
の
同
心
志
村
武
兵
衛

が
、
四
ツ
谷
内
藤
宿
裏
番
衆
町
の
拝
領
地
面
内
で
焚
き
風
呂
を

し
て
い
る
と
し
て
、
こ
の
た
び
七
番
組
湯
屋
仲
間
ら
が
ク
レ
ー

ム
を
つ
け
た
。武
兵
衛
が
拝
領
地
内
の
箱
風
呂
に
湯
番
を
置
き
、

有
料
で
入
浴
さ
せ
て
い
る
の
が
商
売
上
の
支
障
と
な
る
と
し
て

町
奉
行
所
に
出
訴
し
た
も
の
。

こ
れ
に
対
し
聴
取
の
席
で
武
兵
衛
は
真
っ
向
か
ら
反
論
。
件

の
箱
風
呂
は
、
同
町
の
「
風
廻
り
組
合
」
が
所
有
す
る
も
の
で
、

徳
川
家
康
公
と
と
も
に
江
戸
へ
や
っ
て
来
た
久
能
の
人
々
が
、
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拝
領
し
た
内
藤
新
宿
番
衆
町
（
当
時
は
久
能
町
）
内
に
拵
え
、

紆
余
曲
折
を
経
た
結
果
、
天
保
六
年
二
月
よ
り
武
兵
衛
宅
に
移

っ
た
の
だ
と
い
う
。湯
焚
人
の
給
金
は
同
組
合
が
出
し
て
お
り
、

表
裏
番
衆
町
の
借
地
人
に
し
か
提
供
し
て
い
な
い
。
湯
番
に
心

付
を
渡
す
者
は
い
る
が
、
給
金
等
は
負
担
さ
せ
て
い
な
い
と
の

こ
と
。
つ
ま
り
、
湯
屋
仲
間
が
主
張
す
る
よ
う
な
事
実
は
な
い

と
い
う
の
だ
。
幕
府
は
双
方
の
主
張
が
大
き
く
異
な
る
の
で
引

き
続
き
吟
味
を
行
う
方
針
だ
。

か
つ
て
こ
の
箱
風
呂
は
、
湯
屋
の
始
業
・
終
業
時
を
ホ
ラ
貝

を
吹
い
て
知
ら
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
近
隣
で
「
久
能
町
螺
湯
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
そ
う
だ
が
、
ホ
ラ
を
吹
い
て
い
る
の
は
果
た

し
て
ど
ち
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。→

産
業
53
―
824
頁
。

（
付
記
）

各
記
事
の
末
尾
に
付
し
た
の
は
『
東
京
市
史
稿
』
各
篇
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
関
連
史
料
の
掲
載
箇
所
で
す
。
た
と
え
ば
産
業

53
―
20
頁
は
産
業
篇
第
五
十
三
の
二
〇
頁
を
指
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
史
料
本
文
に
あ
た
っ
て
ご
味
読
下
さ
い
。
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