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は
じ
め
に

ー
能
楽
興
行
に
お
け
る
料
金
体
系
の
観
点
か
ら
1

明
治
初
期
の
梅
若
実
の
活
動
と
そ
の
影
響

江
戸
時
代
に
お
い
て
能
役
者
は
江
戸
将
軍
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て

い
た
。
能
役
者
と
し
て
禄
を
貰
い
、
江
戸
将
軍
ら
武
家
の
求
め
に
応

じ
て
能
を
舞
っ
た
。
江
戸
の
庶
民
が
能
を
鑑
賞
で
き
る
機
会
は
辻
能

な
ど
の
素
人
役
者
が
行
う
も
の
を
除
け
ば
、
勧
進
能
な
ど
わ
ず
か
な

機
会
に
限
ら
れ
て
い
た
。
能
役
者
と
し
て
も
庶
民
を
主
な
観
客
と
は

考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
室
町
期
に
足
利
義

満
の
保
護
を
観
阿
弥
•
世
阿
弥
が
受
け
て
以
降
、
能
楽
に
は
常
に
武

家
に
よ
る
後
援
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
八
六
七
年
に
明
治

維
新
が
起
こ
り
、
江
戸
幕
府
が
倒
れ
た
こ
と
は
、
た
だ
単
に
当
時
の

後
援
者
を
失
っ
た
と
い
う
以
上
の
意
味
を
持
つ
。
長
年
に
わ
た
り
能

楽
を
保
護
し
て
い
た
武
士
の
身
分
そ
の
も
の
の
消
失
に
よ
っ
て
能
楽

は
そ
の
存
続
の
た
め
の
手
段
を
再
び
模
索
す
る
必
要
が
生
ま
れ
た
の

で
あ
る
。
観
世
宗
家
の
よ
う
に
江
戸
将
軍
へ
の
忠
誠
心
か
ら
徳
川
慶

喜
と
共
に
静
岡
に
下
る
能
楽
師
や
生
活
苦
の
た
め
に
東
京
を
離
れ
装

束
や
面
な
ど
を
売
り
払
っ
て
し
ま
っ
た
能
楽
師
も
少
な
く
な
い
。
能

楽
の
存
続
は
東
京
に
残
っ
た
能
楽
師
に
必
然
的
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
明
治
初
期
の
東
京
の
能
楽
の
中
心
人
物
と
し
て
は
金

剛
唯
一
(
-
八
一
五
ー
一
八
八
四
）
と
初
世
梅
若
実
(
-
八
二
八
ー
一
九
〇

九
。
当
時
五
十
二
世
梅
若
六
郎
。
以
下
、
梅
若
実
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
両
名

の
明
治
初
年
の
活
動
に
つ
い
て
は
古
川
久
氏
の
「
明
治
初
年
の
金
剛

舞
台
演
能
」
「
明
治
初
年
の
梅
若
舞
台
日
数
能
」
（
と
も
に
古
川
久
『
明

治
能
楽
史
序
説
l

わ
ん
や
書
店
、
昭
和
四
十
四
年
収
）
で
ま
と
め
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
彼
ら
に
よ
っ
て
能
楽
が
そ
の
命
脈
を
保
ち
得
た
こ
と
は
明

治
時
代
よ
り
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
金
剛
・
梅
若

の
そ
の
存
続
へ
の
取
り
組
み
が
後
世
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
未

だ
詳
細
な
研
究
が
存
在
し
な
い
。
本
稿
で
は
特
に
梅
若
実
の
初
期
の

活
動
を
中
心
に
取
り
上
げ
つ
つ
、
梅
若
実
の
活
動
が
以
降
の
能
楽
界

に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
で
は
あ
ま
り
触
れ
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
興
行
時
の
料
金
体
系
の
観
点
か
ら
検
討
し
た
い
。

杉
本

亘
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梅
若
実
ら
東
京
に
残
っ
た
能
楽
師
は
維
新
後
当
初
、
新
政
府
に
雇

わ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
二
年
後
の
明
治
四
年
に
は
二
年
分

の
禄
を
与
え
ら
れ
、
全
員
が
解
雇
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
能
楽
師

た
ち
は
収
入
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
す

で
に
梅
若
実
は
見
物
人
か
ら
席
料
を
取
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い

こ。t
 明

治
二
年
に
な
っ
て
か
ら
は
（
中
略
）
毎
月
三
度
位
宛
袴
能
を

遣
つ
て
居
ま
し
た
。
其
節
見
に
来
る
人
は
各
々
の
志
し
で
、
塩

せ
ん
べ
い
を
持
て
来
る
も
あ
れ
ば
、
最
中
を
持
て
来
る
人
も
あ

る
と
云
ふ
様
の
塩
梅
で
し
た
が
、
弁
当
ま
で
梅
若
で
出
さ
せ
て

は
気
の
縣
だ
か
ら
、
面
々
に
幾
干
宛
か
出
し
合
す
こ
と
に
せ
う

と
云
ふ
相
談
が
見
に
来
る
人
の
間
で
出
来
た
そ
う
で
、
一
人
前

一
朱
づ
A

持
つ
て
来
る
様
に
な
り
ま
し
た
、
是
が
此
能
楽
で
見

物
人
か
ら
金
を
貰
ふ
と
云
ふ
始
ま
り
で
し
た
が
、
其
人
数
は
僅

か
に
拾
人
や
拾
五
人
位
の
も
の
で
し
た
、

一
、
明
治
初
年
の
梅
若
宅
能

本
稿
内
で
引
用
す
る
新
聞
記
事
は
特
記
の
な
い
限
り
『
明
治
の
能

{
2
)
 

楽
（
一
）
』
よ
り
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
す
べ
て
の
引
用
文

は
読
み
や
す
さ
を
優
先
し
て
漢
字
を
現
行
の
も
の
に
変
更
し
た
。

ま
た
、
明
治
三
年
の
同
日
記
に
は

こ
れ
は
雑
誌
『
能
楽
』
の
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
梅
若
実
の
談
話

で
あ
る
。
梅
若
実
の
家
で
月
に
三
回
ほ
ど
行
わ
れ
て
い
た
袴
能
で
観

客
が
席
料
と
し
て
一
人
当
た
り
一
朱
ず
つ
支
払
っ
て
い
た
こ
と
が
回

顧
さ
れ
て
い
る
。
「
能
楽
で
見
物
人
か
ら
金
を
貰
」
う
「
始
ま
り
」

と
振
り
返
っ
て
お
り
、
見
物
人
か
ら
席
料
を
取
る
と
い
う
や
り
方
が

梅
若
実
に
と
っ
て
革
新
的
な
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

ま
た
、
一
席
当
た
り
の
料
金
と
い
う
現
在
の
チ
ケ
ッ
ト
制
に
似
た
こ

の
販
売
方
法
は
、
能
楽
に
限
っ
て
言
え
ば
元
を
た
ど
れ
ば
梅
若
家
の

方
式
で
あ
る
と
い
う
自
負
も
見
て
取
れ
る
。
と
こ
ろ
で
実
際
に
こ
の

方
法
が
開
始
さ
れ
た
の
が
い
つ
に
な
る
か
と
い
う
と
、
明
治
三
十
六

年
七
月
十
二
日
の
『
梅
若
実
日
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
回
顧
さ
れ
て

い
る
。

明
治
三
年
正
月
の
袴
能
の
是
よ
り
表
向
見
物
被
参
皆
々
菓
子
料

ト
シ
テ
一
朱
ツ
、
持
参
被
致
ヲ
盆
卜
暮
二
惣
体
ノ
人
数
ニ
テ

割
。
誠
二
少
シ
計
リ
也
。

廿
九
日
晴
天
。
宅
ノ
稽
古
能
。
（
中
略
）

今
日
よ
り
見
物
人
有
之
事
二
致
ス
、
奥
州
白
川
ノ
阿
部
様
御

(5) 

隠
居
様
御
出
二
相
成
。
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と
残
さ
れ
て
お
り
ほ
か
に
そ
れ
ら
し
い
記
述
は
見
え
な
い
。
こ
の
明

治
三
年
一
月
二
十
九
日
の
稽
古
能
が
先
述
の
袴
能
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
時
か
ら
席
料
の
シ
ス
テ
ム
が
始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
明
治
三
十

六
年
の
記
事
に
よ
れ
ば
少
な
く
と
も
当
初
は
毎
回
の
収
入
は
僅
か
で

は
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
席
料
の
シ
ス
テ
ム
が
完
成
し
て
い

る
状
態
で
梅
若
実
は
新
政
府
か
ら
解
雇
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
梅
若
実
日
記
』
の
明
治
四
年
(
-
八
七
一
）
四
月
六
日
に
「
青
山

(
6
)
 

様
御
出
二
相
成
御
舞
台
ノ
咄
シ
出
テ
是
よ
り
買
請
る
相
談
ニ
ナ
ル
」

と
あ
り
、
同
十
七
日
に
は
「
青
山
様
（
従
四
位
）
へ
罷
出
」
「
舞
台
代

金
百
三
十
両
ノ
内
金
百
両
今
日
相
渡
シ
三
捨
両
ハ
当
暮
二
可
納
ノ
約

(
7
)
 

定
二
致
ス
」
と
あ
る
。
梅
若
実
は
明
治
四
年
に
青
山
従
四
位
か
ら
能

舞
台
を
買
い
取
っ
て
い
る
こ
と
、
舞
台
代
金
は
百
三
十
両
で
あ
り
そ

の
う
ち
百
両
を
ま
ず
支
払
い
、
年
末
に
残
り
の
三
十
両
を
支
払
う
約

束
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
必
要
だ
っ
た
贄
用
は
こ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
舞
台
移
築
に
か
か
っ
た
費
用
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
梅
若

実
は
こ
の
買
い
取
っ
た
舞
台
を
用
い
て
勧
進
能
の
名
目
で
能
楽
の
興

行
を
催
し
た
。

口
〔
府
志
類
稿
〕

二
、
明
治
五
年
梅
若
勧
進
能

四

壬
申
二
月
、
第
五
大
区
小
二
之
区
浅
草
御
蔵
前
構
内
梅
若
六
郎

外
一
名
宅
二
於
テ
、
稽
古
能
之
儀
出
願

元
謡
役
者
共
、
是
迄
御
扶
助
米
被
下
置
追
々
渡
世
向
上
懸
可

申
卜
奉
存
候
得
共
、
従
来
之
稼
業
相
廃
止
、
差
向
当
惑
仕
候
間

中
略
梅
若
六
三
郎
（
マ
マ
）
宅
二
於
テ
日
数
十

H
之
間
続
稽
古

仕
、
見
物
人
ヨ
リ
聯
ツ
、
見
料
申
受
度
云
々
。

(
8
)
 

右
願
之
趣
聞
置
三
月

「
是
迄
御
扶
助
米
被
下
置
追
々
渡
世
向
上
懸
可
申
卜
奉
存
候
得
共
、

従
来
之
稼
業
相
廃
止
」
と
あ
る
の
は
、
明
治
四
年
の
十
一
月
二
十
九

日
に
新
政
府
に
雇
わ
れ
て
い
た
能
役
者
た
ち
技
芸
者
が
二
年
分
の
禄

を
渡
さ
れ
解
一
雇
さ
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
多
額
の
費

用
が
掛
か
っ
た
直
後
の
新
政
府
か
ら
の
解
雇
で
あ
る
。
い
く
ら
二
年

分
の
禄
を
ま
と
め
た
得
た
か
ら
と
い
っ
て
梅
若
実
が
「
当
惑
仕
候
」

と
東
京
府
へ
の
申
請
書
に
記
し
た
の
も
無
理
は
な
い
話
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
勧
進
能
の
宣
伝
と
し
て
梅
若
実
は
『
東
京
日
日
新
聞
」

に
公
告
を
出
し
て
い
る
。

『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
五
年
一
二
月
一
四
日

私
共
数
代
謡
舞
ノ
家
職
二
付
此
度
能
典
行
勧
進
相
願
候
処

本
月
十
日
願
相
済
来
ル
ニ
十
一
日
ヨ
リ
十
日
ノ
間
古
来
ノ

面
装
束
ヲ
取
出
シ
社
中
一
同
申
合
伝
授
秘
曲
ヲ
尽
シ
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こ
の
勧
進
能
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
点
が
二
つ
あ
る
。
―
つ
は
座

席
を
上
中
下
の
三
等
級
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
額
の
席
料
を
設
定

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勧
進
能
以
前
の
宅
能
で
は
梅
若
実
の
談
話

に
よ
れ
ば
一
人
当
た
り
一
朱
ず
つ
支
払
う
と
い
う
取
り
決
め
で
あ
っ

た
。
こ
の
取
り
決
め
が
で
き
た
経
緯
を
考
え
れ
ば
、
支
払
額
に
差
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
梅
若
の
勧
進
能
で
は
座

席
区
分
ご
と
に
料
金
が
異
な
る
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
も

ぅ
―
つ
の
注
目
点
は
新
聞
に
公
告
を
掲
載
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
新
聞
に
公
告
を
出
し
、
席
料
を
ま
で
掲
載
す
る
と
い
う
こ
と
は

こ
の
勧
進
能
の
席
を
梅
若
の
関
係
者
だ
け
で
配
り
切
る
算
段
で
は
な

か
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
席
料
ま
で
含
め
て
新
聞
に
公
告
を
掲

載
し
た
の
は
、
梅
若
実
が
こ
の
能
舞
台
を
建
設
す
る
た
め
に
借
財
を

し
て
お
り
、
そ
の
返
済
の
た
め
に
多
く
の
集
金
を
見
込
む
必
要
が

あ
っ
た
こ
と
も
背
景
に
あ
る
だ
ろ
う
。
梅
若
実
は
明
ら
か
に
、
江
戸

時
代
以
前
は
あ
ま
り
能
楽
を
鑑
賞
す
る
機
会
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
一

般
庶
民
を
新
た
な
顧
客
層
と
し
て
迎
え
入
れ
る
可
能
性
を
模
索
し
て

い
る
。
（
梅
若
実
が
新
た
な
顧
客
と
し
て
求
め
た
で
あ
ろ
う
人
々
は
必
ず
し
も

観梅

世若

方
諸
君
ノ
御
見
物
ヲ
奉
希
候
但
席
料
上
金
一
分
二
朱

一
分
下
金
一
一
朱
色
ツ
、
申
請
候
事

浅
草
御
蔵
上
ノ
ロ
御
構
際

六

郎
(
9
)
 

鋏
之
丞

中
金

あ
ら
ゆ
る
階
級
の
人
々
で
は
な
い
が
、
便
宜
上
以
下
、
一
般
庶
民
と
号
す
る
）

座
席
の
等
級
分
け
・
座
席
ご
と
の
料
金
の
方
式
を
梅
若
実
は
採
用

し
、
少
し
で
も
安
価
で
入
場
で
き
る
場
所
を
用
意
す
る
こ
と
で
一
般

庶
民
が
能
楽
を
鑑
賞
し
、
稽
古
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
画
策

し
た
と
み
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
宅
能
で
菓
子
料
と
し
て
一
朱
ず
つ

客
が
支
払
う
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
梅
若
実
が
こ

の
方
式
が
成
功
し
う
る
と
思
い
至
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
一
般
庶
民
の
座
席
券
購
入
を
多
分
に
当
て
に
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
梅
若
実
日
記
』
の
明
治
五
年
三
月
二
十
一

日
の
記
事
に
は
、
新
政
府
か
ら
解
雇
さ
れ
た
た
め
に
困
窮
し
て
い
る

能
楽
師
が
多
い
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
あ
る
。

来
ル
廿
一
日
よ
り
日
割
番
組
之
通
興
行
仕
候
二
付
御
時
節
柄
奉

恐
入
候
得
共
前
文
之
情
之
御
汲
察
御
愛
憐
被
成
下
御
見
物
札
三

(10) 

拾
枚
或
ハ
ニ
十
枚
ツ
、
御
買
上
被
成
下
置
度
。

そ
し
て
送
り
先
で
あ
ろ
う
華
族
達
二
十
八
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
関
係
の
あ
る
華
族
宛
に
見
物
札
を
二
十
枚
あ
る
い
は
三

十
枚
ず
つ
購
入
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
華
族
達
に
入
場
札
を
ま
と
め
て
購
入
す
る
よ
う
依
頻
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
新
聞
広
告
を
用
い
て
一
般
庶
民
と
い
う
新
た
な
顧
客

の
確
保
を
図
っ
た
の
は
、
純
粋
な
財
政
的
困
窮
と
い
う
事
情
だ
け
で
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そ
れ
で
は
梅
若
実
は
い
か
に
し
て
こ
の
座
席
を
等
級
分
け
し
、
そ

れ
ぞ
れ
に
異
な
る
値
段
を
設
定
す
る
方
式
の
着
想
を
得
た
の
だ
ろ
う

か
。
明
治
の
前
の
時
代
、
つ
ま
り
江
戸
時
代
に
お
け
る
能
楽
の
料
金

体
系
を
確
認
し
よ
う
。
表
章
・
天
野
文
雄
著
「
岩
波
講
座
能
・
狂
言

ー
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）
に
は
江
戸
時
代
の
能
楽
と
庶
民
の
関

係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
能
楽
は
江
戸
時
代

に
お
い
て
は
江
戸
将
軍
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
お
り
、
一
般
庶
民
が

能
楽
を
観
る
機
会
は
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
町
人
が
金
銭
を

支
払
っ
て
能
楽
に
触
れ
る
機
会
は
、
素
人
能
役
者
が
演
じ
て
い
た
辻

能
の
よ
う
な
も
の
を
除
い
て
は
勧
進
能
の
み
と
い
っ
て
も
良
い
状
況

で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
勧
進
能
は
江
戸
に
お
い
て
は
原
則
的
に
大

夫
が
一
代
に
つ
き
一
度
の
み
催
す
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。
幕
府
の

公
認
の
有
無
に
限
ら
ず
当
時
に
は
す
で
に
勧
進
と
い
う
名
目
で
あ
り

な
が
ら
、
本
来
の
意
味
を
示
す
寺
社
へ
の
寄
付
を
目
的
と
し
た
催
し

で
は
な
く
能
楽
師
が
臨
時
の
収
入
を
目
的
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い

た
。
そ
の
た
め
幕
府
の
後
援
が
つ
い
た
勧
進
能
で
は
事
前
に
入
場
料

三
、
弘
化
勧
進
能

な
く
、
江
戸
幕
府
崩
壊
に
よ
る
江
戸
将
軍
か
ら
の
庇
護
の
喪
失
と
明

治
四
年
の
新
政
府
か
ら
の
解
雇
を
経
て
、
複
数
の
顧
客
層
を
確
保
し

て
お
く
必
要
性
を
実
感
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

を
町
々
が
負
担
す
る
の
が
一
般
的
に
な
っ
て
お
り
、
町
人
は
強
制
的

(11) 

に
入
場
料
を
負
担
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
表
章
氏
に

よ
れ
ば
寛
延
三
年
に
観
世
大
夫
が
催
し
た
江
戸
の
勧
進
能
は
十
五
日

間
の
開
催
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
八
日
目
以
降
は
町
々
に
入
場
札
が
割

り
当
て
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「
相
対
見
物
」
と
い
う
町
々
へ
の
割
り
当

て
と
は
別
に
販
売
し
て
い
る
入
場
札
を
購
入
す
る
形
式
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
七
日
目
ま
で
で
あ
っ
て
も
入
場
札
の
代
金
で
あ
る
木
戸
銭
に

よ
る
収
入
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
相
対
見
物
を
し
た
者
が
い

(12) 

た
こ
と
が
伺
え
る
。
つ
ま
り
江
戸
に
お
い
て
も
町
人
が
能
動
的
に
代

金
を
支
払
う
こ
と
で
能
楽
を
鑑
賞
す
る
場
合
も
存
在
し
て
い
た
。
た

だ
し
、
大
夫
が
一
代
に
つ
き
一
度
の
み
で
幕
府
の
認
可
が
必
要
と
い

う
不
定
期
の
開
催
で
あ
っ
た
点
は
考
慮
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ

る。
さ
て
、
梅
若
実
が
参
考
に
し
た
可
能
性
が
高
い
江
戸
で
の
勧
進
能

は
弘
化
五
年
(
-
八
四
八
）
に
宝
生
大
夫
が
行
っ
た
勧
進
能
（
以
下
、
弘

化
勧
進
能
）
で
あ
ろ
う
。
そ
の
直
前
の
勧
進
能
が
天
保
二
年
(
-
八
三

-
）
に
観
世
大
夫
が
行
っ
た
勧
進
能
で
あ
り
梅
若
実
は
文
政
十
一
年

（
一
八
―
―
八
）
生
ま
れ
で
あ
り
、
弘
化
勧
進
能
が
江
戸
時
代
最
後
の
勧

進
能
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
弘
化
勧
進
能
は
梅
若
実
に
と
っ
て
最
も
参

考
に
し
や
す
い
勧
進
能
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
弘
化
勧
進
能
に

お
け
る
料
金
シ
ス
テ
ム
は
『
弘
化
勧
進
能
絵
巻
』
（
資
料
一
）
に
よ
れ

ば
二
階
の
松
桟
敷
は
銀
三
枚
、
一
回
の
竹
桟
敷
は
銀
二
枚
、
十
人
詰
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と
あ
る
こ
と
か
ら
、
寸
五
日
間
分
ま

め
の
畳
場
は
銀
六
十
匁
で

一
人
分
は

銀
六
匁
、
入
込
場
は

一
人
当
た
り
銀

三
匁
で
あ
り
、
町
々
の
割
り
当
て
の

札
と
相
対
見
物
の
入
場
切
手
の
違
い

も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
相
対
見

物
が
あ

っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
雑
誌

『能
楽
』

の
第
六
巻

一
号
に
掲
載
さ

れ
て
い
る

「勧
進
能
見
聞
記
」
で
は

上
桟
敷
（
麟
陀
贔
）
一

日
之
代
銀

三
枚
十
五
日
借
切
の
代
金
三
十

両
下
桟
敷

（同
断
）一

日
之
代

銀
二
枚
十
五
日
借
切
の
代
金
廿

両
畳
場

（床
上
畳
敷
に
て
）一

日

之
代
金
一

両
但
割
込
に
は
十
人

詰
に
て
銀
六
匁
づ
、
な
り

一
間

借
切
に
て
も
十
人
よ
り
余
計
は

不
相
成
よ
し

入
込
場

（床
上
に
筵
其
上
に
瑯
緑

-13
)
 

敷
込
也
）
一

日
之
代
銀
三
匁
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と
め
て
贈
入
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
よ
う
だ
。

ま
た
、
「
勧
進
能
見
聞
記
」
に
は
観
客
の
着
用
し
て
い
た
衣
服
に

も
言
及
が
あ
る
。
な
お
次
の
引
用
部
分
は
読
み
や
す
さ
を
優
先
し
、

便
宜
上
の
旬
読
点
を
私
に
付
し
た
。

一
見
物
の
衣
服
は
さ
ま
人
＼
に
て
、
上
桟
敷
に
は
麻
上
下
肩
衣

掛
の
御
大
名
方
歴
々
の
う
ち
か
た
は
紅
白
の
下
着
召
し
た
る
も

あ
り
、
又
上
桟
敷
の
う
ち
に
も
見
物
あ
し
き
場
に
て
入
込
の
所

は
、
も
ん
ぱ
の
股
引
に
て
あ
ぐ
ら
か
き
て
縞
の
羽
を
り
の
町
人

あ
れ
は
、
木
綿
布
子
の
在
郷
者
前
だ
れ
か
け
の
か
A

さ
ん
あ
り
、

下
桟
敷
も
同
様
な
り
。
畳
場
入
込
場
は
上
下
肩
衣
の
輩
は
見
う

け
ね
ど
も
、
紅
裏
の
御
殿
も
の
、
馬
乗
袴
長
刀
革
の
下
緒
に
右

京
柄
ぶ
つ
さ
き
羽
織
の
お
と
の
様
、
菖
蒲
皮
の
御
足
軽
皮
羽
織

の
大
家
さ
ん
、
何
番
組
の
伴
天
着
洗
髪
の
お
か
み
さ
ん
な
ど
儒

(M) 

者
医
者
易
者
神
道
者
詩
歌
連
俳
さ
り
さ
ら
ひ
な
く
千
差
万
別

こ
の
記
述
か
ら
は
様
々
な
位
の
人
物
が
こ
の
弘
化
勧
進
能
を
観
て

い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
「
弘
化
勧
進
能
絵
巻
j

に
は
松
桟
敷
と
記
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
上
桟
敷
で
あ
っ
て
も
階
級
の
区
別
な
く
座
る
入

込
の
場
所
が
あ
り
、
決
し
て
大
名
の
よ
う
な
上
流
階
級
の
み
に
許
さ

れ
る
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

弘
化
勧
進
能
で
は
そ
の
観
客
席
は
い
く
つ
か
の
区
分
に
分
け
ら
れ

区
分
ご
と
あ
る
い
は
一
人
当
た
り
の
料
金
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
、
相
対
見
物
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
町
々
の
割
り
当
て
に

よ
っ
て
入
場
し
た
人
の
み
な
ら
ず
自
主
的
に
入
場
料
を
支
払
う
こ
と

で
能
楽
を
観
に
来
た
人
も
い
た
は
ず
で
あ
る
。
入
場
場
所
を
等
級
分

け
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
値
段
を
設
定
す
る
こ
の
方
式
は
梅
若
実
の
勧
進

能
と
の
共
通
点
で
あ
り
、
弘
化
勧
進
能
と
梅
若
の
勧
進
能
は
同
じ
く

勧
進
能
の
語
を
持
つ
催
し
で
あ
る
。
梅
若
実
が
弘
化
勧
進
能
に
お
け

る
料
金
シ
ス
テ
ム
を
参
考
に
自
身
の
勧
進
能
に
お
け
る
席
の
等
級
分

け
の
着
想
を
得
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

四
、
幕
末
の
歌
舞
伎

梅
若
の
勧
進
能
で
導
入
さ
れ
た
等
級
ご
と
の
値
段
設
定
の
シ
ス
テ

ム
が
弘
化
勧
進
能
に
お
い
て
既
に
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
し
た

と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
梅
若
実
が
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
踏
み

切
っ
た
根
拠
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
梅
若
実
の
勧
進
能
は
先
に

述
べ
た
通
り
青
山
か
ら
購
入
し
た
舞
台
の
建
設
及
び
移
築
費
用
の
返

済
の
た
め
と
い
う
側
面
が
強
い
。
ま
た
、
新
政
府
か
ら
の
解
雇
に
伴

う
財
政
の
困
窮
か
ら
脱
却
す
る
目
的
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま

り
梅
若
の
勧
進
能
は
と
に
か
く
人
を
集
め
て
収
入
を
増
や
す
必
要
が

あ
っ
た
。
梅
若
の
関
係
者
に
二
十
枚
、
三
十
枚
ま
と
め
て
の
購
入
を

依
穎
し
た
の
は
江
戸
時
代
の
勧
進
能
に
お
け
る
町
々
の
人
に
割
り
当
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廿
四
日
晴
天
。
猿
若
町
二
丁
目
松
川
屋
へ
参
リ
芝
居
見
物
。

廿
一
日

次
郎

て
ら
れ
た
負
担
金
と
同
質
の
も
の
と
み
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
加
え
て
「
相
対
見
物
」
を
増
や
す
た
め
に
料
金
の
安
い
場
所

を
準
備
し
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
明
治
三
年
の
宅
能
で
見
物
人
か
ら

お
金
を
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
「
能
楽
で
見
物
人
か
ら
金
を

貰
」
う
「
始
ま
り
」
で
あ
る
と
梅
若
実
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
、
梅
若
実
に
は
こ
の
宅
能
以
降
の
興
行
的
な
能
楽
上
演
は

江
戸
以
前
の
物
と
は
違
う
と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
能
を
見
せ
て
そ
の
料
金
を
も
ら
う
と
い
う
点
に
梅
若
実
が
新
規

性
を
見
出
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
や
は
り
芝
居
が
行
っ
て
い
た
よ
う

な
典
行
を
意
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

『
梅
若
実
日
記
」
を
見
る
と
梅
若
実
は
江
戸
時
代
の
こ
ろ
か
ら
頻

繁
に
芝
居

(11

歌
舞
伎
）
を
見
に
出
か
け
て
い
た
。
そ
の
回
数
は
多

く
時
に
は
九
日
間
の
間
に
三
度
（
文
久
二
年
(
-
八
六
二
）
一
月
二
十
一

日
、
二
十
三
日
、
二
十
九
日
）
見
に
行
く
こ
と
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

料
金
な
ど
を
書
き
こ
の
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合

芝
居
茶
屋
経
由
だ
っ
た
よ
う
だ
。
例
と
し
て
先
に
挙
げ
た
一
週
間
に

三
回
見
た
際
の
日
記
を
引
用
す
る
。

晴
天
。
猿
若
町
壱
丁
目
見
物
新
雛
屋
。
猪
八
郎(15) 

吉
太
郎
邦
太
郎
五
人
。
勘
定
一
両
五
匁
四
分

八

五
人
二
而
参
。
勘

晴
天
。
猿
若
壱
見
物
新
雛
屋
へ
参
。
家
内
ヲ
連
レ
外

(17) 

二
お
て
つ
ヲ
連
レ
参
ル
。
勘
定
金
壱
両
壱
分
四
分
五
厘
払
。

ま
た
、
遡
っ
て
嘉
永
六
年
(
-
八
五
三
）
七
月
十
五
日
の
記
事
は

次
の
よ
う
で
あ
る
。

十
五
日
晴
。
昼
後
雨
少
シ
、
又
晴
ル
。
猪
八
郎
殿
両
人
ニ
テ

猿
若
町
二
丁
目
へ
芝
居
見
物
二
参
ル
。
佐
野
屋
よ
り
参
ル
。
家

内
二
若
者
へ
祝
儀
遣
ス
、
都
合
弐
分
払
ハ
両
人
ニ
テ
壱
分
弐
朱

(18) 

余
。
今
日
よ
り
中
村
富
十
郎
口
上
二
出
ル
。
珍
し
き
故
書
置
ク
。

中
村
富
十
郎
が
口
上
に
で
る
こ
と
を
「
珍
し
き
」
と
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
歌
舞
伎
界
に
つ
い
て
の
知
識
が
決
し
て
少
な
く
な
い
こ
と

が
伺
え
る
。
ま
た
こ
れ
だ
け
頻
繁
に
芝
居
を
見
物
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
梅
若
実
は
芝
居
に
つ
い
て
詳
し
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、

ま
た
芝
居
役
者
に
対
す
る
差
別
意
識
も
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
日
記
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
が
多
く
の
場
合
新
雛

屋
や
松
川
屋
と
い
っ
た
お
そ
ら
く
芝
居
茶
屋
か
ら
芝
居
見
物
に
向

か
っ
て
い
る
。

廿
九
日

猪

八

郎

八

次

郎

金

之

丞

邦

太

郎

(16) 

定
壱
両
弐
朱
卜
四
分
。
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と
こ
ろ
で
歌
舞
伎
の
料
金
シ
ス
テ
ム
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
梅
若
実
は
芝
居
茶
屋
か
ら
芝
居
を
見
に
行
っ
て
い
て

お
り
食
事
代
な
ど
追
加
の
料
金
が
か
か
っ
て
い
る
た
め
、
当
時
の
正

確
な
金
額
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
佐
藤
か
つ
ら
氏
に
よ
れ

ば
「
大
芝
居
の
観
劇
料
は
捉
え
が
た
い
が
、
」
（
中
略
）
「
『
定
値
段
」

は
桟
敷
三
十
五
匁
、
高
土
間
三
十
匁
、
平
土
間
二
十
五
匁
」
で
あ
っ

(19) 
た
。
佐
藤
氏
が
引
い
た
『
餌
碑
三
莱
草
』
は
天
保
四
年
(
-
八
三
三
年
）

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
梅
若
実
が
芝
居
を
観
て
い
た
時
期
と
大

き
く
離
れ
て
は
い
な
い
。
梅
若
実
が
見
て
い
た
時
代
の
歌
舞
伎
で
も

こ
う
い
っ
た
等
級
分
け
の
形
式
が
と
ら
れ
て
い
た
と
み
て
い
い
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
厳
密
に
言
え
ば
異
な
る
が
大
枠
に
お
い
て
弘
化
勧
進
能

と
幕
末
の
歌
舞
伎
は
同
じ
料
金
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。梅

若
の
勧
進
能
で
は
や
は
り
「
勧
進
能
」
と
い
う
同
じ
名
を
冠
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
弘
化
勧
進
能
の
影
響
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
能
楽
に
触
れ
る
機
会
の
少
な

か
っ
た
一
般
庶
民
を
新
た
な
顧
客
と
し
て
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
梅

若
の
思
惑
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
歌
舞
伎

の
方
式
と
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
東
京
の
庶
民
も
既
知
の
料
金
形
態

で
あ
っ
た
こ
と
ま
で
踏
ま
え
て
採
用
し
た
料
金
形
態
で
あ
っ
た
と
も

捉
え
ら
れ
る
。
歌
舞
伎
の
シ
ス
テ
ム
が
梅
若
実
を
活
動
に
影
響
を
与

え
て
い
た
可
能
性
を
示
す
も
の
と
し
て
は
勧
進
能
が
毎
年
一
度
催
さ

舞
台
が
出
米
た
は
良
い
が
、
借
銭
も
出
来
た
の
だ
か
ら
此
儘

で
は
済
ま
ぬ
と
の
事
で
、
此
所
で
初
め
て
勧
進
能
を
思
ひ
付
き

舞
台
開
を
し
た
の
が
明
治
五
年
で
あ
り
ま
し
た
、
第
一
回
は
可

な
り
収
入
も
あ
り
百
円
余
り
残
り
ま
し
た
が
第
二
回
は
既
に
不

足
が
で
る
と
云
ふ
様
な
塩
梅
で
、
七
人
の
連
合
も
続
き
そ
ふ
に

も
な
し
、
金
は
返
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
様
な
し
ぎ
と
な
り
、
殆
ん
ど

困
て
仕
舞
ひ
ま
し
っ
て
、
一
時
は
舞
台
も
売
つ
て
し
ま
ひ
、
元

五
、
明
治
八
年
先
祖
九
八
八
年
祭
の
追
善
能

れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
江
戸
に
お
け
る
勧
進
能

が
幕
府
の
許
可
が
必
要
で
あ
り
、
毎
年
開
催
さ
れ
る
類
の
も
の
で
は

(20) 

な
か
っ
た
。
大
坂
の
勧
進
能
の
事
例
を
見
て
も
毎
年
同
じ
大
夫
が
勧

進
能
を
行
っ
て
い
る
例
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
勧
進
能
自
体
に
毎
年

の
恒
例
行
事
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
梅
若
実
は
明
治
五
年
か
ら
三
年
間
毎
年
勧
進
能
を
行
っ
て
お

り
、
後
述
す
る
が
こ
の
勧
進
能
は

H
数
能
と
名
称
を
変
え
年
に
一
度

の
開
催
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
来
定
期
的
に
は
開
か
れ
な

い
勧
進
能
を
毎
年
の
行
事
と
し
た
の
は
歌
舞
伎
の
年
中
行
事
の
よ
う

な
扱
い
に
す
る
こ
と
で
特
別
感
を
演
出
し
、
東
京
の
庶
民
の
能
楽
へ

の
興
味
を
掻
き
立
て
よ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

、。

、つカ
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の
板
の
間
で
再
び
遣
つ
て
行
ふ
と
迄
思
ひ
ま
し
た
が
、
小
城
の

鍋
島
様
が
此
事
を
お
聞
に
な
り
ま
し
て
、
金
は
ど
う
と
で
も
し

て
や
る
か
ら
引
受
て
し
ま
へ
と
の
御
奨
め
で
、
鍋
島
様
か
ら
金

を
弐
百
円
拝
借
し
、
此
舞
台
は
遂
に
鋏
之
丞
と
二
人
で
引
受
て

し
ま
う
事
に
な
り
ま
し
た
、
鍋
島
の
殿
様
の
御
思
召
で
は
、
敢

て
此
金
を
返
へ
さ
せ
う
と
の
御
思
召
も
無
っ
た
様
に
も
伺
つ
て

居
ま
し
た
が
、
不
幸
な
事
に
は
間
も
な
く
此
お
方
が
御
か
く
れ

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
借
り
た
も
の
は
返
さ
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
A

な
り
、
又
々
困
つ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
何

れ
倒
れ
る
な
ら
倒
れ
る
前
に
盛
ん
に
先
祖
の
祭
り
を
し
て
倒
れ

ゃ
う
と
思
ひ
、
明
治
八
年
で
し
た
が
、
先
祖
の
九
百
八
十
八
年

の
大
祭
を
行
ふ
と
て
、
能
を
催
ふ
し
た
が
意
外
の
幸
福
と
な
り

ま
し
て
、
諸
方
か
ら
先
祖
の
仏
前
へ
供
へ
て
下
す
っ
た
金
高
が

意
想
外
の
高
に
上
り
ま
し
て
、
安
々
と
鍋
島
様
の
借
金
を
返
し

申
し
、
此
舞
台
を
所
有
物
と
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
云
々

(21} 

（
如
水
生
記
）

こ
れ
は
雑
誌
『
能
楽
』
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
梅
若
実
の
談
話
で

あ
る
。
先
に
引
用
し
た
も
の
と
は
引
用
部
分
が
異
な
る
が
、
同
一
記

事
内
の
物
で
あ
り
談
話
は
こ
こ
で
終
了
す
る
。
明
治
五
年
に
催
さ
れ

た
最
初
の
勧
進
能
は
成
功
と
な
っ
た
が
、
翌
年
の
二
回
目
の
勧
進
能

は
出
費
が
収
入
を
上
回
っ
て
し
ま
い
困
窮
し
た
様
が
語
ら
れ
て
い

一
時
は
舞
台
を
売
り
払
お
う
と
ま
で
考
え
て
い
た
が
鍋
島
様
か

ら
二
百
円
を
借
り
て
よ
う
や
く
舞
台
と
勧
進
能
を
存
続
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
た
と
梅
若
実
は
語
っ
て
い
る
。
鍋
島
様
と
は
梅
若
実
が
稽
古

を
つ
け
て
い
た
鍋
島
直
発
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
鍋
島
は
こ
の
二
百
円

を
返
さ
な
く
て
い
い
と
考
え
て
い
た
が
、
直
後
に
亡
く
な
っ
た
た
め

に
返
済
す
る
必
要
が
生
ま
れ
た
。
そ
こ
で
苦
肉
の
策
と
し
て
行
っ
た

の
が
明
治
八
年
(
-
八
七
五
）
の
先
祖
の
九
八
八
年
祭
の
追
善
能
（
以

下
、
追
善
能
と
略
す
）
で
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
談
話
は
事
実
と
は
異
な
っ
て
い
る
箇
所
が
い
く
つ
か
見
ら
れ

る
。
し
か
し
明
治
初
年
を
振
り
返
る
に
あ
た
っ
て
最
後
に
こ
の
追
善

能
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
梅
若
実
は
追
善
能
を
明
治
初

年
の
困
難
な
時
代
を
終
え
た
出
来
事
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
ま
ず
は
談
話
の
中
で
事
実
を
異
な
っ
て
い
る
箇
所
を
修
正

し
、
そ
の
実
態
を
確
認
す
る
。
そ
れ
は
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
追
善
能
が
梅
若
実
に
も
た
ら
し
た
知
見
と
与
え
た
影
響
を
正
確
に

把
握
す
る
た
め
で
あ
る
。

ま
ず
は
冒
頭
に
「
舞
台
が
出
来
た
」
と
あ
る
の
は
明
治
五
年
の
勧

進
能
を
行
っ
た
舞
台
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
四
年
に
追
善
能
の
結
果

得
た
収
入
で
所
有
物
と
し
た
と
あ
る
が
、
明
治
五
年
四
月
八
日
の

『
梅
若
実
日
記
』
に

る。

源
次
郎
事
朝
よ
り
出
宅
（
札
印
B-
―1
0
五
七
番
）
青
山
従
四
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位
へ
罷
出
。
旧
年
差
上
候
舞
台
残
金
三
拾
両
持
参
致
シ
皆
相
済

二
相
成
。
右
証
文
此
方
へ
請
取
。
外
二
日
延
ノ
嘆
願
書
モ
返

(22) 
レ。

と
あ
り
、
梅
若
の
舞
台
は
既
に
代
金
を
す
べ
て
支
払
っ
て
お
り
、
梅

若
実
の
所
有
物
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
次
に
鍋
島
か
ら
二
百

円
借
り
た
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
第
二
回
目
の
勧
進
能
か
ら
鍋
島
が

亡
く
な
る
明
治
六
年
八
月
十
七
日
ま
で
の
期
間
に
二
百
円
拝
借
の
記

事
は
見
当
た
ら
な
い
。
借
金
の
や
り
取
り
を
細
か
く
日
記
に
残
し
て

い
た
梅
若
実
で
あ
る
か
ら
、
も
し
二
百
円
を
借
り
た
こ
と
が
事
実
で

あ
る
な
ら
日
記
に
そ
の
記
述
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
談

話
で
は
こ
の
二
百
円
を
受
け
取
っ
た
の
は
鍋
島
が
没
す
る
直
前
で

あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
も
踏
ま
え
る
と
該
当
す
る
の
は
明
治

六
年
七
月
十
三
日
の
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
「
朝
鍋
嶋
様
へ
出
御
家

扶
迄
証
文
ヲ
入
来
三
月
三
十
日
限
リ
返
上
ノ
約
定
ニ
テ
百
円
拝
借
願

(23) 

今
日
請
取
」
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
三
月
三
十
日
限
り
の
返
上

と
あ
る
よ
う
に
当
初
よ
り
返
済
の
予
定
が
あ
り
、
ま
た
「
拝
借
願
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
梅
若
実
側
の
依
頼
で
百
円
を
借
り
受
け
た
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
期

H
ま
で
に
返
済
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
明
治
七
年

(24) 

四
月
二
日
に
返
済
期
限
の
延
長
を
願
い
出
て
い
る
が
四
月
七
日
に

「
鍋
嶋
様
ニ
テ
昨
年
借
用
金
ノ
処
へ
今
日
五
拾
円
返
納
仕
今
日
証
書

五
拾
両
二
書
替
同
年
十
二
月
廿
日
限
リ
返
済
ノ
事
。
但
弐
拾
五
両
二

付
一
ヶ
月
壱
歩
ノ
利
金
ノ
事
。
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
談
話
に
あ
る

よ
う
な
半
ば
与
え
る
形
で
百
両
を
貸
し
た
と
は
考
え
難
い
。
加
え

て
、
こ
の
借
金
を
追
善
能
の
利
益
で
ま
と
め
て
返
し
た
か
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
が
、
追
善
能
が
始
ま
る
前
の
明
治
八
年
一
＿
一
月
二
十
五
日

に
「
鍋
嶋
様
よ
り
一
昨
年
借
用
金
ノ
残
リ
弐
拾
円
今
日
鉄
之
丞
持

参
。
皆
済
二
相
成
。
利
金
四
十
八
匁
遣
ス
。
蓑
田
助
之
元
本
村
文

(26) 

六
ヨ
リ
証
文
請
取
ル
也
」
と
あ
り
既
に
完
済
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
鍋
島
か
ら
借
り
た
百
円
が
梅
若
か
ら
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
以

上
、
談
話
で
語
ら
れ
て
い
る
「
金
は
ど
う
と
で
も
し
て
や
る
か
ら
引

受
て
し
ま
へ
」
と
の
鍋
島
の
言
も
実
際
の
も
の
と
は
思
え
な
い
。

「
鍋
島
か
ら
借
り
た
二
百
円
」
に
梅
若
実
が
頼
み
込
ん
で
借
り
た
も

の
で
は
な
い
、
と
い
う
箔
を
付
け
た
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。
た
し
か
に
追
善
能
を
行
う
以
前
、
梅
若
実
は
各
所
に
借
金

を
し
て
い
た
。
当
時
の
借
金
苦
を
語
る
う
え
で
、
方
々
に
頼
ん
で
お

金
を
借
り
て
い
た
と
い
う
の
は
外
聞
が
悪
い
た
め
、
一
括
し
て
鍋
島

が
好
意
で
貸
し
た
こ
と
に
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
思
惑
が
あ
っ
た
と

も
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
追
善
能
で
貯
蓄
が
増
え
た
こ
と
を
そ
の
ま

ま
語
る
よ
り
も
借
金
の
返
済
に
充
て
て
、
そ
れ
以
降
生
活
が
安
定
し

た
こ
と
に
し
た
方
が
劇
的
で
あ
り
雑
誌
『
能
楽
』
の
読
者
か
ら
よ
り

好
感
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
の
思
惑
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
追
善
能
の
初
日
と
二
日
目
の
間
の
明
治
八
年
五
月
八
日
に
平
岡

熙
一
に
借
用
金
の
残
金
五
捨
円
と
利
金
三
円
を
返
金
し
て
以
降
、
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「
梅
若
実
日
記
」
に
お
け
る
借
金
の
記
述
は
減
少
す
る
。
日
記
に
よ

(28) 

れ
ば
こ
の
追
善
能
の
惣
集
金
は
一
日
目
が
百
二
十
五
円
、
二
日
目
が

九
十
六
円
、
百
三
十
一
円
で
あ
り
、
初
日
と
三
日
目
は
大
入
り
の
た

め
札
止
め
に
な
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
一
日
目
の
盛
況
ぶ
り
が
新
聞

『
あ
け
ぼ
の
」
の
五
月
十
日
の
記
事
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
見
物
の

人
数
は
七
百
人
を
超
え
て
余
り
あ
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

(32) 

三
日
目
に
つ
い
て
梅
若
実
は
「
前
代
未
聞
ノ
大
入
也
」
と
書
き
残
し

て
お
り
、
唯
一
札
止
め
に
な
ら
な
か
っ
た
二
日
目
に
つ
い
て
も
「
今

(33) 

日
ハ
留
ノ
札
ハ
不
出
候
得
共
大
客
也
」
と
記
し
て
い
る
。
前
年
の
勧

(34) 

進
能
十
日
間
の
惣
集
金
は
二
百
三
円
六
十
五
銭
で
あ
る
の
に
対
し
て

追
善
能
は
三
日
で
三
百
五
十
二
円
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
集
金

か
ら
経
費
が
引
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
利
益
と
み
な

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
梅
若
実
が
日
記
に
大
入
り

と
残
し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
は
大
き
な
収
入
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

(35) 

『
梅
若
実
日
記
」
の
同
年
大
み
そ
か
の
記
事
に
よ
れ
ば
こ
の
明
治
八

年
は
三
百
円
以
上
入
金
が
出
金
を
上
回
っ
て
お
り
、
梅
若
家
の
経
済

が
立
て
直
さ
れ
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
追
善
能
で
注
目
す
べ
き
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

一
点
目
は
こ
の
上
演
が
華
族
か
ら
の
収
益
と
一
般
庶
民
か
ら
の
収
益

を
両
立
す
る
方
式
に
挑
戦
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
明
治
八
年
の
五

月
十
二
日
づ
け
の
「
日
新
真
事
誌
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

予
め
其
席
料
を
三
等
に
分
ち
て
、
上
等
を
金
三
十
七
銭
、
中
等

を
二
十
七
銭
、
下
等
を
十
五
銭
と
定
め
、
且
、
特
に
華
族
方
の

席
を
別
座
に
設
け
其
席
料
一
円
二
十
五
銭
と
定
め
来
客
を
待
し

か
ば
、
去
る
六
日
の
ご
と
き
殆
ど
席
に
溢
れ
凡
そ
七
八
百
人
も

(36) 

あ
り
し
と

座
席
を
上
中
下
の
三
等
に
分
け
る
の
は
勧
進
能
と
同
様
の
形
式
で

あ
る
。
華
族
の
席
は
別
に
設
け
一
席
当
た
り
の
料
金
は
一
両
二
十
五

銭
と
上
等
席
よ
り
も
遥
か
に
高
額
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
『
梅
若
実

日
記
」
に
は
出
席
し
た
華
族
の
名
前
が
記
さ
れ
て
お
り
お
よ
そ
毎
回

三
十
人
前
後
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
夫
妻
で
の
観
劇
の
可
能

性
も
あ
る
た
め
具
体
的
な
人
数
は
把
握
で
き
な
い
。
興
味
深
い
の
は

五
月
二
十
一
日
の
三
日
目
典
行
に
訪
れ
た
家
族
の
中
に
「
岩
倉
様
」

(37) 

の
名
前
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
岩
倉
使
節
団
の
全
権
大
使
と
し
て
洋

行
し
、
能
楽
は
外
国
貴
賓
供
応
芸
能
に
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て

そ
の
保
護
を
先
導
す
る
一
人
と
な
っ
た
岩
倉
具
視
あ
る
い
は
そ
の
縁

者
で
あ
ろ
う
。
岩
倉
具
視
は
翌
年
明
治
九
年
に
自
宅
で
行
啓
能
を
催

し
天
皇
家
に
よ
る
能
楽
保
護
を
本
格
的
に
開
始
す
る
。
そ
の
下
準
備

と
し
て
七
百
人
を
超
え
る
観
客
の
前
で
能
楽
が
ど
の
よ
う
に
上
演
さ

れ
る
の
か
を
確
認
す
る
目
的
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は

と
も
か
く
と
し
て
、
華
族
の
席
を
一
般
庶
民
向
け
の
席
よ
り
も
高
額

の
も
の
と
す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
に
応
じ
た
席
料
を
支
払
っ
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注
目
す
る
二
点
目
は
追
善
能
前
年
ま
で
の
三
年
間
催
さ
れ
て
い
た

勧
進
能
が
上
演
さ
れ
な
く
な
り
、
次
の
年
か
ら
日
数
能
の
名
目
で
上

演
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
明
治
六
年
、
七
年
の
二
回
の

勧
進
能
が
明
治
五
年
の
初
回
と
比
べ
て
興
行
的
な
成
功
と
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
は
梅
若
実
の
談
話
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
第
二
回
の
後
に

鍋
島
か
ら
金
百
円
を
借
り
、
翌
年
の
三
月
の
勧
進
能
後
に
そ
の
半
分

程
度
し
か
返
済
で
き
ず
期
限
の
延
長
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
か
ら
も

間
違
い
な
い
。
二
回
の
勧
進
能
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
は
い
え
初
回

の
総
収
入
を
考
え
れ
ば
、
恒
例
と
な
っ
て
い
る
こ
の
催
し
を
取
り
や

め
て
し
ま
う
の
は
自
ら
収
入
増
の
機
会
を
捨
て
る
こ
と
と
同
義
で
あ

る
。
そ
こ
で
こ
の
勧
進
能
を
改
良
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
し

て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
そ
こ
で
梅
若
実
は
大
入
り
を
お
さ
め
た
追

善
能
の
形
式
を
勧
進
能
に
と
っ
て
代
わ
る
毎
年
の
催
し
物
に
し
よ
う

と
画
策
し
た
の
だ
ろ
う
。
追
善
能
の
翌
年
、
明
治
九
年
五
月
七
日
の

日
記
に
梅
若
実
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

六
、
勧
進
能
か
ら
日
数
能
ヘ

て
も
ら
う
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
七
百
人
を
超
え
る
大
盛
況
を
記
録

し
た
こ
と
で
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
有
用
性
を
梅
若
は
確
信
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

七
日
雨
天
。
日
数
能
。
初
日
興
行
。
惣
而
昨
年
五
月
催
候
振

(38) 

合
也
。

昨
年
五
月
の
催
し
と
は
当
然
追
善
能
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
総

じ
て
追
善
能
と
同
様
の
形
式
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
雨
天

で
順
延
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
原
則
と
し
て
十
日
間
続
け
て
上
演
し

て
い
た
勧
進
能
に
対
し
て
、
こ
の
日
数
能
は
追
善
能
同
様
そ
れ
ぞ
れ

の
演
能
日
の
間
が
二
週
間
以
上
空
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
比
べ
て
み
る

と
追
善
能
は
五
月
一
日
、
六
日
、
二
十
一
日
、
日
数
能
は
五
月
七

日
、
二
十
一
日
、
二
十
八
日
（
延
期
し
て
六
月
十
八
日
と
な
っ
た
）
で
あ

る
。
た
だ
し
開
催
場
所
は
『
東
京
日
日
新
聞
l

五
月
三
日
の
公
告
に

は
「
五
月
七
日
浅
草
南
元
町
梅
若
六
郎
宅
別
会
日
数
能
催
」
と

(39) 

あ
り
、
場
所
は
勧
進
能
を
行
っ
て
い
た
梅
若
宅
の
ま
ま
で
あ
っ
た
よ

う
だ
。
席
料
に
つ
い
て
は
広
告
に
も
「
梅
若
実
日
記
』
に
も
記
載
さ

れ
て
い
な
い
が
、
「
惣
而
昨
年
五
月
催
候
振
合
也
」
と
あ
る
か
ら
に

は
華
族
用
に
席
が
分
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
席
と
比
べ
て
そ
の

料
金
は
高
額
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
明
治
九
年
の
日
数
能
の
初
日
は
雨

天
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
多
く
の
見
物
人
が
お
り
、
惣
集
金
は
七

十
四
円
で
あ
っ
た
と
『
梅
若
実
日
記
」
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
一
昨

年
前
の
勧
進
能
が
十
日
間
で
約
二
百
三
円
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば

一
日
当
た
り
の
集
金
と
し
て
は
勧
進
能
を
大
き
く
超
え
て
お
り
、
勧

進
能
か
ら
追
善
能
と
同
様
の
形
式
の
日
数
能
へ
の
改
革
は
ひ
と
ま
ず
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の
成
功
を
収
め
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
勧
進
能
か
ら
日
数
能
へ
と
名
称
を
変
更
し
た
の
は
な
ぜ

だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
日
数
能
と
は
複
数
日
に
渡
っ
て
能
楽
を
上
演

す
る
こ
と
で
あ
り
、
勧
進
能
も
日
数
能
の
一
種
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で

の
勧
進
能
の
よ
う
に
連
続
し
た
日
で
上
演
で
は
な
い
た
め
、
勧
進
能

の
名
を
用
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
可
能
性
の
―
つ
で
あ
ろ
う
。
あ

る
い
は
追
善
能
で
十
分
な
貯
蓄
が
で
き
た
た
め
に
、
勧
進
能
の
目
的

で
あ
る
生
計
を
立
て
る
と
い
う
目
的
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
古
川
久
氏
に
よ
れ
ば
日
数

能
と
は
宗
家
に
の
み
許
さ
れ
た
勧
進
能
を
宗
家
以
外
の
人
間
が
行
う

-41) 

際
に
用
い
た
名
称
で
あ
る
と
い
う
。
筆
者
は
そ
の
事
実
を
確
認
す
る

こ
と
が
未
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
古
川
氏
の
言
が
正
し
い
と
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
明
治
八
年
に
は
観
世
宗
家
清
孝
が
帰
京
し
て
お
り
、
宗

家
の
み
が
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
勧
進
能
の
名
を
用
い
る
こ
と
に

は
問
題
が
あ
っ
た
と
も
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
名
称
の
変
化
に

つ
い
て
は
本
論
と
は
直
接
の
関
係
を
持
た
な
い
た
め
、
以
降
の
研
究

に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
形
式
で
の
梅
若
の
日
数
能
は
『
梅
若
実
日
記
』
を
確
認
す
る

限
り
明
治
二
十
三
年
ま
で
続
い
た
。
そ
の
間
梅
若
実
が
新
た
な
料
金

体
系
に
変
更
し
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。
様
々
な
事
情
に
よ
り
開
催

さ
れ
な
い
年
（
明
治
二
十
、
二
十
一
年
）
も
あ
り
毎
年
開
催
日
も
違
う

が
、
お
お
む
ね
開
催
月
は
三
月
か
ら
六
月
の
間
（
明
治
十
年
の
み
例
外

的
に
十
月
の
開
催
と
な
っ
て
い
る
）
で
あ
っ
た
。
明
治
二
十
四
年
は
都
合

(42) 

に
よ
り
日
数
能
を
一
日
の
別
会
に
し
て
お
り
、
そ
の
翌
年
か
ら
は
日

数
能
を
催
し
た
記
録
は
筆
者
に
は
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
日
数
能

が
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
年
の
内
明
治
二
十
年
は
梅
若
の
先
祖
で
あ
る

梅
津
兵
庫
頭
橘
友
時
の
千
年
祭
を
開
催
し
て
い
る
。
明
治
八
年
に
追

善
能
を
行
っ
た
代
わ
り
に
勧
進
能
を
催
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
こ
の
千
年
祭
が
例
年
の
日
数
能
の
代
わ
り
と
な
っ
た
の
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
梅
若
の
日
数
能
は
明
治
初
期
の
混
乱
期
を
乗
り
越

え
た
後
も
催
さ
れ
て
お
り
、
追
善
能
の
後
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば

む
し
ろ
梅
若
家
と
し
て
は
安
定
期
に
入
っ
た
後
に
こ
そ
そ
の
形
式
の

完
成
を
果
た
し
た
と
も
い
え
る
。

梅
若
実
の
舞
台
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
勧
進
能
、
追
善
能
、
日
数
能

を
経
て
発
展
し
た
能
楽
に
お
け
る
席
料
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
一
人

ご
と
の
料
金
体
系
は
梅
若
の
み
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
金
剛
唯
一

は
飯
倉
町
に
能
舞
台
を
建
設
し
た
明
治
六
年
の
六
月
に
は
一
人
当
た

り
二
十
五
銭
、
下
等
は
十
二
銭
五
厘
の
値
段
設
定
を
取
り
入
れ
た
こ

と
が
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
梅
若

実
の
勧
進
能
の
成
功
を
見
た
金
剛
唯
一
が
同
様
の
方
法
を
取
り
入
れ

た
の
だ
ろ
う
。
未
だ
定
期
的
に
東
京
で
能
楽
を
上
演
し
て
い
た
の
は

七
、
芝
能
楽
堂
に
受
け
継
が
れ
る
料
金
シ
ス
テ
ム
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金
剛
唯
一
と
梅
若
実
と
い
う
状
態
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
両
名
が
一

人
当
た
り
の
席
料
の
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い
た
こ
と
で
能
楽
界
に

こ
の
新
し
い
方
式
が
根
付
い
た
の
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
明
治
時
代
に

な
る
ま
で
自
身
で
能
楽
の
入
場
券
を
購
入
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
一

般
庶
民
に
と
っ
て
は
能
楽
を
観
に
行
き
は
じ
め
た
当
初
か
ら
こ
の
シ

ス
テ
ム
に
触
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

梅
若
実
や
金
剛
唯
一
が
か
ろ
う
じ
て
能
楽
を
存
続
さ
せ
て
い
る
な

か
、
能
楽
は
岩
倉
使
節
団
と
し
て
欧
米
を
視
察
し
た
岩
倉
具
視
を
筆

頭
と
す
る
華
族
た
ち
に
よ
っ
て
外
国
貴
賓
を
饗
応
す
る
芸
能
と
し
て

能
楽
を
扱
う
た
め
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
十
二
年

（
一
八
七
九
）
に
は
能
楽
愛
好
家
で
あ
っ
た
英
照
皇
太
后
の
御
所
で
あ

る
青
山
御
所
に
能
舞
台
を
建
設
し
、
英
照
皇
太
后
に
よ
る
後
援
を
得

た
。
そ
し
て
明
治
十
四
年
に
は
そ
の
華
族
を
中
心
と
し
た
能
楽
保
護

組
織
で
あ
る
能
楽
社
が
結
成
さ
れ
、
芝
公
園
内
の
高
級
料
亭
「
紅
葉

館
」
に
隣
接
す
る
形
で
初
の
能
楽
専
門
劇
場
で
あ
る
能
楽
堂
（
以
下
、

芝
能
楽
堂
）
が
建
設
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
能
楽
の
復
興
は
大
き

く
前
進
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
芝
能
楽
堂
の
入
場
券
の
シ
ス
テ
ム
を
確
認
し
て
み

よ
う
。
催
主
に
よ
っ
て
そ
の
金
額
設
定
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
入

場
券
を
そ
も
そ
も
発
行
し
な
い
上
演
も
数
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
新
聞
広
告
に
チ
ケ
ッ
ト
代
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
催
し
に
限
っ
て
確

(45) 

認
し
て
み
る
と
、
明
治
十
四
年
六
月
二
十
六

H
の
金
剛
の
会
、
同
年

(46) 

十
一
月
十
三
日
の
芝
能
楽
堂
の
会
を
は
じ
め
と
し
て
明
治
十
五
年
十

(47) 

一
月
三
日
ま
で
は
席
料
は
一
人
当
た
り
の
形
式
で
上
等
金
三
十
五

銭
、
中
等
二
十
五
銭
の
催
し
が
大
半
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
金

額
は
追
善
能
の
下
等
を
除
い
た
上
等
三
十
七
銭
、
中
等
二
十
七
銭
の

料
金
設
定
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
後
明
治
十
五
年
十
一
月
二
十

六
日
の
芝
能
楽
堂
の
会
か
ら
は
一
畳
金
一
円
、
一
人
限
金
二
十
五
銭

(48) 

の
値
段
設
定
が
採
用
さ
れ
始
め
、
明
治
十
六
年
十
二
月
十
六
日
の
宝

(49) 

生
九
郎
の
演
能
で
は
上
等
間
金
一
円
五
十
銭
、
中
等
一
間
金
一
円
、

上
一
人
限
金
三
十
五
銭
、
中
一
人
限
金
二
十
五
銭
と
い
う
二
つ
を
組

み
合
わ
せ
た
値
段
設
定
が
採
用
さ
れ
る
場
合
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
催
主
の
流
派
を
問
わ
ず
以
上
の
値
段
設
定
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
お
お
よ
そ
こ
の
値
段
設
定
が
標
準
で
あ
っ
た
と
み
て
よ

い
。
チ
ケ
ッ
ト
販
売
場
所
は
当
初
、
紅
葉
館
下
の
事
務
所
で
あ
っ
た

が
す
ぐ
に
能
楽
堂
前
の
翁
家
と
い
う
料
理
店
で
販
売
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
紅
葉
館
の
会
員
遊
覧
の
催
し
で
あ
っ
て
も

(50) 

余
っ
た
席
は
販
売
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
芝
能
楽
堂
に
お

け
る
席
料
の
形
式
が
梅
若
実
由
来
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不

明
で
あ
る
。
芝
能
楽
堂
が
元
を
た
ど
れ
ば
岩
倉
使
節
団
が
欧
米
で
オ

ペ
ラ
に
よ
る
歓
待
を
受
け
た
こ
と
か
ら
建
設
さ
れ
た
建
物
で
あ
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
そ
の
料
金
体
系
は
欧
米
の
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
の
も
の

を
参
考
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
岩
倉
具
視
ら
が
梅
若
実

を
重
用
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
追
善
能
に
岩
倉
が
観
能
に
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以
上
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
明
治
五
年
の
梅
若
実
の
勧
進
能
で

設
定
さ
れ
た
等
級
分
け
の
席
料
の
シ
ス
テ
ム
は
江
戸
で
行
わ
れ
た
江

ま
と
め

訪
れ
て
い
た
り
、
梅
若
実
が
岩
倉
邸
に
お
け
る
行
啓
能
を
一
任
さ
れ

た
り
と
い
っ
た
岩
倉
具
視
と
の
関
係
を
考
え
れ
ば
梅
若
実
の
活
動
が

能
楽
保
護
時
に
大
い
に
参
考
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
既
に
梅
若
実
に
よ
っ
て
庶
民
ま
で
訪
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た

料
金
シ
ス
テ
ム
が
試
さ
れ
一
定
の
成
功
を
収
め
て
い
た
以
上
、
能
楽

社
が
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
判
断
し
、
他

の
能
楽
師
た
ち
も
そ
れ
に
同
意
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
追
善
能
の
金
額

設
定
に
近
い
料
金
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
由
来
は
ど
こ
で
あ
れ
、
座
席
を
等
級
で
分
け
る
芝
能

楽
堂
の
方
式
は
明
治
五
年
に
梅
若
実
が
勧
進
能
を
始
め
て
以
来
行
っ

て
き
た
方
法
で
あ
る
。
明
治
十
四
年
の
芝
能
楽
堂
建
設
ま
で
の
期
間

に
梅
若
実
が
そ
の
料
金
形
式
を
採
用
し
続
け
て
い
た
こ
と
で
そ
の
形

式
が
一
般
庶
民
に
も
浸
透
し
て
い
た
た
め
に
、
芝
能
楽
堂
の
料
金
シ

ス
テ
ム
が
問
題
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
梅
若
実

が
自
身
の
宅
能
を
「
是
が
此
能
楽
で
見
物
人
か
ら
金
を
貰
ふ
と
云
ふ

始
ま
り
」
と
述
べ
た
の
も
、
自
身
が
こ
の
料
金
体
系
の
地
盤
を
固
め

た
と
い
う
自
負
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

戸
時
代
最
後
の
勧
進
能
で
あ
る
弘
化
勧
進
能
の
料
金
設
定
の
影
響
を

強
く
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
料
金
設
定
を
実
行

に
移
し
た
背
景
に
は
明
治
三
年
か
ら
梅
若
の
宅
能
で
始
ま
っ
て
い
た

一
人
当
た
り
一
朱
ず
つ
支
払
う
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
実
行
さ
れ
て
い

た
こ
と
と
、
勧
進
能
の
料
金
設
定
は
歌
舞
伎
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
り
、
庶
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
そ
の
料
金
体
系
が
今
後
一
般

庶
民
へ
と
顧
客
の
拡
大
を
想
定
し
た
で
あ
ろ
う
梅
若
実
に
と
っ
て
有

用
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
梅
若
実
自
身
に
宅
能
で

の
料
金
シ
ス
テ
ム
が
見
物
人
に
能
楽
を
見
せ
て
お
金
を
取
る
始
ま
り

だ
と
い
う
意
識
が
あ
り
、
そ
し
て
梅
若
実
が
芝
居
好
き
で
あ
り
歌
舞

伎
の
席
料
に
つ
い
て
も
知
識
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
芝
居
と
い

う
輿
行
の
料
金
方
式
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
可
能
性
を
高
め
て
い

る
。
そ
し
て
梅
若
実
が
そ
の
料
金
シ
ス
テ
ム
を
追
善
能
で
改
良
し
日

数
能
へ
と
続
け
て
い
た
た
め
に
、
能
楽
の
興
行
に
お
い
て
こ
の
料
金

シ
ス
テ
ム
が
定
着
し
そ
の
後
芝
能
楽
堂
が
建
設
さ
れ
た
際
に
同
様
の

金
額
設
定
を
問
題
な
く
一
般
的
な
も
の
と
し
て
採
用
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
梅
若
実
が
明
治
初
年
よ
り
行
っ
て
き
た
能
楽
上
演

は
、
江
戸
幕
府
が
倒
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
く
滅
亡
へ
と
近
づ
い

た
能
楽
を
保
ち
続
け
た
だ
け
で
な
く
、
能
楽
社
に
よ
る
能
楽
保
護
が

始
ま
っ
た
の
ち
に
あ
っ
て
も
少
な
く
と
も
料
金
体
系
と
い
う
点
に
お

い
て
大
き
な
影
響
を
残
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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(
l
)
能
楽
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
主
に
明
治
以
降

で
あ
る
が
、
本
論
で
は
便
宜
上
、
能
楽
の
名
称
が
用
い
ら
れ
る
以
前
の

時
代
の
も
の
を
指
す
場
合
で
も
能
楽
で
統
一
し
た
。

(
2
)
倉
田
喜
弘
編
著
『
明
治
の
能
楽
(
-
)
』
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
平
成

六
年
(
-
九
九
四
）
。

(
3
)
梅
若
実
翁
談
「
維
新
当
時
の
能
楽
」
「
能
楽
j

能
楽
館
、
明
治
三
五
年
（
一

九
〇
二
）
七
月
。

(
4
)
梅
若
実
『
梅
若
実
日
記
』
第
七
巻
、
八
木
書
店
、
二

0
0
1
―
＿
年
‘
-
―
-
八
頁
。

(
5
)
梅
若
実
「
梅
若
実
日
記
」
第
二
巻
、
八
木
書
店
、
二

0
0
二
年
、
二
五

一頁。

(6)
注
5
に
同
じ
、
三
二
三
頁
。

(
7
)
注
5
に
同
じ
、
三
二
四
頁
。

(
8
)
『
府
志
類
稿
J

明
治
五
年
(
-
八
七
二
）
二
月
。
（
注
2
に
同
じ
、
三
二
頁
）

(9)
『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
五
年
(
-
八
七
二
）
＿
―
-
月
一
四
日
。
（
注
2
に
同
じ
、

三
二
頁
）

(10)
注
5
に
同
じ
、
三
六
一
頁
。

(11)
表
章
・
天
野
文
雄
著
『
岩
波
講
座
能
・
狂
言
I
j
岩
波
書
店
、
一
九
八

七
年
、
一
五
0

|
―
五
四
頁
。

(12)
表
章
「
観
世
流
史
参
究
」
檜
書
店
、
二

0
0
八
年
、
三
四

0
、
三
四
一
頁
。

(13)
筆
者
不
明
「
勧
進
能
見
聞
記
」
「
能
楽
j

第
六
巻
一
号
、
明
治
四
十
一
年
（
一

九
0
八
）
一
月
。

(14)
注
13
に
同
じ
。

王`――
―
-a 

(15)
梅
若
実
「
梅
若
実
日
記
」
第
一
巻
、
八
木
書
店
、
二

0
0
二
年
、
四
八

七
頁
。

(16)
注
15
に
同
じ
。

(17)
注
15
に
同
じ
。

(18)
注
15
に
同
じ
、
ニ
ニ
ー
頁
。

(
1
9
)
佐
藤
か
つ
ら
「
歌
舞
伎
の
幕
末
•
明
治
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
0
1
0
年
。

(20)
関
西
大
学
図
書
館
編
『
勧
進
能
井
狂
言
尽
番
組
』
関
西
大
学
出
版
部
、

平
成
七
年
に
て
確
認
。

(21)
注
3
に
同
じ
。

(22)
注
5
に
同
じ
。
―
―
―
七

0
頁。

(23)
梅
若
実
『
梅
若
実
日
記
』
第
三
巻
、
八
木
書
店
‘
―

1
0
0
二
年
、
二
六
頁
。

(24)
注
23
に
同
じ
、
五
七
頁
。

(25)
注
23
に
同
じ
、
五
八
頁
。

(26)
注
23
に
同
じ
、
九
二
頁
。

(27)
注
23
に
同
じ
、
九
七
頁
。

(28)
注
23
に
同
じ
、
九
六
頁
。

(29)
注

23
に
同
じ
、
九
七
頁
。

(30)
注
23
に
同
じ
、
九
九
頁
。

(
3
1
)
I

あ
け
ぼ
の
」
明
治
八
年
(
-
八
七
五
）
五
月
十
日
。
（
注
2
に
同
じ
、
五
八
頁
）

(32)
注
23
に
同
じ
、
九
九
頁
。

(33)
注
23
に
同
じ
、
九
七
頁
。

(34)
注
23
に
同
じ
、
五
六
頁
。

(35)
注
23
に
同
じ
‘
―
二

0
頁。

(36)
注

5
に
同
じ
、
五
八
頁
。

(37)
注
23
に
同
じ
、
九
九
頁
。
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(38)
注
23
に
同
じ
、
一
四

0
頁。

(39)
「
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
九
年
(
-
八
七
六
）
五
月
三
日
。
（
注
2
に
同
じ
、

六
九
頁
）

(40)
注
23
に
同
じ
、
一
四

0
頁。

(41)
古
川
久
「
明
治
初
年
の
梅
若
舞
台
日
数
能
」
「
明
治
能
楽
史
序
説
』
わ
ん

や
書
店
、
昭
和
四
十
四
年
(
-
九
六
九
）
。

(42)
梅
若
実
『
梅
若
実
日
記
」
第
五
巻
、
八
木
書
店
、
二

0
0三
年
‘
―
二
頁
。

(43)
梅
若
実
「
梅
若
実
日
記
』
第
四
巻
、
八
木
書
店
、
二

0
0
二
年
、
ニ
―

六
頁
。

(44)
古
川
久
「
明
治
初
年
の
金
剛
舞
台
演
能
」
『
明
治
能
楽
史
序
説
』
わ
ん
や

書
店
、
昭
和
四
十
四
年
(
-
九
六
九
）
。

(

4

5

)

[

読
売
新
聞
」
稟
告
、
明
治
十
四
年
(
-
八
八
一
）
六
月
二
十
四
日
。
（
注
2

に
同
じ
、
一
七
九
頁
）

(46)
「
朝
野
新
聞
』
報
告
、
明
治
十
四
年
(
-
八
八
一
）
十
月
二
十
八
日
。
（
注
2

に
同
じ
、
一
八
八
頁
）

(47)
『
東
京
日
日
新
聞
』
報
告
、
明
治
十
五
年
(
-
八
八
二
）
十
月
三
十
一
日
。
（
注

2
に
同
じ
、
ニ
ニ
七
頁
）

(48)
「
郵
便
報
知
』
広
告
、
明
治
十
五
年
(
-
八
八
二
）
十
一
月
二
十
六
日
。
（
注

2
に
同
じ
、
一
三
九
頁
）

(49)
『
読
売
新
聞
』
稟
告
、
明
治
十
六
年
(
-
八
八
三
）
十
二
月
十
三
日
。
（
注
2

に
同
じ
、
平
成
六
年
）

(50)
明
治
十
四
年
(
-
八
八
一
）
十
月
二
十
八
日
の
「
朝
野
新
聞
j

の
報
告
で
「
紅

葉
山
能
舞
台
に
於
て
紅
葉
館
会
員
御
遊
院
の
能
楽
御
催
有
之
余
席
切

符
散
店
に
於
て
売
捌
当
日
能
楽
堂
御
案
内
可
致
此
段
広
告
仕
候
也

能
楽
堂
前
御
料
理
翁
家
」
と
あ
る
。
（
注
2
に
同
じ
、
一
八
八
頁
）

そ
の
後
「
明
治
の
能
楽
j

で
切
符
販
売
所
が
確
認
で
き
る
期
間
は
長
く

な
い
が
、
明
治
二
十
一
(
-
八
八
八
）
年
に
芝
能
楽
堂
で
催
さ
れ
た
観
世

の
先
祖
祭
に
至
る
ま
で
翁
家
で
切
符
が
販
売
さ
れ
て
い
る
。
（
注
2
に
同
じ
、

四
四
九
頁
）
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