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（
餅
原
）

　「
ほ
う
し
よ
う
」
さ
ん
と
聞
い
て
何
人
の
方
が
、
わ
か
る
で
し
ょ
う
か
。
鳳ほ

う

し
よ
う

つ
ま
り
、
与
謝
野
晶
子
さ
ん
の
結
婚
前
の
名
前
で
す
（
晶
子
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
、
本

名
は
結
婚
後
も
し
よ
う
で
し
た
）。
こ
の
記
念
館
で
は
、
偉
大
な
歌
人
・
評
論
家
・
教

育
者
で
あ
っ
た
与
謝
野
晶
子
の
業
績
だ
け
で
は
な
く
、
商
家
の
娘
で
「
し
よ
う
い
と

は
ん
」（
い
と
は
ん
・
上
方
で
の
女
の
子
へ
の
愛
称
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
代
の
晶
子

の
こ
と
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
記
念
館
に
入
り
詩
歌
の
森
を
抜
け
て
、
鏡
台
を
探
し
て
く
だ
さ
い
。
晶
子
が
使
っ

て
い
た
実
物
資
料
で
す
。
鏡
に
あ
な
た
の
お
顔
を
映
し
て
、
そ
の
ま
ま
、
足
の
向
き

を
九
〇
度
左
へ
回
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
こ
に
見
え
る
の
が
、
現
在
の
宿
院
の
大
阪
信

用
金
庫
の
北
あ
た
り
か
ら
、
大
道
筋
を
は
さ
ん
で
向
か
い
側
に
あ
っ
た
晶
子
の
生
家

で
あ
る
駿
河
屋
の
姿
で
す
。
路
上
の
ガ
ス
灯
も
二
階
の
時
計
も
店
先
も
き
ち
ん
と
み

え
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
ま
ま
、
駿
河
屋
に
向
か
い
ま
し
ょ
う
。
夏
な
ら
ば
、

涼
し
げ
な
白
の
れ
ん
が
、
そ
れ
以
外
の
季
節
な
ら
ば
、
落
ち
着
い
た
色
の
の
れ
ん
が
、

店
先
に
飾
っ
て
あ
り
ま
す
。
堺
の
町
で
生
ま
れ
育
っ
た
お
年
寄
り
に
聞
い
た
と
こ

ろ
、
駿
河
屋
と
い
う
と
、
羊
羹
等
に
使
う
小
豆
を
蒸
す
湯
気
が
、
外
ま
で
絶
え
ず
吹

き
出
し
て
き
て
い
た
の
が
、
と
て
も
印
象
的
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
記
念
館
で
は
、

さ
す
が
に
湯
気
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
ま
ま
入
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
駿
河
屋
の
帳
場
に
は
結
界
が
設
け
ら
れ
、
帳
場
机
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
に
は
、

算
盤
と
一
冊
の
和
本
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
本
は
晶
子
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
取
り
組

ん
だ
源
氏
物
語
で
す
。
読
書
家
の
お
父
さ
ん
の
本
棚
か
ら
持
ち
出
し
ま
し
た
。
現
代

な
ら
ば
、
菓
子
店
の
レ
ジ
の
パ
ソ
コ
ン
の
横
で
、
接
客
の
合
間
に
、
学
ん
で
い
る
店

員
さ
ん
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。
ご
進
講
を
受
け
る
華
族
の
娘
で
も
な
く
、

家
庭
教
師
が
付
い
た
富
豪
の
娘
で
も
な
い
彼
女
は
、
自
分
の
家
の
帳
場
机
で
商
い
の

仕
事
を
す
る
合
間
に
、
千
年
前
の
女
性
作
家
の
古
典
を
読
ん
で
、
そ
の
感
性
を
育
ん

だ
の
で
す
。

　
晶
子
を
生
ん
だ
商
い
の
町
堺
。
展
示
場
を
出
た
あ
と
は
、
晶
子
の
歌
碑
を
探
し
な

が
ら
町
を
歩
く
こ
と
で
、
堺
で
生
ま
れ
育
っ
た
晶
子
の
娘
時
代
、
そ
し
て
当
時
の
堺

の
町
に
つ
い
て
も
想
い
を
馳
せ
て
み
ま
せ
ん
か
。�

（
矢
内
）
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も
っ
と
楽
し
む
与
謝
野
晶
子
記
念
館
の
展
示

武
野
紹
鷗
の
時
代
ま
で
、
茶
室
は
北
向
き
に
構
え
る
の
を
原
則
と

し
て
い
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
明
る
過
ぎ
れ
ば
道
具
が「
早
々

（
麁そ

そ
う相

）」、
粗
末
に
見
え
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
東
・
西
・
南

の
向
き
で
は
陽
の
刻
々
の
移
ろ
い
が
室
内
に
反
映
す
る
た
め
に
向
き
が

吟
味
さ
れ
、
道
具
を
真
に
見
せ
る
よ
う
、
明
る
す
ぎ
ず
、
明
か
り
の
変

化
の
少
な
い
北
向
き
に
茶
室
を
構
え
る
の
だ
と
い
う
。

　
し
か
し
そ
れ
ら
自
体
に
は
蓋が

い
ぜ
ん
せ
い

然
性
は
薄
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
理
由

に
も
ま
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
侘
茶
の
原
点
と
す
る
書
院
で
の
囲
炉

裏
の
茶
が
、
主
と
し
て
会
所
の
裏
手
に
あ
た
る
北
向
き
の
、
私
的
な
生

活
領
域
に
根
付
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

初
期
の
茶
室
が
北
向
き
を
原
則
と
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
成
立
事
情
を

継
承
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
侘
茶
が
本
来
は
褻け

の
性
格
を
有
し
、

当
時
の
茶
の
湯
が
い
ま
だ
褻
の
領
域
性
を
脱
皮
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。

　
茶
室
は
北
向
き
に
構
え
る
原
則
が
あ
っ
た
時
代
に
、
孤
高
に
も
全
く

正
反
対
の
南
向
き
に
茶
室
を
構
え
た
の
が
千
利
休
で
あ
る
。
そ
れ
は
様

態
的
に
は
紹
鴎
の
四
畳
半
を
写
し
な
が
ら
も
、
茶
室
を
南
向
き
に
す
る

こ
と
に
よ
り
、
侘
茶
を
晴は

れ

の
領
域
に
位
置
付
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
が
や
が
て
、
侘
茶
が
茶
の
湯
の
本
流
と
な
り
、
非
日

常
の
世
界
を
造
り
上
げ
て
い
く
た
め
の
条
件
で
も
あ
っ
た
し
、
江
戸
期

初
頭
の
徳
川
秀
忠
・
家
光
の
式
正
御
成
に
「
数
寄
屋
御
成
」
が
慣
例
化

す
る
前
提
で
も
あ
っ
た
。

  

そ
し
て
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
か
ら
十
一
年
春
に
か
け
て
、
そ
れ

ま
で
の
唐
物
持
ち
が
も
つ
四
畳
半
に
加
え
て
、
利
休
が
豊
臣
秀
吉
の
山

崎
城
内
に
営
ん
だ
茶
室
が
、
国
宝
妙
喜
庵
待
庵
の
前
身
で
あ
る
、
極
小

で
粗
野
な
素
材
で
造
ら
れ
た
、
二
畳
隅
炉
の
極
侘
び
の
茶
室
で
あ
っ
た
。

（
6
頁
に
つ
づ
く
）

利
休
の
作
意 
中
村 

利
則

編集後記

利晶の杜
だより学
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展示報告新
万
葉
集
刊
行
80
年
記
念

〈
万
葉
集
の
人ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

間
主
義
│
不
安
な
未
来
へ
の
希
望
を
求
め
て
│
〉 平
成
29
年
10
月
27
日（
金
）～
12
月
10
日（
日
）

　
平
成
29
年
は
、『
新
万
葉

集
』
が
刊
行
さ
れ
て
ち
ょ
う

ど
80
年
の
年
で
し
た
。『
新

万
葉
集
』
と
は
、
明
治
・
大

正
・
昭
和
に
詠
ま
れ
た
短
歌

を
、
著
名
な
歌
人
た
ち
が
選

歌
・
自
選
し
２
万
６
千
首
あ

ま
り
を
収
録
し
た
近
代
の
『
万
葉
集
』
で
す
。
佐
佐
木
信

綱
、
北
原
白
秋
、
斉
藤
茂
吉
な
ど
当
時
を
代
表
す
る
10
名

の
歌
人
が
審
査
員
（
選
者
）
と
な
り
、
そ
の
う
ち
女
性
は

与
謝
野
晶
子
の
み
で
し
た
。

　
本
展
で
は
、
与
謝
野
晶
子
を
は
じ
め
、『
万
葉
集
』
に

感
銘
と
影
響
を
受
け
た
歌
人
た
ち
が
選
歌
し
た
『
新
万
葉

集
』
の
歌
を
通
し
て
、
時
代
を
超
え
て
も
変
わ
ら
な
い
そ

の
思
い
を
知
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
最
初
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
晶
子
を
は
じ
め
と
す

る
近
代
歌
人
た
ち
が
影
響
を
受
け
た
『
万
葉
集
』
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
奈
良
県
立
万
葉
文
化
館
よ
り
、

江
戸
時
代
の
版
本
や
、
ド
イ
ツ
語
訳
の
縮
緬
本
、
万
葉
か

る
た
な
ど
視
覚
的
に
も
美
し
い
貴
重
な
資
料
を
お
借
り
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
特
に
か
る
た
は
人
気
で
、
復
刻

版
を
出
し
て
ほ
し
い
、
長
い
時
間
観
て
い
て
も
飽
き
な
い
、

万
葉
集
の
歌
が
よ
く
わ
か
る
、
と
い
っ
た
感
想
が
多
く
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。
親
子
で
楽
し
み
な
が
ら
観
て
い
る
姿
も

あ
り
ま
し
た
。

　
次
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
『
新
万
葉
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
時

代
背
景
を
年
譜
パ
ネ
ル
と
と
も
に
紹
介
し
ま
し
た
。
当
館

で
は
『
新
万
葉
集
』
を
所
蔵
し
て
い
な
い
た
め
、
全
11
巻

を
市
立
中
央
図
書
館
よ
り
お
借
り
し
ま
し
た
。
刊
行
時
は
、

日
中
戦
争
が
勃
発
す
る
な
ど
太
平
洋
戦
争
に
向
か
い
始
め

る
時
期
で
あ
り
、
思
想
統
制
の
強
化
か
ら
出
版
物
へ
の
検

閲
も
始
ま
る
頃
で
し
た
。『
万
葉
集
』
の
「
ま
す
ら
お
ぶ

り
」
の
歌
が
国
家
の
政
治
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
利

用
さ
れ
る
中
、『
新
万
葉
集
』
の
刊
行
も
そ
の
一
つ
の
事

業
と
位
置
付
け
ら
れ
、
短
歌
史
や
晶
子
研
究
に
お
い
て
も

ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
た
め
、
本
展
で
初
め
て
『
新
万
葉
集
』
を
知
っ
た
方
が

多
く
「
読
ん
で
み
た
い
」
や
「
書
名
は
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
が
こ
ん
な
歌
集
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」と
、『
新
万
葉
集
』

の
存
在
を
知
っ
て
い
た
だ
く
機
会
に
も
な
り
ま
し
た
。

　『
新
万
葉
集
』
の
歌
に
は
、『
万
葉
集
』
と
同
様
に
人
間

や
自
然
へ
の
愛
に
溢
れ
た
歌
が
多
く
、

現
代
、
そ
し
て
未
来
に
も
通
じ
る
人

間
本
来
の
普
遍
的
な
思
い
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

本
展
の
テ
ー
マ
で
あ
る
そ
の
思
い
を

紹
介
す
る
た
め
、『
万
葉
集
』
の
歌

と
『
新
万
葉
集
』
の
歌
を
テ
ー
マ
ご

と
に
分
け
て
パ
ネ
ル
で
対
比
さ
せ
ま

し
た
。
ま
た
、
来
館
者
の
方
に
短
歌

を
作
っ
て
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
を
設

け
て
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
最
後
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
晶
子
を

含
む
10
人
の
選
者
一
人
一
人
を
、
パ

ネ
ル
と
著
書
な
ど
で
紹
介
し
ま
し
た
。
中
で
も
、
与
謝

野
夫
妻
と
斎
藤
茂
吉
の
連
名
の
書
簡
は
、
初
公
開
資
料
で
、

結
社
を
超
え
た
３
人
の
交
流
と
『
万
葉
集
』
へ
の
思
い
を

感
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
選
者
た
ち
の
関
係
館

に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
肖
像
写
真
入
り
の
パ
ネ
ル
を
製
作

し
、
各
館
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
て
紹
介
し
ま
し
た
。

ま
た
、『
新
万
葉
集
』の
装
幀
を
手
掛
け
た
横
山
大
観
画「
不

二
霊
峰
」
を
小
林
美
術
館
（
高
石
市
）
よ
り
借
用
し
展
示

い
た
し
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
『
新
万
葉
集
』
が
一
流
の

芸
術
家
た
ち
に
よ
っ
て
手
が
け
ら
れ
た
こ
と
を
感
じ
て
い

た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。

　
無
料
配
布
の
解
説
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
非
常
に
好
評
で
、

会
期
の
終
盤
に
は
在
庫
切
れ
と
な
り
ま
し
た
。

　
本
展
で
は
、『
新
万
葉
集
』
全
巻
と
晶
子
の
自
筆
原
稿

や
歌
幅
・
色
紙
を
は
じ
め
、
斉
藤
茂
吉
の
愛
蔵
書
の
『
万

葉
集
』
注
釈
書
な
ど
約
50
点
を
展
示
し
ま
し
た
。
特
に
、

改
造
社
の
社
長
山
本
實
彦
の
出
身
地
で
あ
る
「
薩
摩
川
内

ま
ご
こ
ろ
文
学
館
」よ
り
晶
子
の『
新

万
葉
集
』
自
筆
原
稿
を
お
借
り
す
る

こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
非
常
に
よ

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
晶
子
の
自
筆

原
稿
に
は
推
敲
の
跡
が
見
ら
れ
、
削

除
さ
れ
た
歌
も
書
か
れ
て
お
り
、
そ

の
選
歌
の
過
程
を
み
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
晶
子
が
心
血
を
注
ぎ
、
未
来

の
人
た
ち
に
遺
し
た
い
と
い
う
想
い

が
伝
わ
る
貴
重
な
資
料
に
足
を
止
め

て
ご
覧
に
な
る
方
が
多
く
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。�

（
森
下
）

企画展
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◉
与
謝
野
晶
子
倶
楽
部
よ
り

雑
誌
『
冬
柏
』
や
書
籍
『
歌
の
作
り
や
う
』

な
ど
2
5
8
点
。

▼
与
謝
野
晶
子
・
寛
が
中
心
と
な
っ
て
刊

行
し
た
雑
誌
『
冬
柏
』
が
2
5
2
冊
。
特
に
、

創
刊
年
の
合
本
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
や
、

晶
子
没
後
の
昭
和
17
年
以
降
の
も
の
は
希

少
価
値
が
高
い
た
め
、
貴
重
な
資
料
で
す
。

ま
た
、
書
籍
類
で
は
、
晶
子
の
歌
論
書
『
歌

の
作
り
や
う
』
が
特
に
装
幀
も
美
し
い
の

で
、
展
示
資
料
と
し
て
も
活
用
い
た
し
ま
す
。

さ
か
い
利
晶
の
杜
（
与
謝
野
晶
子
記
念
館
）

の
開
館
を
機
に
寄
贈
を
申
し
出
ら
れ
ま
し

た
。

◉
宮
風
武
司
氏
よ
り

駿
河
屋
商
品
ラ
ベ
ル
や
与
謝
野
晶
子
・
寛
の

著
書
や
雑
誌
、
研
究
書
な
ど
60
点
。

▼
晶
子
の
生
家
、
駿
河
屋
の
商
品
ラ
ベ
ル

は
、
入
手
困
難
で
希
少
価
値
が
非
常
に
高

い
資
料
で
す
。
ま
た
、
第
二
次
『
明
星
』

や
晶
子
の
著
書
は
、
美
し
い
装
幀
で
状
態

も
よ
い
た
め
、
展
示
資
料
と
し
て
も
活
用

い
た
し
ま
す
。

ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
宮
風
武
司
氏
は
堺
生

ま
れ
の
堺
育
ち
で
呉
服
商
を
営
ん
で
お
ら

れ
ま
し
た
。
与
謝
野
晶
子
を
敬
愛
し
そ
の

資
料
を
長
年
収
集
さ
れ
、
さ
か
い
利
晶
の

杜
（
与
謝
野
晶
子
記
念
館
）
の
開
館
を
機

に
寄
贈
を
申
し
出
ら
れ
ま
し
た
。�

（
森
下
）

平成29（2017）年度

新収蔵品紹介

雑誌『冬柏』（昭和５年～昭和21年、冬柏発行所刊）
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死
し
た
天
正
十
年
、
そ
の
後
継
を
目
指
し
た
秀
吉
は
天
王

山
中
腹
に
山
崎
城
を
築
き
始
め
、
こ
の
地
を
天
下
の
都
城

と
す
べ
く
計
画
も
さ
れ
た
。
し
か
し
翌
十
一
年
夏
、
秀
吉

の
大
坂
へ
の
転
進
に
よ
っ
て
、
そ
の
計
画
も
半
ば
で
頓
挫

し
て
、
廃
城
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
妙
喜
庵
は
、
も
と
連
歌
師
山
崎
宗
鑑
が
大

山
崎
の
竹
林
中
に
営
ん
だ
草
庵
（
対
月
庵
）
を
、
明
応

（
一
四
九
二
～
一
五
〇
一
）
頃
に
春
嶽
士
芳
が
譲
り
受
け
、

創
建
さ
れ
た
東
福
寺
門
末
の
禅
刹
で
あ
る
。
南
に
高
く
石

垣
を
築
い
た
台
地
に
は
、
文
明
（
一
四
六
九
～
八
七
）
頃

の
造
立
と
伝
え
ら
れ
る
方
丈
書
院
（
重
要
文
化
財
）
を
中

核
と
し
て
、
東
に
鞘
の
間
を
挟
ん
で
八
畳
座
敷
（
旧
明
月

堂
写
し
）
が
あ
り
、北
方
背
後
に
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）

に
建
て
ら
れ
た
庫
裏
が
接
続
し
て
い
る
。
そ
し
て
茶
室
待

庵
は
、
も
と
は
方
丈
書
院
の
中
門
廊
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
鞘
の
間
の
南
端
に
、
南
面
し
て
構
え
ら
れ
て
い
る
。

　
杮
葺
切
妻
造
り
の
屋
根
を
架
け
、
妻
入
前
面
に
は
庇
を

付
け
下
ろ
し
て
、
南
側
に
深
い
土
庇
を
形
成
す
る
。
茶
室

内
部
は
客
畳
一
帖
と
手
前
畳
一
帖
だ
け
の
、
合
わ
せ
て
二

畳
と
い
う
極
小
の
空
間
で
あ
る
。
そ
し
て
手
前
座
の
左
手

に
太
鼓
貼
り
の
二
枚
襖
を
隔
て
て
勝
手
（
現
在
は
「
次
の

間
」と
称
す
る
）一
帖
、そ
の
北
に
取
り
合
い（
現
在
は「
勝

手
」
と
称
す
る
）
一
帖
が
付
随
し
、全
体
は
ほ
ぼ
一
丈
（
十

尺
）
四
方
の
、
す
な
わ
ち
方
丈
で
も
あ
る
。
南
向
き
に
開

く
、
幅
、
高
さ
と
も
、
の
ち
の
定
め
か
ら
は
二
回
り
ほ
ど

大
き
い
躙
口
を
入
っ
た
正
面
に
床
を
構
え
る
の
も
、
器
物

賞
翫
を
第
一
義
と
し
た
利
休
の
茶
の
湯
を
物
語
っ
て
い
る
。

間
口
幅
四
・
〇
六
尺
、
入
隅
の
柱
を
隠
し
て
土
壁
を
塗
り

廻
し
、
床
天
井
も
高
さ
五
・
三
一
尺
と
、
異
常
に
低
く
抑

え
て
土
壁
を
塗
り
上
げ
た
、
い
わ
ゆ
る
室
床
で
あ
り
、
そ

し
て
粗
野
な
丸
太
材
や
面
皮
材
、
床
框
の
三
つ
の
切
節
や

長
苆
の
乱
れ
飛
ぶ
荒
壁
の
表
情
と
と
も
に
、
そ
の
力
強
く

緊
張
し
た
空
間
は
極
侘
び
に
徹
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
草

庵
茶
室
の
姿
が
大
成
さ
れ
て
い
て
、
待
庵
は
そ
の
原
点
と

も
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
こ
の
待
庵
に
は
、
天
正
十
年
か
ら
十
一
年
と
い
う
時
代

の
特
性
と
、
草
庵
小
座
敷
の
先
駆
と
し
て
の
古
態
が
、
確

か
に
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
あ
の
大
き
な
躙
口
、

ま
た
左
右
の
床
柱
に
と
も
に
打
た
れ
た
花
掛
釘
や
、
下
端

に
わ
ず
か
な
が
ら
面
皮
を
残
し
た
床
の
落
掛
、
そ
し
て
障

子
に
使
わ
れ
た
竹
骨
の
組
子
、
あ
る
い
は
壁
の
下
地
と
し

て
木
舞
竹
で
は
な
く
葭
が
使
わ
れ
、
え
つ
り
竹
を
貫
状
に

用
い
て
い
る
仕
様
な
ど
。
そ
の
壁
に
穿
ち
明
け
ら
れ
た
窓

は
、
そ
れ
こ
そ
下
地
窓
と
い
う
字
義
通
り
の
も
の
で
、
他

に
類
例
を
み
ず
、
手
法
と
技
術
的
な
古
態
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
左
勝
手
に
し
て
、
上
座
床
の
構
え
は
武
野
紹

鷗
時
代
か
ら
の
常
道
に
倣
い
な
が
ら
も
、
炉
を
手
前
畳
の

左
隅
、
向
炉
隅
切
（
隅
炉
）
に
切
る
と
い
う
斬
新
な
構
成

で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ま
で
が
手
前
畳
の
横
手
に
炉
を
出

し
て
切
る
、
出
炉
の
四
畳
半
切
や
平
三
畳
敷
で
の
上
切
し

か
例
が
な
く
、
入
炉
の
隅
炉
は
ど
こ
か
台
子
の
風
炉
・
釜

を
ユ
カ
下
に
埋
め
込
ん
だ
よ
う
で
、
厳
格
さ
を
秘
め
な
が

ら
も
、
亭
主
の
身
体
は
や
や
外
向
き
に
な
り
、
客
に
対
し

て
密
や
か
に
手
前
す
る
、
茶
立
所
の
雰
囲
気
さ
え
漂
わ
せ

て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
待
庵
の
建
立
に
つ
い
て
は
、
不
明
な
点

が
数
多
い
。
た
だ
江
戸
時
代
の
地
誌
や
茶
書
の
多
く
は
、

利
休
が
秀
吉
の
命
に
よ
り
妙
喜
庵
に
創
建
し
た
と
記
し
て

い
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
堀
口
捨
己
は
、
待
庵
と
方
丈
書

院
鞘
の
間
と
の
接
合
の
不
具
合
さ
な
ど
か
ら
、
利
休
が
妙

喜
庵
に
創
建
し
た
と
す
る
伝
承
は
そ
の
ま
ま
信
じ
ら
れ

ず
、
利
休
作
は
揺
る
が
な
い
も
の
と
考
え
な
が
ら
も
、
元

か
ら
妙
喜
庵
に
建
て
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
、
と
論
じ
ら

れ
た
。
そ
し
て
待
庵
が
創
建

さ
れ
た
時
期
と
場
所
に
つ
い

て
は
、
利
休
と
秀
吉
と
の
関

わ
り
を
認
め
、
秀
吉
が
山
崎

城
を
営
ん
だ
時
、
秀
吉
に
随

伴
し
て
大
山
崎
に
屋
敷
を
構

え
た
利
休
が
、
そ
の
屋
敷
内

に
好
ん
だ
茶
室
が
待
庵
で
あ

る
と
す
る
。
た
だ
翌
十
一
年

の
大
坂
転
進
に
伴
う
山
崎
城

廃
城
後
は
、「
宝
積
寺
絵
図
」

に
描
か
れ
た
利
休
屋
敷
も
撤

収
さ
れ
、
茶
室
待
庵
は
そ
の
近
所
の
、
利
休
と
も
親
交
の

あ
っ
た
功
叔
和
尚
の
妙
喜
庵
に
再
興
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、

と
す
る
仮
説
を
立
て
ら
れ
、
そ
れ
が
伝
承
以
上
に
説
得
力

を
持
っ
て
学
説
的
に
踏
襲
さ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
江
戸
期
以
来
の
諸
書
に
お
け
る
待
庵

の
、
秀
吉
と
の
伝
承
に
加
え
、
そ
の
創
建
に
関
わ
る
利
休

書
状
を
読
み
解
い
て
い
く
と
、
そ
の
仮
説
に
も
疑
問
が
生

じ
、
待
庵
は
秀
吉
の
要
請
に
よ
り
、
折
か
ら
築
造
が
進
め

ら
れ
て
い
た
山
崎
城
に
お
い
て
、
利
休
が
造
立
し
た
と
考

え
る
ほ
う
が
蓋
然
性
を
も
っ
て
き
た
。『
山
上
宗
二
記
』

に
掲
出
さ
れ
た
「
関
白
様
御
座
敷
」
二
畳
も
、
そ
れ
ま
で

は
大
坂
城
山
里
の
二
畳
に
比
定
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
内

容
か
ら
、
こ
れ
こ
そ
山
崎
城
で
の
創
建
待
庵
を
記
す
も
の

で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
天
正

十
一
年
三
月
に
は
竣
工
し
て
い
た
も
の
の
、
秀
吉
の
大
坂

転
進
に
と
も
な
い
、
創
建
待
庵
は
席
披
き
も
さ
れ
る
こ
と

な
く
取
り
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
惜
し

ん
だ
秀
吉
は
改
め
て
大
坂
城
で
利
休
に
命
じ
て
造
っ
た
の

が
、
山
里
の
二
畳
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
取
り
壊
さ
れ
た
創
建
待
庵
は
、
天
正
末
年
頃
、
お
そ
ら

く
は
利
休
も
秀
吉
も
亡
く
な
っ
た
慶
長
三
年（
一
五
九
八
）

過
ぎ
に
、
利
休
と
も
、
秀
吉
と
も
親
交
の
あ
っ
た
妙
喜
庵

の
功
叔
和
尚
が
そ
の
遺
材
を
譲
り
請
け
、
自
坊
に
再
興
し

た
の
が
現
在
遺
る
国
宝
待
庵
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
待
庵

に
見
ら
れ
る
間
口
四
尺
の
床
や
、
前
面
の
土
庇
な
ど
、
時

代
が
下
る
と
考
え
ら
れ
る
要
素
は
、
時
代
風
へ
の
変
容
で

も
あ
っ
た
。

（
な
か
む
ら
と
し
の
り
／
京
都
造
形
芸
術
大
学
　
歴
史
遺

産
学
部
教
授
）
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国宝・妙喜庵待庵　撮影：田畑みなお

関白様御座敷　二帖敷図
『山上宗二記』所載　齋田記念館蔵

　
妙
喜
庵
の
あ
る
大
山
崎
は
、
京
都
と
大
阪
の
府
境
、
天

王
山
山
麓
に
あ
る
。
古
く
は
嵯
峨
天
皇
の
河
陽
離
宮
が
営

ま
れ
て
い
て
、
そ
の
後
に
は
故
地
に
山
城
国
府
が
置
か
れ

た
と
き
も
あ
り
、
平
安
京
か
ら
、
あ
る
い
は
平
安
京
へ
と

出
入
り
す
る
要
の
地
と
な
っ
て
い
た
。
か
つ
て
は
播
磨
大

路
、
あ
る
い
は
唐
街
道
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
西
国
街
道
が

通
り
抜
け
、
大
山
崎
は
水
陸
両
路
の
交
通
の
要
衝
と
し
て

活
況
を
呈
し
た
町
で
あ
っ
た
。
織
田
信
長
が
本
能
寺
に
横


