


ね
た
三
面
大
骨
で
,
而
か
も
八
十
四
歳
の
高
齢
を
保
っ
た
と
S
ふ
の
だ
か
ら
'
随
分
珍
し
S

幸
運
兄
だ
と
云
つ

て
も
S
～
｡
と
こ
ろ
が
此
人
も
竹
本
座
二
代
の
座
主
竹
田
近
江
の
ヤ
う
に
､
晩
年
は
殊
に
表
替
を
事
と
し
た
上

ガ

に
天
災
に
見
舞
は
れ
て
､
や
は
り
同
じ
や
う
夜
終
末
を
つ
げ
て
ゐ
る
か
ら
不
思
議
で
あ
る
｡
前
段
の
こ
と
は
省

健の錬少棚 始浪竹丑 くとして'豊竹廃退韓昔時の状

況をすこし述べて麿かう｡その前にこの座も竹本座
の歯性紫のヤうに､賓暦七年十二月r敵国祭値信長

証しを出して三年避しの大昔りを取り､をかをかの全盛ぶりを見せてゐたことを記憶して置いて貰ひたS｡それが僅か数年後の賓暦十l年二月と'十三年一月の両度､類焼に遇って芝居は全焼､居宅も土蔵まで焼いて失ふとSふ惨源たる光景である.如何に

富
有
を
生
活
も
こ
れ
で

は
瑚
か
ま
ゐ
ら
ざ
る
を
祷
ぬ
､
銀
七
百
貫
目
の
損
害
だ
と
S
ふ
の
だ
か
ら
可
な
り

大
き

S
｡
日
々
の
蘇
り
を
極

め
た
生
活
の
上
へ
こ
の
火
災
だ
か
ら
､
さ
し
も
の
若
太
夫
こ
と
越
前
少
縁
家
も
飴
静
傾

い
た
に
違
ひ
を
い
･
さ

う
し
て
此
珊
ひ
の
三
年
日
明
和
元
年
九
月
十
三
日
､
八
十
凶
巌
を
も
っ
て
他
界
し
た
｡
以



後
'
直
に
道
頓
堀
嵐
の
芝
居
を
買
収
し
て
'
豊
竹
座
を
新
築
L
t
次
第
に
全
盛
を
極
め
た
此
人
が
'
賓
暦
の
火

災
が
原
因
で
遂
に
家
も
命
も
滅
ぼ
し
た
の
で
'
火
事
で
成
功
し
て
火
事
で
亡
く
な
つ
た
と
い
ふ
不
思
議
な
因
縁

で
あ
る
｡
お
ま
け
に
と
の
家
の
跡
目
を
襲
S
だ
枠
の
豊
竹
甚
六
､
こ
れ
が
名
の
通
り
惣
領
の
甚
六
で
､
財
政
の

整
理
を
す
る
ど
こ
ろ
か
'
蛮
術
な
ど
の
こ

と
は
微
塵
も
念
薮
に
か
け
る
心
が
け
は
杏
-
て
'
道
撃

二
味
に
日
を

送
り
'
殊
に
茶
道
に
耽
溺
し
三
百
両
も
す
る
高
債
を
茶
碗
を
他
人
に
見
せ
て
誇
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
を
人
物

だ
っ
た
か
ら
'
父
の
死
後
程
な
く
家
財
は
人
手
に
渡
り
'
緯
い
て
さ
し
も
の
豊
竹
座
ま
で
も
明
和
二
年
八
月
三

十
日
を
も
っ
て
閉
鎖
す
る
の
止
む
改
善
悲
運
に
障
っ
て
し
ま
っ
た
｡

賓
に
豊
竹
越
前
少
珠
の
最
後
に
ま
つ
は
る
'

一
つ
の
因
果
請
が
あ
る
｡

-

伊
丹
の
里
の
酒
造
家
に
稽
寺
屋
と
い
ふ
豪
家
が
あ
っ
た
｡
数
奇
を
極
め
た
宏
壮
な
居
宅
は
'
主
人
の
好
み
に

任
せ
て
あ
ら
ゆ
る
資
が
つ
-
さ
れ
て
あ
り
'
殊
に
庭
園
の
布
置
は

一
木

一
石
に
も
心
を
こ

め
て
作
ら
れ
て
あ
つ

た
が
'
さ
て
か
う
怒
る
と
t
を
ん
で
も
珍
ら
し
S
も
の
'
珍
ら
し
S
も
の
へ
と
噂
好
が
馳
っ
て
行
っ
て
'
日
本

に

]
っ
或
は
世
界
に
1
つ
と
い
ふ
や
う
な
珍
品
を
'
見
た
り
闘
い
た
り
す
る
た
び
に
手
に
入
れ
た
い
と
い
ふ
､

塾
の
如
き
金
持
心
理
に
捉
は
れ
て
行
っ
た
も
め
と
見
え
る
｡
と
こ
ろ

へ
た
う
と
う
主
人
の
所
有
慾
を
満
足
せ
L

qcb

あ
る
に
充
分
な
も
の
が
､
こ
～
に

t
つ
手
に
入
っ
て
束
た
｡
そ
れ
は
'
大
和
の
在
原
寺
に
古
く
寺
賓
と
し
て
置



か
れ
て
あ
っ
た
例
の
有
名
を
業
平
の
井
筒
で
あ
る
｡
伊
勢
物
語
に

r
筒
井
筒
い
づ
つ
に
か
け
し
-
-
･･･｣

と
詠

ま
れ
て
ゐ
る
そ
の
由
緒
疎
S
井
筒
が
手
に
入
っ
て
来
た
の
で
あ
る
.
銀
四
枚
で
寺
僧
か
ら
轟
り
受
け
た
の
で
あ

射

る
が
'
こ
れ
を
ら
日
本
は
お
ろ
か
世
界
中
に
も
二
つ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
主
人
は
大
喜
び
に
悦
ん
で
､
こ
れ
を

自
宅
の
庭
園
に
据
ゑ
つ
け
て
人
々
に
誇
っ
て
ゐ
た
｡
と
こ
ろ
が
間
も
を
く
､
此
井
筒
の
集
り
だ
と
い
ふ
の
で
さ

し
も
の
楕
寺
屋
も
瞬
く
間
に
亡
'b
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
後
三
十
年
の
星
薪
が
経
っ
て
'
こ

の
稽
寺
屋

の
屋
敷
跡
の
荘
々
た
る
草
つ
原
に
､
こ

の
恐
ろ
し
い
名
残
り
を
物
語
っ
て
ゐ
る
古
井
簡
が
草
に
産
れ
て
た
ゞ

l

つ
地
り
出
さ
れ
て
あ
っ
た
｡
そ
の
古
井
筒
に
目
を
つ
け
た
の
か
越
前
少
操
で
あ
る
'
さ
う
い
ふ
故
事
爽
歴
あ
る

こ

と
を
知
つ
て
か
知
ら
ず
に
か
'
越
前
少
操
も
や
は
り
稽
寺
屋
の
主
人
の
ヤ
う
夜
金
持
心
理
を
も
っ
て
ゐ
た
上

に
'
浄
瑠
璃
に
練
の
深
い
井
筒
業
平
の
昔
を
侭
ぶ
心
か
ら
も
'
殊
に
茶
道
に
心
酔
し
て
ゐ
る
絶
頂
と
て
'
こ

の

寂
び
の
つ
い
た
古
井
筒
を
'
茶
室

の
庭
に
移
し
て
見
た
く
て
堪
ら
な
か
っ
た
｡
そ
こ

で
後
継
者
の
人
か
ら
二
十

両
と
い
ふ
代
償
で
こ
れ
を
買
ひ
取
っ
て
'
昔
時
三
津
八
幡
宮
の
近
く
に
隠
居
所
を
持
っ
て
ゐ
た
か
ら
､
伊
丹
か

ら
引
き
取
っ
て
'
そ
こ
の
庭
園

へ
据
ゑ
つ
け
た
の
で
あ
る
｡
井
筒
の
蔓
り
は
こ
～
で
も
う

】
度
そ
の
魔
功
を
あ

ら
は
し
て
､
程
な
く
前
記
の
や
う
に
越
前
家
を
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
叩
き
壊
は
し
で
､
赤
い

呪
抄
の
舌
を
出
し
た
t

と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
も
と
よ
り
迷
信
､
取
る
に
足
ら
ぬ
倖
奇
物
語
の

(
つ
で
は
あ
ら
う
が
'
こ

の
俸
説
の
井
筒



が
､
ど
こ
を
ど
う
廻
っ
て
来
た
の
か
'
現
在
で
は
大
阪
第

1
流
の
某
富
豪
の
お
庭
に
､
チ
ャ
ン
と
納
ま
り
か

へ

つ
て
現
存
し
て
ゐ
る
の
は
､
俸
詮
以
上
の
珍
談
で
は
な
い
か
.

こ
の
豊
竹
座
の
座
附
作
者
と
し
て
'
従
来
そ
の
名
を
残
し
た
紀
海
曹
の
略
歴
を
簡
単
に
託
し
て
置
く
｡

榎
並
氏
､
喜
左
衛
門
､
後
に
善
八
と
云
ひ
'
父
は
鯛
崖
善
右
衛
門
と
て
菓
子
商
｡
兄
は
有
名
な
る
狂
歌
師
,
油

煙
粛
貞
柳
｡
尊
八
寛
文
三
年
に
生
れ
後
ち
俳
譜
を
自
室
に
学
び
'
大
和
柿
本
寺
の
倍
と
覆
り
'
或
は
奮
と
な
り
'

/

契
沖
に
従
ひ
囲
畢
和
歌
に
遊
ん
で
後
ち
遂
に
若
太
夫
の
褒
め
に
豊
竹
座
の
作
者
と
在
る
｡
竹
本
座
の
近
松
と
粕

射
し
て
生
涯
を
浄
瑠
璃
の
作
堅
貝
戯
す
る
虞
多
い
｡

F
心
中
涙
の
玉
の
井
J

F
<
古
屋
か
七
歌
祭
文
L

r
抽
崖

か
染
枚
自
校
L

F
心
中
二
つ
腹
背
｣
等
有
名
を
る
作
そ
の
他
多
し
｡
寛
保
二
年
十
月
四
日
殺
す
'
八
十
歳
｡

明
和
二
年
七
月
二
十
五
日
初
日
､
道
頓
堀
東
の
芝
居
､
即
ち
豊
竹
座
で
は
'
豊
竹
慮
律
そ
の
他
の
合
作
で

r
内
助
手
柄
淵
｣
(松
田
和
書
作

r
河
内
固
乳
母
火
｣
の
改
作
物
)
が
豊
竹
鐘
太
夫
､
駒
太
夫
'
麓
太
夫
､
三
味

線
縫
滞
重
次
郎
､
同
賢
治
'
同
名
八
'
人
形
若
竹
伊
三
郎
'
豊
松
藤
五
郎
を
ど
と
S
ふ
顔
腐
れ
で
出
て
ゐ
る
｡

こ

の
狂
言
が
'
名
作
だ
っ
た
わ
け
で
も
夜
く
､
市
中
の
人
気
を
湧
き
立
た
せ
た
わ
け
で
は
を
S
か
ら
殊
さ
ら
此

庭
へ
引
例
す
る
ほ
ど
の
浄
瑠
璃
で
は
だ

い
の
だ
が
'
わ
ざ
と
引
竜
出
し
て
束
た
理
由
は
'
賓
は
こ
の
狂
宮
を
長

瀬

後
と
し
て
｣

名
著
あ
る
道
頓
頻
豊
竹
座
が
退
噂
の
止
む
な
き
に
至
つ
た
と
S
ふ
'
浄
瑠
璃
史
上
の
記
録
に
止
む



ベ
JP
)事
柄
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
.

明
和
元
年
九
月
十
三
日
'
嘩
玉
置
竹
越
前
少
接
死
す
る
と
共
に
'
騰
膏
生
活
に
憂
き
身
を
賓
し
て
ゐ
た
越
前

∫

の
惣
髄
息
子
甚
六
は
'
天
晴
れ
豊
竹
座
を
縫
い
で
行
か
ね
は
な
ら
ぬ
身
で
あ
り
を
が
ら
'
た
う
と
う
経
薯
灘
と

S
ふ
反
射
の
結
果
を
招
S
て
'
空
二
年
八
月
三
十
日
を
名
薫
り
と
し
て
'
哀
れ
や
豊
竹
座
は
人
手
に
渡
っ
て
し

ま
っ
た
｡
元
締
十
五
年
五
月
'
義
太
長
の
門
下
か
ら
腹
出
し
'
西
の
竹
本
座
に
相
封
時
し
て
'
東
に
豊
竹
座
の

櫓
を
掲
げ
'
豊
竹

1
涯
を
高
唱
し
て
､
操
り
芝
居
の
覇
を
群

へ
た
六
十
四
年
の
光
輝
あ
る
歴
史
は
こ
～
に
は
か

を
き
没
落
を
告
げ
た
の
で
あ
っ
た
｡
も
ち
ろ
ん
此
没
落
は
惣
領
甚
六
の
､
英
人
で
無
か
つ
た
の
が
直
接
原
因
で

は
あ
る
が
'
そ
の
後
二
年
四
ケ
月
を
経
た
明
和
四
年
十
二
月
に
は
'
西
の
竹
本
座
も
同
じ
退
軸
の
憂
き
目
に
遭

遇
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
'
操
り
芝
居
の
一
時
磯
に
際
脅
し
て
ゐ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
｡
か
う
S

ふ
次
第
で
'
歌
舞
伎
や
そ
の
他
の
興
行
物
に
若
食
せ
ら
れ
て
ゐ
た
状
態
は
､
こ
の
豊
竹
座
の
跡
が
'
そ
の
十

一

月
に
は
も
う
､
車
用
菊
八
の
歌
舞
伎
芝
居
'
顔
見
世
興
行
と
S
ふ
こ
と
に
襲
っ
て
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
す
ぐ
了
解

が
出
来
る
と
思
ふ
｡

さ
て
そ
の
後
の
豊
竹
座

1
派
の
人
々
は
'
ど
う
い
ふ
行
動
を
と
っ
て
釆
た
か
'
明
治
終
新
に
至
る
ま
で
の
そ

の
動
静
を
窺

っ
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
と
息
ふ
｡

96



玉
城
豊
竹
座
は
見
事
に
崩
壊
し
た
が
'
城
は
崩
れ
て
も
､
操
り
芝
居
そ
の
物
は
さ
う
簡
単
に
滅
亡
は
し
を

S
｡

囲
乱
れ
て
忠
臣
現
は
る
t
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
｡
豊
竹
派
を
永
-
後
世
に
侍

へ
る
褒
め
に
､
こ
の
没
落
の
悲
報

を
聞
き
つ
け
て
'
直
ち
に
駈
け
つ
け
た
豊
竹
派

l
方
の
旗
撃

亮

日
豊
竹
此
太
夫
は
'
急
避
そ
の
善
後
策
を
謀

っ
た
の
で
あ
る
｡
此
太
夫
は
賓
は
か
う
し
た
お
家
の
大
事
が
起
っ
て
ゐ
る
と
tは
知
ら
ず
､
か
ね
て
人
形
遺
ひ
の

若
竹
東
工
郎
と
共
に
'
江
戸
の
旗
興
行
に
出
て
ゐ
て
､
殆
ん
ど
療
耳
に
水
の
状
態
で
'
素
破
こ

そ
と
ば
か
り
蹄

阪
L
で
来
た
の
だ
つ
た
｡
そ
こ
で
取
り
敢

へ
ず
一
派
の
人
々
を
集
め
､
北
堀
江
市
之
側
西
側

へ
新
た
に
芝
居
を

開
け
て
'
座
本
豊
竹
此
母
の
名
に
よ
っ
て
､
明
和
三
年
八
月
に
'
豊
竹
派
複
輿
第

一
次
興
行
の
火
蓋
を
切
っ
た
｡

即
ち
そ
の
陣
容
は

F
虚
子
合
名
月
座
舘
.)
と
超
し
'

新
舞
層
式
三
番
里
､
安
倍
宗
任
松
浦
萱
､
梶
原
源
太
紅
梅
舷
'
双
味
々
八
'
江
戸
土
産
富
貴
英
｡

と
云
ふ
取
合
は
せ
T

豊
竹
此
太
夫
を
座
長
格
に
'
生
駒
太
夫

(後
の
二
代
駒
太
夫
)､
義

太
夫
'
時
太
夫
'
八
重
太

夫
'
三
味
線
鶴
浄
十
次
郎
'
同
名
八
'
豊
揮
伸
助
'
人
形
若
竹
伊
二
面

'
東
工
郎
,
伊
三
郎
,
三
十
郎
･
友
五

郎
そ
の
他
｡

さ
ら
に
そ
の
翌
四
年
正
月
三
日
初
日
で
､
こ
ん
ど
は
座
本
豊
竹
此
書
の
名
で
'
並
木
宗
輔
､
豊
竹
慮
律
等
の

合
作

丁
星
兜
弓
勢
鑑
｣
を
上
演
し
た
｡
こ
～
で
ち
ょ
っ
と
言
ひ
た
S
こ
と
は
'
従
来
此
興
行
を
以
て
豊
竹
派
再
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興
の
第

一
同
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
が
'
私
は
前
記
三
年
八
月
の
弗
行
に
新
海
蓋
を
寿
ぐ

r
垂

二
番
｣
が
出
て

ゐ
る
こ
と
か
ら
見
て
t
S
づ
れ
が
第

7
同
興
行
か
疑
ひ
を
持
っ
て
ゐ
る
｡
或
は
初
め
の
紘
試
み
に
や
つ
て
見
て
'
舶

第
二
同
日
に
初
め
て
凝
織
的
に
名
乗
っ
て
出
た
も
の
か
も
知
れ
を
S
｡
然
か
し
市
之
側
西
側
芝
居
の
新
築
さ
れ

た
の
は
三
年
八
月
の
興
行
で
あ
る
こ
と
は
聞
達
ひ
な
S
o

新
た
を
る
地
盤
と
本
嬢
を
得
た
豊
竹
派
は
着
々
そ
の
経
営
の
歩
み
を
固
め
'
同
明
和
四
年
十
二
月
に
は
た
う

と
う
名
高
い
産
物
を
世
の
中

へ
提
供
し
た
｡
そ
れ
は
即
ち
お
染
久
松
の
芝
居
で
あ
る
'
十
五
日
初
日
'
菅
専
助

作
'
紀
海
曹
の
裸
の
自
校
を
改
作
し
た

r
染
模
様
妹
背
門
松
｣
で
･
お
染
久
松
の
名
作
で
あ
る
｡
櫓
下
此
太
夫

の
資
店
'
時
太
夫
の
抽
店
'
若
竹
伊
三
郎
の
久
作
､
三
十
郎
の
か
染
､
友
五
郎
の
久
松
と
S
ふ
役
割
で
'
素
晴

ら
し
S
人
気
を
揚
げ
た
｡
こ

の
興
行
が
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
成
績
を
揚
げ
た
か
'
そ
れ
は
数
字
に
よ
っ
て
知

る
よ
し
も
覆
い
が
'
こ
の
鼎
行
の
後
'
そ
の
芝
居
小
屋
の
裏
手

へ
'
人
形
や
衣
裳
そ
の
他
の
道
具
類
を
納
め
る

倉
庫
を
建
築
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
か
ら
'
可
な
り
を
興
行
成
績
で
あ
っ
た
に
違
ひ
な
S
｡
さ
う
し
て
'
そ

の
倉
が
'

1
時
に
有
名
に
な
っ
て
'
世
間
の
人
々
か
ら

r
お
染
倉
｣
と
S
ふ
名
著
あ
る
名
を
頂
戴
し
て
､
浄
瑠

璃
数
寄
者
に
は
､
夜
つ
か
し
い
恩
出
の
跡
と
し
て
偲
ば
れ
た
の
だ
か
ら
素
晴
ら
し
S
｡
＼こ
の
倉
は
明
治
年
間
ま

で
残
っ
て
あ
っ
て
'
昔
時
瓦
屋
橋
の
西
語
に
あ
っ
た
抽
屋
の
お
染
倉
と
封
照
さ
れ
'
堀
江
と
島
の
内
に
'

】
封



の
S
か
に
も
大
阪
ら
L
S
浄
瑠
璃
名
所
を
の
こ
し
て
ゐ
允
の
で
あ
る
が
'
今
は
も
う
二
つ
と
も
あ
と
か
た
も
無

く
を
つ
て
ゐ
る
｡
序
で
だ
か
ら
ち
ょ
っ
と
傍
道

へ
そ
れ
る
が
'
･そ
も
そ
も
芝
居
の
大
入
り
大
昔
り
を
就
ふ
l
つ

の
表
徴
と
⊥
て
'
こ
ん
な
風
に
倉
を
建
て
る
と
S
ふ
前
例
が
､
そ
れ
ま
で
も
幾
つ
も
あ
る
ら
し
S
が
'
享
保
十

一
年
四
月
八
日
か
ら
'
翌
十
二
年
閏
正
月
末
日
ま
で
､
二
年
越
し
十

7
ケ
月
間
の
大
入
を
席
け
た
豊
竹
座
の
､

西
津

一
風
'
並
木
宗
輔
'
安
田
蛙
文
等
の

【
北
催
時
頼
記
L
に
も
､
そ
の
大
昔
り
記
念
に
､
芝
居
小
屋
の
隣
地

へ
土
蔵
を
建
て
～
耽
っ
た
'
そ
れ
を

F
北
保
激
し
と
科
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
記
録
に
見
え
て
ゐ
る
.
そ
の
寂

は
後
に
火
災
で
焼
失
し
た
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
が
'
芝
居
道
で
､
由
来
大
入
り
大
富
り
の
時
を
耕
し
て
戴
入
れ

と
稀
へ
､
小
屋
の
前

へ
寂
入
れ
職
を
出
す
こ
と
を
ど
､
そ
の
例
に
よ
る
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡

話
は
ま
た
本
筋
へ
遭
っ
て
､
こ
の
堀
江
市
之
側
の
芝
居
が
次
第
に
豊
竹
渡
の
隆
盛
を
見
る
に
至
っ
た
と
同
時

に
､
作
者
と
し
て
の
菅
尊
助
を
稗
て
'
ど
れ
ほ
ど
後
世
浄
瑠
璃
界
と
歌
舞
伎
界
望
月
戯
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

か
と
い
ふ
こ
と
は
､
次
に
奉
げ
る
と
こ
ろ
の
整
頓
を
見
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
.
現
今
で
も
歌
舞
伎
芝
居
や
文
楽
座

の
浄
瑠
璃
で
お
な
じ
み
の
堅
告
が
､
こ
れ
か
ら
頼
々
と
現
は
れ
て
-
る
｡

明
和
五
年
十
二
月
上
演
､
管
尊
助
作

F
助
六
揚
巷
献
子
埜
止
繭
面
鑑
j
こ
れ
は
大
文
字
崖
の
一
段
で
著
名
な

ガ

も
の
｡
ま
た
安
永
二
年
二
月
に
は
菅
尊
助
､
若
竹
笛
窮
合
作

r
播
州
合
邦
辻
｣
が
始
め
て
上
清
さ
れ
､
合
邦
内



の
場
は
此
太
夫
､
玉
手
御
前
を
豊
松
重
五
郎
､
合
邦
を
同
珊
三
郎
が
勤
め
て
ゐ
る
｡
同
年
四
月
､
同
じ
合
作
で

r
伊
達
娘
椿
緋
魔
手
j
.お
七
の
半
鐘
壕
が
呼
び
物
に
な
る
｡

岡
五
年
十
月
に
は
菅
尊
助
作

F
桂
川
連
理
柵
J
t
同

六
年
三
月

r
伊
賀
越
乗
掛
合
射
し
近
松
東
南
作
､
尚
ま
た
天
明
元
年
六
月
に
は

r
鎌
倉
三
代
記
｣
が
出
る
'
こ

れ
は
作
者
不
許
.
寛
政
元
年
八
月
に
は
菅
尊
助
､
中
村
魚
眼
合
作
で

F
有
職
鎌
倉
山
L
t

同
上ハ
年
十
月
卦
松
や

を
ぎ
松
助
合
作

r
日
本
賢
女
鑑
L
t
享
和
元
年
十
月
近
松
や
な
き
そ
の
他
合
作

r
日
書
丸
稚
楼
｣
が
悉
く
書
卸

で
上
演
さ
れ
て
ゐ
る
.
こ
ん
を
調
子
で
'
勿
論
享
保
や
寛
延
頃
の
各
盛
に
は
及
ぶ
べ
-
も
を
い
が
､
と
も
か
-

達
磨
的
に
復
姓
に
頻
る
狂
言
を
出
し
て
､
浄
瑠
璃
史
に
叉
新
を
る
光
彩
を
鮎
じ
た
こ
と
は
偉
と
す
る
に
足
り
､

後
人
は
以
上
の
有
名
作
に
射
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
て
可
な
り
で
あ
る
｡

菅
尊
助
産
後
だ
ん
だ
ん
不
振
､
ど
う
や
ら
か
う
や
ら
弘
化
の
初
年
ま
で
持
ち
塘
げ
で
来
た
の
で
あ
る
.

と
こ
ろ
が
此
市
之
側
芝
居
の
豊
竹
波
の
外
に
､
明
和
七
年
九
月
の
こ
と
'
轟
に
没
落
し
た
道
頓
城
の
豊
竹
座

の
再
興
が
企
て
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
､
座
本
豊
竹
此
書
の
名
で
､
櫓
下
に
嬰
竹
島
太
夫
､
駒
太
夫
'一

此
太
夫

三
人
の
名
で

r
源
平
鶴
鳥
越
｣
が
出
て
ゐ
る
が
､
翌
八
年
八
月
に
は
､
此
太
夫
は
矢
張
り
分
離
し
て
元
の
市
之

側
の
芝
居

へ
掃
っ
て
引
頼

い
て
興
行
を
し
て
ゐ
る
｡

そ
こ
で
残
っ
た
豊
竹
座
の
連
中
は
､
座
本
豊
竹
和
等
三
､
櫓
下
島
太
夫
､
駒
太
夫
で
'
翠
水
四
年
ま
で
興
行
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を
授
け
た
が
'
約
五
年
間
で
永
蹄
さ
は
せ
ず
､
座
員
は
四
方

へ
離
散
し
て
し
ま
っ
た
が
､
凡
そ
は
市
之
側
の
芝

居

へ
掃
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
此
間
に
､
後
世
に
残
る
狂
言
を
三
つ
上
演
し
て
ゐ
る
.｡
即
ち
明
和

八
年
八
月
､
竹
本
三
郎
兵
衛
他
合
作

『
迎
駕
寵
死
期
茜
染
｣
(島
太
夫
の
釆
弊
町
)'
安
永
元
年
十
二
月
同
作

r
艶
容
女
舞
表
し
'

同
二
年
十

一
月
作
者
未
詳

r
樫
鈴
恨
鮫
斡
L
｡

市
之
側
芝
居
の
位
置
は
時
代
に
よ
り
'
又
再
三
の
火
災
で
其
位
置
が
移
動
L
t
そ
の
稀
呼
も
笹
々
に
怒
っ
て

居
り
'
前
記
西
側
の
芝
居
の
外
に
東
側
芝
居
が
出
来
'
後
に
は
堀
江
芝
居

(文
久
三
年
九
月
)
の
名
の
下
に
市

乏

側
大
露
路
内
に

7
本
と
怒
っ
て
現
は
れ
'
明
治
時
代
の
堀
江
座

盲

松
座
涯
の
前
身
輿
行
場
)
に
移
っ
て
行
つ

た
が
､
主
と
し
て
浄
瑠
璃
の
道
蕩

(歌
舞
伎
も
興
行
は
し
た
が
)
と
し
て
終
始
し
た
こ
と
紘
浄
瑠
璃
史
上
､
道
頓

堀
の
竹
本
､
豊
竹
輔
座
に
次
い
で
特
託
す
可
き
も
の
だ
と
思
ふ
.
尚
は
委
し
い
こ
と
結
郷
土
史

r
南
北
堀
江
蕗
]

演
垂
之
部
に
書
い
た
か
ら
､
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
O

要
す
る
に
義
太
夫
節
創
立
の
殊
勅
者
竹
本
義
太
夫
の
垂
接
的
な
血
脈
を
ひ
い
て
ゐ
た
竹
本
'
畳
竹
雨
座
没

落
後
の
浄
瑠
璃
界
は
､
も
は
や

】
人
の
傑
出
し
た
人
物
が
出
な
-
な
っ
て
混
沌
た
る
状
態
を
つ
ゞ
け
て
ゐ
た
･･･

-
-
天
明
-
-
-
寛
政
-
-
-
文
化
文
政
-
-
-
と
云
つ
た
世
代
の
浄
瑠
璃
界

へ
'

こ
つ
-
こ
つ
り
と
地
面

の
下
か
ら
小
さ
な
東
を
接
げ
出
亨
っ
と
活
動
し
出
し
た
の
が
文
紫
座
で
､
･
こ

の
丸
薬
座
と
云
ふ
新
し
い
操
劇
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巷
が
遂
に
中
央
集
権
を
握
っ
て
し
ま
っ
て
'
完
全
に
弟
二
世
竹
本
座
の
衰
藤
を
具
備
す
る
こ
と
～
な
り
'
そ
れ

が
現
在
に
至
る
わ
け
で
あ
る
｡
以
､下
は
即
ち
文
紫
座
時
代
の
項
に
於
て
述
べ
る
こ
と
＼
す
る
.




