
ヲ
ト

ロ

良
は
産
業
都
市
と
し
て
の
性
格
を
失
い
、
観
光
の
町

へ
と
し
だ
い
に
そ
の
姿
を
変
え
て
い
き
、
明
治
初
年
に
は

「近
年
晒
大

三
哀
へ
筆

ス
ギ

チ
ガ

メ
イ
シ
ヨ

タ
ノ

墨

モ
従

前

ト
霄

壌

ス
(筆
者
注
、
天
と
地

の
開
き
が
あ
る

)…

…

…

唯

恃

ム
所

ハ
春

日

大

仏

ノ
諸

勝

ニ
テ

市
中

之

ニ
ョ
リ

テ
挙

火

(講
鰭
駐
℃
姓
)
モ

ノ
幾

何

ナ

ル
ヲ

[

練鹿 ・油煙墨 ・法論味噌

(『大日本名産図会』)

知
ラ
ス
L
(脇
湖
噺
欄
躙
臣
悌
叶
号
)と
い
わ
れ
る
に
い
た
る
。

文

化

十
年

(天
三
)
の

『
大
日
本
名
産
図
会
』

に
奈
良
人
形

・
井
伝
坊
菓
子

・
練
鹿

・
な
ら
茶
め
し
、

奈
良
漬
が
あ
ら
わ
れ
、
さ
き
に
掲
げ
た
四
半
世
紀
後

の

「大
和

国

細

見

図
」

に
、
奈
良
人
形

・
練
鹿

・
鹿
角
細
工
の
ほ
か
、
火
打
焼

・
蕨
餅
な
ど
の
い
わ
ゆ

み
や
げ

る
土
産
物
が
登
場
し
て
く
る
の
は
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

ろ
う
。
産
業
の
町
か

ら
観
光
の
町

ヘ
ー

1
そ
の
転
換

の
画
期
は
、
大
仏
殿

の
再
興
が
成

っ
て
落
慶
法

会
の
営
ま
れ
る
十
八
世
紀

の
初
頭
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
節

奈

良

晒

第二章 奈良町の産業

か
た
び
ら

奈
良
晒
は
、
近
世
奈
良
を
中
心
に
織
出
さ
れ
た
麻
織
物

の
こ
と
で
あ
る
。

「帷
子
、
三
都
士
民
と
も
に
式
正
に
は

お
な
ん

ど

奈
良
晒
麻
布
の
定
紋
付
を
用
ふ
」
と
い
わ
れ
(
『近
世
風
俗
志
』

第
十
三
篇
)、
「東
武
御
公
用
御
納
戸
晒
布
」

は
じ
め

「諸
大
名
様

か
み
し

も

か

み
し
も

方
御
旗
本
様
方
御
上
下
地
御
帷
子
地
御
幕
地
」
に
用
い
ら
れ
た
と
あ
る
よ
う
に
(細
朗
獗
醐
燻
敵
齲
)、

武
士
や

富
裕
な
町
人
の
裃
な
ど
の
礼

服
用
な
い
し
帷
子
の
衣
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

つ
む

奈
良
晒
は

『
和
漢
三
才
図
会
』
に

「
按
ズ
ル
ニ
曝
布
、

和
州
奈
良

ヨ
リ
出
ル
、

布
之
上
品
也
、
羽
州
最
上
ノ
商
麻

(苧
麻
)
ヲ
緝
キ

つ
き

テ
布

ト
為

ス
、

細

緻

ナ

ル

コ
ト
絹

ノ
如

シ
、

之

ヲ
煮

テ
舂

晒

ス

コ
ト
数

回
、

潔

白

雪

ノ
如

シ
」

(原
漢
文
)
と

あ

り
、

『
万
金

産

業

袋

』

麻

の

最

上

奈

良

晒
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に

「
奈
良
晒
、
麻
の
最
上
と
い
ふ
は
南
都
也
、
近
国
余
郷
汐
も
、
そ
の
品
数

々
出

れ
ど
も
、
染
て
色
よ
く
、
著
て
身
に
纒
ず
、
汗
を
は
じ
く
、
依

て
知
不
知

の
人
も
か

た
び
ら
と
だ
に
い
へ
ば
、
奈
良

々
々
と
い
ふ
、
尤
そ
の
筈
至
極
の
事
也
、
上
麻
の

吉
水
を
ゑ
ら
み
紡
績
し
て
、
由
緒
あ
る
旧
都
の
水
に
、
数
千

べ
ん
さ
ら
し
あ
げ
た

る
名
品
な
れ
ば
と
覚
ゆ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
最
上
の
麻
織
物
と
し
て
そ
の
名
声
を

ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
た
。
事
実
、
十
七
世
紀
中
葉
か
ら
十
八
紀
に
か
け
て
の
最

盛
期

に
は
、
毎
年
三
〇
万
疋
か
ら
四
〇
万
疋

(
一
疋
は
二
反
)
の
生
産
を
あ
げ
、
麻

織
物
業
界
に
君
臨
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
近
世
の
前
半
、
絹
織
物
に
お
い

て
西
陣
織
が
誇

っ
て
い
た
独
占
的
地
位
を
、
麻
織
物
の
分
野

で
ほ
し
い
ま
ま
に
し

て
い
た
の
が
奈
良
晒
だ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
早
く
か
ら
江
戸
や
京
都
で
な
じ
み
の

(御
代
)

品
だ

っ
た
よ
う
で
、
延
宝
八
年

(芙
八〇)
の

『江
戸
弁
慶
』

に

「
呼
声
や
み
よ
に

ひ
か
れ
て
な
ら
ざ
ら
し
」
の
句
が
み
え
、
元
禄
十
五
年

(宅
○二)
の
『
花
見
車
』
に

「
お
め
く

と
平
安
城
を
な
ら
ざ
ら
し
」
の
句
が
あ
る
。

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
奈
良
晒
は

「
南
都
随

一
」
の
産
業
と
し
て
、
産
業
都
市
奈
良
を
支
え
た
も
の
で
あ

っ
た
。
奈

良

の

町

は

か

ご

「当
町
中
十

の
物
九

つ
は
布

一
色
に
て
渡
世
仕
り
候
、

(他
の
商
売
の
者
も
)
妻
子
は
布
か
せ
ぎ
致
し
、

下
々
の
駕
篭
か
き
日
用
取
り
申

す
者
共

の
女
に
は
、
布
お
ら
せ
或
は
苧
う
み
渡
世
仕
り
候
事
」
と
か

「
江
戸
酒
屋
な
ら
で
は
布
二
而
渡
世
仕
ら
ず

と
申
者
は
壱
人
も
御

座
無
く
候
」
(「楊
麻
止
名
勝
志

玉
井
家
文
書
」)と
い
わ
れ
る
よ
う
な
景
況
を
呈
し
て
い
た
。

問
屋
の
多
か

っ
た
東
城
戸

の
あ
た
り
で
、

両
側
の
店

の
手
代

は

か
り

数
十
人
が
、
布
の
目
方
を
は
か
る
秤
の
玉
を
な
ら
し
て
通
行
の
娘
を
か
ら
か
う
の
で
、
娘
た
ち
は
東
城
戸

の
道
を
通
ら
な
か

っ
た
と
い
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う

よ

う

な

伝

え

か

ら

も
、

そ

の
活

況

ぶ

り
が

う

か
が

え

る
。

あ
お
そ

こ
と

わ

る

ま

で

も

な

く
、

奈

良

晒

の
原

料

は
青

苧

で
あ

る
。

麻

の
粗

皮

を
水

に
さ

ら

し
、

か
げ

干

し

J

,_.)
た

も

の

で
あ

る
。
青

苧

か

あ
お
お

お

ら
糸
を
と
る
こ
と
を
苧
う
み
と
い
う
。
三
日
ほ
ど
水
に
つ
け
た
青
苧
を
指
先
で
細
か
く
さ
き
、
そ
の
末
端
を
二
股

に
し
て
唾
液

で
し
め

よ
り

し
な
が
ら
か
た
く
ひ
ね

っ
て
つ
な
ぎ
、
苧
桶
に
た
ぐ
り
込
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
捲
車
に
か
け
て
縷
を
か
け
、
か
せ
棒
に
巻
き
と

っ
て

か
せ

よ
こ
い
と

ぬ
き

は
た

き
び
ら

束
ね
た
の
が
紬

(綛
)
で
あ
る

(緯
糸
に
用
い
る
も
の
を
績
と
い
う
)
。

機
を
使

っ
て
織
り
あ
げ
た
布
を
、
生
布
な
い
し
生
平
と
い
う
が
、

淡

い
亜
麻
色
を
帯
び
て
い
る
。
こ
れ
に
晒
加
工
し
て
真
白
に
晒
し
あ
げ
る
と
晒

(晒
布
)
と
な
る
。

奈
良
晒
は
、

こ
の
晒
加
工
に
工
夫

が
あ

っ
て
名
品
の
誉
れ
が
高
か

っ
た
わ
け
だ
が
、
あ
と
で
ふ
れ
る
よ
う
に
晒
屋
は
、
般
若
寺
と
疋
田
に
あ

っ
た
。
般
若
寺
で
は
、
佐
保

川

の
水
で
洗

っ
て
佐
保
山
に
乾
し
た
。

「
日
を
経
る
に
及
び
潔
白
、
佐
保
山
白
雪
の
如
し
」
(原
漢
文
、
「楊

麻
止
名
勝
志
」
)と
あ
り
、
「奈
良
坂
や
涼
し
さ

し

る
し
晒
時
」
と
い
う
よ
う
な
句
が
残
さ
れ
て
い
る
。
幕
末
の
こ
と
に
な
る
が
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
詩
も
詠
ま
れ
て
い
る

(一纛
鯔
酳
莨

)。

今
古
名
高
寧
楽
布

衆
人
競
衣
歩
炎
陽

請
看
般
若
寺
辺
北

恰
似
漫
々
雪
後
岡

奈
良
晒
は
、
近
世
奈
良
町
の
風
物
詩
で
も
あ

っ
た
。

、

そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
史
料
を
欠
い
て
い
る
の
で
十
分
こ
れ
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

『
奈
良
曝
布
古
今
俚
諺

奈
良
晒
の
成
立

集
』
は
、
鎌
倉
時
代
の
は
じ
め
、
南
都
寺
院
の
僧
尼
の
麻
衣
や
布
袈
裟
用
に
、
法
華
寺
の
尼
衆
や
西
大
寺
の
民
家

の
婦
人
が
、
青
苧
を

つ
む
い
で
織
り
出
し
て
か
ら
ひ
ろ
ま

っ
た
と
い
う
説
を
か
か
げ
て
い
る
。
中
世
、
南
都
の
寺
社
の
需

要

に
応

じ

て
、
婦
女
子
の
副
業
と
し
て
麻
織
の
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

応
永
十
四
年

(一囚
〇七)
奈
良
南
市
に
布

座
が
あ

っ
た
と
い
い
、

『
多
聞
院
日
記
』
に
は
、

天
文
十
八
年

(一五究
)
五
月
二
日
の

「
白
帷
布
来
了
、

マ
ヲ

一
把
半
百
六
十
五
文
、

(文
力
)

七
十
文
ヲ
リ
チ
ン
、
卅
文
サ
ラ
シ
チ
ン
、
合
二
百
六
十
八
文
入
了
、
三
尺
ホ
ト
余
リ
了
」
と
い
う
記
載
を
は
じ
め
に
、
二
、
三
類
似
の
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記
事
を
散
見
す
る
。
お
そ
ら
く
室
町
時
代

に
は
、
寺
社

の
注
文

に
よ
る
ギ
ル
ド
的
生
産
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
お
げ
る
奈

良
晒
の
興
隆
を
準
備
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

奈
良
晒
が
世
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
あ
る
い
は
松
永
久
秀
の
滅
亡
後
と
も
豊
臣
秀
長
の
郡
山
在
城
時
代
と
も
い
い
、

あ

る
い
は
ま
た
天
正
年
間
徳
川
家
康

に
従

っ
て
戦
功
の
あ

っ
た
清
須
美
源
四
郎
な
る
も
の
が
奈
良
で
晒
を
は
じ
め
、
晒
法
の
改
良
に
成

功

し
て
か
ら
だ
と
も
い
わ
れ
る
か
ら
、
十
六
世
紀
末
葉
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

『
俚
諺
集
』
が

「
と
か
く
当
代
流
布

の
曝
布

は
、
慶
長
寛
永
年
中
よ
り
織
屋
商
売
人
さ
か
ん
に
な
り
し
な
り
」
と
書
き
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
商
品
生
産
と
し

て
奈
良
晒
業
が
そ
の

基
礎
を
固
め
る
の
は
、

十
七
世
紀
に
入

っ
て
ま
も
な
く
の
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

慶
長
十
六
年

(一亠ハニ
)
家
康
の
上
意

に
よ

っ
て
朱
印
の
与

え
ら
れ
た
こ
と
が
そ
の
指
標
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
こ
ろ
す
で
に
般
若
寺
村
(現
奈
良
市

般
若
寺
町
)と
疋
田
村
驫
畩
眼
市
)
に
晒
屋
仲
間

の
成
立
を

み
て
い
た
の
で
あ
る
。

晒
屋
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
早
く

『
多
聞
院
日
記
』
天
正
十
九
年

(一五空
)
五
月
二
十
七

日
の
条
に

「甚
四
郎

般
若
寺
サ
ラ
シ
ヤ
へ
聟
入
了
」
と
い
う
記
事
が
み
え
る
が
、
そ
れ
が
特
殊
な
技
術
を
必
要
と
し
た
た
め
に
、
専
門

の
業
者
の
出
現
と
仲

間

の
結
成
を
早
め
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

つ
い
で
寛
永
十
四
年

(ニ
ハ三七)
の

『
南
都
曝
御
改
帳
』
(蛹
翻
家
)
に
よ
れ
ば
、

三
六
〇
人
の
晒

晒朱 印(「布方一巻覚帳」

奈良教育大蔵)

商
人
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は

「
晒
布
を
仕
入
れ
申

し
候
て
他
所

へ
売
出
す
」
と
こ
ろ
の
問
屋
的
商
人
で
あ

っ
た
。

し
た
が

っ
て
、
そ
の
背
後
に
、
多
数
の
直
接

生
産
者
が
予
想
さ

れ
る
わ
け
で
、
寛
永
の
こ
ろ
に
は
も
う
盛

ん
に
製
織
さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
奈
良
晒
業
の
成
立
と
そ
の
後

の
発
展
を
う
な
が
し

た
要
因
と
し
て
、
お
よ
そ
二

つ
の
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
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一
つ
は
、
慶
長
十
六
年

(一1(11)
七
月
、

家
康

の

「
上
意
」
に
よ
っ
て
、
大
久
保
石
見
守
長
安
が
、

奈
良
の
具
足
師
岩
井
与
左
衛
門
に

書
状
を
与
え
、
奈
良
晒
の
尺
幅
検
査
の
う
え
、
布

の
端

に

「南
都
改
」
と
い
う
朱
印
を
押
す
こ
と
を
命
じ
、
朱
印

の
な
い
晒
の
売
買
を

禁
じ
た
こ
と
で
あ

っ
た

(与
左
衛
門
の
江
戸
移
住
に
と
も
な
い
、慶
長
十
八
年
以
降
朱
印
は
晒
屋
仲
間
の
責
任
に
お
い
て
押
す
こ
と
に
な
る
)。

家
康

の
お
声
が
か
り
で
朱
印
が
与
え
ら
れ
、
幕
府
の
御
用
品
と
し
て
の
栄
誉
を
う
け
た
こ
と
は
、
奈
良
晒
の
名
声
を
全
国
的
に
し
、
そ
の
需

要

の
拡
大
と
晒
業
の
発
展
を
う
な
が
す
う
え
で
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
奈
良
晒
が
こ
の

よ
う
な
幕
府
の
保
護
統
制

に
よ

っ
て
発
展
の
第

一
歩
を
ふ
み
出
し
た
こ
と
は
、
奈
良
晒
に
寄
生
的
な
性
格
を
植
え

つ
け
る
こ
と
に
な

っ

た
。
そ
の
後
、
業
者
は
朱
印
を
受
け
た
こ
と
を
最
大
の

「冥
加
」
と
考
え
、
事
あ
る
ご
と
に
幕
府
の
権
威
に
よ
り
す
が
ろ
う
と
す
る
こ

と

に
な
る
の
で
あ
る
。

十
七
世
紀
に
な

っ
て
、
奈
良
晒
が
隆
盛

に
お
も
む
い
た
第
二
の
事
情
と
し
て
、
封
建
社
会
の
安
定
に
と
も
な
う
武
士
な
い
し
富
裕
な

町
人
の
衣
服
欲
の
増
大
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『慶
長
見
聞
集
』
に
、
富
裕
な
町
人
は
も
と
よ
り

「
大
名
は
申

す
に
及
ば
ず
小
名
迄

も
、
今
日
諸
侍
華
美
を
事
と
し
…
・.・形
相
を
つ
く
ろ
ひ
、
領
納
す
る
知
行
は
皆
衣
裳
に
か

へ
尽
せ
り
」
と
述
べ
る
よ
う
な
有
様
と
な

っ

た

の
で
あ
る
。
奈
良
晒
は
、

こ
れ
ら
封
建
貴
族
の
奢
侈
的
需
要
に
応
ず
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
農
村
市
場
が
ま

だ
十
分
な
展
開
を
み
せ
て
は
い
ず
、
国
民
大
衆
の
衣
料
が
、
麻
か
ら
木
綿
な
い
し
絹
紬
に
移
り
つ
つ
あ

っ
た
段
階

に
お
い
て
、
商
品
生

産

と
し
て
の
奈
良
晒
は
、

い
き
お
い
都
市
市
場
を
対
象
と
す
る
奢
侈
的
商
品
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。

十
七
世
紀

の
は
じ
め
、
ほ
ぼ
そ
の
基
礎
を
固
め
た
奈
良
晒
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
事
情
に
加

え
、

寛

永

以

奈
良
晒
の
発
展

降
、
武
士
の
式
服
と
し
て
五
月
の
節
句
に
は
必
ず
帷
子
を
着

て
登
城
す
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
も

一
つ
の
理
由
に

な

っ
て
(熟
絲
餓
蒻
怖
轍
蟻
蜩
)、
十
七
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
、
急
速

に
そ
の
販
路
を
拡
大
し
て
繁
栄
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
明
暦
三
年

(宍
五七)
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こ
れ
ま
で
の
晒
布
の
尺
幅
検
査
に
加
え
て
、
晒
さ
れ
る
前
の
生
布
に
つ
い
て
も
検

は
ん
は

査

を
行
な
う
こ
と
に
な
り
、
橋
本
町
に
判
場
を
設
け
、
奈
良
町
惣
年
寄
が
生
布
の

お
り
ど

め

尺
幅
を
あ
ら
た
め
、
布
の
織
初
め
に

「
極
」
、
織
留
に

「
奈
良
町
惣
年
寄
」

の
黒

印

を
押
し
、黒
印
の
な
い
生
布
は

一
切

こ
れ
を
晒
し
て
は
な
ら
な
い
、と
い
う
こ
と

に
決
ま
っ
た
(
「布
方
一巻
覚
帳
」
奈

良
教
育
大
学
図
書
館
蔵
)。

こ
れ
は
粗
製
乱
造
の
弊
を
改
め
る
意
図
に
出
た

も

の
と
い
わ
れ
る
が
、
生
産
の
増
大
と
そ
れ
に
伴
う
統
制
の
強
化
を
意
味
す
る
も

の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

翌
万
治
元
年

(一六五
八)
に
は
、

三
二
万

一
六
〇
〇
疋

(
一
疋
は
二
反
)
と
い
う
生
産
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
享
保
期

(一七

ニ
ハ～
三五)
に
い
た
る
ま
で
、
三
〇
万
疋
な
い
し
四
〇
万
疋
の
年
産
を
示
し
、

奈

良

晒

の
最
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
西
鶴
が

「何
国
に
て
も
富
貴
人
こ
そ
羨

し
け
れ
。
商
売

の
晒
布
は
、
年
中
京
都
の
呉
服
屋
に
懸
け
売
り
て
、
代
銀
は
毎
年

わ
れ
さ

き

た

い
ま

っ

大
暮
に
取
り
集
め
て
、
京
を
大
晦
日
の
夜
半
か
ら
我
前
に
仕
舞
ひ
次
第
に
、
松
明

麓
し
連
れ
て
南
都
に
入
込
む
。
晒
布
の
銀
何
千
貫
目
と
い
ふ
も
限
も
な
し
」

醸
離

生布黒 印

(「布方一巻覚帳」

奈良教育大蔵)

晒たけはば定

(「布方一巻覚帳」奈良教育大蔵)

 

髀
』
)
と
書
い
た
よ
う
な
盛
況
を
呈
す
る
に
い
た

っ
た

の

で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
貞
享
三
年

(宍
八六)
の

「
楊
麻
止
名
勝
志
」

(玉
井
家

文
書

)
に

「
晒
の
儀
は
奈
良
町
中

残
ら
ず
商
売
に
仕
り
渡
世

送
り
申
候
、
織
出
し
申
候
儀
は
当
町
中
に
か
ぎ

ら
ず
、

大

和

104



第二章 奈良町の産業

在
々
山
城
伊
賀
迄
も
織
出
し
申
候
L
と
あ
る
よ
う
に
、
奈
良
晒
の

繁
栄
は
、
当
然
生
産
地
域
の
農
村

へ
の
拡
大
を
伴

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
け
だ
し
、
農
民
手
工
業
を
包
括
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、

と
う
て
い
増
大
す
る
需
要
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
生
産
が
都
市
の
商
人
を
通
じ
て
取

引
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
生
産
地
域
の
農
村

へ
の
拡
大
は
、
都
市
の
商

人
に
と

っ
て
も
む
し
ろ
望
ま
し
い
も
の
で
あ

っ
た
。
農
村
に
お
け

る
低
賃
金
を
理
由
に
、
奈
良
晒
の
生
産
も
し
だ
い
に
農
村
工
業
を

奈良晒布生産高表29

321600疋

286676〃

405045〃

356096〃

401866〃

352382〃

341047〃
....

353937〃

230893〃

188964〃

155806〃

142412〃

115620〃

68040〃

52150〃

45000〃

32200〃

萬 治 元年(1658)

寛 文8年(1668)

延 宝5年(1677)

元 祿 元年(1688)

〃7年(1694)

〃11年(1698)

宝 水5年(1708)

正 徳3年(1713)

享 保2年(1717)

元 文 元年(1736)

延 享 元年(1744)

宝 暦3年(1753)

〃12年(1762)

天 保13年(1842)

嘉 永4年(1851)

明 治 元年(1868)

〃10年(1877)

〃15年(1882)

基
礎
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
で
に
慶
安

(
ニハ四八
～
埀
)
の
こ
ろ
か
ら
、

南
山
城
木
津
村
に

晒
屋
が
現
れ
て
き
て
い
た
が
、
貞
享
三
年
に
は
布
問
屋
の
出
現
に
脅
威
を
感
じ
た
奈
良
の
業
者
が
、
木
津

の
晒
屋

と
問
屋
の
禁
止
方
を

幕
府
に
陳
情
す
る
な
ど
、
生
産
者
の
支
配
を
め
ぐ

っ
て
抗
争
が
お
こ
っ
た
り

し
て
い
る
の
で
あ
る
(創
嬲
舗
巴
。

こ
れ
よ
り
さ
き
寛
文
五

年

C1六六五)
、
三
人
の
魏
槨購
騨
を
決
定
し
て
布
中
買

に
対
す
る
監
督
と
統
制
に
あ
た
っ
て
い
る
の
も
(
「奈
良
佐
良
志

藤
田
文
庫
」
)、
織
布
工
程
の
農
村

へ
の
展
開
と
そ
れ
に
伴
う
中
買
商
人
の
台
頭
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
田
舎
中
買
、
在
中
買
と
称
さ
れ
る
在
郷
の
商
人
が

成
長
し
、

元
禄
十
五
年

(宅
2
)
に
は
数
合
頭
の
統
制
下
に
お
か
れ
る
。

享
保
期

に
布

の
取
引
き
を
め
ぐ

っ
て
奈
良
の
中
買
と
在
中
買

の
争
論
が
み
ら
れ
る
の
も
(
「奈
良
佐
良
志

藤
田
文
庫
」
)、

奈
良
晒
が
農
村
工
業
と
し
て
確
固
た
る
地
盤
を
築
き
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を

物
語
る
も
の
で

あ
る
。
事
実
、
各
地
の
村
明
細
帳
に
、
婦
女
子
の
農
間
稼
ぎ
と
し
て
苧
う
み
な
い
し
布
織
り
を
あ
げ

て
い
る
も

の
が
多
い
。

き
び
ら

や
や
時
代
を
下

っ
て
、
宝
暦
三
年

(一蓋
三
)
の
南
山
城

の
史
料
(妬
耕
繊
激
轄
部
鯨
都
)に

「
山
城
生
平
の
儀
は
、
在
々
惣
百
姓
の
妻
娘

下

女

か
り
そ

め

 等
、
耕
作

の
間
の
稼
に
て
、
仮
初
な
が
ら
此
業
を
以

っ
て
先
年
よ
り
御
上
納
御
未
進
銀
等
迄
相
立
て
、
並
に
平
常

の
渡
世
仕
り
候
」
と
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い

っ
た
記
載
が
み
え
る
。
農
村
に
お
い
て
は
、
生
計
補
充
の
た
め
、
農
家
婦
女
子
の
農
閑
期

の
家
内
労
働
と
し
て
奈
良
晒
の
生
産
が
行

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
奈
良
晒
が
農
村
に
拡
大
し
て
い
っ
た
の
は
、
何
ら
か
の
副
業
に
従
事

し
な
け
れ
ば
貢
租
の

納
入
は
も
と
よ
り

「
平
常
の
渡
世
」
さ
え
困
難
で
あ

っ
た
封
建
的
小
農
民
の
存
在
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ

っ
た
。

奈
良
晒
の
生
産
の
上
昇
と
販
路
の
拡
大
は
、
当
然
そ
の
生
産
販
売
組
織
に
複
雑
な
分
化
を
生

み
、
商
業
資
本
の
台

流

通

過

程

頭
を
う
な
が
す
こ
と
に
な

っ
た
。

寛
文
十
年

(一六七〇)
の

「
奈
良
町

北
方
二
五
町
家
職

御
改
帳
」

(鱇
薊
)
に
は
、

す
あ
い

晒
問
屋

.
晒
布
商
売

・
晒
布
中
買
数
合

・
生
布
中
買
数
合

・
青
苧
問
屋

・
青
苧
商
売

・
か
せ
問
屋

・
か
せ
や

・
布
織

・
苧
う
み

・
晒
荷

く
ら
か

た

持
と
い
っ
た
多
様
な
業
者
が
見
出
さ
れ
る
し
、

貞
享
四
年

(=
ハ八七)
刊
行
の

『
奈
良
曝
』
に
よ
れ
ば
、

晒
蔵
方
二
八
軒

・
晒
問
屋
二
三

さ
ら
し

軒

.
青
苧
問
屋
六
軒

.
曝
屋
二
四
軒

。
布
も
み
屋
五
軒

・
曝
数
合
二
八
人

・
ぬ
き
が
せ
問
屋

一
四
軒
の
名
前
と
、
布
中
買
六
～
七
〇
〇

人
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
奈
良
晒
の
大
要
を
説
明
し
た
元
文
二
年

(
一七三
七)
の

「布
方

一
巻
覚
帳
」
に
よ

っ
て
、

お
も
な
商

業
資
本
と
流
通
過
程
に
つ
い
て
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

麻
織
物

の
原
料
で
あ
る
青
苧
の
生
産
は
、江
戸
時
代
、
上
杉
氏
の
会
津
さ
ら
に
米
沢

へ
の
転
封
も
あ

っ
て
、越
後
の
地
の
み
な
ら
ず
、東

北
諸
藩
と
く
に
米
沢

.
最
上

・
出
羽

・
会
津
地
方
で
さ
か
ん
に
な
る
。
奈
良
晒
の
原
料
と
し
て
の
青
苧
は
、
近
世
当
初
か
ら
東
北
地
方

に
仰

い
で
い
た
。
寛
永
以
降
の
生
産
の
急
増
は
、
原
料
で
あ
る
青
苧
の
移
入
量
を
増
大
さ
せ
、

こ
こ
に
そ
の
荷
受
問
屋
と
し
て
青
苧
問

く
ら
お

屋
の
出
現
を
み
る
の
は
必
然
の
結
果
で
あ
る
。

「布
方

一
巻
覚
帳
」
(靺
搬
讖
鯖
鰍
)に
よ
れ
ば
、
青
苧
に
は
上
杉
藩

の
蔵
苧
と
、
出
羽

・
最

上

.
米
沢
の
商
人
苧
の
別
が
あ
り
、
前
者
は
年
五
〇
〇
駄
、
後
者
は
毎
年

一
四
〇
〇
駄
ほ
ど
入
荷
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
青
苧
は

一
駄

つ
け

お

や

ぬ
の
あ

つ
ら
え

や

に
つ
き

一
〇
銭
の
口
銭
を
納
め
て
、
青
苧
中
買
が
青
苧
問
屋
か
ら
独
占
的
に
購
入
し
、
潰
苧
屋
や
綰
屋
中
買
な
い
し
布
誂
屋
な
ど
に
売

り
さ
ば
か
れ
た
。
彼
ら
か
ら
青
苧
の
支
給
を
う
け
て
、
奈
良
お
よ
び
近
在

の
婦
女
子
が
苧
う
み
に
従
い
、
紬
糸
な

い
し
績
糸
に
と
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
青
苧
の
ほ
か
、
山
城

・
伊
賀

・
河
内
を
は
じ
め
近
江

・
播
磨

・
加
賀
な
ど
か
ら
、
他
国
粕
の
形
で
原
料
糸
も
入

っ
て
き
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「布 方 一 巻 覚 帳」 目 次

(奈良教育大蔵)

て
い
た
。
奈
良
の
青
苧
中
買
か
ら
こ
れ
ら

の
国

々
へ
も
青
苧
が

か
せ
ぬ
き

売
り
さ
ぼ
か
れ
て
お
り
、
青
苧
代
と
ひ
き

か
え
に
紬
纉
を
受
取

る
こ
と
も
あ

っ
た
。
青
苧
中
買
は
、
さ
き

の
史
料
に
み
え
る
か

せ
問
屋

・
ぬ
き
が
せ
問
屋
で
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
国

紬
は
、青
苧
中
買
の
ほ
か
、紬
屋
中
買

・
布
誂
屋
の
も
と
に
買
取

ら
れ
る
部
分
も
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
青
苧
中
買
は
、
お
そ
く
も

元
禄
十

一
年

(ニ
ハ九八)
四

一
人
の
仲
間
を
も
ち
、
正
徳
四
年

(一七

一四)
春
日
講
と
名
づ
け
て
株
仲
間
組
織
を

強
化
し
て
い
る

(へ
橢

醐
藩
撃
蘿
鷲
讐
殿
蠅
は
議
ゲ
)
。

こ
れ
に
対
し
販
売
部
門
で
は
、
晒
問
屋
お
よ
び
蔵
方
の
成
長
が
注
意
さ
れ
る
。
寛
永
年
間
三
六
〇
人
を
数
え
た
晒
商
人
は
、
そ
の

一

部
が
問
屋
と
な
り
、

他
の
大
部
分
が
蔵
方

に
な

っ
た
ら
し
い
。

延
宝
三
年

(
一六七五)
蔵
方
二
二
三
人
を
数
え
た
と
い
い
、

同
七
年

(エ
ハ

七
九
)
に
は
問
屋
株
仲
間
二
三
株
の
結
成
を
み
て
い
る
。

こ
こ
に
蔵
方
と
い
う
の
は
、
中
買
を
通
じ
て

「当
地
並
に
在
の
分
も
生
布
買
込

み
晒
さ
せ
置
き
、
女
数
合
に
相
渡
し
問
屋
方

へ
売
渡
」
す
こ
と
を
お
も
な
仕
事
に
し
た
も
の
で
、
問
屋
は
み
ず
か
ら
生
布
を
買
い
集
め

晒
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

一
定
の
口
銭
を
得
て
、
蔵
方
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
晒
布
な
い
し
中
買
が
も

っ
て
く
る
生
布

の
販
売
に
あ
た

っ
た

も
の
で
あ
る
。
い
わ
ぽ
蔵
方
は
売
問
屋
で
あ
り
、
問
屋
は
買
問
屋
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
お
そ
く
も
元
禄
前

後

に
は
蔵
方
の
ほ
と
ん
ど
が
中
買

に
転
じ
、

こ
う
し
た
仕
組
み
は
く
ず
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

元
禄
六
年

(
一六九三
)
に
は
、
晒
新
問
屋

株

一
八
株

の
結
成
を
み
て
お
り
、
新
旧
晒
問
屋
が
蔵
方
の
業
務
を
引
受
け
、
中
買
か
ら
生
布
を
買
い
集
め
、

こ
れ
を
晒
屋
に
晒
さ
せ
て

販
売
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
晒
問
屋
は
、
東
武
御
公
用
御
晒
と
し
て
年
平
均

一
万
疋
ほ
ど
幕
府
に
納
め
る
ほ
か
、
お
も
に
江
戸
・
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京
都

・
大
坂
の
呉
服
問
屋
と
取
引
き
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
奈
良
晒
の
販
売
に
あ
た

っ
た
も
の
と
し
て

「
中
買
並
に
布
誂
屋
よ
り

銘

々
手
前

に
生
布
を
買
入
れ
、
晒
に
致
さ
せ
、
国

々
所

々
へ
罷
り
越
し
て
」
晒
商
売
に
従

っ
た
他
所
行
商
人
(翫
越
辷
年
)
が
あ

っ
た
。

よ
り

す
あ

い

『慳
諺
集
』
は

「寛
永
年
中
ご
ろ
ま
で
は
、
生
布
縷
布
共
に
織
屋
よ
り
直
に
問
屋
蔵
方

へ
持
来
り
、
又
は
女
牙
婆
な
ど
持
来
り
し
と

な
り
」
と
書
い
て
い
る
。
奈
良
晒
の
ご
く
初
期
に
は
、
製
品
は
生
産
者
か
ら
直
接
、
あ
る
い
は
女
牙
婆
と
呼
ば
れ
る
女
子
の
仲
介
者
の

手

を
経
て
、
問
屋
や
蔵
方
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
奈
良
晒
の
興
隆
、
と
り
わ
け
農
村

へ
の
生
産
の
拡
大
に
よ

っ
て
女
牙
婆
は
消
滅
し
、
資
力
を
も

っ
た
中
買
人
が
台
頭
し
て
く
る
。
生
布
は
中
買
を
通
じ
て
問
屋
に
運
ば
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
の
で

あ

る
。
貞
享
四
年

(
一六八
七)
六
～
七
〇
〇
人
に
お
よ
ぶ
布
中
買
を
数
え
る
が
、
す
で
に
寛
文
五
年

(
ごハ六五
)
に
中
買
仲
間
を
結
成
、
三
人

の
数
合
頭
の
も
と
で
活
動
を

つ
づ
け
て
い
た
。
宝
永
五
年

(一七〇八)
か
ら
は
、
木
の
提
札
を
う
け
て
営
業
す
る
例
と
な
り
、
数
合
頭
は
、

他
国

へ
の
抜
布

の
吟
味
、

生
布
協
定
価
格
な
ら
び
に
現
銀
取
引
き
の
監
視
に
あ
た

っ
た
。

奈
良
晒
が
衰
え
は
じ
め
た

元
文
二
年

(一七

三
七)
、
(生
布
)
中
買
三
五
二
人
、
紬
屋
中
買

二
二
八
人
、
在
中
買

一
〇
〇
人
、
抱
方
中
買
二
三
人
、
問
屋
抱
方
中
買

二
二
人
、
合
計
六

二
六
人
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
こ
れ
ら
の
仲
介
商
人
は
、
そ
の
地
位
を
高
め
る
に
つ
れ
て
生
産
の
支
配
に

向

か
っ
て
動
き
、
問
屋
制
資
本
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
業
者
は
、
在
中
買
を
の
ぞ
い
て
、
す
べ
て
都
市
の
商
人
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
強
固
な
仲
間
を
組
織
し
、
そ
の
ギ
ル
ド
的
制

約

の
も
と
に
活
動
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

奈
良
晒
の
生
産
は
、
大
き
く
分
け
て
苧
う
み

・
織
布

・
晒
の
工
程
に
し
た
が

っ
て
行
な
わ
れ
る
が
、
あ
と
で
述
べ

生

産

形

態

る
晒
加
工
を
の
ぞ
く
主
要
作
業
は
、
婦
女
子
の
家
内
手
工
業
と
し
て
営
ま
れ
た
。
織
布
に
は

「南
都
布
機
も
絹
布

の
高
機
を
模
し
て
造
り
、
高
く
居
て
織
る
故
上
機
と
名
付
け
し
な
り
」
と

『
慳
諺
集
』

に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
高
機
が
用
い
ら
れ

て
い
た
。

一
疋
を
織
り
あ
げ
る
の
に

一
週
間
か
ら

一
〇
日
を
要
し
、

一
冬
で

一
五
疋
な
い
し
二
〇
疋
を
織
る
の
が
普
通
で
あ

っ
た
と
い
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う
。

一
機
な
い
し
二
機
を
備
え
る

「
町
中
末
々
の
も
の
」
ま
た
は
小
農
民
の
も
と
で
、
婦
女
子
の
家
内
副
業
と
し
て
織
ら
れ
て
い
た
わ

ヘ

ヘ

へ

け
で
あ
る
。
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は

「
南
山
城
惣
百
姓
共
の
耕
作

の
間
、
女

の
職
少
し
の
織
賃
に
て
生
平
織
出
し
、
御
上
納

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
足
し
銀
又
は
渡
世
の
経
営

に
仕
来
り
候
」

(石
井
家
文
書
)
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
貢
納
な
い
し
家
計
補
充
の
た
め
の
家
内
手
工
業

で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
苧
う
み
に
つ
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
事
情
は
同
じ
で
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
副
業
に
従
事
し
な
い
限
り
、
生
活

の
な
り
た
た
な
い
多
数
の
小
農
民
な
い
し
都
市
下
層
民
の
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
。

こ
こ
に
商
業
資
本
が
そ
の
触
手
を
の
ば
す
こ
と
は
当
然
で
あ

っ
た
。

青
苧
中
買

・
布
中
買
の
台
頭

は
、
こ
れ
ら
小
農
民
や
都
市
下
層
民
の
生
産
者
を
原
料
市
場
か
ら
も
販
売
市
場
か
ら
も
断
ち
切
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
の

中
買
商
人
の
中
か
ら
、
た
ん
に
紬
や
布
を
買
い
集

め
る
だ
け
で
な
く
、
原
料
の
前
貸
し
に
よ
っ
て
、
都
市
お
よ
び
農
村
の
手
工
業
者
の

生
産
を
支
配
す
る
も
の
も
現
れ
た
。

『
僅
諺
集
』
は
、
寛
永
以
後

「織
屋
紬
屋
を
巡
り
て
買
出
し
、
或
は
通
町
の
小
店
な
ど
に
早
朝
中

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

買
同
士
三
五
人
、
二
三
輩
宛
待
ち
居
て
、
田
舎
辺
よ
り
持
来
る

一
疋
二
疋
の
布
を
買
出
し
、
或
は
織
屋
に
経
緯
を
渡
し
誂

へ
織
ら
せ
、

近
き
田
家
を
廻
り
て
買
出
し
な
ど
し
て
問
屋
蔵
方

の
店

へ
売
商
ふ
」
中
買
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
と
説
い
て
い
る
が
、

「
経
緯
を
渡
し
誂

へ
織
ら
せ
」
る
も
の
の
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
そ
の
最
初
の
も
の
は

「
布
方

一
巻
覚
帳
」
が

「
紬
績

の
儀

は
、
当
地
在
々
他
所
よ
り
も
買
取
り
候
て
、
町
中
末

々
の
も
の
に
織
ら
せ
申
候
」
と
し
て
い
る
粕
屋
中
買
で
あ

っ
た
ろ
う
。
彼
ら
は
、

農
家
や
町
中
末
々
の
も
の
に
納
績
を
前
貸
し
し
、
織
り
あ
が

っ
た
布
を
問
屋

へ
売
却
し
た
の
で
あ

っ
た
。
い
わ
ば
機
織
し
な
い
織
元
で

あ
り
、
布
誂
屋

・
綰
屋
誂
屋
、
あ
る
い
は
た
ん
に
誂
屋
と
呼
ば
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

十
七
世
紀
中
葉
以
後
、
こ
の
傾
向
は
い
よ
い
よ
進
み
、
紬
屋
中
買

の
み
な
ら
ず
、
も
と
も
と

「当
地
並
に
在

々
生
布
買
取
り
当
地

へ

売
買
」
し
て
い
た
生
布
中
買
も
ま
た
機
織
し
な
い
織
元
と
し
て
布
誂
を
兼
ね
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。

延
享
三
年

(一七里
ハ)

「
近
頃

生
布
中
買
方
に
も
生
布
誂
仕
り
、
両
商
売
仕
り
候
者
こ
れ
有
り
候

に
付
」
と
い
う
の
を
理
由
に
、
中
買
は
す
べ
て
生
布
数
合
と
呼
称
す
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る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
お
そ
く
も
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
、
中
買
商
人
の
ほ
と
ん
ど
が
前
述
の
誂
屋
に
転
化
し
、
事
実
上
問
屋
11
織
元
と

し
て
生
産
者
を
支
配
す
る
に
い
た

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
後
は
、
生
布
中
買
と
称
し
て
も

「
生
布
紬
績
誂
職
」

に
ほ
か
な
ら
ず
、
機
織
し
な
い
織
元
H
誂
屋
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
う
し
た
都
市
の
織
元
に
対
し
、
田
舎
中
買
、
在
中
買

の
中

か
ら
農
村
の
織
元
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
成
長
し
た
。
在
中
買
は
、
や
が
て
布
誂
織
を
兼
ね
、
在
方
誂
屋
あ
る
い
は
村
々
織
屋
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
る
。
彼
ら
も
ま
た

「私
共
渡
世
筋
、
南
山
城
に
て
織
出
し
候
生
平
の
儀
は
、
其
仕
草
か
せ
ぬ
き
は
、
南
都
其
外
所
々
よ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

り
買
取
り
、
織
屋

(直
接
生
産
者
で
あ
る
農
民
の
機
屋
を
意
味
す
る
)
へ
遣
し
織
布
に
仕
立
て
さ
せ
候
て
、
問
屋
又
は
南
都
中
買
其
外
国
々
へ

先
年
よ
り
売
来
り
候
」
(畑
翻
家
)
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

農
村
に
お
け
る
機
織
し
な
い
織
元
で
あ

っ
た
。
い
わ
ゆ
る
問
屋
制

家
内

工
業

が
、
支
配
的
な
生
産
形
態
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
小
農
民
や
都
市
下
層
民
が
、
婦
女
子
の
家
内
副
業
と
し
て
年
貢
上
納
や
家
1111II
補
充
の
た
め
の
生
産

に
し
た
が

っ
て
い
た

限

り
で
は
、
彼
ら
が
そ
の
資
力
を
増
大
し
て
成
長
し
て
い
く
望
み
は
な
か
っ
た
。
で
は
、
都
市
の
織
元
で
あ
る
中
買

H
誂
屋
は
ど
う
で

あ

っ
た
ろ
う
か
。
つ
ぎ

の
よ
う
な
事
情
で
、
彼
ら
も
ま
た
自
由
な
発
展
を
約
束
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
彼

ら
は

「他
所
他
国
の

生
布
買

に
参
り
候
共
、
他
所
他
国
に
て
売
買
申
さ
ず
、
南
都

へ
持
帰
り
商
売
仕
候
様
、
急
度
申
付
く
べ
く
候
」
と
、
奈
良
の
晒
問
屋
を

さ
し
お
い
て
生
布
を
直
買
す
る
こ
と
は
、

抜
荷
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

販
売
面
に
お
い
て
は
、

「
紬
屋
中
買

(ー
誂
屋
)
な
ど
は

所
詮
問
屋
に
随

い
内
の
者
共

に
て

御

座

候

」
(
「奈
良
曝
由
緒
書

前
田
家
文
書
」
)と
い
わ
れ
る
よ
う
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
原
料

の
青
苧
に
つ
い
て
は
、
青
苧
問
屋

・
青
苧
中
買

の
独
占
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
粕
緤
に
関
し
て
も
糸
問
屋
と
し
て
の
青
苧
中
買

の
制
約

を
う
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、

寛
政
十

一
年

(一七究
)
青
苧
中
買
は
青
苧
中
買
紬
屋
仲
間
の
結
成

に
成
功
、

他
国
紬
に

つ
い
て
集
荷
販
売

の
独
占
権
を
獲
得
す
る
(奈
良
教
育
大
学
図
書
館
所
蔵
・

青
苧
中
買
関
係
文
書
に
よ
る

)。
し
か
も
こ
の
こ
ろ
に
は
、

中
買
"
誂
屋
が
自
由
に
買
集
め
る
こ
と

が
で
き
た
大
和
粕
が
、
木
綿
稼
ぎ
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
そ
の
生
産
を
減
少
し
、
大
和
紬

一
、
二
分
、
他
国
紬
八
、
九
分
と
い
う
ふ
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う
に
そ
の
比
率
が
逆
転
し
て
き
て
い
た
の
で
あ
る

(同
前
)
。
し
た
が

っ
て
中
買
"
誂
屋
は
、

生
布
販
売
の
自
由
と
他
国
綰
購
入
の
自
由

を
要
求
し
て
し
ば
し
ば
争
論
に
お
よ
ん
だ
が

(同
前
)
、

こ
う
し
た
ギ
ル
ド
的
制
約
を
打
ち
破
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
農
村
の
織
元

と
し
て
の
在
方
誂
屋
11
織
屋
の
場
合
も
同
様
で
あ

っ
た
。
彼
ら
が
は
じ
め
在
中
買
と
し
て
台
頭
し
て
き
た
と
き
、
布
の
取
引
き
を
め
ぐ

っ
て
奈
良
の
中
買
商
人
と
対
立
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
し
か
し
農
村
の
織
元
と
い

っ
て
も
機
織
し
な
い
織
元
で
あ

っ
た
こ
と
に
は
変
わ

り
な
く
、
そ
の
経
営
様
式
や
資
本
の
性
格
は
、
都
市
の
織
元
と
基
本
的
に
異
な

っ
て
い
な
か

っ
た
。
農
村
の
織
元
と
し
て
独
自
の
成
長

を
み
せ
る
と
い
う
よ
り
は
、
次
第
に
都
市
の
織
元
に
圧
倒
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
は
じ
め
在
中
買
は
、
買
集
め
た
生
布
を
問
屋

へ
も
中
買

へ
も
自
由
に
売
渡
し
が
で
き
た
が
、
延
享
二
年

(一七甓
)
に
は
問
屋

へ
の
布
の
直
売
す
ら

禁
止
さ
れ
、

「
(都
市
の
中
買
誂
屋

が
)
村

々
織
屋
方

へ
現
銀
に
て
紬
売
渡
し
、
生
布
織
立
て
さ
せ
買
入
れ
申
候
儀
に
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
都
市
の
織
元
に
従
属
し
て
い

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
都
市
の
織
元
も
農
村
の
織
元
も
、
原
料
糸

の
入
手
や
製
品
の
販
売
に
つ
い
て
ギ

ル
ド
的
な
制
約

の
中
に
お
か
れ
、
自

由
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
い
た
。
生
産
者
と
の
直
接
的
な
結
び

つ
き
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
晒
問
屋
や
、
糸
方
と
し
て
布

の
生
産
販
売
に
関
与
で
き
な
か
っ
た
青
苧
問
屋
や
青
苧
中
買
に
と

っ
て
、
そ
う
し
た
こ
と
は
い
っ
そ
う
期
待
で
き

な
い
事

柄

で

あ

っ

た
。
し
た
が

っ
て
奈
良
晒
は
、
都
市
手
工
業
か
ら
農
村
工
業

へ
の
拡
大
と
い
う
背
景
を
も
ち
な
が
ら
、

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
に
前
進

す
る
条
件
は
、
ほ
と
ん
ど

こ
れ
を
も

っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
仕
上
加
工
工
程
を
担
当
し
た
晒
屋
に
お
い
て
は
、
早
く
か
ら
、
雇
傭
労
働

に
よ
る
経
営
が
み
ら

れ
た
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
慶
長
年
間
、

般
若
寺
と
疋
田
に
晒
屋
仲
間
が
あ
り
、

寛
永
十
四
年

(ニ
ハ三七)
両
村
に
判
押
し
役
人
が
お
か
れ

て
尺
幅
検
査
が
強
化
さ
れ
、
三
六
〇
人
の
特
定

の
晒
商
人
の

「も
ん
」
の
な
い
布
は

一
切
こ
れ
を
晒
さ
な
い
こ
と

に
な

っ
た
。
ま
た
こ

晒

屋

の

経

営

形

態
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の
と
き
か
ら
、

晒
賃
は
米
値
段
に
準
じ
て
奈
良
奉
行
が
定
め
る
こ
と
に
き
ま
っ
た
。

延
宝
七
年

(
宍
七九
)
般
若
寺
方

一
二
株

(市
ノ
井

三
、
水
門

一
を
含
む
)
、
疋
田
方

一
四
株
の
株
仲
間
が
認
め
ら
れ
、
惣
年
寄
の
極
印
を
う
け
た
生
布
を

(明
暦
三
年
⊥

六五七年
か
ら
生
布
の
尺

幅
検
査
が
行
な
わ
れ
て
い
た
)
問
屋

の
委
託
に
よ
っ
て
晒
し
、

一
定
の
晒
賃
を
受
け
と
る
体
制
が
確
立
さ
れ
た
。

晒
加
工
は
、
ま
ず
水
で
洗

っ
て
糊
を
お
と
し
た
布
を
芝

の
上
に
ひ
ろ
げ
、
灰
汁
を
う
ち
な
が
ら

一
〇
日
余
り
日
光
に
さ
ら
し
、
こ
ん

ど
は
大
釜
に
入
れ
て
灰
汁
で
た
き
、
日
に
干
す
過
程
を
数
回
く
り
返
し
、
最
後
に
木
臼
で
つ
き
水
で
洗
い
、
棚
に
な
ら
べ
て
張
り
干
し

晒 作 業 図(r日 本山海名物図会』)

す
る
と
い
う
工
程
を
と

っ
た
。
晴
天
数
十
日
を
要
す
る
作
業
で
あ

っ
た
と
い

う
。

こ
う
し
た
技
術
的
特
性
に
も
と
つ
い
て
、

す
で
に
寛
文
八
年

(
宍
六八
)

の
こ
ろ
、
疋
田
村
の
晒
屋

一
七
軒
の
う
ち
、

一
五
軒
の
も
の
が
五
人
以
上
の

奉
公
人
を
持
ち
、

一
〇
人
以
上
の
奉
公
人
を
も
つ
も
の
九
軒
、
も

っ
と
も
多

い
も
の
は
三

一
人
の
奉
公
人
を

抱
え
て
い
た
。

正
徳

二
年

(
一七
三
)
の

「布

一
万
疋
晒
上
ケ
申
候
諸
色
入
用
覚
」

(
「前
田
家

文
書
」
)
に
よ
れ
ば
、
布

一
万
疋
を
晒

し
あ
げ
る
た
め
に
は
、
奉
公
人

一
七
人
、
下
女
二
人
、
他
に
日
用
と
し
て
年

に
延
べ

二
〇
〇
〇
人

(常
傭
と
す
れ
ば
五
人
な
い
し
六
人
と
な
る
)
の
雇
傭
労
働

が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。

元
文
元
年

(一七三六)
に
例
を
と
れ
ば
、

般
若
寺
方

晒
屋
で
は
平
均
二
万
疋
余
り
、
疋
田
方
で
は

一
万
疋
前
後
の
晒
高
を
示
し
て

い
る
か
ら
、

一
般
に
二
〇
人
な
い
し
三
〇
人
、
多
い
と

こ
ろ
で
は
数
十
人
に

の
ぼ
る
協
業
規
模
を
も

っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
事
実
、
疋
田
の
前
田
家

で
は
、
文
政
の
こ
ろ
奉
公
人

一
二
人
、
旦
雇

一
三
人
な

い
し

一
九
人
の
雇
傭
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第二章 奈良町の産業

労
働
に
よ
る
経
営
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

し
た
が

っ
て
、
協
業
に
お
け
る
組
織
的
な
作
業
分
割

(分
業
)
の
存
在
も
当
然
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
正
徳
二
年

(一七
三
)
の

「
覚
」

に
よ
れ
ば
、
加
工
工
程
の
各
段
階
に
照
応
し
て
、
釜
た
き

・
灰
汁
屋
の
者

・
干
場
奉
公
人

(芝
方
と
も
い
う
)
・
仕
立
師

(張
場
の
者
と
も

い
う
)
・
町
行
き
な
ど
に
分
か
れ
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
、
明
和
三
年

(董
ハ六)
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
作
業
場
長
と
も
み
ら
れ
る
惣
支
配

ヘ

ヘ

ヘ

へ

役
、
職
長
と
み
ら
れ
る
べ
き
元
灰
汁
役
人

・
干
場
役
人
な
ど
の
名
も
み
え
る
。

こ
の
よ
う
な
経
営
形
態
は
、

い
わ
ゆ
る

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ

ュ
ア
経
営
と
み
な
さ
れ
よ
う
が
、
そ
の
経
営
内
容
に
は
非
近
代
的
な
要
素

が
含
ま
れ
て
お
り
、
た
と
え
ぽ
雇
傭
関
係
を
み
て
も
、
そ
れ
が

「自
由
な
関
係
」
に
あ

っ
た
と
は
と
う
て
い
認

め
ら
れ
な
い
。

「年
季

仕
着
せ
」
で
あ

っ
た
年
季
奉
公
人
は
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
い
。
通
勤
の
奉
公
人
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
平
奉
公
人
の
場
合
で
も
、

明
和
ご
ろ
に
は
現
物
給
か
ら
現
金
給

に
替
わ

っ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
給
銀
の
多
く
が
先
貸
賃
と
し
て
与
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し
か
も
そ
の

一
部
を

「
不
奉
公
致
さ
ぬ
様
之
引
当
に
」

「格
式
に
背
か
ざ
る
様
の
引
当
銀
に
」
雇
主
が
預

っ
て
お
く
、
と
い
っ
た
こ
と

が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
前
銀
の
か
た
ち
で
、
何
ほ
ど
か
の
人
身
的
隷
属
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

一
般
に
仕
上
工
程
が
そ
の
技
術
的
条
件
か
ら
い
っ
て
半
工
場
状
態
に
適
合
し
て
お
り
、
造
酒
業
な
ど
と
同
様
、
古
く
か
ら
集
中
の
行

な
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、

こ
の
晒
屋
の
経
営
形
態
に
も
共
通
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
晒
屋

は
問
屋
か
ら
委
託
さ

れ
た
生
布
に
つ
い
て
の
み
晒
加
工
を
行
な
う
た
て
ま
え
に
な

っ
て
い
て
、
問
屋
が
生
布
の
買
入
れ
お
よ
び
晒
布
の
販
売
を
独
占
し
、
晒

屋
は
生
産
者
か
ら
も
市
場
か
ら
も
遮
断
さ
れ
る
と
い
う
ギ
ル
ド
的
制
約
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
利
潤
の
源
泉
で

あ
る
晒
賃
は
、
米
価
に
準
じ
て
公
定
さ
れ
た
が
、
問
屋
の
圧
力
の
た
め
に
実
質
的
に
も
時
期
的
に
も
晒
屋
に
不
利

に
決
定
さ
れ
、
晒
屋

の
資
本
蓄
積
を
困
難
に
し
て
い
た
。
元
禄
-
享
保
期
に
晒
賃
を
め
ぐ

っ
て
問
屋
と
争

っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
問
屋
仲
間
は
両
村
晒
仲

間
以
外
に
新
規
の
晒
屋
を
認
め
さ
せ
た
り
、
仲
間
で
申
し
合
わ
せ
て
特
定

の
晒
屋
に
布
を
や
ら
な
い
で
つ
ぶ
そ
う
と
は
か
っ
た
り
し
た
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の
で
、
晒
屋
は
か
え

っ
て
問
屋

へ
の
従
属
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
う
え
晒
屋
仲
間
に
は
き
び
し
い
仲
間
掟
が
あ

っ
て
、

晒
屋
の
自
主
的
な
経
営
と
自
由
な
競
争
を
制
限
し
て
い
た
の
で
、
晒
屋
の
経
営
規
模
の
拡
大
は
、
と
う
て
い
期
待

で
き
な
い
状
態
に
お

か
れ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
晒
屋
は
織
布
工
程
を
自
己
の
資
本
の
も
と
に
組
織
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
販
売
と
直
結
し
て

商
人

(経
営
主
)
と
な

っ
て
い
く
こ
と
も
不
可
能
で
あ

っ
た
(緋
鮒
囀
一一看
踊
罨
昿
㈱
絢
幅
詠
レ
伽
"
陬
劬
帝
肺
卿
齷
購
計
臨
黥
娘
群
嫉
駄
群
)。

奈
良
晒
は
、
ほ
ぼ
山口子
保

(一些
一動

の
こ
ろ
か
ら
衰
退
に
お
も
む
き
、
そ
の
産
額
も
元
文

(
齬

駐
魅

の
こ
ろ
二
三
万

疋
、
宝
暦

(
卍
植
一じ

の
こ
ろ

一
五
万
疋
、
天
保

(涙
鷹
碧

の
こ
ろ

一
〇
万
疋
前
後
、
幕
末
に
は
数
万
疋
と
い
う
ふ

う
に
減
少
し
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
ま
ず
越
後
縮

・
近
江
麻
布

(野
州
晒
)

・
能
登
縮

・
薩
摩
上
布

な
ど

「他
国
布
」

の
台

頭
に
と
も
な
う
独
占
的
地
位
の
喪
失
、
シ

ェ
ア
の
減
少
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
奈
良
晒
の
生
産
が

一
〇
万
疋
余
り
に
落
ち
こ
ん
だ
天

明

(一七
八
一

～
三
二
)
の
こ
ろ
、
越
後
縮
が

一
〇
万
疋

(二
〇
万
反
)
の
生
産
を
あ
げ
て
き
て
い
る
こ
と

(穂
黴
繍
撒
螂

』『小
)が
、

こ
の
こ
と
を
端
的
に

示
し
て
い
る
。

販
路
の
拡
大
の
た
め
、

文
政
五
年

(穴
量
)
江
戸
に
晒
布
直
売
場
の
設
置
を
試
み
た
り
、
武
士
や
町
人
に
奈
良
晒
以
外

に
は
麻
布
を
用
い
な
い
よ
う
に
、奈
良
奉
行
か
ら
工
作
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
り
し
て
い
る
が
、も
ち
ろ
ん
み
る
べ
き
成
果
を
あ
げ
て

い
な

い

(奈
良
教
育
大
学
図
書
館
所
蔵
文
書
。
以
下
特
記
し
な
い
限
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。
江
戸
直
売
場
開
設
計
画
は
、
江
戸
呉
服
問
屋
が
旧
来

よ
り
五
千
疋
買
い
増
す
こ
と
と
い
う
こ
と
に
終
わ
り
、
計
画
は
実
現
し
な
か
っ
た
)
o

『
世
事
見
聞
録
』
な
ど
に
は
、
百
姓
も

「
帷
子
も
奈
良
近
江
越
後
縮
な
ど
高
料
な
る
品
を
用
い
る
」
よ
う
に
な

っ
た
と

し

て

い

る

が
、
も
と
も
と
奈
良
晒
は
、
武
士
や
町
人
の
奢
侈
的
需
要

に
応
ず
る
高
級
衣
料
で
、
都
市
と
く
に
三
都
を
市
場
に
し
て
い
た
。
久
し
く

独
占
的
地
位
に
甘
ん
じ
て
き
て
い
た
の
で
、
新
し
く
展
開
し
つ
つ
あ

っ
た
農
村
市
場
に
対
応
し
て
、
品
質
の
大
衆
化
を
め
ざ
す
よ
う
な

弾
力
性
は
も

っ
て
い
な
か
っ
た
。
新
し
い
嗜
好

に
投
ず

る
よ
う
な
織
方

の
工
夫
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か

っ
た
し

(文
化
十
四
年
⊥
益
七

椿
井
町
の
与

一郎
が
麻
糸
と
絹
糸
を
使
っ
て
考
案
し
た

「春
日
藤
」
が
あ
る
が
、
専
売
権
を
も
ら
い
一
家
の
業
に
と
ど
ま
っ
た
)
、
ギ
ル
ド
的
制
約
が

奈

良

晒

の

衰

退
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そ

う

し

た
試

み

を

妨

げ

た

(た
と
え
ば

天
保

三
年

11
一△
三
、

五
助

の
新
儀
織
方

に
対
し
、
中
買

11
誂
屋
が

こ
れ
を
排
撃

し
て
い
る
)
。

そ

の
う

え

ぞ
ま

つ

「
生
布
織
方
、
殊
の
外
麁
末
に
、
経
緯
の
度
数
を
減
じ
、
横
緯
も
前

の
如
く
打
寄
ず
し
て
網
の
目
の
よ
う
に
織
な
す
故
、
生
布
に
て
は

具
合
よ
ろ
し
け
れ
ど
も
地
合
薄
く
…
…
」
と

『
慳
諺
集
』

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
不
良
品
の
横
行
が
市
場

の
狭
隘
化
に
拍
車
を

か
け
た
。

天
保
二
年

(
一Ohl1)
業
者
自
ら
が
奈
良
晒
に
く
ら
べ
て
他
国
布
の
品
質
の
良
さ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
し
、

奈
良
の
人

で
も
奈
良
晒
を
着
用
し
な
い
と
い
う
現
象
さ
え
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
奈
良
晒
に
と

っ
て
の
困
難
は
、
原
料
青
苧
の
高
値

で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
中
買
駐
誂
屋
が
主
張
し
た
よ
う

に
、
た
ん
に
青
苧
中

買
の
独
占
だ
け
が
そ
の
理
由
で
は
な
か
っ
た
。
遠
隔
地
取
引
で
あ

っ
た
事
情

に
加
え
て
、
他
国
に
お
け
る
布
粕
生
産
の
発
展
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
、
奈
良
晒
全
体
の
問
題
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
天
保
二
、
三
年

(一猷
三
㌔一)
宇
陀
郡
で
青
苧
の
試
植
が
計
画
さ
れ
、
同

七
年
に
は
奈
良
奉
行
所
の
指
示
で
、
業
者
か
ら
基
金
を
集

め
て
宇
陀

・
吉
野
両
郡
で
そ
の
植
付
け
を
く
わ
だ
て
て

い
る
が
、
成
功
を
み

る
こ
と
な
く
終
わ

っ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
大
和
の
農
民
が
紬
う
み
か
ら
木
綿
稼
ぎ
に
転
向
し
た
結
果
、
大

和
粕

の
不
足
を
招

い

た
事
情
が
物
語

っ
て
い
る
よ
う
に
、
副
業
収
入
の
機
会
の
多
か
っ
た
奈
良
地
方
と
、
冬
期

の
家
内
副
業
と
し
て
苧

う
み
や
麻
織
り
に
し

た
が
う
よ
り
ほ
か
な
か

っ
た
越
後
と
で
は
、
う
み
賃
や
織
賃
な
ど
生
産

コ
ス
ト
に
か
な
り
の
差
異
を
生
じ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。
幕
末
、
奈
良
晒
不
振
の
打
開
策
の

一
つ
と
し
て
、
う
み
賃
や
織
賃
を
高
く
し
て

「紡
績
人
」
や
織
子
を
多
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
考
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情

は
、
奈
良
晒
の
高
値
を
よ
び
、
他
国
布
に
お
さ
れ
る
原
因
の

一
つ
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
奈
良
晒
が
衰
え
て
い
く
と
、
そ
の
ギ
ル
ド
的
な
制
約
は
か
え

っ
て
強
め
ら
れ
る
。
青
苧
中
買
の
他
国
紬
の
独
占
強
化
は
そ

の
代
表
的
な
例
で
あ

っ
た
。
仲
間
は
ギ
ル
ド
の
特
権
を
た
て
に
、
た
が
い
に
他
を
牽
制
し
て
奈
良
晒
の
復
興
を
妨
げ
た
。
業
者
は
、
特

き
ゆ
う
き
ゆ
う

権

の
維
持

に
汲
々
と
し
て
は
、
そ
の
寄
生
的
性
格
を
濃
く
し
、
京
都

・
大
坂

・
堺
の
町
人
に

「
奈
良
布
の
外
着
用
仕
ら
ざ
る
様
、
そ
れ
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そ
れ
御
通
達
成
し
下
さ
れ
度
く
L
と
願

い
出
、
そ

こ
に
衰
運
打
開
の
道
を
見
出
そ
う
と
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
独

占
的
地
位
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
よ
り
す
が

っ
た
も
の
が
、
幕
府
権
力
で
あ

っ
て
、
国
産
の
奨
励
に
積
極
的
な
関
心
を
示
し
つ
つ
あ

っ

た
藩
権
力
で
な
か

っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
能
登
縮
の
場
合
、
藩
が
織
布
工
場
の
経
営
を
助
け
て
江
州
流
麻

布

の
製
織
を
伝
習
せ
し
め
た
り
、
あ
る
い
は
製
布
資
金
を
貸
下
げ
て
そ
の
発
展
策
を
講
じ
て
い
る
(
瓏
證
圏

が
、

奈
良
晒
の
場
合
、
そ

の
よ
う
な
積
極
的
な
保
護
は
全
く
与
え
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
に
も
、
奈
良
晒
が
衰
退
す
る
大
き
な
理
由
が
ひ
そ
ん

で
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
明
治
を
迎
え
た
奈
良
晒
は
、
武
士
階
級
と
い
う
最
大
の
顧
客
を
失

っ
て
決
定
的
な
打
撃
を
う
け
、
没
落

へ
の
道
を
歩
む
こ

と
に
な
る
。
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第
三
節

酒

造

す
で
に
室
町
時
代
か
ら
、
奈
良
の
酒
は
、
京
都
の
柳
酒
、
河
内
天
野
山
金
剛
寺

の
天
野
酒
な
ど
と
と
も
に
名
酒
と

し
て
世
に
知
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
郊
外
の
菩
提
出
寺
の
酒
が
良
酒
と
さ
れ
、

「菩
提
山
」
ま
た
は

「
山
樽
」

の
称
が
あ

っ
た
。
奈
良

の
酒
は
、
こ
の
菩
提
山
寺
を
は
じ
め
興
福
寺
や
東
大
寺
、
あ
る
い
は
奈
良
東
方

の
中
川
寺
な
ど
、
寺
院
を
中
心

に
醸
成
さ
れ
た
の
で
、
し
ば
し
ば
僧
坊
酒

の
名
で
呼
ば
れ
、
寺
院
が
酒
造
業
の
第

一
線
を
退

い
た
後
に
お
い
て
も
、

こ
の
名
が
用
い
ら

れ
た
。
秀
吉

の
醍
醐
の
花
見
に
、

「
加
賀
の
菊
酒
、
麻
池
酒
、
其
外
天
野
、
平
野
、
尾

の
道
、
児
島
、
博
多

の
練
酒
、
江
川
酒
」
と
並

ん
で

「奈
良
の
僧
坊
酒
」
が
名
酒
と
し
て
捧
げ
ら
れ
た
と
い
い

(
『太
閤
記
』
)
、
正
保
二
年

(=
ハ豐
)
に
出

た

『毛
吹
草
』
に
も
、

僧
坊

酒
と
出
て
い
る
。

僧

坊

酒

と

諸

白

づ

く

り


