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第
6
回

消
え
た
六
条
三
筋
町

■

六
条
三
筋
町
の
名
残
は
今
は
な
し

今
回
は
、
前
回
（
第
5
回
）
の
つ
づ
き
、
そ
の
南
を
め
ぐ
っ
て
み
ま
し
ょ

う
。
室
町
通
を
南
へ
、
五
条
通
の
信
号
を
渡
っ
て
、
　
よ
う
ば
い
ど
お
り

楊
梅
通　
に
で
ま
す
。
こ

の
通
り
は
、
平
安
京
の
　や
ま
も
も

楊
梅　
小
路
。
通
り
の
名
前
を
読
み
込
ん
だ
わ
ら
べ
歌

で
は
、「
ま
つ
ま
ん
ご
じ
ょ
う
、
せ
っ
た
ち
ゃ
ら
ち
ゃ
ら
う
お
の
た
な
、
ろ
く

じ
ょ
う···

」
と
あ
る
よ
う
に
、
　せ
き
だ
や
ま
ち

雪
駄
屋
町　
と
し
て
読
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　む
ろ
ま
ち
ど
お
り

室
町
通　

　よ
う
ば
い

楊
梅　
　あ
が上　
ル

　だ
い
こ
く
ち
ょ
う

大
黒
町　
1©

　
よ
う
ば
い
ど
お
り

楊
梅
通　

　む
ろ
ま
ち

室
町　
　ひ
が
し
い
る

東
入　

　だ
い
こ
く
ち
ょ
う

大
黒
町　
2©

た
ど
り
着
い
た
楊
梅
室
町
の
十
字
路
に
は
、
仁
丹
の
町
名
看
板
が
二
枚
。

こ
こ
で
、
京
都
の
東
西
の
通
り
を
詠
み
込
ん
だ
わ
ら
べ
歌
を
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。

ま
る
た
け
え
び
す
に
、
に
し
お
い
け
、

あ
ね
さ
ん
ろ
っ
か
く
、
た
こ
に
し
き
、

し
あ
や
ぶ
っ
た
か
、
ま
つ
ま
ん
ご
じ
ょ
う
、

せ
っ
た
ち
ゃ
ら
ち
ゃ
ら
、
う
お
の
た
な
、

ろ
く
じ
ょ
う
さ
ん
て
つ
と
お
り
す
ぎ
、

ひ
っ
ち
ょ
う
こ
え
れ
ば
、
は
ち
く
じ
ょ
う
、

じ
ゅ
う
じ
ょ
う
と
う
じ
で
と
ど
め
さ
す

「
七
条
」（
し→

ひ
）
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
歩
き
疲
れ
て
、
息
が
切

れ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
残
り
は
、
単
に
七
・
八
・
九
・
十
と
な
っ

て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
わ
ら
べ
歌
に
あ
ら
わ
れ
た
通
り
を
、
こ
の
あ
た
り

の
東
西
の
通
り
に
当
て
は
め
れ
ば
、「
ま
つ
」
は
松
原
通
、「
ま
ん
」

は
万
寿
寺
通
、「
ご
じ
ょ
う
」
は
そ
の
ま
ま
五
条
通
、「
ち
ゃ
ら
ち
ゃ

ら
」
は
鍵
屋
町
通
と
的
場
通
（
古
く
は
銭
屋
町
通
）〔
多
分
鍵
や
銭

の
触
れ
合
う
音
〕、「
う
お
の
た
な
ろ
く
じ
ょ
う
」
は
六
条
通
と
な

り
ま
す
。
六
条
通
の
両
側
町
に
、
西
魚
屋
町
や
東
魚
屋
町
が
あ
り

ま
す
が
、
六
条
通
を
別
名
魚
棚
通
と
呼
ん
で
い
た
名
残
で
す
。
も

う
す
こ
し
東
に
は
、
旧
六
条
通
と
広
く
な
っ
た
六
条
通
が
あ
り
ま

す
の
で
、
こ
の
状
態
を
歌
い
こ
ん
だ
も
の
と
す
れ
ば
、「
う
お
の
た

な
」
と
「
ろ
く
じ
ょ
う
」
を
別
も
の
と
も
み
な
せ
ま
す
が
、
こ
れ

は
考
え
す
ぎ
で
す
。
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仁
丹
町
名
看
板
の
所
在
（
室
町
通
の
五
条
か
ら
六
条
ま
で
）

ま
ず
、
東
北
の
か
ど
に
「
室
町
通
楊
梅
上
ル
大
黒
町
」
1©
の
町
名
看
板
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
東
南
の
か
ど
に
は
、
町
名
看
板
「
楊
梅
通
室
町
東
入
大

黒
町
」
2©
が
貼
っ
て
あ
り
ま
す
。

楊
梅
室
町
の
十
字
路
か
ら
西
南
の
区
画
（
も
と
の
尚
徳
中
学
校
の
跡
地
、

今
は
下
京
中
学
校
の
敷
地
を
含
む
地
域
）、
通
り
の
名
前
を
あ
げ
れ
ば
、
東

西
は
室
町
通
と
西
洞
院
通
の
あ
い
だ
、
楊
梅
通
、
鍵
屋
町
通
、
的
場
通
の
あ

た
り
に
、
一
六
〇
二
年
〔
慶
長
七
年
〕
か
ら
約
四
十
年
間
、
　ろ
く
じ
ょ
う
み
す
じ
ま
ち

六
条
三
筋
町　(

正

式
の
名
称
は
、
　ろ
く
じ
ょ
う
や
な
ぎ
ま
ち

六
条
柳
町　)

と
い
う
遊
郭
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
一
五

八
九
年
〔
天
正
十
七
年
〕
に
ひ
ら
か
れ
た
二
条
柳
町
か
ら
一
六
〇
二
年
〔
慶

長
七
年
〕
に
移
転
し
て
き
て
、
強
制
移
転
に
よ
っ
て
、
一
六
四
一
年
〔
寛
永

十
八
年
〕
に
島
原
（
朱
雀
野
）
に
移
る
ま
で
の
間
で
す
。

『
都
名
所
図
会
』
の
「
　し
ま
ば
ら
け
い
せ
い
ま
ち

島
原
傾
城
町　
」
の
項
に
、
六
条
三
筋
町
の
こ
と
が

で
て
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

室
町
新
町
西
洞
院
五
条
橋
通
の
南
に
て
、
方
二
町
の
　
く
る
わ
郭　
な
り
。

中
に
小
路
三
通
あ
り
し
に
よ
り
　み
す
ぢ

三
筋　
町
と
号
す
。
六
条
通
（
今
の

魚
棚
な
り
）
西
洞
院
川
に
か
く
る
石
橋
は
、
傾
城
町
の
入
口
に
し

て
（
後
略
）

と
あ
り
ま
す
。
実
は
、
こ
こ
に
架
っ
て
い
た
石
橋
は
、
岡
崎
の
京
都
市
立
動

物
園
内
に
移
設
さ
れ
て
現
存
し
て
い
ま
す
（
六
条
三
筋
町
が
あ
っ
た
当
時
の

橋
で
は
な
く
、
明
治
六
年
に
架
設
さ
れ
た
も
の
で
す
が
）。
現
存
す
る
橋
の

親
柱
に
は
、「
　う
お
だ
な
ば
し

魚
店
橋　
」
と
「
西
洞
院
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
域
に
は
、
た
と
え
ば
「
六
条
三
筋
町
跡
」
な
ど
の
碑
が
立
っ
て
い

て
も
よ
さ
そ
う
に
お
も
い
ま
す
が
、
現
在
は
、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
、
な
ん
の

よ
す
が
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
　
か
み
や
な
ぎ
ち
ょ
う

上
柳
町　
、
　え
び
す
ち
ょ
う

蛭
子
町　
、
　
だ
い
こ
く
ち
ょ
う

大
黒
町　
な
ど
、
い

か
に
も
い
わ
く
あ
り
げ
な
町
名
が
あ
る
の
は
、
そ
の
　な
ご
り

名
残　
で
し
ょ
う
。
さ
ら

に
は
、「
鍵
屋
町
通
と
的
場
通
が
、
新
町
通
で
行
き
止
ま
り
に
な
っ
て
い
る

こ
と
」
も
、「
六
条
通
が
新
町
通
で
折
れ
曲
が
っ
て
い
る
（
西
に
向
か
っ
て

歩
く
と
、
同
様
に
新
町
通
で
行
き
止
ま
り
に
な
っ
て
い
る
）
こ
と
」
も
関
係

あ
り
そ
う
で
す
。
し
か
し
、『
都
名
所
図
会
』
に
あ
る
よ
う
に
六
条
三
筋
町

の
西
の
は
ず
れ
が
西
洞
院
通
な
ら
、
鍵
屋
町
通
と
的
場
通
が
、
新
町
通
で
行

き
止
ま
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ど
う
も
合
点
が
ゆ
き
ま
せ
ん
。
例
に
よ
っ

て
、
ち
ょ
っ
と
詮
索
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

『
京
都
市
の
地
名
』
の
「
六
条
三
筋
町
」
の
項
の
記
載
に
よ
る
と
、
一
六

〇
二
年
に
六
条
三
筋
町
が
で
き
た
当
初
は
、
東
西
は
室
町
通
と
新
町
通
の
間
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で
、
遊
郭
の
通
称
と
な
っ
た
三
筋
の
通
り
（
北
か
ら
、
柳
町
上
ノ
町
〔
今
の

　
よ
う
ば
い
ど
お
り

楊
梅
通　
の
両
側
町
、
現
在
の
上
柳
町
、
大
黒
町
に
相
当
〕、
柳
町
中
ノ
町
〔
い

ま
の
鍵
屋
町
通
の
両
側
町
、
現
在
の
　え
び
す

蛭
子　
町
に
相
当
〕、
柳
町
下
ノ
町
〔
今

の
的
場
通
の
両
側
町
、
現
在
の
銭
屋
町
、
堺
町
に
相
当
〕）
を
中
心
と
し
て

い
ま
し
た
。
新
設
し
た
と
考
え
ら
れ
る
柳
町
中
ノ
町
の
通
り
〔
い
ま
の
鍵
屋

町
通
〕
と
柳
町
下
ノ
町
の
通
り
〔
今
の
的
場
通
〕）
が
、
新
町
通
で
突
き
当

た
り
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
で
合
点
が
ゆ
き
ま
す
。『
俗
事
百
工
起
源
』

〔
宮
川
政
運
、
一
八
六
五
。
復
刻
版
、『
塵
塚
談
・
俗
事
百
工
起
源
』
現
代

思
潮
社
、
一
九
八
一
〕
に
は
、「
遊
女
を
太
夫
と
云
う
始
め
、
な
ら
び
に
島

原
の
こ
と
」
と
い
う
項
が
あ
り
、
そ
こ
に
六
条
三
筋
町
の
こ
と
が
で
て
い
ま

す
。
そ
こ
に
は
、「
慶
長
七
年
に
婬
房
を
室
町
六
条
通
り
に
移
さ
る
。
東
は

室
町
を
限
り
、
西
は
新
町
、
北
は
五
条
橋
通
り
に
至
る
、
世
に
こ
れ
を
三
筋

町
と
云
い
し
な
り
（
今
の
雪
駄
町
よ
り
魚
の
棚
店
ま
で
の
間
二
三
町
そ
の
跡

な
り
）。」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

地
図
を
み
る
と
、
新
町
通
か
ら
以
東
は
、
楊
梅
通
、
鍵
屋
町
通
、
的
場
通
、

六
条
通
が
ほ
ぼ
等
間
隔
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
六
条
通
が
　す挿　
げ
替
え
ら
れ

た
結
果
で
あ
る
と
説
明
で
き
ま
す
ね
。
さ
ら
に
は
、
下
京
中
学
校
を
建
設
す

る
と
き
の
発
掘
調
査
で
　や
ま
も
も

楊
梅　
　こ
う
じ

小
路　
（
平
安
京
の
東
西
の
小
路
）
の
路
面
の
遺

構
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、「
六
条
三
筋
町
を
作
っ
た
と
き
に
、
　
よ
う
ば
い
ど
お
り

楊
梅
通　

が
、
　や
ま
も
も

楊
梅　
　こ
う
じ

小
路　
の
位
置
か
ら
約
二
五
メ
ー
ト
ル
北
寄
り
に
挿
げ
替
え
ら
れ
た

こ
と
」
が
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
（「
平
安
京
左
京
六
条
三
坊
五
町
跡
、
発

掘
調
査
現
地
説
明
会
資
料
」
二
〇
〇
五
年
四
月
二
三
日
、
京
都
市
埋
蔵
文
化

財
研
究
所
、http://

w
w

w
.kyoto-arc.or.jp/

142syoutoku.pdf)

。
確

か
に
地
図
を
み
る
と
、
堀
川
通
か
ら
東
中
筋
通
の
間
は
、
現
在
で
も
楊
梅
通

が
平
安
京
の
　や
ま
も
も

楊
梅　
　こ
う
じ

小
路　
の
位
置
に
あ
り
、
東
中
筋
通
の
と
こ
ろ
で
北
へ
折
れ

曲
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

そ
れ
で
は
、
新
町
通
以
西
は
ど
う
か
。『
好
色
一
代
男
全
注
釈
』
下
巻
〔
前

田
金
五
郎
、
角
川
書
店
、
一
九
八
一
〕
の
一
節
、「
　の
ち後　
は
　さ
ま様　
つ
け
て
　よ
ぶ呼　
」
の

注
釈
に
よ
れ
ば
、「
そ
の
の
ち
西
側
に
発
展
し
、
西
洞
院
通
東
側
に
太
夫
町

（
別
称
西
洞
院
町
）、
中
堂
寺
町
、
湯
屋
町
（
揚
屋
町
の
誤
り
か
？
）
が
で
き

た
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
注
の
記
述
は
、
原
典
が
記
さ
れ
て
い
ず
、
考

証
を
経
た
も
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
さ
ら
に
確
認
が
必
要
で
す
。

『
京
都
市
の
地
名
』
の
「
六
条
三
筋
町
」
の
項
に
は
、「
元
和
三
年
〔
一
六
一

七
年
〕
に
京
都
所
司
代
へ
訴
え
て
、
市
中
の
非
公
許
出
合
屋
を
六
条
三
筋
町

近
辺
に
集
め
た
こ
と
（
の
ち
に
島
原
に
移
っ
た
と
き
に
揚
屋
町
に
ま
と
ま
っ

た
ら
し
い
）」
と
「
元
和
四
年
〔
一
六
一
八
年
〕
の
訴
訟
に
よ
っ
て
、
遊
女
歌

舞
伎
な
ど
の
興
行
者
を
集
住
さ
せ
て
、
六
条
西
洞
院
に
傾
城
町
（
太
夫
町
）

が
成
立
し
た
こ
と
」
が
載
っ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
六
条
三
筋
町
に
あ
っ
た
町
名
（
上
之
町
、
中
之
町
、
下
之
町
、

太
夫
町
、
中
堂
寺
町
、
揚
屋
町
）
は
、
そ
の
ま
ま
島
原
の
地
名
と
し
て
引
き

継
が
れ
て
い
ま
す
。

■

洛
中
風
俗
図
屏
風
に
描
か
れ
た
六
条
三
筋
町

『
　ら
く
ち
ゅ
う
ふ
う
ぞ
く
ず
び
ょ
う
ぶ

洛
中
風
俗
図
屏
風　
（
　ふ
な
き
ぼ
ん

舟
木
本　
）』（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
重
要
文
化
財
）

の
画
像
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.tnm
.jp/

）
か
ら
閲
覧
で
き
ま

す
。
こ
の
屏
風
の
情
景
は
、
六
条
三
筋
町
が
全
盛
の
こ
ろ
。
当
時
の
風
俗
が

わ
か
っ
て
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
い
。
　う
せ
き

右
隻　
の
左
下
隅
に
、
六
条
三
筋
町
の
様

子
が
詳
し
く
描
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
東
西
の
通
り
に
名
札
が
付
け
ら
れ
て

お
り
、
北
か
ら
「
上
の
町
」、「
中
の
町
」、「
下
の
町
」
と
よ
め
ま
す
。
東
京
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国
立
博
物
館
の
画
像
デ
ー
タ
は
転
載
が
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
シ

リ
ー
ズ
に
載
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
が
残
念
で
す
。
い
き
い
き
と
し
た

情
景
が
ど
こ
ま
で
伝
え
ら
れ
る
か
わ
か
る
ま
せ
ん
が
、
お
よ
ば
ず
な
が
ら
、

描
か
れ
た
人
物
を
説
明
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

上
之
町
の
路
上
で
は
、
武
士
の
袖
を
引
く
遊
女
。
三
味
線
を
肩
に
う
つ
む

き
加
減
に
歩
く
若
侍
。
店
の
奥
で
は
、
男
と
遊
女
ら
し
き
女
が
話
し
込
ん
で

い
る
様
子
。
こ
の
屏
風
が
描
か
れ
た
時
代
に
は
、
三
味
線
は
最
新
の
楽
器
で

し
た
。
沖
縄
（
琉
球
）
の
三
線
が
十
六
世
紀
に
堺
に
渡
来
し
て
、
改
良
さ

れ
て
現
在
の
三
味
線
（
銀
杏
形
の
撥
を
使
う
も
の
）
と
な
っ
た
の
が
安
土
桃

山
時
代
と
い
い
ま
す
。
　さ
せ
き

左
隻　
の
右
下
隅
に
は
、
上
之
町
の
続
き
の
画
面
が
あ

り
、
女
が
部
屋
か
ら
身
を
乗
り
出
し
て
、
男
た
ち
と
駆
け
引
き
し
て
い
る
と

こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

中
之
町
で
は
、
扇
や
笹
を
手
に
踊
り
狂
う
女
た
ち
（
ざ
っ
と
十
人
程
度
）

と
そ
れ
を
見
物
す
る
人
々
が
描
き
わ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
編
笠
を
被
り
袖
や

扇
で
顔
を
隠
し
て
見
物
し
て
い
る
五
人
連
れ
の
武
士
た
ち
。
天
秤
棒
で
荷
を

担
い
だ
商
人
ら
し
き
男
。
格
子
戸
の
奥
か
ら
覗
く
女
た
ち
。
暖
簾
を
そ
っ
と

あ
け
て
見
物
す
る
女
。
　さ
せ
き

左
隻　
の
右
下
隅
に
は
、
中
之
町
の
続
き
の
画
面
が
あ

り
、
抱
擁
す
る
一
組
の
男
女
、
男
を
振
り
払
う
女
、
女
二
人
が
編
笠
姿
の
武

士
と
交
渉
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

下
之
町
で
は
、
路
上
で
抱
き
合
う
男
女
。
白
黒
の
　ぶ
ち斑　
の
犬
と
遊
ぶ
女
。
連

れ
立
っ
て
歩
く
若
い
男
女
。
床
机
に
　は
ん
か

半
跏　
す
る
女
。
そ
の
前
で
抱
き
合
っ
て

い
る
男
女
。
こ
れ
を
眺
め
る
男
た
ち
。
意
味
あ
り
げ
に
　ふ
み文　
を
読
む
三
人
の

男
。
大
き
な
荷
を
担
い
だ
男
と
交
渉
す
る
女
。

表
通
り
か
ら
入
っ
た
店
の
中
で
は
、
鏡
に
向
か
っ
て
化
粧
を
す
る
女
。
着

物
を
着
付
け
て
い
る
女
。
奥
座
敷
で
太
夫
の
弾
く
三
味
線
を
、
煙
管
を
く
わ

え
な
が
ら
聴
く
客
。
行
水
を
し
て
い
る
女
は
、
上
半
身
の
み
が
描
か
れ
て
お

り
、
下
半
身
は
た
く
み
に
屏
風
の
下
端
に
隠
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ず
ら
ず
ら
と
書
き
上
げ
た
だ
け
で
も
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ

る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
と
も
う
し
ま
す
。
六
条
三

筋
町
を
含
む
部
分
図
も
あ
り
ま
す
の
で
、
京
都
国
立
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w

.tnm
.jp/

）
か
ら
、
画
像
デ
ー
タ
を
ぜ
ひ
一
度
ご
覧
く

だ
さ
い
。

http://w
w

w
.tnm

.jp/jp/servlet/C
on?

pageId=
E

16&
processId=

00

&
col

id=
A

11168&
im

g
id=

C
0021445

紙
面
の
都
合
で
改
行
し
て
い
ま
す
が
、
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
ず
に
続
け
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、『
洛
中
洛
外
図
（
舟
木
本
）
町
の
に
ぎ
わ
い
が
聞
こ
え
る
』

〔
奥
平
俊
六
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
〕
に
も
図
版
が
載
っ
て
い
ま
す
（
説
明

の
と
こ
ろ
で
「
　
あ
げ
う
め
ど
お
り

揚
梅
通　
」
と
ル
ビ
を
振
っ
た
形
で
で
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

「
　
よ
う
ば
い
ど
お
り

楊
梅
通　
」
の
誤
り
で
し
ょ
う
）。

■

吉
野
太
夫

六
条
三
筋
町
と
い
え
ば
二
代
目
吉
野
太
夫
。
一
六
三
一
年
に
豪
商
　は
い
や

灰
屋　

（
佐
野
）
　
じ
ょ
う
え
き

紹
益　
に
身
請
け
さ
れ
た
話
は
有
名
で
す
。
藤
本
　き
ざ
ん

箕
山　
〔
一
六
二
八

〜
一
七
〇
四
〕
の
『
　
し
き
ど
う
お
お
か
が
み

色
道
大
鏡　
』
に
よ
る
と
、
中
古
六
条
の
七
人
衆
の
第
一

番
に
あ
げ
て
あ
る
ほ
ど
の
才
色
兼
備
。
七
人
衆
以
後
に
も
、
六
条
四
天
王
が

い
た
が
、
こ
れ
ら
の
太
夫
は
お
し
な
べ
て
、
高
貴
で
も
金
持
ち
で
も
、
気
に

入
ら
ぬ
も
の
は
客
と
し
て
も
て
な
さ
な
い
と
い
う
気
概
を
も
っ
て
い
た
と
伝
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え
て
い
ま
す
。

吉
野
太
夫
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
が
、

『
　
し
き
ど
う
お
お
か
が
み

色
道
大
鏡　
』
の
記
載
が
い
ち
ば
ん
あ
り
そ
う
な
話
で
す
。
吉
野
太
夫
を

身
請
け
し
た
灰
屋
紹
益
は
、
こ
の
件
を
咎
め
ら
れ
て
、
一
門
か
ら
　ぎ
ぜ
つ

義
絶　
さ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
ほ
ど
な
く
、
吉
野
の
節
あ
り
義
あ
る
と
こ
ろ
を
一
門
が
伝

え
聞
い
て
和
睦
す
る
こ
と
に
な
り
、
吉
野
と
対
面
す
る
た
め
に
一
門
が
集
ま

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
門
の
女
性
は
、
天
下
無
双
の
吉
野
に
会
う
と
い
う

の
で
、
着
物
を
新
調
し
て
、
化
粧
を
念
入
り
に
い
た
し
ま
す
。
宴
た
け
な
わ

に
な
っ
て
も
吉
野
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
使
い
を
た
て
て
も
、
な
お
宴
席
に
出
て

こ
な
い
の
で
、
吉
野
を
見
よ
う
と
一
門
の
男
女
も
ろ
と
も
台
所
へ
押
し
か
け

ま
す
。
す
る
と
、
そ
こ
に
い
た
の
は
、「
き
よ
げ
な
る
女
の
、
し
ほ
れ
た
る

　は
だ
ぎ

肌
着　
の
う
へ
に
　あ
い
ぞ
め

藍
染　
の
　も
め
ん

木
綿　
の
　
あ
は
せ
袷　
を
か
さ
ね
、
黒
き
帯
を
　お
し押　
し
ご
き
て
高
く

し
た
る
」。
こ
れ
、
す
な
わ
ち
吉
野
。
一
門
の
女
性
は
、
吉
野
の
手
を
と
っ

て
、
宴
席
に
み
ち
び
き
、「
ど
う
し
て
、
そ
ん
な
に
遠
慮
す
る
の
か
」
と
い

い
ま
す
と
、

吉
野
さ
し
う
つ
ふ
き
、
　
な
み
だ涙　
を
な
が
し
て
い
へ
る
は
、「
さ
て
さ
て

あ
り
が
た
き
　
お
ほ
せ
仰　
、
　み
や
う
が

冥
加　
な
き
ま
で
に
お
ぼ
え
候
。
　せ
う妾　
は
　こ
れ是　
、
　ひ
つ
ふ

疋
夫　

の
　い
ゑ家　
に
　む
ま生　
れ
、
　よ
う
せ
う

幼
少　
よ
り
人
に
つ
か
へ
、
　こ
と
さ
ら

殊
更　
つ
た
な
き
　け
い
こ
く

傾
国　
と

な
り
し
身
な
り
。
な
べ
て
の
　せ
う妾　
は
、
　い
ろ色　
に
つ
き
て
そ
の
一
人
の
　て
う寵　

を
う
く
る
と
い
へ
ど
も
、
外
の
い
つ
く
し
み
な
く
し
て
、
　む
ね胸　
を
い

た
ま
し
む
る
に
　た
へ堪　
た
り
。
　わ
れ余　
、
　こ
う公　
の
御
い
た
は
り
に
よ
つ
て
是
に

と
ど
ま
る
と
い
へ
ど
も
、
　れ
ん
ち
う

簾
中　
の
さ
た
に
　を
よ及　
ば
ず
、
ひ
と
つ
と
し

て
其
心
な
し
。
し
か
あ
る
に
、
我
を
　い
ま今　
、
　こ
う公　
の
　さ
い
し
つ

妻
室　
に
な
ぞ
ら

へ
さ
せ
給
ひ
、
ゆ
か
り
あ
る
か
た
に
お
ぼ
さ
ん
と
や
、
な
か
な

か
お
も
ひ
も
よ
ら
ず
。
　じ
こ
ん

自
今　
　い

ご

以
後　
、
　こ
う公　
の
　か
ぢ
よ

家
女　
と
し
て
つ
か
う
ま

つ
り
、
御
　か
も
ん

家
門　
の
御
ま
じ
は
り
に
め
さ
せ
給
は
ば
、
　は
い
ぜ
ん

陪
膳　
を
つ
と

め
、
御
　
し
や
く
酌　
に
つ
か
へ
ま
つ
ら
ん
」
と
、
　
つ
つ
ま
し
や
か

倹　
に
　の
べ演　
た
り
し
　
こ
と
ば詞　
の
花

の
に
ほ
ひ
あ
ま
り
て
、藤

本
箕
山
『
色
道
大
鏡
』
巻
第
十
五
・
雑
談
部

新
版
色
道
大
鏡
刊
行
会
編
、
八
木
書
店
、
二
〇
〇
六

一
門
の
女
性
の
き
ら
び
や
か
な
服
装
も
、
吉
野
の
藍
染
の
　そ
ふ
く

庶
服　
に
気
お
さ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
灰
屋
の
一
門
は
、「
す
く
も
」
か
ら
藍
を
建
て
る
と
き
に

使
う
木
灰
を
商
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
吉
野
が
着
て
い
た
藍
染
の
庶

服
も
考
え
抜
い
た
装
い
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
吉
野
の
真
情
に

ほ
だ
さ
れ
て
、
一
門
の
男
女
は
吉
野
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し

か
し
、
命
は
か
ぎ
り
が
あ
り
、
お
し
く
も
吉
野
は
三
十
八
歳
で
早
死
し
て
し

ま
い
ま
す
。
鷹
ヶ
峰
の
常
照
寺
に
墓
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
吉
野
太
夫
が
寄
進

し
た
「
吉
野
門
」
が
残
っ
て
い
ま
す
。

『
色
道
大
鏡
』
巻
十
七
に
は
「
　ふ
そ
う

扶
桑　
　れ
つ
じ
ょ
で
ん

列
女
傳　
」
が
念
の
入
っ
た
こ
と
に
漢

文
で
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
吉
野
傳
」
が
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
吉
野
の
令
名
（
麗
名
）
は
、
中
国
に
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
か
の
地

か
ら
賛
美
の
漢
詩
が
届
い
た
と
い
い
ま
す
。
大
変
お
も
し
ろ
い
の
で
、
そ
の

一
部
を
引
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

吉
野
　い
み
な
ハ

諱
　
徳
子
、
　ハ姓　
藤
原
、
松
田
氏
、（
中
略
）

　リ有
二　
大
明
國

呉
　ノ興　
李
湘
　ト
云
山　
　モ
ノ

、
者
一　

　夢
ー　　
　ニ中　
　テ會
二　
吉
　ニ野
一　
而
　ズ通
レ　
　ヲ

、
言　

　テ慕
二　
　ノ這　
　幽
ー　　
　ヲ

、
容
一　

而
　以
二　
寛
永
四
年
丁
卯
秋
八
　
、
月
一　

　シ
テ
賦
レ　
　ヲ詩　
而
　ル送
二　
　扶
ー　　
　ニ

。
桑
一　

　ノ其　
　ニ詩　

　ク曰　
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日
本
　テ曾
ー　
　
　ク聞　
吉
　ガ野　
名

　夢
ー　
　
中
　髣
ー　
　
　ト
シ
テ
髴　
　さ
め
テ
覚
ー　
　
　猶　
　ク驚　

　清
ー　
　
　容　
　ダザ

レ
バ

未
レ
　
見
恨
　シ無
レ
　
　極　

　
む
な
し
ク
空　
　ッ
テ
向
ニ
　
　海
ー　
　
　ニ東
一
　
　フ數
二
　
　鴈
ー　
　
　ヲ行
一
　
　　
　　

藤
本
箕
山
『
色
道
大
鏡
』
巻
第
十
七
・
扶
桑
列
女
傳

新
版
色
道
大
鏡
刊
行
会
編
、
八
木
書
店
、
二
〇
〇
六

さ
ら
に
は
、
画
像
の
所
望
が
あ
り
、
七
幅
を
九
州
経
由
で
中
国
に
送
っ
た
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
す
こ
し
眉
に
唾
を
つ
け
た
く
な
り

ま
す
ね
。

■

文
芸
作
品
の
中
の
六
条
三
筋
町

井
原
西
鶴
〔
一
六
四
二
〜
一
六
九
三
〕
は
、
六
条
三
筋
町
が
島
原
に
移
っ

た
直
後
に
生
ま
れ
て
お
り
ま
す
。『
好
色
一
代
男
』〔
一
六
八
二
年
、
天
和
二

年
刊
行
〕
は
、
好
色
物
と
呼
ば
れ
る
、
彼
の
浮
世
草
子
の
第
一
作
。
主
人
公

の
世
之
助
の
七
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
の
恋
の
遍
歴
を
描
い
た
も
の
で
、『
源

氏
物
語
』
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
に
な
っ
て
い
ま
す
。
但
馬
生
野
の
銀
山
成
金
の
夢

助
が
、
六
条
三
筋
町
の
三
人
の
太
夫
（
葛
城
、
薫
、
　さ
ん
せ
き

三
夕　
）
を
身
請
け
し
、

そ
の
う
ち
の
一
人
に
で
き
た
子
供
が
、
主
人
公
の
世
之
助
と
い
う
設
定
。
た

だ
し
、
記
述
に
一
条
戻
り
橋
が
で
て
く
る
こ
と
か
ら
、
六
条
三
筋
町
で
は
な

く
二
条
柳
町
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

『
好
色
一
代
男
』
の
巻
五
の
一
「
後
は
様
付
け
で
呼
ぶ
」
は
、
六
条
三

筋
町
の
吉
野
太
夫
の
話
を
下
敷
き
に
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
吉
野
太
夫
が

こ
こ
で
、
引
用
し
た
漢
文
の
訓
点
文
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
特
殊

な
符
号
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

一
つ
は
、
音
合
符
と
呼
ば
れ
る
符
号
で
、
た
と
え
ば
、「
　夢
ー　　
　ニ中　
」

の
中
央
に
あ
ら
わ
れ
る
縦
棒
で
す
。
こ
れ
は
上
下
の
文
字
を
熟
語

と
し
て
、
　お
ん音　
で
読
む
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
、

「
　む
ち
ゆ
う

夢
中　
に
」
と
よ
み
ま
す
。

一
方
、
訓
合
符
と
呼
ば
れ
る
符
号
は
、
た
と
え
ば
、「
　さ
め
テ
覚
ー　　
　猶　
」
に

の
中
の
左
脇
に
添
え
た
縦
棒
で
す
。
こ
の
場
合
は
、「
　さ
め覚　
て
　な
ほ猶　
」
と

　く
ん訓　
で
読
む
こ
と
を
指
示
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
特
殊
な
符
号
を
ふ
く
む
訓
点
文
の
組
版
は
、
通
常
の

ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
で
は
む
ず
か
し
い
の
で
す
が
、
朗
報
を
一

つ
。
多
少
、
自
己
宣
伝
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
ろ
ぐ
る
し
い
の

で
す
が
。

訓
点
文
の
組
版
は
、
著
者
が
開
発
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
アsfkan-

bun.sty

をpL ATE X

と
組
み
合
わ
せ
て
使
え
ば
簡
単
に
実
現
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。sfkanbun.sty

は
、
著
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://xym
tex.com

/

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
興
味
あ
る
方
は
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、『
続L ATE X

2ε

階

梯
・
縦
組
編
』〔
藤
田
眞
作
著
、
ア
ジ
ソ
ン
・
ウ
ェ
ス
レ
イ
、
一

九
九
八
〕
と
『pL ATE X

2ε

入
門
・
縦
横
文
書
術
』〔
藤
田
眞
作
著
、

ビ
ア
ソ
ン
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
二
〇
〇
〇
〕
に
詳
し
い
説
明
が

あ
り
ま
す
の
で
、
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
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故
あ
っ
て
退
郭
さ
せ
ら
れ
た
顛
末
が
脚
色
さ
れ
て
載
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ

は
省
く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
う
し
ろ
の
箇
所
は
、『
色
道
大
鏡
』

巻
第
十
五
・
雑
談
部
か
ら
引
用
し
た
も
の
と
は
、
全
く
異
な
っ
た
風
に
脚
色

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
比
較
の
た
め
に
触
れ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

遊
女
と
一
緒
に
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
世
之
助
が
一
門
か
ら
　ぎ
ぜ
つ

義
絶　
さ
れ

る
こ
と
は
同
じ
で
す
が
、
そ
の
あ
と
が
ち
が
っ
て
い
ま
す
。
吉
野
は
「
さ
も

あ
ら
ば
御
一
門
様
の
　お
ん
な
か

御
中　
を
　
わ
た
く
し
私　
な
ほ
し
申
す
べ
し
」
と
む
し
ろ
積
極
的
に
働

き
か
け
ま
す
。「
吉
野
に
暇
を
と
ら
せ
て
帰
し
た
の
で
、
仲
直
り
の
宴
に
招
待

し
た
い
」
と
い
う
触
れ
込
み
で
、
一
門
の
女
性
を
呼
ぶ
よ
う
に
世
之
助
に
頼

み
ま
す
。
仲
直
り
の
酒
席
が
ほ
ど
よ
く
和
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
吉
野
の
登
場
。

吉
野
は
　あ
さ
ぎ

浅
黄　
の
　ぬ
の
こ

布
子　
に
赤
前
だ
れ
、
　お
き
て
ぬ
ぐ
ひ

置
手
拭　
を
し
て
、
へ
ぎ
に
　き
り切　

　の熨　
　し斗　
の
　
と
り
ざ
か
な

取
肴　
を
持
ち
て
、
中
で
も
お
年
を
寄
ら
れ
た
　か
た方　
へ
手
を
つ

か
え
て
、「
私
は
　み三　
す
ぢ
　ま
ち町　
に
す
み
し
吉
野
と
申
す
遊
女
、
か
か

る
お
座
敷
に
出
る
は
も
つ
た
い
な
く
候
へ
ど
も
、
今
日
　お
ひ
ま

御
隙　
を
下

さ
れ
里
へ
帰
る
　お御　
　な名　
　ご
り残　
に
」、
昔
を
今
に
一
ふ
し
を
う
た
へ
ば
、

き
え
入
る
ば
か
り
。
琴
弾
き
歌
を
よ
み
、
茶
は
し
を
ら
し
く
た
て

な
し
、
花
を
　い
け
か

生
替　
へ
、
　と
け
い

土
圭　
を
　し

か

仕
懸　
け
な
ほ
し
、
　む
す
め
ご
た
ち

娘
子
達　
の
髪
を

な
で
付
け
、
　ご碁　
の
お
相
手
に
な
り
、
　
し
や
う笙　
を
吹
き
、
　
む
じ
や
う
ば
な
し

無
常
咄　
、
内
緒

事
、
よ
ろ
づ
人
さ
ま
の
気
を
と
る
事
ぞ
か
し
。

井
原
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』

『
井
原
西
鶴
集
一
』
暉
峻
康
隆
、
東
明
雅
校
注
・
訳

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
六
六
、
小
学
館
、
一
九
九
六

吉
野
ひ
と
り
の
も
て
な
し
に
、
い
た
く
感
じ
入
り
、
一
門
の
女
性
は
く
ち
ぐ

ち
に
「
吉
野
を
離
縁
す
る
必
要
は
な
い
」
と
。
こ
の
よ
う
な
筋
立
て
と
な
っ

て
い
ま
す
。

近
松
門
左
衛
門
〔
一
六
五
三
〜
一
七
二
四
〕
の
『
け
い
せ
い
　は
ん
ご
ん
こ
う

反
魂
香　
』〔
一

七
〇
八
年
、
宝
永
五
年
初
演
〕
に
も
、
六
条
三
筋
町
が
で
て
き
ま
す
。
中
之

巻
が
「
六
条
三
筋
町
大
門
口
の
場
」。

里
は
都
の
　
ひ
つ
じ
さ
る

坤　
な
り
、
通
へ
て
も
、
通
ひ
足
ら
ぬ
ぞ
三
筋
町
。
西

の
洞
院
、
中
堂
寺
、
　ゑ

も

ん

右
衛
門　
が
馬
場
の
一
方
口
、
ま
だ
大
門
の

遅
桜
。

近
松
門
左
衛
門
『
け
い
せ
い
反
魂
香
』

『
近
松
門
左
衛
門
集
三
』
鳥
越
文
蔵
他
校
注
・
訳

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
七
六
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇

と
幕
が
開
き
、
大
門
口
に
死
骸
が
あ
る
こ
と
か
ら
騒
動
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

続
い
て
「
六
条
三
筋
町
舞
鶴
屋
の
場
」。
筋
は
入
り
く
ん
で
い
て
、
わ
た
し

ご
と
き
に
、
と
て
も
要
約
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
画
家
狩
野
元
信
、
銀
杏
の

前
、
　け
い
せ
い

傾
城　
遠
山
（
の
ち
の
　や
り
て

遣
手　
み
や
）
の
三
角
関
係
を
軸
に
物
語
が
展
開
し

ま
す
。
祝
言
を
あ
げ
た
み
や
（
遠
山
）
が
実
は
す
で
に
死
ん
で
い
る
こ
と
を

知
ら
さ
れ
る
元
信
。
よ
く
よ
く
見
る
と
、
み
や
が
逆
立
ち
で
歩
い
て
い
る
の

に
気
づ
き
、
亡
霊
で
あ
る
と
悟
る
と
い
う
あ
ら
す
じ
。
反
魂
香
の
名
は
、
漢

の
武
帝
が
そ
の
香
を
焚
く
と
、
亡
き
李
夫
人
が
現
れ
た
と
い
う
故
事
に
よ
る

も
の
。

場
所
の
設
定
は
六
条
三
筋
町
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、「
里
は

都
の
　
ひ
つ
じ
さ
る

坤　
」
は
、
都
の
西
南
で
島
原
の
あ
る
と
こ
ろ
。
し
た
が
っ
て
、『
け
い

せ
い
反
魂
香
』
は
、
実
際
に
は
、
島
原
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
こ
に
な
ぜ
「
西
の
洞
院
」
が
で
て
く
る
の
か
。
こ
れ
は
、
六
条
三
筋

町
の
地
名
を
、
移
転
の
際
に
島
原
に
移
し
た
も
の
。『
色
道
大
鏡
』
に
は
、
島
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原
の
地
図
が
載
っ
て
い
て
、「
太
夫
町
西
洞
院
と
も
い
ふ
」
と
わ
ざ
わ
ざ
書

い
て
あ
り
ま
す
。

柳
亭
種
彦
〔
一
七
八
三
〜
一
八
四
二
〕
の
『
　に
せ
む
ら
さ
き
い
な
か
げ
ん
じ

偽
紫
田
舎
源
氏　
』〔
一
八
二
九

年
か
ら
刊
行
。
一
八
四
二
年
発
禁
。
種
彦
の
死
に
よ
っ
て
中
断
〕
も
ま
た
、

源
氏
物
語
の
パ
ロ
デ
ィ
で
す
が
、
　ろ
く
じ
ょ
う
の
み
や
す
ん
ど
こ
ろ

六
条
御
息
所　
に
擬
し
て
、
六
条
三
筋

町
二
見
屋
の
遊
女
「
　あ

こ

ぎ

阿
古
木　
」
を
登
場
さ
せ
て
い
ま
す
。
六
条
三
筋
町
が
消

え
て
か
ら
、
二
〇
〇
年
も
あ
と
に
、
こ
の
傾
城
街
の
名
が
出
て
く
る
の
は
い

か
に
有
名
だ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。
六
条
御
息
所
と
語
呂
を
合
わ
せ
る
事

情
は
割
り
引
く
に
し
て
も
。

　こ
の
こ
ろ

此
頃　
　ろ
く
で
う
み
す
ぢ
ま
ち

六
条
三
筋
町　
に
、
そ
の
名
を
　あ

こ

ぎ

阿
古
木　
と
　よ呼　
び
て
、
い
と
　と
き時　

め
き
し
　あ
そ
び
め

遊
女　
あ
り
、
　と
し年　
は
　は
た
ち

二
十　
を
三
ツ
四
ツ
　こ越　
え
、
　
さ
か
り
盛　
り
は
　す
こ少　
し

　す過　
ぎ
た
れ
ど
も
、
　い
ま今　
も
　
む
か
し昔　
の
　い
ろ
か

色
香　
　う失　
せ
ず
、
　と訪　
ひ
よ
る
　
き
や
く
客　
は
　あ
ま
た

数
多　

な
り
。『

偽
紫
田
舎
源
氏
』（
上
）
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
八
八
。
鈴
木
重
三

校
注
〔
一
九
九
五
〕

通
い
つ
め
る
　や
ま
な

山
名　
　む
ね
き
よ

統
清　
を
袖
に
し
て
、
ご
器
量
の
よ
い
若
殿
様
　あ
し
か
が

足
利　
　み
つ
う
じ

光
氏　

（
光
源
氏
の
も
じ
り
）
に
心
を
と
き
め
か
す
段
取
り
。
さ
ら
に
は
、
阿
古
木

と
い
う
名
も
、
能
の
『
　あ
こ
ぎ

阿
漕　
』
か
ら
と
っ
て
い
る
と
い
う
念
の
入
っ
た
筋
立

て
。
古
典
と
い
う
の
は
、
本
当
に
奥
が
深
い
で
す
ね
。

■

　や
ま
も
も

楊
梅　
室
町
西
南
　つ

ら頬　
　の之　
　く

ら倉　

　よ
う
ば
い

楊
梅　
室
町
か
ら
西
南
の
一
区
画
、
江
戸
時
代
に
は
六
条
三
筋
町
の
あ
っ
た

と
こ
ろ
に
は
、
下
京
中
学
校
と
下
京
消
防
尚
徳
分
団
が
新
築
さ
れ
て
い
ま

す
。
元
の
尚
徳
中
学
校
か
ら
下
京
中
学
校
に
建
て
替
え
る
と
き
に
、
京
都

市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
に
よ
っ
て
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の

発
掘
に
よ
っ
て
、
倉
庫
跡
と
み
ら
れ
る
甕
を
備
え
付
け
た
穴
が
多
数
み
つ
か

り
、
穴
底
の
い
く
つ
か
か
ら
は
、
　と
こ
な
め
や
き

常
滑
焼　
の
　か
め甕　
の
底
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

出
土
し
た
甕
は
、
室
町
時
代
前
期
（
十
四
世
紀
前
半
）
の
も
の
と
み
ら
れ
る

と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
（
上
記
現
地
説
明
会
資
料
お
よ
び
『
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

京
都
』N

o.210
(

二
〇
〇
六
年
六
月
）』
発
掘
ニ
ュ
ー
ス
七
五
「
　や
ま
も
も

楊
梅　
室
町

西
南
　つ
ら頬　
　の之　
　く
ら倉　
」）。
報
告
書
に
よ
る
と
、「
一
四
一
九
年
〔
応
永
二
六
年
〕
に

室
町
幕
府
が
酒
麹
の
密
造
禁
止
令
を
出
し
た
と
き
に
、
町
内
の
酒
屋
が
出
し

た
誓
約
書
が
『
北
野
文
書
』
と
し
て
北
野
神
社
に
残
っ
て
お
り
、
そ
の
中

に
、
応
永
二
六
年
十
月
二
日
付
で
「
公
方
よ
り
　お
ほ
せ
仰　

　く
だ
さ
レ

被
レ　
　い
で出　
候
か
う
し
の
事
、

　
き
や
う
こ
う

向
後　

　
つ
か
ま
つ
り

仕　
候
ま
し
く
候
。
楊
梅
室
町
西
南
頬
之
倉
。」
と
の
文
面
が
あ
り

（『
史
料
京
都
の
歴
史
十
二
下
京
区
』
京
都
市
、
一
九
八
一
）、
こ
れ
が
今
回

の
発
掘
地
点
に
ぴ
っ
た
り
と
合
致
し
て
い
る
」
と
の
こ
と
。「
か
う
し
」
は

「
　
こ
う
じ
麹　
」
の
こ
と
で
す
。
こ
の
文
書
の
前
半
に
は
、「
や
ま
も
ゝ
ま
ち
」
と
平
が

な
で
出
て
き
ま
す
の
で
、
一
四
一
九
年
の
時
点
で
は
、
楊
梅
町
を
こ
の
よ
う

に
読
ん
で
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
ま
す
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
文
書
が
北
野
天
満
宮
に
残
っ
た
か
と
い
う
と
、
室
町

時
代
に
は
、
酒
造
り
は
神
社
の
特
権
で
、
麹
の
生
産
に
は
厳
し
い
規
制
が

あ
っ
た
た
め
で
す
。
し
か
し
、
麹
の
密
造
は
横
行
し
た
よ
う
で
、
神
社
は
、

た
び
た
び
室
町
幕
府
に
訴
え
て
禁
止
を
迫
り
ま
し
た
。
上
述
の
密
造
禁
止
令

（
一
四
一
九
年
）
は
そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
す
。
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研

究
所
の
報
告
書
で
は
控
え
め
に
記
し
て
い
ま
す
が
、
文
献
の
記
載
と
考
古
学

的
な
発
掘
と
の
照
合
が
え
ら
れ
た
の
は
す
ば
ら
し
い
成
果
で
す
。

酒
蔵
が
棄
却
さ
れ
た
あ
と
、
応
仁
の
乱
〔
一
四
六
七
〜
一
四
七
七
〕
の
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時
期
の
地
層
は
整
地
層
で
経
済
活
動
の
痕
跡
は
な
い
と
の
こ
と
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
六
条
三
筋
町
が
作
ら
れ
る
ま
で
は
、
荒
廃
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

■

下
京
中
学
校

町
名
看
板
1©
2©
の
あ
る
　よ
う
ば
い
む
ろ
ま
ち

楊
梅
室
町　
か
ら
西
南
の
一
区
画
は
、
室
町
時
代

に
は
酒
蔵
、
江
戸
時
代
に
は
六
条
三
筋
町
。
そ
れ
以
降
は
、
本
願
寺
の
門
前

の
商
業
区
域
の
一
画
、
雪
駄
屋
町
（
近
辺
に
、
雪
駄
を
商
う
店
が
多
か
っ
た

と
い
い
ま
す
）。
そ
し
て
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
、
下
京
第
十
六
番
小
学
校

が
、
明
治
二
年
に
設
置
。
明
治
五
年
下
京
第
二
四
組
小
学
校
、
明
治
八
年
新

楊
小
学
校
、
明
治
十
年
尚
徳
小
学
校
、
明
治
四
一
年
尚
徳
尋
常
小
学
校
、
昭

和
十
六
年
尚
徳
国
民
小
学
校
に
名
称
変
更
さ
れ
た
あ
と
、
太
平
洋
戦
争
敗
戦

後
に
、
尚
徳
中
学
校
と
な
り
、
今
年
（
二
〇
〇
七
年
）、
下
京
中
学
校
と
変

わ
り
ま
し
た
。

こ
の
下
京
中
学
校
（
楊
梅
通
新
町
東
入
ル
蛭
子
町
）
は
、
下
京
区
に
あ
っ

た
五
つ
の
中
学
校
（
　い
く
ぶ
ん

郁
文　
中
学
校
、
　せ
い
と
く

成
徳　
中
学
校
、
　し
ょ
う
と
く

尚
徳　
中
学
校
、
　か
い
ざ
ん

皆
山　
中

学
校
、
　ば
い
け
い

梅
逕　
中
学
校
）
を
少
子
化
の
た
め
統
合
し
て
今
年
（
二
〇
〇
七
年
）

か
ら
発
足
し
た
も
の
で
す
。
新
築
さ
れ
た
校
舎
は
、
京
町
家
を
イ
メ
ー
ジ
し

て
お
り
、
学
校
と
は
お
も
え
な
い
く
ら
い
　
し
ょ
う
し
ゃ

瀟
洒　
な
造
り
で
感
心
い
た
し
ま
し

た
。
元
の
尚
徳
中
学
校
の
隣
に
あ
っ
た
楊
梅
幼
稚
園
は
、
現
在
、
醒
泉
小
学

校
（
第
2
回
参
照
）
の
敷
地
内
に
移
転
し
て
い
ま
す
。

下
京
中
学
校
の
裏
手
の
通
り
は
、
　か
ぎ
や
ま
ち
ど
お
り

鍵
屋
町
通　
。
こ
の
通
り
に
面
し
て
、
壁

際
に
お
地
蔵
さ
ん
の
祠
が
組
み
込
ん
で
あ
る
の
は
京
都
ら
し
い
。
こ
こ
に

も
「
明
治
天
皇
行
幸
所
下
京
第
廿
四
番
組
小
学
校
」
の
碑
が
あ
り
ま
す
。
明

明
治
天
皇
行
幸
所
下
京
第
廿
四
番
組
小
学
校
の
碑
と
尚
徳
中
学
校

の
碑
（
下
京
中
学
校
裏
）

治
五
年
に
京
都
第
廿
四
組
小
学
校
で
あ
っ
た
と
き
に
行
幸
さ
れ
た
記
念
碑
で

す
。
尚
徳
中
学
校
の
記
念
碑
も
並
ん
で
い
ま
す
。

京
都
人
で
な
い
わ
た
し
が
い
う
の
も
口
は
ば
っ
た
い
け
れ
ど
も
、
明
治
維

新
時
に
京
都
衰
退
の
危
機
を
救
っ
た
の
は
、
教
育
基
盤
の
整
備
。
作
っ
た
教

育
基
盤
を
百
年
の
単
位
で
維
持
し
た
こ
と
も
重
要
。
こ
こ
で
ま
た
、
平
成
の

危
機
を
救
う
の
は
、
教
育
基
盤
の
再
編
成
、
そ
し
て
、
そ
の
継
続
維
持
。

下
京
中
学
校
と
同
じ
町
内
に
、「
鍵
屋
町
通
室
町
西
入
蛭
子
町
」
3©
の
看
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板
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
写
真
の
写
り
が
わ
る
い
の
で
は
な
く
、
退
色

が
ひ
ど
く
、
町
名
も
や
っ
と
の
こ
と
で
読
み
取
り
ま
し
た
。
軒
下
で
な
く
、

よ
く
陽
の
あ
た
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
仕
方
の
な
い
こ
と
と
は
い
え
、
残
念
で

す
ね
。　か

ぎ
や
ま
ち
ど
お
り

鍵
屋
町
通　

　む
ろ
ま
ち

室
町　
　に
し
い
る

西
入　

　え
び
す
ち
ょ
う

蛭
子
町　
3©

■

和
菓
子
、
そ
し
て
町
名
看
板

室
町
通
の
一
筋
東
の
南
北
の
通
り
は
、
　
す
わ
ん
ち
ょ
う
ど
お
り

諏
訪
町
通　
。「
諏
訪
町
」
の
読
み

は
、
多
分
、「
す
わ
の
ち
ょ
う
」
と
読
ん
で
い
た
の
が
、
音
便
で
「
す
わ
ん

ち
ょ
う
」
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。『
都
名
所
図
会
』
巻
二
に
は
、
　す
わ
の
ま
ち

諏
訪
町　
な

る
地
名
が
で
て
お
り
、
こ
の
時
代
に
は
、「
す
わ
の
ま
ち
ど
お
り
」
と
読
ん

で
い
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
諏
訪
町
通
の
こ
の
あ
た
り
は
、
仁
丹
の
町
名

看
板
が
多
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
、
和
菓
子
屋
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
和
菓
子
。
　
か
ぎ
ち
ょ
う

鍵
長　
（
鍵
屋
町
通
室
町
東
入
ル
南
側
鍵
屋
町
）
で
は
、

名
物
は
、
長
楽
。
上
段
は
し
ぐ
れ
風
、
下
段
は
小
倉
　か
ん羹　
を
あ
わ
せ
た
　さ
お
も
の

棹
物　
。

そ
の
ほ
か
に
は
、
季
節
に
あ
わ
せ
た
　じ
ょ
う
な
ま
が
し

上
生
菓
子　
。

も
う
一
軒
は
、
お
は
ぎ
専
門
の
　い
ま
に
し
け
ん

今
西
軒　
（
楊
梅
通
諏
訪
町
西
入
ル
南
側
横

諏
訪
町
）。
明
治
三
十
年
創
業
。
一
時
閉
店
し
て
い
た
が
、
五
年
前
に
復
活
。

　よ
う
ば
い
ど
お
り

楊
梅
通　

　す
わ
ん
ち
ょ
う

諏
訪
町　
　に
し
い
る

西
入　

　よ
こ
す
わ
ん
ち
ょ
う

横
諏
訪
町　
4©

　す
わ
ん
ち
ょ
う
ど
お
り

諏
訪
町
通　

　よ
う
ば
い

楊
梅　
　あ
が上　
ル

　よ
こ
す
わ
ん
ち
ょ
う

横
諏
訪
町　
5©

二
枚
の
看
板
4©
5©
の
出
現
状
況



81 ■ 諏 訪 神 社

お
は
ぎ
は
、
　つ
ぶ
あ
ん

粒
餡　
、
　こ漉　
し
　あ
ん餡　
、
黄
な
粉
の
三
種
。
甘
さ
控
え
め
の
餡
は
量

が
た
っ
ぷ
り
。
わ
た
し
が
着
い
た
午
後
三
時
に
は
、
す
で
に
売
り
切
れ
で
し

た
。
後
日
、
午
前
十
時
半
に
訪
ね
た
と
き
に
は
、
さ
す
が
に
全
種
類
の
お
は

ぎ
を
手
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
西
軒
は
、
町
名
看
板
1©
2©
の
楊
梅
室
町
の
十
字
路
か
ら
、
楊
梅
通
を

東
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
楊
梅
諏
訪
町
の
十
字
路
の
西
南
か
ど
に
あ
り
ま

す
。
そ
の
向
か
い
北
側
の
お
宅
（
西
北
か
ど
）
の
二
階
に
、
二
枚
直
角
に
並

ん
で
町
名
看
板
が
見
つ
か
り
ま
す
。「
楊
梅
通
諏
訪
町
西
入
横
諏
訪
町
」
4©

と
「
諏
訪
町
通
楊
梅
上
ル
横
諏
訪
町
」
5©
。
出
現
状
況
が
特
殊
で
す
の
で
、

両
方
の
位
置
関
係
を
示
す
写
真
も
載
せ
て
お
き
ま
す
。

こ
の
十
字
路
の
東
南
の
か
ど
に
、
も
う
一
枚
、
町
名
看
板
「
楊
梅
通
諏
訪

町
東
入
横
諏
訪
町
」
6©
が
あ
り
ま
す
。
町
名
看
板
4©
と
6©
は
、「
西
入
」
と

「
東
入
」
の
違
い
だ
け
で
す
。
三
枚
の
町
名
看
板
4©
〜
6©
を
比
べ
る
と
、
第

　よ
う
ば
い
ど
お
り

楊
梅
通　

　す
わ
ん
ち
ょ
う

諏
訪
町　
　ひ
が
し
い
る

東
入　

　よ
こ
す
わ
ん
ち
ょ
う

横
諏
訪
町　
6©

1
回
で
述
べ
た
町
名
の
付
け
方
の
原
則
が
き
ち
ん
と
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
す
べ
て
、
お
な
じ
町
名
「
横
諏
訪
町
」
で
す
か
ら
、
楊
梅
諏

訪
町
の
十
字
路
を
基
準
に
し
た
両
側
町
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

楊
梅
諏
訪
町
の
十
字
路
を
南
に
す
こ
し
歩
く
と
、
電
柱
に
「
諏
訪
町
通
鍵

屋
町
上
ル
鍵
屋
町
」
7©
の
町
名
看
板
が
貼
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

通
り
の
名
前
の
　か
ぎ
や
ま
ち

鍵
屋
町　
通
と
町
名
の
　か
ぎ
や
ち
ょ
う

鍵
屋
町　
と
を
、
違
う
読
み
方
に
し
て
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
で
正
し
い
の
か
は
自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　す
わ
ん
ち
ょ
う
ど
お
り

諏
訪
町
通　

　か
ぎ
や
ま
ち

鍵
屋
町　
　あ
が上　
ル

　か
ぎ
や
ち
ょ
う

鍵
屋
町　
7©

　よ
う
ば
い
ど
お
り

楊
梅
通　

　か
ら
す
ま

烏
丸　
　ひ
が
し
い
る

東
入　

　お
お
さ
か
ち
ょ
う

大
坂
町　
8©

楊
梅
諏
訪
町
の
十
字
路
を
東
へ
、
烏
丸
通
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
、「
楊
梅

通
烏
丸
東
入
大
坂
町
」
8©
の
町
名
看
板
が
あ
り
ま
す
。

■

諏
訪
神
社

　
す
わ
ん
ち
ょ
う
ど
お
り

諏
訪
町
通　
の
由
来
と
な
っ
た
諏
訪
神
社
は
、
諏
訪
町
通
的
場
上
ル
下
諏
訪

町
に
あ
り
ま
す
。
坂
上
田
村
麻
呂
が
信
州
諏
訪
大
明
神
を
勧
請
し
た
神
社
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
祭
神
は
、
　た
け
み
な
か
た
の
か
み

建
御
名
方
神　
。
現
在
の
社
殿
は
孝
明
天
皇

が
再
建
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
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諏
訪
神
社
と
御
火
焚
祭
（
二
〇
〇
七
年
十
一
月
十
七
日
）

『
都
名
所
図
会
』
巻
二
に
は
、「
　す
わ
の
や
し
ろ

諏
訪
社　
」
と
し
て
載
っ
て
い
て
、「
五
条

の
南
二
町
　す
わ
の
ま
ち

諏
訪
町　
に
あ
り
。
祭
る
所
　し
な
の
の
く
に

信
濃
国　
　す
わ
の
や
し
ろ

諏
訪
社　
と
　ど
う
じ
ん

同
神　
な
り
。
獣
肉
を

喰
ふ
も
の
此
社
の
神
箸
を
う
け
て
食
す
。
汚
穢
な
し
と
ぞ
。」
と
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。
本
家
の
長
野
県
諏
訪
神
社
で
は
、
肉
食
御
免
の
「
　か
じ
き
め
ん

鹿
食
免　
」
の

お
札
や
「
　か
じ
き
は
し

鹿
食
箸　
」
を
信
徒
に
発
行
し
て
い
た
そ
う
で
す
か
ら
、
禁
じ
ら
れ

て
い
た
肉
食
を
お
こ
な
う
た
め
の
方
便
と
し
て
は
、
う
ま
く
か
ん
が
え
た
も

の
で
す
。

秋
の
収
穫
を
祝
う
と
い
う
の
が
も
と
も
と
の
い
わ
れ
で
し
ょ
う
が
、
た
い

て
い
の
京
都
の
神
社
で
は
、
毎
年
十
一
月
に
　お
ひ
た
き
さ
い

御
火
焚
祭　
が
お
こ
な
わ
れ
ま

す
。
ち
ょ
う
ど
、
運
よ
く
諏
訪
神
社
の
御
火
焚
祭
に
ゆ
き
当
り
ま
し
た
の

で
、
写
真
を
撮
り
ま
し
た
。
普
段
は
、
な
に
も
懸
か
っ
て
い
な
い
柱
に
も
、

諏
訪
神
社
の
門
標
と
町
名
看
板

　す
わ
ん
ち
ょ
う
ど
お
り

諏
訪
町
通　

　か
ぎ
や
ま
ち

鍵
屋
町　
　さ
が下　
ル

　か
ぎ
や
ち
ょ
う

鍵
屋
町　
9©
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こ
の
日
は
ち
ゃ
ん
と
ご
神
灯
が
　さ提　
げ
て
あ
り
ま
し
た
。

御
火
焚
祭
の
二
日
前
に
も
こ
こ
を
通
り
か
か
っ
て
、
諏
訪
神
社
の
周
り
で

何
枚
か
写
真
を
撮
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
の
一
枚
。
諏
訪
神
社
の
門
標
を

撮
っ
た
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、
仁
丹
の
町
名
看
板
「
諏
訪
町
通
鍵
屋
町

下
ル
鍵
屋
町
」
9©
の
看
板
が
偶
然
に
写
り
込
ん
で
い
ま
し
た
。
仁
丹
の
町

名
看
板
に
は
ま
っ
た
く
気
づ
い
て
な
か
っ
た
と
は
、
見
れ
ど
も
見
え
ず
と
は

こ
の
こ
と
。
そ
の
手
前
に
、
別
の
ス
ポ
ン
サ
ー
の
看
板
「
諏
訪
町
通
鍵
屋

町
下
ル
下
諏
訪
町
」
が
あ
る
こ
と
に
も
実
は
気
づ
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
〇
〇
七
年
十
二
月
二
十
日
掲
載
の
版
で
は
、
判
別
で
き
る
程
度
の
写
真
で

も
な
い
よ
り
ま
し
と
載
せ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
迂
闊
な
の

で
、
次
の
年
（
二
〇
〇
八
年
）
に
上
洛
し
た
際
に
再
訪
し
て
、
撮
り
な
お
し

ま
し
た
。
今
回
の
版
で
は
、
撮
り
な
お
し
た
写
真
に
差
し
替
え
る
こ
と
に
し

ま
す
。
鍵
屋
町
と
下
諏
訪
町
の
境
目
が
こ
の
二
つ
の
看
板
の
間
で
す
。

■

六
条
魚
棚

六
条
通
は
、
堀
川
通
か
ら
始
ま
っ
て
、
新
町
通
に
突
き
当
た
っ
た
と
こ
ろ

が
、
銭
湯
（
白
山
湯
）。
こ
こ
ま
で
は
、
す
で
に
第
2
回
、
第
3
回
で
、
出

現
す
る
町
名
看
板
を
紹
介
し
ま
し
た
。
新
町
通
で
、
南
に
ず
れ
て
、
さ
ら
に

東
へ
続
き
ま
す
。
細
い
道
で
す
が
、
沿
道
の
油
小
路
〜
室
町
間
は
商
店
街
に

な
っ
て
い
ま
す
。

六
条
室
町
の
十
字
路
の
西
北
か
ど
に
、
町
名
看
板
「
六
条
通
室
町
西
入
西

魚
屋
町
」
10©
が
見
つ
か
り
ま
す
。
こ
の
看
板
の
両
側
町
「
西
魚
屋
町
」
の

表
示
は
、
魚
棚
通
が
六
条
通
の
別
名
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
に
な
り
ま
す
。
な

に
せ
、「
六
条
」
と
「
魚
屋
」
が
、
一
つ
の
町
名
看
板
に
同
居
し
て
い
ま
す

か
ら
。　ろ

く
じ
ょ
う
ど
お
り

六
条
通　

　む
ろ
ま
ち

室
町　
　に
し
い
る

西
入　

　に
し
う
お
や
ち
ょ
う

西
魚
屋
町　
10©

室
町
通
を
挟
ん
で
、
看
板
10©
の
向
か
い
側
、
六
条
室
町
の
十
字
路
の
東

北
か
ど
に
、「
六
条
通
室
町
東
入
東
魚
屋
町
」
11©
と
「
室
町
通
六
条
上
ル
堺

町
」
12©
が
九
〇
度
で
隣
り
合
っ
て
貼
っ
て
あ
り
ま
す
。
出
現
状
態
を
示
す

た
め
に
、
角
度
を
変
え
て
二
枚
が
判
読
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
も
載
せ
ま

し
た
。

こ
の
二
枚
11©
と
12©
は
、
同
じ
お
宅
に
貼
っ
て
あ
る
の
に
、
町
名
が
異
な

り
ま
す
。
こ
の
お
宅
は
、
東
魚
屋
町
に
属
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も

堺
町
に
属
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
一
見
も
っ
と
も
ら
し
い
質
問
で

す
が
、
あ
き
ら
か
に
愚
問
。
玄
関
が
あ
る
ほ
う
だ
と
い
う
基
準
は
ほ
と
ん
ど

自
明
な
の
で
、
東
魚
屋
町
に
属
す
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
す
。
地
図
を
見

る
と
、
南
北
に
隣
接
す
る
堺
町
と
東
魚
屋
町
の
境
界
は
、
室
町
通
六
条
を
す

こ
し
北
に
行
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
看
板
12©
の
貼
り
方
は
、
杓

子
定
規
に
い
う
と
正
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
か
ど
の
お
宅
の
側
壁

に
貼
っ
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
ん
な
に
目
く
じ
ら
を
た
て
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
ま
い
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
話
の
都
合
で
別
々
の
回
に
分
散
し
て
し
ま
い
ま
し
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　ろ
く
じ
ょ
う
ど
お
り

六
条
通　

　む
ろ
ま
ち

室
町　
　ひ
が
し
い
る

東
入　

　ひ
が
し
う
お
や
ち
ょ
う

東
魚
屋
町　
11©

　む
ろ
ま
ち
ど
お
り

室
町
通　

　ろ
く
じ
ょ
う

六
条　

　あ
が上　
ル

　さ
か
い
ち
ょ
う

堺
町　
12©

二
枚
の
看
板
11©
12©
の
出
現
状
況

た
が
、
六
条
通
を
堀
川
か
ら
東
へ
、
　と
お通　
し
で
歩
き
ま
す
と
、
仁
丹
町
名
看
板

と
し
て
、
第
2
回
の
「
六
条
通
醒
ヶ
井
東
ル
佐
女
牛
井
町
」
と
「
油
小
路
通

六
条
下
ル
西
若
松
町
」、
第
3
回
の
「
西
洞
院
通
六
条
下
ル
西
側
町
」、「
六

条
通
若
宮
東
入
ル
上
若
宮
町
」、「
若
宮
通
六
条
下
ル
若
宮
町
」、
さ
ら
に
今

回
（
第
6
回
）
の
「
六
条
通
室
町
西
入
西
魚
屋
町
」
10©
、「
六
条
通
室
町
東

入
東
魚
屋
町
」
11©
、「
室
町
通
六
条
上
ル
堺
町
」
12©
を
見
つ
け
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。
商
店
街
か
ら
は
は
ず
れ
ま
す
が
、
も
う
一
枚
六
条
通
に
町
名
看
板

「
六
条
通
烏
丸
西
入
北
町
」
13©
を
見
つ
け
ま
し
た
。

　ろ
く
じ
ょ
う
ど
お
り

六
条
通　

　か
ら
す
ま

烏
丸　
　に
し
い
る

西
入　

　き
た
ち
ょ
う

北
町　
13©

こ
の
町
名
看
板
の
す
ぐ
東
は
、
南
北
の
幹
線
道
路
、
烏
丸
通
。
交
通
量
の

多
い
の
は
、
相
変
わ
ら
ず
で
す
。
六
条
通
は
、
烏
丸
通
で
す
こ
し
だ
け
南
側

に
ず
れ
て
、
や
や
広
い
通
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
続
き
は
、
ま
た
の
ち
の
機

会
に
。
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プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

藤
田
眞
作
〔
ふ
じ
た
し
ん
さ
く
〕。
一
九
四
四
年
〔
昭
和
十
九
年
〕
北
九

州
市
生
ま
れ
。
学
生
・
大
学
助
手
と
し
て
、
十
年
間
、
京
都
で
生
活
。

工
学
博
士
を
取
得
後
、
二
十
五
年
間
、
富
士
写
真
フ
イ
ル
ム
（
株
）
足

柄
研
究
所
に
て
、
記
録
材
料
用
の
有
機
化
合
物
の
開
発
に
従
事
。
次
の

十
年
間
は
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
と
し
て
、
有
機
合
成
化
学
・
情

報
材
料
化
学
・
化
学
情
報
学
・
数
理
化
学
の
研
究
教
育
に
従
事
。
そ
の

か
た
わ
ら
和
菓
子
を
も
と
め
て
京
都
市
内
を
徘
徊
し
、
仁
丹
の
町
名
看

板
に
興
味
を
も
つ
。
二
〇
〇
七
年
よ
り
、
湘
南
情
報
数
理
化
学
研
究
所

(h
ttp

:/
/
x
y
m

tex
.co

m
)

を
主
宰
。

「
仁
丹
の
町
名
看
板
を
よ
す
が
に
京
め
ぐ
り
」（
第
6
回
）2007/12/20

改2008/07/13
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