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跡
見
花
蹊
と
木
津
得
浅
斎

武
者
小
路
千
家
家
元
　
　
教
授

ト
深
庵
　
木
津
　
宗
詮

願
泉
寺

　
木
津
家
は
三
千
家
の
一つ
で
あ
る
武む
し
ゃ
の
こ
う
じ

者
小
路
千せ
ん

家け

の
茶
家
の
一つ
で
あ
る
。
木
津
家
初
代
松し
ょ
う

斎さ
い

宗そ
う

詮せ
ん

は
大
阪
の

浄
土
真
宗
本ほ

ん

願が
ん

寺じ

派は

願が
ん

泉せ
ん

寺じ

に
生
ま
れ
て
い
る
。
願
泉
寺
は
寺
伝
に
よ
る
と
、
小お
の
の野
妹い
も

子こ

の
八
男
多た

嘉か

麿ま
ろ

義よ
し

持も
ち

（
法
名
聖し
ょ
う

伝で
ん

院い
ん

永え
い

証し
ょ
う）
が
、無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

院い
ん

と
い
う
寺
を
建
て
、そ
の
別べ
っ

当と
う

職し
き

に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
後
、

願
泉
寺
は
天て

ん

台だ
い

宗し
ゅ
うと
な
り
、
二
十
七
世
浄じ
ょ
う

教き
ょ
うは
本
願
寺
八
世
の
蓮れ
ん

如に
ょ

に
つ
い
て
浄
土
真
宗
に
改
宗
し
た
。
石
山
合
戦

の
折
に
本
願
寺
十
二
世
准じ

ゅ
ん

如に
ょ

か
ら
本
願
寺
の
「
願
」
の
字
を
許
さ
れ
、
寺
号
を
「
願
泉
寺
」
と
改
め
た
。
な
お
、

三
十
一
世
定じ

ょ
う

龍り
ゅ
うは
伊だ

達て

政ま
さ

宗む
ね

と
親
し
く
、
政
宗
の
書
院
と
茶
室
を
譲
ら
れ
、
後
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
が
、
惜
し
く

も
昭
和
二
十
年
（
一九
四
五
）
に
空
襲
で
焼
失
し
て
し
ま
い
、
庭
園
の
み
旧
態
を
残
し
て
現
存
し
て
い
る
。

初
代
松
斎
宗
詮

　
木
津
家
初
代
松し
ょ
う

斎さ
い

宗そ
う

詮せ
ん

は
安
永
六
年
（
一七
七
七
）
願
泉
寺
三
十
五
世
時じ

龍り
ゅ
うの
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
弟
に
三
十

七
代
昇し

ょ
う

龍り
ゅ
うが
い
る
。
願
泉
寺
の
住
職
時
代
は
降こ
う

龍り
ゅ
うと
名
乗
っ
て
い
た
。

　
松
斎
二
十
四
歳
の
頃
に
は
、
願
泉
寺
三
十
六
代
住
職
と
な
り
、
寺
の
法
務
を
勤
め
つ
つ
雅
楽
に
励
ん
で
い
た
。
そ
の

後
に
、
願
泉
寺
の
住
持
職
を
弟
昇し

ょ
う

龍り
ゅ
うに
譲
り
、
ま
ず
は
四し

天て
ん

王の
う

寺じ

の
伶れ
い

人じ
ん

と
し
て
同
寺
に
仕
え
、
そ
の
後
、
雅
楽

を
広
め
る
た
め
に
江
戸
に
下
る
。
江
戸
で
は
た
ち
ま
ち
困
窮
し
、
当
時
、
江
戸
随
一の
名
声
を
得
て
い
た
八や

百お

善ぜ
ん
の
板

場
と
し
て
寄
寓
し
、出
雲
松
江
藩
主
で
茶
の
湯
に
格
別
造
詣
の
深
い
松ま

つ

平だ
い
ら

不ふ

昧ま
い

専
属
の
料
理
人
を
担
当
し
た
の
で
あ
る
。

　
不
昧
は
、
松
斎
を
大お

お

崎さ
き

下
屋
敷
に
招
き
、
茶
の
湯
や
道
具
の
こ
と
を
学
ぶ
機
会
を
作
り
、
松
斎
は
そ
の
研
鑽
に
勉

め
、
最
高
の
修
行
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
不
昧
の
推
挙
に
よ
り
武
者
小
路
千
家
八
代
一い

っ

啜と
つ

斎さ
い

に
入
門
す
る
。

　
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）、
松
斎
三
十
七
歳
で
不
昧
か
ら
同
筆
「
寒

か
ん
し
ょ
う
い
っ
し
き
せ
ん
ね
ん
の
べ
つ
あ
り

松
一
色
別
千
年
」
の
墨
跡
と
木
津
の
苗
字
、

宗
詮
・
卜ぼ

く

深し
ん

庵あ
ん

の
号
を
与
え
ら
れ
、
大
阪
に
お
い
て
茶
道
の
興
隆
に
努
め
る
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
、
大
坂
の
地
に
武

者
小
路
千
家
の
茶
家
を
立
ち
上
げ
た
。
そ
の
後
は
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）、
松
斎
は
紀
州
徳
川
家
に
大
坂
在
住
の

小こ

納な
ん
ど戸
役や
く

と
し
て
仕
官
し
、
徳と
く
が
わ川
治は
る
と
み宝
に
仕
え
な
が
ら
も
、
大
徳
寺
四
百
三
十
世
大だ
い

綱こ
う

宗そ
う

彦げ
ん

に
参
禅
し
て
「
松
斎
」

の
号
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
松
斎
は
大
阪
を
基
盤
と
し
、
兵ひ

ょ
う
ご庫
（
神
戸
市
）・
奈
良
・
日ひ

野の

（
滋
賀
県
日
野
町
）・
水み
な
く
ち口
（
滋
賀
県
甲
賀
市
）

等
に
武
者
小
路
千
家
の
茶
の
湯
伝
播
に
つ
と
め
て
い
る
。
そ
の
門
人
に
は
、
両
替
商
・
大

だ
い
み
ょ
う名
貸が
し

等
を
商
う
大
坂
を
代

表
す
る
有
力
豪
商
の一
人
千ち

草ぐ
さ

屋や

平ひ
ら

瀬せ

春は
る

温あ
つ

、
十
じ
ゅ
う

人に
ん

両り
ょ
う

替が
え
の
米こ
め

屋や

郡こ
お
り

六ろ
く
え
も
ん

右
衛
門
、
同
じ
く
鴻こ
う
の
い
け池と
並
ぶ
十
人
両
替

の
加か

島じ
ま

屋や

広ひ
ろ

岡お
か

久き
ゅ
う
え
も
ん

右
衛
門
（
現
大
同
生
命
）、
同
じ
く
加
島
屋
長な
が

田た

作さ
く

兵べ

衛え

等
の
有
力
商
人
が
多
数
い
た
。
ま
た
兵

庫
に
は
豪
商
北き

た
か
ぜ風
六
ろ
く
え
も
ん

右
衛
門
、
北
風
荘
そ
う
え
も
ん

右
衛
門
等
が
い
た
。
日
野
の
門
人
で
は
、
家
伝
薬
の
製
造
販
売
す
る
正し
ょ
う
の野

猪い
ご
ろ
う
五
郎
・
近
江
商
人
で
最
大
の
資
産
を
築
い
た
中な
か

井い

正し
ょ
う
じ治
兵べ

衛え

等
、
水
口
の
門
人
で
は
水
口
藩
の
大お
お
じ
ょ
う
や

庄
屋
山や
ま
む
ら村

十じ
ゅ
う
ろ
う
え
も
ん

郎
右
衛
、
同
じ
く
大
庄
屋
の
池い
け
も
と本
忠ち
ゅ
う
え
も
ん

右
衛
門
等
の
近
江
商
人
の
有
力
豪
商
、
ま
た
水
口
藩
加
藤
家
の
茶
頭

山や
ま
も
と
さ
ん
け
い

本
三
慶
等
が
、
奈
良
で
は
柳や
ぎ
ゅ
う生
藩
筆
頭
家
老
小お

山や
ま

田だ

主し
ゅ
れ
い鈴
、
奈
良
の
豪
商
嶋し
ま

田だ

平へ
い
え
も
ん

右
衛
門・高こ
う
さ
か
そ
う
し
ち

坂
惣
七
等
が
い
た
。

　
松
斎
一
代
の
大
事
業
と
し
て
、
天
保
六
年
（
一八
三
五
）
に
武
者
小
路
千
家
九
代
好こ

う
こ
う
さ
い

々
斎
が
没
し
、
表
千
家
か
ら
養

子
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
以い

心し
ん

斎さ
い

が
未
だ
八
歳
と
い
う
こ
と
で
そ
の
後
見
と
な
り
、
同
十
年
（
一八
四
〇
）
に
三
千
家
を

施
主
と
し
て
営
ま
れ
た
利
休
居
士
二
百
五
十
回
遠
忌
と
追
善
茶
事
が
あ
り
、
多
大
な
貢
献
を
し
た
。
ま
た
、
興こ

う

福ふ
く

寺じ

の
一い
ち

乗じ
ょ
う

院い
ん

門も
ん

跡ぜ
き

尊そ
ん

応お
う

入に
ゅ
う

道ど
う

親し
ん
の
う王
に
茶
の
湯
を
教
授
し
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
一
乗
院
の
茶
室
「
忘わ
す
れ
よ
し葭」
の
作
庭

に
携
わ
る
と
い
う
栄
誉
に
も
浴
し
て
い
る
。

　
松
斎
は
武
者
小
路
千
家
の
茶
の
湯
流
布
に
東
奔
西
走
し
、
家
元
を
支
え
、
安
政
二
年
（
一八
五
五
）
一
月
一
日
に
七

十
八
歳
で
没
し
て
い
る
。
法
名
を
歓か

ん
し
ん
い
ん

深
院
降こ
う

竜り
ゅ
うと
い
う
。

二
代
得
浅
斎
宗
詮

　
木
津
家
二
代
得と
く
せ
ん
さ
い

浅
斎
宗
詮
は
文
政
五
年
（
一八
二
二
）
播は
り
ま
の
く
に

磨
国
高た
か

砂さ
ご
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
善ぜ
ん

立り
ゅ
う

寺じ

十
三
代
正
し
ょ
う

厳ご
ん

の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
後
に
松
斎
の
後
継
者
と
し
て
木
津
家
に
入
家
し
て
い
る
。
兄
に
の
ち
に
善
立
寺
十
四
世
と

な
る
正

し
ょ
う

隆り
ゅ
うが
い
る
。
天
保
六
年
（
一八
三
五
）、得
浅
斎
十
四
歳
の
時
に
武
者
小
路
千
家
九
代
好
々
斎
に
正
式
に
入
門
。

十
代
の
前
半
に
は
松
斎
の
も
と
で
武
者
小
路
千
家
の
茶
の
湯
を
仕
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
大
徳
寺
四
百
四
十
七
世
・
玉

ぎ
ょ
く

林り
ん

院い
ん

十
三
世
の
拙せ
っ
そ
う
そ
う
え
き

叟
宗
益
に
参
禅
し
、
得
浅
斎
の
斎さ
い
ご
う号
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
得
浅
斎
は
三
十
三
歳
の
と
き
に
武
者
小
路
千
家
十
一
代
一い

っ
し
さ
い

指
斎
の
後
見
と
な
り
、
松
斎
に
引
き
続
き
、
紀
州
徳
川

家
に
大
阪
在
住
と
し
て
藩
の
特
産
品
の
専
売
を
行
う
御お

仕し

入い
れ

方か
た

と
し
て
仕
え
、
和
歌
山
は
じ
め
京
都
・
江
戸
に
赴
い
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て
勤
め
を
果
た
し
て
い
た
。

　
得
浅
斎
は
夙つ

と

に
勤
皇
の
志
が
厚
く
、
勤
皇
の
志
士
た
ち
と
深
い
交
わ
り
が
あ
っ
た
。
特
に
の
ち
に
外
務
卿
に
な
り

不
平
等
条
約
撤
廃
に
功
の
あ
っ
た
睦む

　つ

　む
ね
み
つ

奥
宗
光
と
そ
の
父
伊だ

達て

千ち

広ひ
ろ

と
の
交
流
は
深
か
っ
た
。
そ
の一
端
が
垣
間
見
れ
る

資
料
と
し
て
、
国
会
図
書
館
の
憲
政
資
料
室
に
は
、
宗
光
が
加
島
屋
長
田
作
兵
衛
に
金
子
を
融
通
し
て
も
ら
う
に
あ

た
り
、
得
浅
斎
に
周
旋
し
て
も
ら
う
よ
う
に
千
広
が
書
い
た
紹
介
状
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　
得
浅
斎
は
幕
末
維
新
を
茶
の
湯
者
と
し
て
、
ま
た
勤
皇
家
と
し
て
活
動
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
に
な
り
茶
の
湯

は
か
つ
て
な
い
衰
退
の
時
代
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
な
る
と
、
得
浅
斎
は
、
五
十
歳

の
時
に
和
歌
山
県
に
帰
農
願
を
提
出
し
、平
民
の
籍
と
な
り
、大
阪
梶か

じ
き
ち
ょ
う

木
町
の
家
屋
敷
を
手
放
し
、河
内
の
若わ
か

江え

（
東

大
阪
市
）
に
居
を
移
し
て
農
業
に
携
わ
っ
た
。
そ
う
し
た
困
難
な
時
代
で
は
あ
っ
た
が
得
浅
斎
は
河
内
で
細
々
と
茶
の

湯
を
教
授
し
、
明
治
十
四
年
（
一八
八
三
）
に一
指
斎
が
京
都
北き

た

野の

天て
ん
ま
ん
ぐ
う

満
宮
で
初
め
て
献
茶
を
奉
仕
し
た
際
、
一
指
斎

と
得
浅
斎
、
平ひ

ら

瀬せ

露ろ

香こ
う

の
三
人
が
協
議
の
上
、
新
た
に
献
茶
点
前
を
考
案
す
る
と
同
時
に
、
一
指
斎
に
は
真し
ん
だ
い台
子す

の

返へ
ん
で
ん伝
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
三
代
聿い
っ
さ
い
そ
う
せ
ん

斎
宗
泉
に
は
武
者
小
路
千
家
の
奥
義
を
伝
え
て
い
る
。

　
明
治
二
十
七
年
（
一八
九
四
）、
若
江
を
引
き
払
い
大
阪
の
大だ

い

国こ
く

町ち
ょ
うに
転
居
し
、
糸
を
商
う
店
を
開
き
、
翌
二
十
八

年
（
一八
九
五
）
九
月
二
十
日
、
七
十
四
歳
で
没
し
て
い
る
。
法
名
を
樹じ

ゅ
し
ん
い
ん
そ
う
う
ん

深
院
宗
雲
居
士
と
い
う
。

　
得
浅
斎
の
門
人
と
し
て
、
後
に
武
者
小
路
千
家
家
元
預
り
と
な
り
、
大
阪
の
財
界
の
重
鎮
で
名
器
を
多
数
所
持
し

た
平
瀬
露
香
、
兵
庫
の
豪
商
北
風
荘
右
衛
門
家
の
北
風
正し

ょ
う

造ぞ
う

、
岩
国
藩
（
山
口
県
岩
国
市
）
の
茶
頭
山や
ま

縣が
た

玄げ
ん

巴は

、

十
人
両
替
の
加
島
屋
長
田
政ま

さ
つ
ら連
、
大
阪
の
豪
商
山や
ま
が
た
し
げ
あ
き

片
重
明
、
大
阪
の
道
具
商
戸と

田だ

露ろ

吟ぎ
ん

・
春は
る

海み

藤と
う

二じ

郎ろ
う

、

岩い
わ
さ
き

　や

　の

　す
け

崎
弥
之
助
の
依
頼
で
三
菱
グ
ル
ー
プ
の
深
川
親
睦
園
（
清き
よ
す
み澄
庭
園
・
東
京
都
江
東
区
清
澄
）
の
作
庭
を
し
た

磯い
そ

　や

　そ
う
よ
う

矢
宗
庸
等
が
い
る
。

木
津
家
と
跡
見
家

　
跡
見
花
蹊
の
父
重し
げ
よ
し敬
は
松
斎
同
様
木
津
村
出
身
で

あ
る
。
跡
見
家
の
先
祖
が
創
建
し
、
一
族
が
代
々
住

職
を
勤
め
る
跡
見
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
唯ゆ

い
せ
ん専
寺じ

（
真

宗
大
谷
派
）
は
松
斎
の
実
家
で
あ
る
願
泉
寺
と
は
通

り
を
挟
ん
だ
向
い
に
位
置
し
、
跡
見
家
も
そ
の
付
近

に
屋
敷
を
構
え
て
い
た
。
重
敬
と
松
斎
は
旧
知
の
仲

で
、
茶
の
湯
を
松
斎
に
師
事
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
重
敬
は
伊
達
千
広
に
和
歌
を
師
事
し
、
千
広
は
松
斎

と
紀
州
藩
士
と
し
て
の
つ
な
が
り
か
ら
懇
意
な
間
柄
で
あ
っ
た
。

　『
跡
見
花
蹊
日
記
』
に
よ
る
と
、
重
敬
は
し
ば
し
ば
梶
木
町
の
木
津
家
を
訪
れ
て
い
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
当

時
、重
敬
は
姉あ

ね
が
こ
う
じ

小
路
家
に
仕
官
し
て
い
て
、中な
か

之の

島し
ま
の
跡
見
塾
で
は
娘
の
花
蹊
が
近
郷
の
子
女
に
学
問
を
教
え
て
い
た
。

京
都
か
ら
大
坂
に
下
る
た
び
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、頻
繁
に
得
浅
斎
の
も
と
を
訪
ね
て
い
た
。
文
久
元
年
（
一八
六一
）

四
月
二
十
五
日
に
、

　
四
月
二
十
五
日

　 
此
日
、
勝
蔵
さ
ま
参
ら
れ
候
。
八
ツ
時
、
木
津
さ
ま
よ
り
呼
に
来
り
、
父
様
と
同
道
に
て
木
津
さ
ま
へ
参
ら
れ
候
。

甚
馳
走
頂
戴
サ
レ
、
一
更
に
堺
お
吟
さ
ま
と
皆
々
帰
ら
れ
候
。

　
こ
の
日
、
花
蹊
の
叔
父
跡
見
勝か

つ
ぞ
う蔵
は
中
之
島
の
花
蹊
の
も
と
を
訪
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
得
浅
斎
か
ら
呼
ば
れ
た
父

重
敬
が
勝
蔵
を
同
道
し
て
梶
木
町
の
木
津
家
に
行
き
、
食
事
の
饗
応
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
時
、
重
敬
は
京
都
の
公

跡見花蹊
（跡見学園女子大学花蹊記念資料館蔵）
この写真は「府下天下茶屋聖
天坂下 白水館 白井」とあり、
明治三年（1870）十一月に三
十一歳で東京に移住する以前
の写真と考えられる。

『増修改正摂州大坂地図』
（梶木町と木津村の部分・大阪教育大学付属図書館蔵）

幕末まで難波から南は農村地帯であった。右下にイタチ川を挟んで北が難波村、
南が木津村である。木津村の中央西寄りに願泉寺があり、その北道を挟んで唯専
寺がある。
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家
姉
小
路
公
知
の
雑ざ
っ
し
ょ
う掌と
し
て
仕
え
て
い
て
、
大
阪
の
花
蹊
の
家

に
滞
在
し
て
い
た
。

　
ま
た
手
紙
の
や
り
取
り
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。「
父
さ
ま
よ
り
の

文
見
せ
、
安
心
致
さ
れ
候
」
と
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
得
浅
斎
に
な
に
か
心
配
事
が
あ
り
、
京
都
か

ら
の
重
敬
の
手
紙
に
よ
り
安
心
し
た
と
あ
る
。
重
敬
も
勤
皇
の
志

士
た
ち
と
交
流
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
得
浅
斎
と
勤
皇
に
関
す
る
や

り
取
り
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
重
敬
は
松
斎
と
得
浅

斎
の
二
代
に
わ
た
り
茶
の
湯
を
師
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
重
敬
の
姉
小
路
家
仕
官
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
、
花
蹊
の
直
弟

子
藤
井
瑞み

ず

枝え

が
花
蹊
の
語
っ
た
こ
と
を
編
集
し
た
『
花
の
下
み
ち
』

に
、
松
斎
の
弟
昇
龍
の
室
貞て

い
ど
う道
が
、
京
の
公
家
の
澤さ
わ
の
ぶ
よ
し

宣
嘉
の
娘
で
、

そ
の
貞
道
の
口
利
き
で
、
重
敬
は
澤
家
の
一
族
で
あ
る
姉
小
路
家

に
仕
え
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
な
お
、
貞
道
は
宣
嘉
の
養
女
と

考
え
ら
れ
る
。

　
姉
小
路
家
は
澤
家
と
同
じ
く
三

さ
ん
じ
ょ
う条
家
の一
族
で
、
当
時
、
当
主

の
公き

ん
さ
と知
は
明
治
の
元
勲
と
し
て
著
名
な
三
条
実さ
ね
と
み美
と
と
も
に
、
尊

皇
攘
夷
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
公
知
は
禁
裏
の
朔さ

く
へ
い平
門
近

く
の
猿さ

る

ケが

辻つ
じ

で
暗
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
（「
朔
平
門
外
の
変
」）、
重
敬
は
そ
の
臣
と
し
て
よ
く
仕
え
て
い
た
。
花

蹊
も
姉
小
路
家
を
通
じ
三
条
家
は
じ
め
澤
家
や
石い

し
や
ま山
家
・
萬ま
で
の
こ
う
じ

里
小
路
家
・
九く
じ
ょ
う条
家
等
の
公
家
に
出
入
り
し
、
そ
の

子
女
の
師
と
な
り
、
ま
た
多
く
の
絵
画
制
作
を
し
た
。
こ
の
こ
と
が
東
京
移
住
後
、
跡
見
学
園
を
支
え
る
人
脈
を
築

く
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、跡
見
花
蹊
と
得
浅
斎
が
茶
の
湯
の
師
弟
関
係
に
な
る
前
か
ら
、木
津
家
と
跡
見
家
の
交
流
は
深
か
っ

た
の
で
あ
る
。

跡
見
花
蹊
の
茶
の
湯

　
跡
見
花
蹊
が
得
浅
斎
に
い
つ
入
門
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、『
跡
見
花
蹊
日
記
』
の
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）

六
月
一
日
の
項
に
、

　
此
八
ツ
時
よ
り
木
津
さ
ま
御
茶
之
湯
に
参
り

と
あ
る
の
が
初
出
で
、
花
蹊
二
十
一
歳
の
時
で
あ
る
。
そ
の
後
、
八
月
十
四
日
に
は
、

　
新
三
郎
さ
ま
と
同
道
に
て
木
津
へ
参
り
、
竹
の
四
方
棚
稽
古
見
て
帰
り
候
。
軸
月
下
門
宗
守
岸
岱
花
白
萩
。

と
あ
り
、
こ
の
日
は
、
直じ

き
さ
い斎
好
み
の
竹た
け

柱ば
し
ら

四よ

方ほ
う
だ
な棚
の
稽
古
を
見
て
帰
っ
て
い
る
。
な
お
、
床
の
掛
物
は
好
々
斎
が
着

賛
し
た
岸が

ん
た
い岱
の「
月げ
っ
か下
門も
ん

」の
図
で
あ
っ
た
。
月
下
門
と
は
唐
の
詩
人
賈か

島と
う

が
驢ろ

　ば馬
に
乗
っ
て
詩
を
作
っ
て
い
る
う
ち
に
、

「
僧
は
推お

す
月
下
の
門
」
と
い
う
句
を
思
い
つ
い
た
。
そ
の
句
の
「
推
す
」
と
い
う
語
と
は
別
に
「
敲た
た

く
」
と
い
う
語

を
思
い
つ
き
、ど
ち
ら
が
良
い
か
手
で
そ
の
動
作
を
し
な
が
ら
悩
ん
で
い
た
。
そ
こ
に
知ち

京け
い

兆ち
ょ
う

府ふ

事じ

（
長
安
の
都
知
事
）

韓か
ん

愈ゆ

の
行
列
の
中
に
突
っ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
す
ぐ
に
賈
島
は
捕
え
ら
れ
て
韓
愈
の
前
に
引
き
出
さ
れ
、
つ
ぶ
さ
に
そ

の
経
緯
を
申
し
立
て
た
。
名
だ
た
る
名
文
家
で
あ
っ
た
韓
愈
は
「
そ
れ
は
「
敲
く
」
に
し
た
方
が
よ
か
ろ
う
」
と
言
い
、

二
人
は
そ
こ
か
ら
意
気
投
合
し
て
、
馬
を
並
べ
て
詩
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
と
い
う
故
事
を
描
い
た
図
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
れ
が
故
事
成
語
「
推す

い
こ
う敲
」
の
も
と
の
話
し
で
あ
る
。
ち
な
み
に
岸
岱
は
江
戸
時
代
後
期
の
絵
師
で
、
岸

派
の
二
代
目
で
、
禁
裏
の
安
政
度
造
営
の
際
に
障
壁
画
の
制
作
に
参
加
し
て
い
る
。
茶
の
湯
は
好
々
斎
・
以
心
斎
の

門
下
と
し
て
武
者
小
路
の
千
家
の
茶
の
湯
を
学
ん
で
い
た
。

　『
跡
見
花
蹊
日
記
』
で
は
、「
竹
の
四
方
棚
稽
古
」
と
か
「
小こ

ぶ
く
ろ
だ
な

袋
棚
一
手
前
（
点
前
）
稽
古
す
る
」、「
袋
棚
に
て
濃

茶
稽
古
す
る
」、「
又
炭
手
前
す
る
」「
皆
一々
手
前
し
て
、
夜
花
月
す
る
」
な
ど
稽
古
に
関
す
る
記
述
が
多
数
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
時
に
は
「
茶
の
稽
古
す
る
、
夜
三
更
迄
」
と
午
後
の
十
一
時
ま
で
稽
古
し
た
り
、
ま
た
朝
か
ら
終
日
稽

古
を
し
た
り
、「
茶
の
稽
古
新
席
て
致
し
、
又
馳
走
に
成
、一
更
に
帰
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
稽
古
の
あ
と
食
事
を
振

る
舞
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。『
跡
見
花
蹊
日
記
』
に
は
、
文
久
元
年
（
一八
六一
）
か
ら
文
久
三
年
ま
で
、
二

十
一歳
か
ら
二
十
三
歳
ま
で
の
三
年
間
に
、花
蹊
が
得
浅
斎
の
も
と
で
の
茶
の
湯
の
稽
古
の
記
録
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ち
な
み
に
、
文
久
元
年
八
月
十
三
日
の
記
述
に
、

　
三
之
助
、
元
之
助
、
木
津
さ
ま
の
長
巻
（
長
緒
）
之
稽
古
に
参
ら
れ
候

梶木町
（現大阪市中央区今橋四丁目）

中之島時代の花蹊は、この地の木津家に茶の湯の
稽古に通っていた。

中之島
（現大阪市北区中之島）

跡見塾はこの地にあった。
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て
勤
め
を
果
た
し
て
い
た
。

　
得
浅
斎
は
夙つ

と

に
勤
皇
の
志
が
厚
く
、
勤
皇
の
志
士
た
ち
と
深
い
交
わ
り
が
あ
っ
た
。
特
に
の
ち
に
外
務
卿
に
な
り

不
平
等
条
約
撤
廃
に
功
の
あ
っ
た
睦む

　つ

　む
ね
み
つ

奥
宗
光
と
そ
の
父
伊だ

達て

千ち

広ひ
ろ

と
の
交
流
は
深
か
っ
た
。
そ
の一
端
が
垣
間
見
れ
る

資
料
と
し
て
、
国
会
図
書
館
の
憲
政
資
料
室
に
は
、
宗
光
が
加
島
屋
長
田
作
兵
衛
に
金
子
を
融
通
し
て
も
ら
う
に
あ

た
り
、
得
浅
斎
に
周
旋
し
て
も
ら
う
よ
う
に
千
広
が
書
い
た
紹
介
状
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　
得
浅
斎
は
幕
末
維
新
を
茶
の
湯
者
と
し
て
、
ま
た
勤
皇
家
と
し
て
活
動
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
に
な
り
茶
の
湯

は
か
つ
て
な
い
衰
退
の
時
代
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
な
る
と
、
得
浅
斎
は
、
五
十
歳

の
時
に
和
歌
山
県
に
帰
農
願
を
提
出
し
、平
民
の
籍
と
な
り
、大
阪
梶か

じ
き
ち
ょ
う

木
町
の
家
屋
敷
を
手
放
し
、河
内
の
若わ
か

江え

（
東

大
阪
市
）
に
居
を
移
し
て
農
業
に
携
わ
っ
た
。
そ
う
し
た
困
難
な
時
代
で
は
あ
っ
た
が
得
浅
斎
は
河
内
で
細
々
と
茶
の

湯
を
教
授
し
、
明
治
十
四
年
（
一八
八
三
）
に一
指
斎
が
京
都
北き

た

野の

天て
ん
ま
ん
ぐ
う

満
宮
で
初
め
て
献
茶
を
奉
仕
し
た
際
、
一
指
斎

と
得
浅
斎
、
平ひ

ら

瀬せ

露ろ

香こ
う

の
三
人
が
協
議
の
上
、
新
た
に
献
茶
点
前
を
考
案
す
る
と
同
時
に
、
一
指
斎
に
は
真し
ん
だ
い台
子す

の

返へ
ん
で
ん伝
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
三
代
聿い
っ
さ
い
そ
う
せ
ん

斎
宗
泉
に
は
武
者
小
路
千
家
の
奥
義
を
伝
え
て
い
る
。

　
明
治
二
十
七
年
（
一八
九
四
）、
若
江
を
引
き
払
い
大
阪
の
大だ

い

国こ
く

町ち
ょ
うに
転
居
し
、
糸
を
商
う
店
を
開
き
、
翌
二
十
八

年
（
一八
九
五
）
九
月
二
十
日
、
七
十
四
歳
で
没
し
て
い
る
。
法
名
を
樹じ

ゅ
し
ん
い
ん
そ
う
う
ん

深
院
宗
雲
居
士
と
い
う
。

　
得
浅
斎
の
門
人
と
し
て
、
後
に
武
者
小
路
千
家
家
元
預
り
と
な
り
、
大
阪
の
財
界
の
重
鎮
で
名
器
を
多
数
所
持
し

た
平
瀬
露
香
、
兵
庫
の
豪
商
北
風
荘
右
衛
門
家
の
北
風
正し

ょ
う

造ぞ
う

、
岩
国
藩
（
山
口
県
岩
国
市
）
の
茶
頭
山や
ま

縣が
た

玄げ
ん

巴は

、

十
人
両
替
の
加
島
屋
長
田
政ま

さ
つ
ら連
、
大
阪
の
豪
商
山や
ま
が
た
し
げ
あ
き

片
重
明
、
大
阪
の
道
具
商
戸と

田だ

露ろ

吟ぎ
ん

・
春は
る

海み

藤と
う

二じ

郎ろ
う

、

岩い
わ
さ
き

　や

　の

　す
け

崎
弥
之
助
の
依
頼
で
三
菱
グ
ル
ー
プ
の
深
川
親
睦
園
（
清き
よ
す
み澄
庭
園
・
東
京
都
江
東
区
清
澄
）
の
作
庭
を
し
た

磯い
そ

　や

　そ
う
よ
う

矢
宗
庸
等
が
い
る
。

木
津
家
と
跡
見
家

　
跡
見
花
蹊
の
父
重し
げ
よ
し敬
は
松
斎
同
様
木
津
村
出
身
で

あ
る
。
跡
見
家
の
先
祖
が
創
建
し
、
一
族
が
代
々
住

職
を
勤
め
る
跡
見
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
唯ゆ

い
せ
ん専
寺じ

（
真

宗
大
谷
派
）
は
松
斎
の
実
家
で
あ
る
願
泉
寺
と
は
通

り
を
挟
ん
だ
向
い
に
位
置
し
、
跡
見
家
も
そ
の
付
近

に
屋
敷
を
構
え
て
い
た
。
重
敬
と
松
斎
は
旧
知
の
仲

で
、
茶
の
湯
を
松
斎
に
師
事
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
重
敬
は
伊
達
千
広
に
和
歌
を
師
事
し
、
千
広
は
松
斎

と
紀
州
藩
士
と
し
て
の
つ
な
が
り
か
ら
懇
意
な
間
柄
で
あ
っ
た
。

　『
跡
見
花
蹊
日
記
』
に
よ
る
と
、
重
敬
は
し
ば
し
ば
梶
木
町
の
木
津
家
を
訪
れ
て
い
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
当

時
、重
敬
は
姉あ

ね
が
こ
う
じ

小
路
家
に
仕
官
し
て
い
て
、中な
か

之の

島し
ま
の
跡
見
塾
で
は
娘
の
花
蹊
が
近
郷
の
子
女
に
学
問
を
教
え
て
い
た
。

京
都
か
ら
大
坂
に
下
る
た
び
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、頻
繁
に
得
浅
斎
の
も
と
を
訪
ね
て
い
た
。
文
久
元
年
（
一八
六一
）

四
月
二
十
五
日
に
、

　
四
月
二
十
五
日

　 

此
日
、
勝
蔵
さ
ま
参
ら
れ
候
。
八
ツ
時
、
木
津
さ
ま
よ
り
呼
に
来
り
、
父
様
と
同
道
に
て
木
津
さ
ま
へ
参
ら
れ
候
。

甚
馳
走
頂
戴
サ
レ
、
一
更
に
堺
お
吟
さ
ま
と
皆
々
帰
ら
れ
候
。

　
こ
の
日
、
花
蹊
の
叔
父
跡
見
勝か

つ
ぞ
う蔵
は
中
之
島
の
花
蹊
の
も
と
を
訪
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
得
浅
斎
か
ら
呼
ば
れ
た
父

重
敬
が
勝
蔵
を
同
道
し
て
梶
木
町
の
木
津
家
に
行
き
、
食
事
の
饗
応
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
時
、
重
敬
は
京
都
の
公

跡見花蹊
（跡見学園女子大学花蹊記念資料館蔵）
この写真は「府下天下茶屋聖
天坂下 白水館 白井」とあり、
明治三年（1870）十一月に三
十一歳で東京に移住する以前
の写真と考えられる。

『増修改正摂州大坂地図』
（梶木町と木津村の部分・大阪教育大学付属図書館蔵）

幕末まで難波から南は農村地帯であった。右下にイタチ川を挟んで北が難波村、
南が木津村である。木津村の中央西寄りに願泉寺があり、その北道を挟んで唯専
寺がある。
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家
姉
小
路
公
知
の
雑ざ
っ
し
ょ
う掌と
し
て
仕
え
て
い
て
、
大
阪
の
花
蹊
の
家

に
滞
在
し
て
い
た
。

　
ま
た
手
紙
の
や
り
取
り
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。「
父
さ
ま
よ
り
の

文
見
せ
、
安
心
致
さ
れ
候
」
と
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
得
浅
斎
に
な
に
か
心
配
事
が
あ
り
、
京
都
か

ら
の
重
敬
の
手
紙
に
よ
り
安
心
し
た
と
あ
る
。
重
敬
も
勤
皇
の
志

士
た
ち
と
交
流
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
得
浅
斎
と
勤
皇
に
関
す
る
や

り
取
り
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
重
敬
は
松
斎
と
得
浅

斎
の
二
代
に
わ
た
り
茶
の
湯
を
師
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
重
敬
の
姉
小
路
家
仕
官
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
、
花
蹊
の
直
弟

子
藤
井
瑞み

ず

枝え

が
花
蹊
の
語
っ
た
こ
と
を
編
集
し
た
『
花
の
下
み
ち
』

に
、
松
斎
の
弟
昇
龍
の
室
貞て

い
ど
う道
が
、
京
の
公
家
の
澤さ
わ
の
ぶ
よ
し

宣
嘉
の
娘
で
、

そ
の
貞
道
の
口
利
き
で
、
重
敬
は
澤
家
の
一
族
で
あ
る
姉
小
路
家

に
仕
え
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
な
お
、
貞
道
は
宣
嘉
の
養
女
と

考
え
ら
れ
る
。

　
姉
小
路
家
は
澤
家
と
同
じ
く
三

さ
ん
じ
ょ
う条
家
の一
族
で
、
当
時
、
当
主

の
公き

ん
さ
と知
は
明
治
の
元
勲
と
し
て
著
名
な
三
条
実さ
ね
と
み美
と
と
も
に
、
尊

皇
攘
夷
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
公
知
は
禁
裏
の
朔さ

く
へ
い平
門
近

く
の
猿さ

る

ケが

辻つ
じ

で
暗
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
（「
朔
平
門
外
の
変
」）、
重
敬
は
そ
の
臣
と
し
て
よ
く
仕
え
て
い
た
。
花

蹊
も
姉
小
路
家
を
通
じ
三
条
家
は
じ
め
澤
家
や
石い

し
や
ま山
家
・
萬ま
で
の
こ
う
じ

里
小
路
家
・
九く
じ
ょ
う条
家
等
の
公
家
に
出
入
り
し
、
そ
の

子
女
の
師
と
な
り
、
ま
た
多
く
の
絵
画
制
作
を
し
た
。
こ
の
こ
と
が
東
京
移
住
後
、
跡
見
学
園
を
支
え
る
人
脈
を
築

く
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、跡
見
花
蹊
と
得
浅
斎
が
茶
の
湯
の
師
弟
関
係
に
な
る
前
か
ら
、木
津
家
と
跡
見
家
の
交
流
は
深
か
っ

た
の
で
あ
る
。

跡
見
花
蹊
の
茶
の
湯

　
跡
見
花
蹊
が
得
浅
斎
に
い
つ
入
門
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、『
跡
見
花
蹊
日
記
』
の
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）

六
月
一
日
の
項
に
、

　
此
八
ツ
時
よ
り
木
津
さ
ま
御
茶
之
湯
に
参
り

と
あ
る
の
が
初
出
で
、
花
蹊
二
十
一
歳
の
時
で
あ
る
。
そ
の
後
、
八
月
十
四
日
に
は
、

　
新
三
郎
さ
ま
と
同
道
に
て
木
津
へ
参
り
、
竹
の
四
方
棚
稽
古
見
て
帰
り
候
。
軸
月
下
門
宗
守
岸
岱
花
白
萩
。

と
あ
り
、
こ
の
日
は
、
直じ

き
さ
い斎
好
み
の
竹た
け

柱ば
し
ら

四よ

方ほ
う
だ
な棚
の
稽
古
を
見
て
帰
っ
て
い
る
。
な
お
、
床
の
掛
物
は
好
々
斎
が
着

賛
し
た
岸が

ん
た
い岱
の「
月げ
っ
か下
門も
ん

」の
図
で
あ
っ
た
。
月
下
門
と
は
唐
の
詩
人
賈か

島と
う

が
驢ろ

　ば馬
に
乗
っ
て
詩
を
作
っ
て
い
る
う
ち
に
、

「
僧
は
推お

す
月
下
の
門
」
と
い
う
句
を
思
い
つ
い
た
。
そ
の
句
の
「
推
す
」
と
い
う
語
と
は
別
に
「
敲た
た

く
」
と
い
う
語

を
思
い
つ
き
、ど
ち
ら
が
良
い
か
手
で
そ
の
動
作
を
し
な
が
ら
悩
ん
で
い
た
。
そ
こ
に
知ち

京け
い

兆ち
ょ
う

府ふ

事じ

（
長
安
の
都
知
事
）

韓か
ん

愈ゆ

の
行
列
の
中
に
突
っ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
す
ぐ
に
賈
島
は
捕
え
ら
れ
て
韓
愈
の
前
に
引
き
出
さ
れ
、
つ
ぶ
さ
に
そ

の
経
緯
を
申
し
立
て
た
。
名
だ
た
る
名
文
家
で
あ
っ
た
韓
愈
は
「
そ
れ
は
「
敲
く
」
に
し
た
方
が
よ
か
ろ
う
」
と
言
い
、

二
人
は
そ
こ
か
ら
意
気
投
合
し
て
、
馬
を
並
べ
て
詩
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
と
い
う
故
事
を
描
い
た
図
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
れ
が
故
事
成
語
「
推す

い
こ
う敲
」
の
も
と
の
話
し
で
あ
る
。
ち
な
み
に
岸
岱
は
江
戸
時
代
後
期
の
絵
師
で
、
岸

派
の
二
代
目
で
、
禁
裏
の
安
政
度
造
営
の
際
に
障
壁
画
の
制
作
に
参
加
し
て
い
る
。
茶
の
湯
は
好
々
斎
・
以
心
斎
の

門
下
と
し
て
武
者
小
路
の
千
家
の
茶
の
湯
を
学
ん
で
い
た
。

　『
跡
見
花
蹊
日
記
』
で
は
、「
竹
の
四
方
棚
稽
古
」
と
か
「
小こ

ぶ
く
ろ
だ
な

袋
棚
一
手
前
（
点
前
）
稽
古
す
る
」、「
袋
棚
に
て
濃

茶
稽
古
す
る
」、「
又
炭
手
前
す
る
」「
皆
一々
手
前
し
て
、
夜
花
月
す
る
」
な
ど
稽
古
に
関
す
る
記
述
が
多
数
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
時
に
は
「
茶
の
稽
古
す
る
、
夜
三
更
迄
」
と
午
後
の
十
一
時
ま
で
稽
古
し
た
り
、
ま
た
朝
か
ら
終
日
稽

古
を
し
た
り
、「
茶
の
稽
古
新
席
て
致
し
、
又
馳
走
に
成
、一
更
に
帰
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
稽
古
の
あ
と
食
事
を
振

る
舞
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。『
跡
見
花
蹊
日
記
』
に
は
、
文
久
元
年
（
一八
六一
）
か
ら
文
久
三
年
ま
で
、
二

十
一歳
か
ら
二
十
三
歳
ま
で
の
三
年
間
に
、花
蹊
が
得
浅
斎
の
も
と
で
の
茶
の
湯
の
稽
古
の
記
録
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ち
な
み
に
、
文
久
元
年
八
月
十
三
日
の
記
述
に
、

　
三
之
助
、
元
之
助
、
木
津
さ
ま
の
長
巻
（
長
緒
）
之
稽
古
に
参
ら
れ
候

梶木町
（現大阪市中央区今橋四丁目）

中之島時代の花蹊は、この地の木津家に茶の湯の
稽古に通っていた。

中之島
（現大阪市北区中之島）

跡見塾はこの地にあった。
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と
あ
る
。
三
之
助
は
上
の
弟
跡
見
重し
げ
た
け威
、
元
之
助
は
下
の
弟
跡
見
愛あ
い

四し

郎ろ
う

の
こ
と
で
、
花
蹊
の
二
人
の
弟
た
ち
も
同

じ
く
得
浅
斎
の
も
と
で
武
者
小
路
千
家
の
茶
の
湯
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

花
蹊
の
画
芸

　
花
蹊
は
教
育
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
日
本
画
家・

書
家
と
し
て
の
側
面
も
著
名
で
あ
る
。
明
治
五
年
（
一

八
七
二
）
と
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
に
明
治
天
皇
の

御
前
揮
毫
の
栄
誉
を
賜
っ
て
い
る
。
中
之
島
在
住
時

分
の
花
蹊
は
、
茶
の
湯
だ
け
で
な
く
、
得
浅
斎
と
画

に
お
い
て
も
関
わ
り
が
深
か
っ
た
。
文
久
元
年
（
一
八

六一
）
五
月
二
十
八
日
、
漢
学
の
師
で
あ
る
後
藤
松
陰

の
梶
木
町
御ご

り
ょ
う
す
じ

霊
筋
西
南
角
の
塾
の
帰
り
が
け
に
「
木

津
さ
ま
へ
寄
、香
合
の
菊
認
」
と
あ
る
。
他
に
も
「
木

津
宗
隆
さ
ま
の
木
刀
に
黒
漆
に
て
画
認
」「
木
津
さ
ま

の
銘
酒
入
認
る
」「
地
袋
落
款
致
」「
帛
紗
下
絵
し
て

梶
木
町
へ
持
参
す
る
」
等
の
記
述
が
あ
り
、
木
津
家

で
し
ば
し
ば
得
浅
斎
の
依
頼
に
よ
る
揮
毫
を
し
て
い
る
。

　
ま
た
文
久
二
年
（
一八
六
二
）
七
月
十
七
日
に

　 

此
朝
、
梶
木
町
よ
り
呼
に
参
ら
れ
候
て
、
昼
後
よ
り
梶
木
津
へ
参
り
、
応
挙
屏
風
一
組
秋
草
写
し
に
参
り
候

と
あ
り
、
得
浅
斎
は
花
蹊
を
わ
ざ
わ
ざ
木
津
家
に
呼
び
、
円ま

る
や
ま
お
う
き
ょ

山
応
挙
の
秋
草
の
屏
風
を
書
写
さ
せ
て
い
る
。
ほ
か
に
も

「
鶴
の
香
合
写
し
」「
雷
の
軸
拝
見
致
し
候
」
な
ど
、
得
浅
斎
は
花
蹊
の
画
業
の
足
し
に
な
る
よ
う
に
所
蔵
の
作
品
を

見
せ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
得
浅
斎
は
門
人
の
田た

淵ぶ
ち

九く

八は
ち
ろ
う郎

の
揮
毫
や
得
浅
斎
の
実
家
で
あ
る
高
砂
の
善
立
寺
の
画
帳
や
陣
羽
織
の

揮
毫
の
仕
事
等
を
花
蹊
に
周
旋
し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
揮
毫
の
具
体
的
な
相
談
を
受
け
、
指
導
も
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

跡
見
花
蹊
と
得
浅
斎
の
交
流

　『
跡
見
花
蹊
日
記
』
に
は
、
茶
の
湯
以
外
の
花
蹊
と
得
浅
斎
と
の
交
流
が
多
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
文
久
元
年
（
一

八
六一
）
の
六
月
十
五
日
の
項
に
、

　
私
、
木
津
さ
ま
へ
参
り
、
お
千
枝
さ
ま
の
舞
ノ
地
致
し
、
暫
遊
ん
で
帰
り
候
。

お
千ち

枝え

と
は
明
治
十
二
年
（
一八
七
九
）
に
亡
く
な
っ
た
遊ゆ
う
し
ん心
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
日
、
花
蹊
は
木
津
家
で
舞
の
伴

奏
音
楽
で
あ
る
地
唄
の
稽
古
を
お
千
枝
に
付
け
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
千
枝
と
遊
ん
で
帰
宅
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
し

て
得
浅
斎
の
も
う
一
人
の
娘
で
お
蓮れ

ん

（
智ち

蓮れ
ん

）
と
も
懇
意
で
、「
お
蓮
さ
ま
と
三
庭
見
物
に
歩
く
、
今
年
は
よ
ほ
ど
淋

し
く
候
也
」
と
あ
り
、「
三
庭
」
は
不
明
で
あ
る
が
多
分
庭
園
と
思
わ
れ
、
二
人
で
見
物
に
行
き
、
こ
の
年
の
風
情
が

例
年
に
比
べ
寂
し
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
他
に
も
、「
お
千
枝
さ
ま
と
同
道
に
て
細
矢
へ
参
り
、お
茶
呼
れ
」
と
あ
り
、

お
千
枝
と
と
も
に
得
浅
斎
の
門
人
細ほ

そ

矢や

宗そ
う

祝し
ゅ
くを
訪
れ
茶
を
飲
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
花
蹊
は
漢
字
の
後
藤
塾
の
帰
り

に
木
津
家
を
訪
れ
、「
本
、
木
津
さ
ま
へ
預
け
」
て
遊
び
に
い
っ
た
り
、「
七
ツ
時
迄
遊
ふ
」
と
か
「
木
津
宗
詮
へ
行
、

有
所
遊
に
て
馳
走
、日
暮
て
帰
り
候
」
と
日
記
に
は
し
ば
し
ば
木
津
家
で
遊
ぶ
と
の
記
述
が
あ
り
、日
頃
絵
の
染
筆
や
、

塾
で
の
講
義
、
ま
た
自
身
も
後
藤
松
陰
の
も
と
で
漢
学
を
学
ぶ
花
蹊
に
と
っ
て
は
、
木
津
の
娘
た
ち
と
遊
ぶ
こ
と
で

気
晴
ら
し
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
あ
る
時
は
、「
色
々
京
師
の
面
白
き
咄
し
致
し
、
コ
テ
コ
テ
し
て
終

日
暮
す
」
と
あ
り
、
得
浅
斎
が
京
都
の
面
白
い
土
産
話
を
花
蹊
に
し
、
終
日
、
濃
厚
な
会
話
を
し
て
い
る
。
ち
な
み
に

「
コ
テ
コ
テ
」
と
は
程
度
が
甚
だ
し
い
と
か
、「
嫌
と
い
う
程
」
と
か
「
濃
い
」
と
か
の
意
味
の
「
こ
っ
て
り
し
た
」
と

い
う
形
容
詞
か
ら
き
て
い
て
、「
こ
っ
て
り
こ
っ
て
り
」
が
詰
ま
っ
た
好
意
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
上
方
の
言
葉
で
あ
る
。

花
蹊
は
茶
の
稽
古
や
絵
の
話
し
だ
け
で
な
く
、
得
浅
斎
と
世
間
話
な
ど
も
し
て
楽
し
ん
で
い
た
。

　
そ
し
て
得
浅
斎
の
娘
お
蓮
の
嫁
入
り
の
記
述
が
あ
る
。
お
蓮
は
、
表
千
家
の
吸き

ゅ
う
こ
う
さ
い

江
斎
の
後
見
を
勤
め
た
二
代

住す
み
や
ま
よ
う
ほ

山
楊
甫
の
息
江こ
う

甫ほ

の
室
と
な
り
。
明
治
五
年
（
一八
七
二
）
五
月
十
四
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。

　
八
月
八
日

　 

此
日
七
ツ
前
、
木
津
よ
り
呼
に
来
、
早
々
参
り
候
処
、
此
夜
、
嫁
入
荷
物
行
候
ゆ
へ
、
只
今
雛
さ
ま
出
来
成
、
雛

の
認
、
杉
戸
認
る
。
此
時
広
岡
隠
居
居
ら
れ
候
。
夫
よ
り
細
矢
宗
祝
子
手
前
に
て
御
茶
呼
れ
る
。
此
時
、
客
、

大
仙
子
、
広
岡
、
同
米
女
、
森
は
る
子
、
細
矢
後
室
、
堀
宗
三
、
私
也
。
夫
よ
り
御
酒
大
さ
ハ
き
（
騒
ぎ
）
二

跡見家の人々
（跡見学園女子大学花蹊記念資料館蔵）

前列向かって右から、跡見重敬（松斎門下・花蹊の父）・跡見重威
（得浅斎門下・花蹊の弟）・跡見千代瀧（花蹊の姉）。後列右から四
人目萬里小路八重子（萬里小路道房の夫人、花蹊の養女跡見李子
の実母）。
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更
に
仲
人
勘
助
子
帰
ら
れ
候
。
私
、
夫
よ
り
帰
宅
。

「
七
ツ
時
」
す
な
わ
ち
午
後
四
時
前
に
、
木
津
家
に
呼
ば
れ
、
早
々
に
赴
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
夜
お
蓮
の
嫁
入
荷
物
が

住
山
家
に
運
ば
れ
る
の
で
、
嫁
入
荷
物
の
内
の
描
き
上
が
っ
た
ば
か
り
の
雛
の
絵
を
木
津
家
に
持
参
し
、
杉
戸
の
絵

も
認
め
た
。
そ
の
場
に
は
木
津
の
社
中
の
加
島
屋
の
隠
居
広
岡
と
米
夫
妻
と
木
津
家
の
代
稽
古
の
堀ほ

り

宗そ
う

三さ
ん

、
大
仙
な

る
人
物
と
森
は
る
子
、
そ
し
て
仲
人
の
勘か

ん
す
け助
が
同
席
し
て
い
た
。
細
矢
宗
祝
の
点
前
の
茶
の
後
、一
同
祝
酒
を
大
騒
ぎ

で
飲
ん
で
い
る
。

　
翌
日
に
は
、

　
八
月
九
日

　
日
暮
よ
り
木
津
に
行
。
此
夜
、
蓮
女
嫁
入
に
て
、
暫
居
り
、
嫁
入
済
て
帰
り
候
。

　
こ
の
日
も
日
暮
れ
か
ら
木
津
家
に
赴
き
、こ
の
夜
お
蓮
の
嫁
入
り
に
立
ち
会
い
、嫁
入
り
終
了
後
に
帰
宅
し
て
い
る
。

今
日
迄
、
蓮
が
住
山
に
嫁
い
だ
こ
と
以
外
は
何
一つ
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
花
蹊
の
日
記
に
は
婚
礼
の
日
に
ち
や
媒

酌
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
て
、
木
津
家
に
と
っ
て
は
誠
に
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。

　
花
蹊
と
得
浅
斎
の
関
係
が
誠
に
懇
意
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
記
述
と
し
て
は
、「
木
津
さ
ま
へ
参
り
、
風
呂
戴
」
と

か
「
風
呂
入
に
木
津
さ
ま
へ
ま
い
り
」
と
あ
り
、
木
津
で
し
ば
し
ば
も
ら
い
湯
を
し
て
い
た
。
今
日
の
よ
う
に
風
呂
が

大
半
の
家
に
普
及
し
て
い
る
環
境
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
昔
は
風
呂
の
な
い
家
が
多
く
、
ご
く
親
し

い
家
の
風
呂
に
入
ら
せ
て
も
ら
う
家
が
多
か
っ
た
。

　　 

又
木
津
さ
ま
へ
三
之
助
同
道
に
て
参
り
、
又
御
酒
に
て
、
三
更
迄
。
下
男
、
木
津
さ
ま
に
て一
宿

三
之
助
（
跡
見
重
威
）
を
同
道
し
て
木
津
に
赴
き
、
深
夜
三さ

ん
こ
う更
（
午
前
零
時
か
ら
二
時
間
・
子
の
刻
・
丙
夜
）
ま
で

酒
を
饗
さ
れ
、
下
男
を
木
津
に
一
宿
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
他
に
も
「
御
酒
吸
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
て
、
し
ば
し

ば
酒
飯
を
木
津
で
よ
ば
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
文
久
二
年
（
一
九
六
二
）
の
七
月
八
日
に
は
、
前
日
よ
り
腹
痛
に
苦
し
ん
で
い
た
花
蹊
は
、
木
津
の
得
浅

斎
の
息
子
の
孝
助
に
木
津
村
の
母
を
呼
び
に
い
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
し
て
七
月
十
日
に
は
、

　 

此
朝
、
又
気
分
あ
（
悪
）
し
く
、
独
い
た
し
か
た
な
く
、
孝
助
殿
、
木
津
よ
り
の
返
事
も
な
く
、
母
事
病
気
い
か
ゝ

（
如
何
）
に
候
哉
、
そ
れ
も
聞
た
く
、
昼
前
、
木
津
宗
へ
参
り
候
へ
は
、
母
も
病
気
あ
し
く
よ
し
に
て
、
暫
木
津
宗

に
て
寝
た
り
起
き
た
り
い
た
し
、
昼
飯
（
粥
）
呼
れ
云
々

体
調
を
崩
し
た
花
蹊
が
、
孝
助
に
木
津
村
の
母
幾い

く

野の

を
呼
び
に
い
っ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
幾
野
も
病
気
で
中
之
島

の
跡
見
家
に
出
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
木
津
家
か
ら
は
幾
野
の
病
状
の
報
せ
も
な
い
の
で
、
具
合

の
悪
い
花
蹊
自
ら
木
津
家
に
幾
野
の
病
状
を
訪
ね
に
赴
い
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
幾
野
の
病
状
も
芳
し
く
な
く
、
花

蹊
の
体
調
も
悪
か
っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
木
津
家
で
寝
た
り
起
き
た
り
し
、
昼
食
に
粥
を
よ
ば
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
日
と
翌
日
は
、
一
人
暮
ら
し
の
花
蹊
を
気
遣
っ
て
お
千
枝
が
花
蹊
の
家
に
二
日
間
泊
ま
っ
て
い
る
。

他
に
も
お
千
枝
は
花
蹊
宅
に
泊
ま
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
よ
う
だ
。
孝
助
も
花
蹊
の
用
事
を
つ
と
め
る
こ
と
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
の
七
月
二
十
六
日
に
、「
梶
木
町
よ
り
孝
助
死
去
し
ら

せ
に
参
る
」
と
あ
る
よ
う
に
孝
助
は
こ
の
日
に
亡
く
な
り
、
重
敬
が
木
津
家
に
弔
問
に
赴
い
て
い
る
。

　
文
久
二
年
（
一八
六
二
）
八
月
五
日
に
、

　
梶
木
町
十
七
吉
子
の
六
日
さ
り
に
て
、
父
さ
ま
行
れ
、
一
更
ニ
帰
ら
れ
候

　
八
月
一
日
に
三
代
聿
斎
宗
泉（
宗
詮
）が
誕
生
。
こ
の
記
述
の
十と

七な

吉き
ち

は
三
代
宗
泉
の
幼
名
で
あ
る
。「
六
日
さ
り（
だ

れ
）」
と
は
、
昔
は
出
産
は
穢
れ
の
一つ
と
さ
れ
、
産
後
三
日
目
に
産
婆
ま
た
は
身
内
の
女
性
が
産
室
で
木
の
盥た

ら
いの
湯

に
塩
を
入
れ
て
身
体
を
拭
い
、
六
日
目
に
は
身
体
を
洗
い
、
そ
し
て
赤
ん
坊
の
産
毛
を
剃
り
、
名
付
け
を
行
っ
た
。
こ

れ
を
「
六
日
さ
り
（
だ
れ
）」
と
い
い
、
親
戚
や
近
所
・
知
人
は
こ
の
日
を
め
ど
に
祝
儀
の
品
を
持
参
し
て
祝
い
を
行
っ

た
。
こ
の
日
は
重
敬
が
十
七
吉
出
生
の
祝
い
に
木
津
家
を
訪
れ
、
祝
い
の
膳
を
食
べ
て一
更
（
午
後
七
時
か
ら
八
時
ま

で
の
間
）
に
帰
宅
し
て
い
る
。
な
お
、
十
七
吉
と
い
う
名
前
の
い
わ
れ
は
、
得
浅
斎
の
十
七
番
目
の
子
と
い
う
意
味
で

命
名
さ
れ
た
。

　
文
久
二
年
（
一八
六
二
）
十
月
二
十
四
日
、
花
蹊
は
お
蓮
や
お
千
枝
と
細
谷
宗
祝
の
茶
事
に
招
か
れ
て
い
る
。

　
十
月
二
十
四
日

　 

朝
、
辻
さ
ま
よ
り
帰
り
、
子
達
を
し
（
教
）
へ
て
、
辻
さ
ま
に
て
身
こ
し
ら
え
し
て
梶
木
町
へ
行
、
お
蓮
さ
ま
、

御
千
枝
さ
ま
、
私
、
細
谷
へ
行
、
正
午
茶
之
湯
、
私
上
客
、
詰
お
蓮
さ
ま
。
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と
あ
る
。
三
之
助
は
上
の
弟
跡
見
重し
げ
た
け威
、
元
之
助
は
下
の
弟
跡
見
愛あ
い

四し

郎ろ
う

の
こ
と
で
、
花
蹊
の
二
人
の
弟
た
ち
も
同

じ
く
得
浅
斎
の
も
と
で
武
者
小
路
千
家
の
茶
の
湯
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

花
蹊
の
画
芸

　
花
蹊
は
教
育
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
日
本
画
家・

書
家
と
し
て
の
側
面
も
著
名
で
あ
る
。
明
治
五
年
（
一

八
七
二
）
と
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
に
明
治
天
皇
の

御
前
揮
毫
の
栄
誉
を
賜
っ
て
い
る
。
中
之
島
在
住
時

分
の
花
蹊
は
、
茶
の
湯
だ
け
で
な
く
、
得
浅
斎
と
画

に
お
い
て
も
関
わ
り
が
深
か
っ
た
。
文
久
元
年
（
一
八

六一
）
五
月
二
十
八
日
、
漢
学
の
師
で
あ
る
後
藤
松
陰

の
梶
木
町
御ご

り
ょ
う
す
じ

霊
筋
西
南
角
の
塾
の
帰
り
が
け
に
「
木

津
さ
ま
へ
寄
、香
合
の
菊
認
」
と
あ
る
。
他
に
も
「
木

津
宗
隆
さ
ま
の
木
刀
に
黒
漆
に
て
画
認
」「
木
津
さ
ま

の
銘
酒
入
認
る
」「
地
袋
落
款
致
」「
帛
紗
下
絵
し
て

梶
木
町
へ
持
参
す
る
」
等
の
記
述
が
あ
り
、
木
津
家

で
し
ば
し
ば
得
浅
斎
の
依
頼
に
よ
る
揮
毫
を
し
て
い
る
。

　
ま
た
文
久
二
年
（
一八
六
二
）
七
月
十
七
日
に

　 

此
朝
、
梶
木
町
よ
り
呼
に
参
ら
れ
候
て
、
昼
後
よ
り
梶
木
津
へ
参
り
、
応
挙
屏
風
一
組
秋
草
写
し
に
参
り
候

と
あ
り
、
得
浅
斎
は
花
蹊
を
わ
ざ
わ
ざ
木
津
家
に
呼
び
、
円ま

る
や
ま
お
う
き
ょ

山
応
挙
の
秋
草
の
屏
風
を
書
写
さ
せ
て
い
る
。
ほ
か
に
も

「
鶴
の
香
合
写
し
」「
雷
の
軸
拝
見
致
し
候
」
な
ど
、
得
浅
斎
は
花
蹊
の
画
業
の
足
し
に
な
る
よ
う
に
所
蔵
の
作
品
を

見
せ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
得
浅
斎
は
門
人
の
田た

淵ぶ
ち

九く

八は
ち
ろ
う郎
の
揮
毫
や
得
浅
斎
の
実
家
で
あ
る
高
砂
の
善
立
寺
の
画
帳
や
陣
羽
織
の

揮
毫
の
仕
事
等
を
花
蹊
に
周
旋
し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
揮
毫
の
具
体
的
な
相
談
を
受
け
、
指
導
も
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

跡
見
花
蹊
と
得
浅
斎
の
交
流

　『
跡
見
花
蹊
日
記
』
に
は
、
茶
の
湯
以
外
の
花
蹊
と
得
浅
斎
と
の
交
流
が
多
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
文
久
元
年
（
一

八
六一
）
の
六
月
十
五
日
の
項
に
、

　
私
、
木
津
さ
ま
へ
参
り
、
お
千
枝
さ
ま
の
舞
ノ
地
致
し
、
暫
遊
ん
で
帰
り
候
。

お
千ち

枝え

と
は
明
治
十
二
年
（
一八
七
九
）
に
亡
く
な
っ
た
遊ゆ
う
し
ん心
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
日
、
花
蹊
は
木
津
家
で
舞
の
伴

奏
音
楽
で
あ
る
地
唄
の
稽
古
を
お
千
枝
に
付
け
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
千
枝
と
遊
ん
で
帰
宅
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
し

て
得
浅
斎
の
も
う
一
人
の
娘
で
お
蓮れ

ん

（
智ち

蓮れ
ん

）
と
も
懇
意
で
、「
お
蓮
さ
ま
と
三
庭
見
物
に
歩
く
、
今
年
は
よ
ほ
ど
淋

し
く
候
也
」
と
あ
り
、「
三
庭
」
は
不
明
で
あ
る
が
多
分
庭
園
と
思
わ
れ
、
二
人
で
見
物
に
行
き
、
こ
の
年
の
風
情
が

例
年
に
比
べ
寂
し
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
他
に
も
、「
お
千
枝
さ
ま
と
同
道
に
て
細
矢
へ
参
り
、お
茶
呼
れ
」
と
あ
り
、

お
千
枝
と
と
も
に
得
浅
斎
の
門
人
細ほ

そ

矢や

宗そ
う

祝し
ゅ
くを
訪
れ
茶
を
飲
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
花
蹊
は
漢
字
の
後
藤
塾
の
帰
り

に
木
津
家
を
訪
れ
、「
本
、
木
津
さ
ま
へ
預
け
」
て
遊
び
に
い
っ
た
り
、「
七
ツ
時
迄
遊
ふ
」
と
か
「
木
津
宗
詮
へ
行
、

有
所
遊
に
て
馳
走
、日
暮
て
帰
り
候
」
と
日
記
に
は
し
ば
し
ば
木
津
家
で
遊
ぶ
と
の
記
述
が
あ
り
、日
頃
絵
の
染
筆
や
、

塾
で
の
講
義
、
ま
た
自
身
も
後
藤
松
陰
の
も
と
で
漢
学
を
学
ぶ
花
蹊
に
と
っ
て
は
、
木
津
の
娘
た
ち
と
遊
ぶ
こ
と
で

気
晴
ら
し
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
あ
る
時
は
、「
色
々
京
師
の
面
白
き
咄
し
致
し
、
コ
テ
コ
テ
し
て
終

日
暮
す
」
と
あ
り
、
得
浅
斎
が
京
都
の
面
白
い
土
産
話
を
花
蹊
に
し
、
終
日
、
濃
厚
な
会
話
を
し
て
い
る
。
ち
な
み
に

「
コ
テ
コ
テ
」
と
は
程
度
が
甚
だ
し
い
と
か
、「
嫌
と
い
う
程
」
と
か
「
濃
い
」
と
か
の
意
味
の
「
こ
っ
て
り
し
た
」
と

い
う
形
容
詞
か
ら
き
て
い
て
、「
こ
っ
て
り
こ
っ
て
り
」
が
詰
ま
っ
た
好
意
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
上
方
の
言
葉
で
あ
る
。

花
蹊
は
茶
の
稽
古
や
絵
の
話
し
だ
け
で
な
く
、
得
浅
斎
と
世
間
話
な
ど
も
し
て
楽
し
ん
で
い
た
。

　
そ
し
て
得
浅
斎
の
娘
お
蓮
の
嫁
入
り
の
記
述
が
あ
る
。
お
蓮
は
、
表
千
家
の
吸き

ゅ
う
こ
う
さ
い

江
斎
の
後
見
を
勤
め
た
二
代

住す
み
や
ま
よ
う
ほ

山
楊
甫
の
息
江こ
う

甫ほ

の
室
と
な
り
。
明
治
五
年
（
一八
七
二
）
五
月
十
四
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。

　
八
月
八
日

　 

此
日
七
ツ
前
、
木
津
よ
り
呼
に
来
、
早
々
参
り
候
処
、
此
夜
、
嫁
入
荷
物
行
候
ゆ
へ
、
只
今
雛
さ
ま
出
来
成
、
雛

の
認
、
杉
戸
認
る
。
此
時
広
岡
隠
居
居
ら
れ
候
。
夫
よ
り
細
矢
宗
祝
子
手
前
に
て
御
茶
呼
れ
る
。
此
時
、
客
、

大
仙
子
、
広
岡
、
同
米
女
、
森
は
る
子
、
細
矢
後
室
、
堀
宗
三
、
私
也
。
夫
よ
り
御
酒
大
さ
ハ
き
（
騒
ぎ
）
二

跡見家の人々
（跡見学園女子大学花蹊記念資料館蔵）

前列向かって右から、跡見重敬（松斎門下・花蹊の父）・跡見重威
（得浅斎門下・花蹊の弟）・跡見千代瀧（花蹊の姉）。後列右から四
人目萬里小路八重子（萬里小路道房の夫人、花蹊の養女跡見李子
の実母）。
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更
に
仲
人
勘
助
子
帰
ら
れ
候
。
私
、
夫
よ
り
帰
宅
。

「
七
ツ
時
」
す
な
わ
ち
午
後
四
時
前
に
、
木
津
家
に
呼
ば
れ
、
早
々
に
赴
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
夜
お
蓮
の
嫁
入
荷
物
が

住
山
家
に
運
ば
れ
る
の
で
、
嫁
入
荷
物
の
内
の
描
き
上
が
っ
た
ば
か
り
の
雛
の
絵
を
木
津
家
に
持
参
し
、
杉
戸
の
絵

も
認
め
た
。
そ
の
場
に
は
木
津
の
社
中
の
加
島
屋
の
隠
居
広
岡
と
米
夫
妻
と
木
津
家
の
代
稽
古
の
堀ほ

り

宗そ
う

三さ
ん

、
大
仙
な

る
人
物
と
森
は
る
子
、
そ
し
て
仲
人
の
勘か

ん
す
け助
が
同
席
し
て
い
た
。
細
矢
宗
祝
の
点
前
の
茶
の
後
、一
同
祝
酒
を
大
騒
ぎ

で
飲
ん
で
い
る
。

　
翌
日
に
は
、

　
八
月
九
日

　
日
暮
よ
り
木
津
に
行
。
此
夜
、
蓮
女
嫁
入
に
て
、
暫
居
り
、
嫁
入
済
て
帰
り
候
。

　
こ
の
日
も
日
暮
れ
か
ら
木
津
家
に
赴
き
、こ
の
夜
お
蓮
の
嫁
入
り
に
立
ち
会
い
、嫁
入
り
終
了
後
に
帰
宅
し
て
い
る
。

今
日
迄
、
蓮
が
住
山
に
嫁
い
だ
こ
と
以
外
は
何
一つ
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
花
蹊
の
日
記
に
は
婚
礼
の
日
に
ち
や
媒

酌
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
て
、
木
津
家
に
と
っ
て
は
誠
に
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。

　
花
蹊
と
得
浅
斎
の
関
係
が
誠
に
懇
意
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
記
述
と
し
て
は
、「
木
津
さ
ま
へ
参
り
、
風
呂
戴
」
と

か
「
風
呂
入
に
木
津
さ
ま
へ
ま
い
り
」
と
あ
り
、
木
津
で
し
ば
し
ば
も
ら
い
湯
を
し
て
い
た
。
今
日
の
よ
う
に
風
呂
が

大
半
の
家
に
普
及
し
て
い
る
環
境
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
昔
は
風
呂
の
な
い
家
が
多
く
、
ご
く
親
し

い
家
の
風
呂
に
入
ら
せ
て
も
ら
う
家
が
多
か
っ
た
。

　　 

又
木
津
さ
ま
へ
三
之
助
同
道
に
て
参
り
、
又
御
酒
に
て
、
三
更
迄
。
下
男
、
木
津
さ
ま
に
て一
宿

三
之
助
（
跡
見
重
威
）
を
同
道
し
て
木
津
に
赴
き
、
深
夜
三さ

ん
こ
う更
（
午
前
零
時
か
ら
二
時
間
・
子
の
刻
・
丙
夜
）
ま
で

酒
を
饗
さ
れ
、
下
男
を
木
津
に
一
宿
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
他
に
も
「
御
酒
吸
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
て
、
し
ば
し

ば
酒
飯
を
木
津
で
よ
ば
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
文
久
二
年
（
一
九
六
二
）
の
七
月
八
日
に
は
、
前
日
よ
り
腹
痛
に
苦
し
ん
で
い
た
花
蹊
は
、
木
津
の
得
浅

斎
の
息
子
の
孝
助
に
木
津
村
の
母
を
呼
び
に
い
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
し
て
七
月
十
日
に
は
、

　 

此
朝
、
又
気
分
あ
（
悪
）
し
く
、
独
い
た
し
か
た
な
く
、
孝
助
殿
、
木
津
よ
り
の
返
事
も
な
く
、
母
事
病
気
い
か
ゝ

（
如
何
）
に
候
哉
、
そ
れ
も
聞
た
く
、
昼
前
、
木
津
宗
へ
参
り
候
へ
は
、
母
も
病
気
あ
し
く
よ
し
に
て
、
暫
木
津
宗

に
て
寝
た
り
起
き
た
り
い
た
し
、
昼
飯
（
粥
）
呼
れ
云
々

体
調
を
崩
し
た
花
蹊
が
、
孝
助
に
木
津
村
の
母
幾い

く

野の

を
呼
び
に
い
っ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
幾
野
も
病
気
で
中
之
島

の
跡
見
家
に
出
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
木
津
家
か
ら
は
幾
野
の
病
状
の
報
せ
も
な
い
の
で
、
具
合

の
悪
い
花
蹊
自
ら
木
津
家
に
幾
野
の
病
状
を
訪
ね
に
赴
い
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
幾
野
の
病
状
も
芳
し
く
な
く
、
花

蹊
の
体
調
も
悪
か
っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
木
津
家
で
寝
た
り
起
き
た
り
し
、
昼
食
に
粥
を
よ
ば
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
日
と
翌
日
は
、
一
人
暮
ら
し
の
花
蹊
を
気
遣
っ
て
お
千
枝
が
花
蹊
の
家
に
二
日
間
泊
ま
っ
て
い
る
。

他
に
も
お
千
枝
は
花
蹊
宅
に
泊
ま
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
よ
う
だ
。
孝
助
も
花
蹊
の
用
事
を
つ
と
め
る
こ
と
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
の
七
月
二
十
六
日
に
、「
梶
木
町
よ
り
孝
助
死
去
し
ら

せ
に
参
る
」
と
あ
る
よ
う
に
孝
助
は
こ
の
日
に
亡
く
な
り
、
重
敬
が
木
津
家
に
弔
問
に
赴
い
て
い
る
。

　
文
久
二
年
（
一八
六
二
）
八
月
五
日
に
、

　
梶
木
町
十
七
吉
子
の
六
日
さ
り
に
て
、
父
さ
ま
行
れ
、
一
更
ニ
帰
ら
れ
候

　
八
月
一
日
に
三
代
聿
斎
宗
泉（
宗
詮
）が
誕
生
。
こ
の
記
述
の
十と

七な

吉き
ち

は
三
代
宗
泉
の
幼
名
で
あ
る
。「
六
日
さ
り（
だ

れ
）」
と
は
、
昔
は
出
産
は
穢
れ
の
一つ
と
さ
れ
、
産
後
三
日
目
に
産
婆
ま
た
は
身
内
の
女
性
が
産
室
で
木
の
盥た

ら
いの
湯

に
塩
を
入
れ
て
身
体
を
拭
い
、
六
日
目
に
は
身
体
を
洗
い
、
そ
し
て
赤
ん
坊
の
産
毛
を
剃
り
、
名
付
け
を
行
っ
た
。
こ

れ
を
「
六
日
さ
り
（
だ
れ
）」
と
い
い
、
親
戚
や
近
所
・
知
人
は
こ
の
日
を
め
ど
に
祝
儀
の
品
を
持
参
し
て
祝
い
を
行
っ

た
。
こ
の
日
は
重
敬
が
十
七
吉
出
生
の
祝
い
に
木
津
家
を
訪
れ
、
祝
い
の
膳
を
食
べ
て一
更
（
午
後
七
時
か
ら
八
時
ま

で
の
間
）
に
帰
宅
し
て
い
る
。
な
お
、
十
七
吉
と
い
う
名
前
の
い
わ
れ
は
、
得
浅
斎
の
十
七
番
目
の
子
と
い
う
意
味
で

命
名
さ
れ
た
。

　
文
久
二
年
（
一八
六
二
）
十
月
二
十
四
日
、
花
蹊
は
お
蓮
や
お
千
枝
と
細
谷
宗
祝
の
茶
事
に
招
か
れ
て
い
る
。

　
十
月
二
十
四
日

　 

朝
、
辻
さ
ま
よ
り
帰
り
、
子
達
を
し
（
教
）
へ
て
、
辻
さ
ま
に
て
身
こ
し
ら
え
し
て
梶
木
町
へ
行
、
お
蓮
さ
ま
、

御
千
枝
さ
ま
、
私
、
細
谷
へ
行
、
正
午
茶
之
湯
、
私
上
客
、
詰
お
蓮
さ
ま
。
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掛
物
　
　
乾
不
画
小
字
二
行
割
、
以
下
同
、
チ
ウ
コ
ウ
宗
匠
、
鷲
峰
山
頭
松
月
先
拙
書
　
　

　
釡
　
　
　
浄
玄
作
三
合
尻
は
り

　
香
合
　
　
染
付
　

　
水
差
　
　
備
前

　
茶
碗
　
　
黒
楽
、
銘
恵
ヒ
ス
　

　
茶
入
　
　
ア
コ
タ
書
付
　

　
薄
茶
碗
　
仁
清
　

　
茶
杓
　
　
銘
嚶
嚶
　
袋
フ
ツ
ウ
　

　
花
入
　
　
丹
作
　
尺
八
　
銘
　
書
付
有
　

　
花
　
　
　
桂
　
水
仙
　

　
茶
　
　
　
綾
ノ
森
詰
　

　
会
席
　

　
向
﹇
赤
楽
　
菊
皿
　
大
左
衛
門
作
、
若
狭
も
と
き
小
鯛
﹈

　
汁
﹇
百
合
根
　
カ
ウ
竹
　
か
ら
し
﹈

　
煮
物
﹇
ア
ンヘ
か
ぶ
ら
、
金
子
玉
子
、
ゆ
う
﹈

　
吸
物
﹇
チ
ヤ
ロ
キ
、
蕗
の
と
う
﹈

　
八
寸
﹇
海
老
金
南
﹈

　
か
う
の
物
﹇
ナ
ス
ヒ
﹈

　
後
、
薄
茶
手
前
、
千
枝
さ
ま
遊
し
候
。
誠
に
お
も
し
ろ
き
事
也
。

　
こ
の
日
の
朝
、
花
蹊
は
中
之
島
の
跡
見
塾
で
子
供
た
ち
に
講
義
を
し
、
辻
家
で
身
ご
し
ら
え
を
し
て
梶
木
町
の
木

津
家
に
赴
き
、
お
千
枝
と
お
蓮
同
道
で
、
細
谷
家
に
赴
き
、
正
午
の
茶
事
に
参
席
し
た
。
花
蹊
が
正
客
で
お
千
枝
が

次
客
、お
蓮
が
末
客
。
濃
茶
の
あ
と
に
は
、お
千
枝
が
薄
茶
点
前
を
し
て
い
る
。
花
蹊
は
こ
の
こ
と
が
よ
ほ
ど
面
白
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
他
に
も
木
津
の
二
人
の
娘
た
ち
と
稽
古
を
し
た
り
、
花
月
を
し
た
り
し
て
い
る
。
花
蹊
が
大
坂
で

活
動
し
て
い
た
幕
末
期
に
は
、
多
く
の
富
裕
町
人
た
ち
の
子
女
も
茶
の
湯
を
嗜
ん
で
い
た
よ
う
で
、
女
性
の
み
で
茶
事

に
招
か
れ
て
い
る
こ
の
記
録
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
の
茶
の
湯
は
、
の
ち

に
花
蹊
が
東
京
の
跡
見
女
学
校
で
女
性
の
た
し
な
み
と
し
て
「
点
茶
」
と
い
う
科
目
を
設
け
、
女
性
の
行
儀
作
法
の

た
め
に
茶
の
湯
を
学
ぶ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
女
性
の
娯
楽
が
制
限
さ
れ
て
い
た
時
代
の
楽
し
み
の一つ
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
得
浅
斎
と
も
直
接
行
動
を
共
に
し
て
い
る
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一つ
が
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）

の
も
の
。

　
八
月
二
十
八
日

　 

此
日
七
ツ
時
前
に
、木
津
宗
匠
、願
泉
寺
に
仏
参
致
さ
れ
、又
跡
見
さ
ま
へ
よ
ら
れ
候
て
、暫
御
咄
し
有
て
、私
事
、

宗
匠
と
同
道
に
て
梶
木
町
迄
帰
り
候
。

　
こ
の
日
は
七
ツ
時
（
午
後
四
時
）
前
に
、
得
浅
斎
が
願
泉
寺
に
参
拝
し
、
跡
見
さ
ま
（
唯
専
寺
）
に
立
寄
り
院
主

と
話
し
を
し
、
花
蹊
は
得
浅
斎
と
と
も
に
梶
木
町
の
木
津
家
ま
で一
緒
に
帰
っ
て
い
る
。
多
分
こ
の
夜
は
木
津
家
に
泊

ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
文
久
三
年
（
一八
六
三
）、
徳
川
家い

え
も
ち茂
が
上
洛
し
た
時
に
孝こ
う
め
い明
天
皇
が
攘
夷
の
勅
命
を
下
し
、
攘
夷
祈
願
の

た
め
に
下
・
上
賀
茂
神
社
に
行
幸
し
た
。
そ
の
時
、
花
蹊
は
得
浅
斎
や
お
千
枝
や
お
蓮
ら
と
見
物
の
た
め
に
上
洛
し

て
い
る
。

　
三
月
五
日

　 

此
朝
、
宗
隆
さ
ま
京
師
よ
り
帰
ら
れ
候
て
、
私
呼
に
来
、
早
々
行
処
候
、
父
さ
ま
申
さ
れ
候
、
此
十
一
日
上
様
、

将
軍
様
御
供
に
て
加
茂
へ
御
参
り
あ
ら
せ
ら
れ
候
ゆ
へ
、
右
様
な
事
は
稀
な
る
事
、
中
々
な
き
事
ゆ
へ
、
拝
見
に
上

京
す
る
様
申
居
ら
れ
候
。

　
こ
の
朝
、
得
浅
斎
が
京
都
か
ら
戻
り
、
花
蹊
を
呼
び
、
京
都
の
父
重
敬
話
し
を
伝
え
た
。
そ
れ
は
こ
の
十
一
日
に

孝
明
天
皇
が
将
軍
徳
川
家
茂
を
供
と
し
て
下
・
上
賀
茂
神
社
に
参
詣
す
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
滅
多
に
無
い
こ
と

な
の
で
、
ぜ
ひ
と
も
上
洛
し
て
拝
見
す
る
よ
う
に
と
の
内
容
で
あ
っ
た
。

　
三
月
八
日

　 

此
日
朝
、
梶
木
町
へ
行
宗
隆
さ
ま
と
同
道
に
て
上
京
の
相
談
致
し
、
薄
茶
一
服
呼
れ
、
此
時
、
堺
吉
井
、
赤
松
居

ら
れ
候
。
夫
よ
り
辻
さ
ま
へ
行
、
を
し
（
教
）
へ
致
し
居
り
候
処
、
元
之
助
呼
に
来
、
早
々
帰
り
候
処
、
木
津
智

明
院
さ
ま
、
美
つ
へ
さ
ま
来
ら
れ
候
て
、
早
々
こ
し
ら
へ
（
拵
）
し
て
、
隣
家
お
雪
さ
ま
、
私
、
元
之
助
、
智
明
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院
さ
ま
、
美
つ
へ
さ
ま
、
因
州
よ
り
来
り
候
十
助
つ
れ
へ
歩
し
て
中
城
迄
行
、
此
出
立
昼
時
、
中
城
へ
日
暮
着
。

此
夜
田
尻
氏
に
て一
宿
。

　
こ
の
日
の
朝
、
梶
木
町
の
得
浅
斎
の
も
と
を
訪
れ
、
得
浅
斎
と
上
京
の
相
談
を
し
、
薄
茶
を
一
服
よ
ば
れ
た
。
そ

の
場
に
は
前
日
か
ら
大
坂
に
出
て
き
て
い
た
堺
の
跡
見
の
親
族
吉
井
と
千
草
屋
平
瀬
家
の
別
家
の
赤あ

か
ま
つ
ど
う
け
ん

松
道
堅
が
同
席

し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
辻
家
に
教
え
に
い
き
、
下
の
弟
の
元
之
助
（
跡
見
愛
四
郎
）
が
呼
び
に
き
た
の
で
、
早
々
に
帰

宅
し
た
と
こ
ろ
、
木
津
村
の
智ち

み
ょ
う
い
ん

明
院
と
美
つ
へ
な
る
人
物
が
来
て
い
て
、
早
速
に
旅
支
度
を
し
て
隣
家
の
豊
島
、
元

之
助
、前
出
の
智
明
院
、美
つ
へ
、因
州
か
ら
来
て
い
た
十
助
同
道
の
上
、昼
頃
大
坂
を
出
立
し
、日
暮
れ
に
中
城
（
茨

木
市
中
ノ
条
）
に
到
着
し
、
田
尻
氏
の
家
に一
宿
し
た
。

　
三
月
十
二
日

　 

此
朝
、
宗
隆
さ
ま
、
吉
井
、
同
お
き
ん
さ
ま
、
順
蔵
、
吉
助
、
細
矢
貞
順
さ
ま
、
お
千
枝
さ
ま
、
御
蓮
さ
ま
、

広
甚
、
直
太
郎
、
つ
る
、
孝
助
、
皆
々
来
、
私
同
道
し
て
下
加
茂
御
跡
拝
見
に
行
。
云
々
。

　
十
二
日
に
は
得
浅
斎
た
ち
と
下
鴨
神
社
に
行
幸
の
跡
を
見
物
に
行
っ
て
い
る
。
得
浅
斎
は
こ
の
前
代
未
聞
の
出
来

事
を
見
る
た
め
に
三
人
の
子
供
た
ち
を
伴
っ
て
の
上
洛
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
花
蹊
は
得
浅
斎
や
田
淵
ら
と
頼た

の

母も

子し

講こ
う

を
し
て
い
た
。
頼
母
子
講
と
は
、
講
員
が
掛
金
を
定
期
的
に
出
し

合
い
、
入
札
ま
た
は
抽
選
で
毎
回
そ
の
中
の一
人
が
交
代
で
所
定
の
金
額
を
受
け
取
る
組
織
で
あ
る
。

　　 

梶
木
町
へ
参
候
処
、
講
金
、
閏
月
、
九
月
、
十
月
、
三
月
分
、
田
淵
さ
ま
、
松
田
さ
ま
、
安
土
さ
ま
、
安
土
さ

ま
取
次
、
四
口
参
り
候
処
、
弐
分
天
民
へ
相
代
と
し
て
宗
隆
さ
ま
相
渡
さ
れ
、
金
壱
両
請
取

　
以
上
の
よ
う
に
、『
跡
見
花
蹊
日
記
』
か
ら
、
花
蹊
は
得
浅
斎
に
茶
の
湯
を
師
事
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
娘
た

ち
と
姉
妹
の
よ
う
に
親
し
く
ま
じ
わ
り
、
木
津
家
と
家
族
同
様
の
交
際
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
若
い
娘
の
花

蹊
が
け
な
げ
に一
人
暮
ら
し
で
中
之
島
の
塾
で
教
授
・
運
営
し
て
い
る
様
子
を
見
て
、
得
浅
斎
は
娘
の
よ
う
に
慈
し
み

そ
し
て
か
わ
い
が
り
、
跡
見
家
と
木
津
家
は
家
族
的
な
付
き
合
い
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
東
京
に
移
住
後
の
『
跡
見
花
蹊
日
記
』
に
は
得
浅
斎
に
つ
い
て
全
く
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
た
だ
当
家
に
は

得
浅
斎
の
七
回
忌
に
花
蹊
か
ら
贈
ら
れ
た
掛
軸
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

　
此
君
曽
有
点
茶
名
、
忽
作
飛
仙
指
亦
盟
、
冉
々

　
七
年
如
一
夢
、
回
既
昔
日
独
伝
情

　
　
木
津
宗
詮
宗
匠
七
回
忌
辰
　
花
蹊
女
史
並
書

　
得
浅
斎
の
七
回
忌
は
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
で
、
そ
の
法
要
を
聿
斎
宗
泉
が
施
主
と
し
て
営
ん
で
い
る
。

花
蹊
は
若
き
日
に
得
浅
斎
に
茶
の
湯
を
師
事
し
、
そ
の
娘
た
ち
と
も
深
く
交
わ
り
、
木
津
家
と
は
格
別
昵
懇
の
仲
で

あ
っ
た
。
こ
の
詩
に
は
そ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

得浅斎七回忌に当り、
ありし日の得浅斎を偲
び揮毫され、その霊前
に捧げられた。



に
い
く
ら
｜
№
22
6

　
掛
物
　
　
乾
不
画
小
字
二
行
割
、
以
下
同
、
チ
ウ
コ
ウ
宗
匠
、
鷲
峰
山
頭
松
月
先
拙
書
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仙
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ノ
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詰
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席
　

　
向
﹇
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皿
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若
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鯛
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根
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﹈

　
煮
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金
子
玉
子
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ゆ
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チ
ヤ
ロ
キ
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蕗
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と
う
﹈

　
八
寸
﹇
海
老
金
南
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か
う
の
物
﹇
ナ
ス
ヒ
﹈

　
後
、
薄
茶
手
前
、
千
枝
さ
ま
遊
し
候
。
誠
に
お
も
し
ろ
き
事
也
。

　
こ
の
日
の
朝
、
花
蹊
は
中
之
島
の
跡
見
塾
で
子
供
た
ち
に
講
義
を
し
、
辻
家
で
身
ご
し
ら
え
を
し
て
梶
木
町
の
木

津
家
に
赴
き
、
お
千
枝
と
お
蓮
同
道
で
、
細
谷
家
に
赴
き
、
正
午
の
茶
事
に
参
席
し
た
。
花
蹊
が
正
客
で
お
千
枝
が

次
客
、お
蓮
が
末
客
。
濃
茶
の
あ
と
に
は
、お
千
枝
が
薄
茶
点
前
を
し
て
い
る
。
花
蹊
は
こ
の
こ
と
が
よ
ほ
ど
面
白
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
他
に
も
木
津
の
二
人
の
娘
た
ち
と
稽
古
を
し
た
り
、
花
月
を
し
た
り
し
て
い
る
。
花
蹊
が
大
坂
で

活
動
し
て
い
た
幕
末
期
に
は
、
多
く
の
富
裕
町
人
た
ち
の
子
女
も
茶
の
湯
を
嗜
ん
で
い
た
よ
う
で
、
女
性
の
み
で
茶
事

に
招
か
れ
て
い
る
こ
の
記
録
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
の
茶
の
湯
は
、
の
ち

に
花
蹊
が
東
京
の
跡
見
女
学
校
で
女
性
の
た
し
な
み
と
し
て
「
点
茶
」
と
い
う
科
目
を
設
け
、
女
性
の
行
儀
作
法
の

た
め
に
茶
の
湯
を
学
ぶ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
女
性
の
娯
楽
が
制
限
さ
れ
て
い
た
時
代
の
楽
し
み
の一つ
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
得
浅
斎
と
も
直
接
行
動
を
共
に
し
て
い
る
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一つ
が
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）

の
も
の
。

　
八
月
二
十
八
日

　 

此
日
七
ツ
時
前
に
、木
津
宗
匠
、願
泉
寺
に
仏
参
致
さ
れ
、又
跡
見
さ
ま
へ
よ
ら
れ
候
て
、暫
御
咄
し
有
て
、私
事
、

宗
匠
と
同
道
に
て
梶
木
町
迄
帰
り
候
。

　
こ
の
日
は
七
ツ
時
（
午
後
四
時
）
前
に
、
得
浅
斎
が
願
泉
寺
に
参
拝
し
、
跡
見
さ
ま
（
唯
専
寺
）
に
立
寄
り
院
主

と
話
し
を
し
、
花
蹊
は
得
浅
斎
と
と
も
に
梶
木
町
の
木
津
家
ま
で一
緒
に
帰
っ
て
い
る
。
多
分
こ
の
夜
は
木
津
家
に
泊

ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
文
久
三
年
（
一八
六
三
）、
徳
川
家い

え
も
ち茂
が
上
洛
し
た
時
に
孝こ
う
め
い明
天
皇
が
攘
夷
の
勅
命
を
下
し
、
攘
夷
祈
願
の

た
め
に
下
・
上
賀
茂
神
社
に
行
幸
し
た
。
そ
の
時
、
花
蹊
は
得
浅
斎
や
お
千
枝
や
お
蓮
ら
と
見
物
の
た
め
に
上
洛
し

て
い
る
。

　
三
月
五
日

　 

此
朝
、
宗
隆
さ
ま
京
師
よ
り
帰
ら
れ
候
て
、
私
呼
に
来
、
早
々
行
処
候
、
父
さ
ま
申
さ
れ
候
、
此
十
一
日
上
様
、

将
軍
様
御
供
に
て
加
茂
へ
御
参
り
あ
ら
せ
ら
れ
候
ゆ
へ
、
右
様
な
事
は
稀
な
る
事
、
中
々
な
き
事
ゆ
へ
、
拝
見
に
上

京
す
る
様
申
居
ら
れ
候
。

　
こ
の
朝
、
得
浅
斎
が
京
都
か
ら
戻
り
、
花
蹊
を
呼
び
、
京
都
の
父
重
敬
話
し
を
伝
え
た
。
そ
れ
は
こ
の
十
一
日
に

孝
明
天
皇
が
将
軍
徳
川
家
茂
を
供
と
し
て
下
・
上
賀
茂
神
社
に
参
詣
す
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
滅
多
に
無
い
こ
と

な
の
で
、
ぜ
ひ
と
も
上
洛
し
て
拝
見
す
る
よ
う
に
と
の
内
容
で
あ
っ
た
。

　
三
月
八
日

　 

此
日
朝
、
梶
木
町
へ
行
宗
隆
さ
ま
と
同
道
に
て
上
京
の
相
談
致
し
、
薄
茶
一
服
呼
れ
、
此
時
、
堺
吉
井
、
赤
松
居

ら
れ
候
。
夫
よ
り
辻
さ
ま
へ
行
、
を
し
（
教
）
へ
致
し
居
り
候
処
、
元
之
助
呼
に
来
、
早
々
帰
り
候
処
、
木
津
智

明
院
さ
ま
、
美
つ
へ
さ
ま
来
ら
れ
候
て
、
早
々
こ
し
ら
へ
（
拵
）
し
て
、
隣
家
お
雪
さ
ま
、
私
、
元
之
助
、
智
明
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院
さ
ま
、
美
つ
へ
さ
ま
、
因
州
よ
り
来
り
候
十
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つ
れ
へ
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し
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中
城
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行
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。
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。
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