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【
釈
文
】 

見
世
臺
所
ニ
而
仕
込
之
事 

文
久
二
壬
戌
正
月
廿
日 

蛭
講
兼
店
卸
祝
ひ
并
ニ 

諸
事
心
得
書
・
且
人
當
覚
書 

 

献
立
覚 

タ
マ
ゴ
ナ 

カ
モ
ニ
ナ 

タ
ラ
コ
ブ 

松
茸
ニ
ウ
ト 

一 

吸
物
壱
通 

何
ニ
而
も
見
計
、 

 
 

 
 

 
 

 

有
合
之
も
の 

 

外
ニ
タ
マ
ゴ 

一 

三
ツ
物
之
る
以 

 
 

 
 

 
 
 
 

是
又
何
ニ
而
も
取
計
、 

ニ
ス
ル
メ 

カ
ヅ
ノ
コ 

 
 

 
 

 
  

生
物
・
魚
・
鳥
ニ
不
限

、 

ヒ
タ
シ
物 

ホ
シ
ノ
リ 

 
 

 
 

 
  

三
四
品
計 

三
バ
イ
物
之
る
以 

シ
ヤ
ケ 

 

一 

終
肴
見
當
リ
候
ハ
ゝ 

何
魚
ニ
而
も
刺
身
物
見
計
、 



肴
や
ニ
其
節
無
之
候
ハ
ゝ
宣
布
、 

若
持
合
候
共
、
格
別
不
釣
合 

高
直
ニ
候
ハ
ゝ
見
合
之
事 

 

一 

仕
舞
一
同
う
登
ん 

 

右
盤
日
暮
早
々
座
敷
ヘ
見
世 

若
者
小
供
ニ
至
迠
一
同
出
席 

之
上
、
定
目
讀
聞
せ
候
而
、
終
而
尓 

人
々
平
日
之
行
常
・
善
悪
と
も
申 

為
聞
、
其
上
商
向
并
ニ
年
中
之 

諸
相
談
等
致
、
相
互
ニ
存
意
を 

述
和
合
可
致
、
不
宜
儀
平
日
ニ 

有
之
者
盤
、
其
席
ニ
而
誰
ニ
而
も 

遠
慮
有
之
間
敷
候
事
、
尤
も 

㝡
初
耳
店
卸
勘
定
之
振
合
等
、 

善
悪
等
も
夫
々
可
申
聞
候
事
、 

尚
又
、
積
印
美
金
等
之
儀
も 

夫
々
有
之
候
事
、
此
儀
盤
別
段 

主
人
方
之
心
得
ニ
有
之
候
事
、
只 



為
心
得
与
、
此
所
江
扣
置
候
而
已
ニ
候 

 

【
読
み
下
し
文
】 

見
世
臺
所
に
て
仕
込
み
の
事 

文
久
二
壬
戌
正
月
廿
日 

蛭
講
兼
店
卸
祝
ひ
并
に 

諸
事
心
得
書
・
且
つ
人
當
て
覚
書 

 

献
立
覚 

タ
マ
ゴ
ナ 

カ
モ
ニ
ナ 

タ
ラ
コ
ブ 

松
茸
ニ
ウ
ト 

一 

吸
物
壱
通
り 

何
に
て
も
見
計
ら
い
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
り
合
せ
の
も
の 

外
に
タ
マ
ゴ 

一 

三
つ
物
の
る
い 

 
 

 
 

 
 

是
又
何
に
て
も
取
り
計
ら
い
、 

ニ
ス
ル
メ 

カ
ヅ
ノ
コ 
 

 
 

 
 

生
物
・
魚
・
鳥
に
限
ら
ず
、 

ヒ
タ
シ
物 

ホ
シ
ノ
リ 

 
 

 
 

 

三
四
品
計
り 

三
バ
イ
物
の
る
い 

シ
ヤ
ケ 

 

一 

終
肴
見
當
り
候
は
ば 



何
（
の
）
魚
に
て
も
刺
身
物
見
計
ら
い
、 

肴
や
に
そ
の
節
こ
れ
無
く
候
は
ば
宣
し
く
、 

若
し
持
ち
合
せ
候
と
も
、
格
別
（
に
）
不
釣
り
合
い 

高
直
に
候
は
ば
見
合
せ
の
事 

 

一 

仕
舞
い
一
同
う
ど
ん 

 

右
は
日
暮
早
々
（
に
）、
座
敷
ヘ
見
世 

若
者
小
供
に
至
る
迠
一
同
出
席 

の
上
、
定
目
（
を
）
讀
み
聞
か
せ
候
て
、
終
り
而
に 

人
々
平
日
の
行
常
・
善
悪
と
も
申
し 

聞
か
せ
、
其
上
商
い
向
并
び
に
年
中
の 

諸
相
談
等
（
を
）
致
し
、
相
互
に
存
意
を 

述
べ
和
合
致
す
べ
し
、
宜
し
か
ら
ざ
る
儀
平
日
に 

こ
れ
有
る
者
は
、
そ
の
席
に
て
誰
に
て
も 

遠
慮
こ
れ
有
る
間
敷
く
候
事
、
尤
も 

㝡
初
に
店
卸
勘
定
の
振
り
合
い
等
、 

善
悪
等
も
夫
々
申
し
聞
く
べ
く
候
事
、 

尚
又
、
積
印
美
金
等
の
儀
も 

夫
々
こ
れ
有
り
候
事
、
こ
の
儀
は
別
段 



主
人
方
の
心
得
に
こ
れ
有
候
事
、
只 

心
得
と
し
て
、
こ
の
所
へ
扣
え
置
き
候
の
み
に
候 

 

【
解
説
】 

前
回
に
引
き
続
き
、
今
回
も
ゑ
び
す
講
の
話
を
取
掛
か
り
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
今
日

こ
ん
に
ち

、
年
の
瀬
を
迎
え
る
前
の
十
一
月
十
九
日
を
宵
宮
、
翌
二
十
日
を
本

宮
と
し
て
祭
礼
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
桐
生
の
ゑ
び
す
講
で
す
が
（
コ
ロ
ナ
禍

の
近
年
は
、
密
を
避
け
る
た
め
に
日
数
を
延
ば
し
た
分
散
参
拝
に
な
っ
て
い
ま

す
）、
今
回
の
古
文
書
で
は
、
年
の
明
け
た
一
月
二
十
日
に
講
を
行
っ
て
い
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

全
国
の
ゑ
び
す
神
の
総
本
社
は
摂
津
国
（
現 

兵
庫
県
）
の
西
宮
神
社
で
す
が
、

そ
の
例
祭
日
は
九
月
二
十
二
日
で
、
一
月
九
日
・
十
日
・
十
一
日
の
三
日
間
行
わ

れ
る
祭
典
「
十
日

と

お

か

戎
え
び
す

」
で
は
、
十
日
の
早
朝
六
時
の
開
門
と
同
時
に
、
一
番
福

を
目
指
し
て
本
殿
下
へ
と
「
走
り
参
り
」
を
す
る
福
男

ふ
く
お
と
こ

で
有
名
で
す
。 

ゑ
び
す
神
を
ま
つ
り
も
て
な
す
ゑ
び
す
講
で
す
が
、
そ
の
日
は
十
月
二
十
日

と
す
る
と
こ
ろ
や
、
今
日
の
桐
生
同
様
十
一
月
十
九
・
二
十
日
の
と
こ
ろ
（
隣
の

足
利
市
も
同
様
）
も
あ
り
、
ま
た
今
回
の
古
文
書
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
一
月
二
十

日
の
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
ゑ
び
す
神
を
十
月
に
お
ま
つ
り
す
る
の
は
、
全
て
の

神
が
出
雲
へ
向
か
う
こ
の
月
（「
神
無
月
」）
に
、
こ
の
神
の
み
が
出
雲
に
行
か
ず
、



地
元
に
残
っ
た
か
ら
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
ゑ
び
す
神
は
、
時
に
は
農
民
に

と
っ
て
は
田
畑
に
五
穀
豊
穣
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
神
と
し
て
、
ま
た
商
人
に

と
っ
て
は
商
い
を
潤
わ
せ
て
く
れ
る
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

農
家
に
と
っ
て
は
収
穫
期
の
十
月
に
、
ま
た
商
人
に
と
っ
て
は
帳
簿
を
改
め
る

年
明
け
月
の
一
月
に
と
い
っ
た
具
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
に
適
っ
た
月
に
講
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

い
ま
で
こ
そ
、
桐
生
に
は
「
関
東
一
社
」
を
誇
る
桐
生
西
宮
神
社
が
鎮
座
し
て

い
ま
す
が
、
美
和
神
社
の
杜

も
り

に
ゑ
び
す
神
が
分
霊
祭
祀
さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
十

四
年
（
一
九
〇
一
）
十
一
月
二
十
日
の
こ
と
で
す
。
桐
生
の
西
宮
神
社
が
「
関
東

一
社
」
と
称
さ
れ
る
の
は
、
ゑ
び
す
神
を
ま
つ
る
神
社
の
多
く
が
、
御
祭
神
を

大
国
主

お
お
く
に
ぬ
し
の

命
み
こ
と

や
事
代
主

こ
と
し
ろ
ぬ
し
の

命
み
こ
と

と
す
る
の
に
対
し
、
摂
津
西
宮
神
社
第
一
殿
の
祭

神
で
あ
る
蛭
子

ひ

る

こ

大
神

お
お
か
み

を
御
祭
神
と
し
て
祀
っ
て
い
る
関
東
で
唯
一
の
直
系
分
社

だ
か
ら
で
す
。 

そ
の
勧
請
の
記
録
に
よ
れ
ば
「
桐
生
の
商
工
業
者
は
昔
か
ら
西
宮
神
社
を
信

奉
し
、
摂
津
の
西
宮
神
社
ま
で
参
詣
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
が
、
近
年
足
利
に
西

宮
神
社
が
分
霊
さ
れ
て
か
ら
は
、
祭
礼
の
日
に
な
る
と
桐
生
の
町
民
が
総
出
で

こ
こ
に
向
か
う
ほ
ど
」
で
、「
摂
津
や
足
利
へ
出
向
く
と
な
る
と
、
そ
の
費
用
と

時
間
も
馬
鹿
に
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
の
間
、
機
業
も
休
み
と
な
っ
て
し
ま

う
」
と
訴
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
「
足
利
同
様
、
桐
生
に
も
分
霊
し
た
い
と
い
う

機
運
が
高
ま
っ
て
い
る
。
機
の
職
工
た
ち
に
、
仕
事
に
尽
く
せ
ば
福
徳
を
得
る
こ



と
が
で
き
る
と
説
く
に
あ
た
り
、
西
宮
神
社
こ
そ
が
福
徳
を
与
え
る
神
で
あ
る

こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
お
り
、
お
迎
え
で
き
れ
ば
職
工
た
ち
の
信
心
も
深
ま
り
、

一
層
桐
生
織
物
が
盛
大
な
も
の
と
な
る
」
と
述
べ
、
つ
い
に
桐
生
へ
の
分
霊
が
認

め
ら
れ
た
の
で
す
（
「
西
宮
分
社
建
設
願
」）。 

 

さ
て
今
回
の
古
文
書
は
、
桐
生
の
大
店

お
お
だ
な

「
書
上
家
」
に
伝
わ
っ
た
、
ゑ
び
す
講

の
日
の
献
立
や
、
饗
宴
の
心
得
を
記
し
た
文
書
で
す
。
文
久
二
年
（
一
八
六
二
年
）

に
記
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
ま
だ
桐
生
西
宮
神
社
の
分
霊
以
前
の
こ
と
で
す
。

書
上
家
に
は
、
幕
末
期
か
ら
明
治
年
間
に
か
け
て
の
、
ゑ
び
す
講
に
関
す
る
文
書

が
数
点
伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
（
「
恵
比
壽
講
の
式
礼
」
や
「
恵
比
壽
講
祝
事
録
」
、

「
恵
比
壽
講
記
事
録
」
な
ど
）
、
そ
の
日
付
は
今
回
の
一
月
二
十
日
以
外
に
も
、

十
月
二
十
日
（
慶
応
三
年[

一
九
六
七]

）
や
、
十
二
月
十
一
日
（
明
治
二
十
五
年

[

一
八
九
二]

）
、
一
月
三
日
（
明
治
二
十
四
年
）
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
同
家
で

は
講
を
行
う
日
が
、
年
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
商
家
で
は

ゑ
び
す
神
は
、
遠
方
（
異
郷
）
よ
り
や
っ
て
き
て
富
を
も
た
ら
す
福
の
神
と
し
て

信
奉
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
講
の
日
は
ゑ
び
す
神
が
、
出
稼
ぎ
か
ら
帰
っ
て
く

る
日
で
あ
る
と
か
、
ま
た
は
商
い
を
始
め
る
日
と
意
識
さ
れ
、
店
の
関
係
者
や
招

待
客
（
出
入
り
の
商
人
や
お
得
意
先
）
た
ち
に
気
前
よ
く
酒
や
膳
を
振
舞
い
ま
し

た
。
こ
の
商
売
で
つ
な
が
り
あ
る
人
た
ち
へ
の
も
て
な
し
が
、
ゑ
び
す
神
へ
の
饗

応
で
あ
り
、
商
い
の
繁
昌
を
も
た
ら
す
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
当
時
は
、
大
店



同
士
が
同
じ
日
に
ゑ
び
す
講
の
お
祝
い
を
し
て
し
ま
い
、
結
果
的
に
お
互
い
の

招
待
客
が
重
複
し
、
振
舞
う
相
手
が
少
な
く
な
る
こ
と
を
さ
け
る
た
め
に
、
講
の

日
が
固
定
化
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

で
は
ど
の
く
ら
い
の
人
数
に
膳
が
振
舞
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
こ
の

文
書
、
今
回
図
版
で
示
し
た
の
は
そ
の
前
半
部
分
の
み
で
ま
だ
続
き
が
あ
り
ま

す
。
後
半
部
分
に
は
、
誰
の
膳
に
は
酒
を
ど
れ
だ
け
添
え
る
な
ど
、
細
か
な
割
り

振
り
が
（
人
当
て
）
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
今
回
の
ゑ
び
す
講
で
は

家
人
を
は
じ
め
四
十
四
名
の
人
た
ち
が
祝
い
の
場
に
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

因
み
に
、
同
家
文
書
に
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
「
蛭
子
講
」
の
記
録
も
残

さ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
さ
ら
に
具
体
的
な
参
加
者
が
わ
か
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば

家
人
や
見
世
で
働
く
奉
公
人
、
下
男
・
下
女
、
隠
居
か
ら
は
じ
ま
り
、
招
待
客
（
廻

り
髪
結
な
ど
も
招
か
れ
て
い
る
）、
見
世
御
客
、
料
理
人
に
至
る
ま
で
都
合
七
十

人
の
膳
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

で
は
、
古
文
書
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
冒
頭
に
「
見
世
臺
所
に
て
仕
込
み
（
店

の
台
所
で
調
理
す
る
）」
と
あ
り
、
以
下
、
蛭
講
（
ゑ
び
す
講
）
の
日
に
店
卸
し

（
＝
決
算
）
を
し
て
、
招
待
客
に
振
舞
う
ゑ
び
す
講
の
祝
い
膳
の
献
立
と
、
饗
宴

の
席
で
の
心
得
が
続
き
ま
す
。
献
立
覚
を
み
る
と
、
三
つ
ほ
ど
の
膳
を
席
前
に
並

べ
る
「
会
席
料
理
」
の
形
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
タ
マ
ゴ
ナ
（
卵
菜
カ

）
・

カ
モ
ニ
ナ
（
鴨
煮
菜
カ

）・
タ
ラ
コ
ブ
（
鱈
昆
布
）・
松
茸
ニ
ウ
ト
（
松
茸
煮
う
ど
）



と
い
っ
た
「
平
」
に
あ
た
る
料
理
か
ら
始
ま
り
、
ニ
ス
ル
メ
（
煮
す
る
め
）
や
カ

ヅ
ノ
コ
（
数
の
子
）
、
三
バ
イ
物
（
三
杯
酢
）
の
類
と
し
て
シ
ヤ
ケ
（
鮭
）
な
ど

の
「
猪
口
」、「
三
菜
」（
刺
身
・
焼
物
・
煮
物
）
に
は
「
生
物
・
魚
・
鳥
」
に
限

ら
ず
、
三
品
か
ら
四
品
並
べ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
因
み
に
当
時
は

ま
だ
食
卓
を
使
わ
ず
、
席
前
に
膳
を
並
べ
る
の
が
普
通
で
し
た
。 

な
お
、
は
じ
め
の
方
に
「
一 
吸
物
壱
通
り 

何
に
て
も
見
計
ら
い
、
有
り
合
わ
せ
の

も
の

」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
当
時
の
会
席
の
作
法
で
は
、
正
式
に
は
酒
は
料
理

を
楽
し
ん
で
か
ら
い
た
だ
く
も
の
と
い
う
習
慣
が
あ
り
、
料
理
の
最
後
に
吸
物

が
出
さ
れ
て
食
事
が
終
わ
り
、
そ
れ
か
ら
酒
が
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま

え
て
の
事
と
思
わ
れ
ま
す
。「
宴
席
の
頃
合
い
を
見
計
ら
っ
て
、
有
り
合
わ
せ
の

も
の
で
よ
い
の
で
吸
物
を
出
し
（
て
、
酒
を
出
し
）
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
で
し

ょ
う
か
。 

「
終

し
ま

い
の
肴
（
＝
「
酒

さ
か

菜 な

」
）
に
は
、
ど
の
様
な
魚
で
も
よ
い
の
で
刺
身
を
出

し
な
さ
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
先
の
安
政
四
年
の
史
料
で
は
「
満
く
路
（
ま
ぐ
ろ
）」

や
「
平
目
」
の
刺
身
が
振
舞
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
寒
い
旧
暦
一
月
二
十

日
（
今
の
二
月
中
旬
）
頃
の
こ
と
と
は
い
え
、
江
戸
時
代
に
、
海
か
ら
相
当
離
れ

た
桐
生
の
大
店
の
宴
席
で
、
づ
け
や
昆
布
締
め
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
海
の
魚
が

刺
身
で
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
が
、
そ
の
一
方
で
今
回
の
史
料

で
は
「
但
し
魚
屋
に
な
い
時
は
、
な
く
て
も
よ
い
し
、
あ
ま
り
に
も
高
値
の
時
は
、

見
合
わ
せ
て
て
も
よ
い
」
と
あ
る
の
は
、
さ
す
が
は
堅
実
な
大
店
の
主
人
。
商
人



気
質
が
表
れ
て
い
る
よ
う
で
面
白
い
で
す
ね
。
な
お
、
少
し
時
代
が
下
っ
た
明
治

五
年
の
史
料
で
す
が
、
桐
生
新
町
に
は
、
魚
渡
世
は
二
十
三
軒
の
「
魚
屋
」（
こ

の
内
、
五
軒
が
書
上
商
店
や
近
江
屋
（
矢
野
）
な
ど
大
店
が
集
ま
る
二
丁
目
に
あ

り
ま
し
た
）
と
、「
棒 ぼ

手
振

て

ふ

り
」（
＝
店
舗
を
持
た
ず
に
商
品
を
売
り
歩
く
）
が
一

人
で
、
二
十
四
軒
。
同
じ
史
料
で
は
、
野
菜
を
扱
う
「
青
物
屋

あ
お
も
の
や

」
や
「
八
百
屋
」

は
二
十
軒
で
す
か
ら
、
新
町
で
は
魚
を
あ
つ
か
う
店
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

前
回
紹
介
し
た
市

い
ち

の
文
書
で
は
、
市
の
外
で
商
い
を
し
て
い
た
魚
商
人
た
ち
が

い
る
こ
と
も
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

そ
し
て
仕
舞
い
（
最
後
）
は
飯
で
は
な
く
、
う
ど
ん
で
〆
る
と
こ
ろ
が
、
今
も

う
ど
ん
の
町
を
看
板
と
す
る
桐
生
ら
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
実
際
に
同
時
代
の
桐

生
新
町
の
役
用
日
記
を
読
ん
で
い
る
と
、
隣
町
か
ら
遣
わ
さ
れ
て
き
た
使
い
人

な
ど
に
吸
物
、
酒
、
う
ど
ん
を
振
舞
う
と
い
っ
た
記
事
を
よ
く
目
に
し
ま
す
。 

 

さ
ら
に
読
み
進
め
る
と
、
宴
席
で
の
次
第
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ゑ
び
す
講

（
兼
、
店
卸
し
）
の
日
は
、
店
を
い
つ
も
よ
り
早
く
閉
め
、
店
で
働
く
若
者
子
供

は
勿
論
、
下
男
下
女
に
い
た
る
ま
で
日
暮
早
々
に
座
敷
に
上
が
り
（
膳
は
す
で
に

据
え
ら
れ
て
い
ま
す
）、
店
の
決
ま
り
事
で
あ
る
「
定
目
」（
＝
「
條
目
」
き
ま
り

ご
と
）
を
、
番
頭
さ
ん
が
で
し
ょ
う
か
、
読
み
上
げ
る
の
を
聞
き
ま
す
。
そ
れ
が

済
ん
だ
ら
、
日
々
の
勤
め
ぶ
り
の
良
し
悪
し
を
省
み
て
、
商
い
向
き
や
店
の
こ
れ

か
ら
目
標
な
ど
諸
々
の
こ
と
を
語
り
合
い
、
互
い
に
意
見
を
述
べ
合
っ
て
好

よ
し
み

を



深
め
な
さ
い
、
た
だ
し
、
も
し
普
段
か
ら
の
勤
め
ぶ
り
が
芳
し
く
な
い
者
が
あ
れ

ば
、
こ
の
宴
席
で
は
誰
で
も
遠
慮
な
く
意
見
を
し
て
も
よ
い
、
と
あ
り
ま
す
。 

 

そ
し
て
思
い
出
し
た
か
の
よ
う
に
、
最
初
に
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
店
卸
し
勘

定
（
決
算
収
支
）
の
結
果
の
好
不
況
も
こ
の
席
で
申
し
伝
え
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
加
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
積
印
美
金
」
を
用
意
す
る
と
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
積
印
美
金
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
推
察
す
る
し
か
な
い
の
で
す
が
、

積
印
は
奉
公
人
た
ち
の
積
立
帳
で
、
ゑ
び
す
講
の
よ
う
な
何
か
し
ら
の
祝
い
事

の
時
に
主
人
が
帳
面
に
印
を
押
し
、
家
族
の
不
幸
と
い
っ
た
入
用
時
や
、
年
季
明

け
な
ど
に
ま
と
ま
っ
た
金
を
渡
す
た
め
の
も
の
、
美
金
は
ほ
ん
の
一
昔
前
ま
で
、

大
き
な
商
店
や
工
場
で
は
、
ゑ
び
す
講
の
日
に
は
従
業
員
た
ち
に
料
理
や
折
詰

め
を
振
舞
い
、
小
遣
い
金
を
特
別
に
支
給
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
お
そ
ら

く
は
宴
席
で
奉
公
人
ら
へ
渡
す
「
お
小
遣
い
」
の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
特
に
主
人
の
心
得
（
と
し
て
重
要
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ

に
心
得
と
し
て
控
え
書
し
て
お
く
、
と
結
ん
で
い
ま
す
。 

 


