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其の十五

高こ
う　

札さ
つ

　

1
月
号
で
「
御
所
ま
ち
」
の
入
口
は
、

近
鉄
御
所
駅
か
ら
東
に
向
か
っ
て
、
Ｊ
Ｒ

の
踏
切
を
越
え
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
商

店
街
の
ア
ー
ケ
ー
ド
の
終
わ
り
、
そ
の
右

側
で
あ
る
と
述
べ
ま
し
た
。
そ
こ
を
少
し

南
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
、
写
真
１
に
示
す

高こ
う
さ
つ
ば

札
場
が
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
札
は
、
人
び
と
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
、

板
に
墨
で
書
い
て
掲
示
し
た
も
の
で
、
鎌

倉
時
代
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に

は
、
幕
府
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
規
則
を

書
い
て
、
村
や
町
の
目
に
付
き
や
す
い
と

こ
ろ
に
掲
示
し
ま
し
た
。
御
所
市
内
に
は
、

た
く
さ
ん
の
高
札
場
が
あ
っ
た
は
ず
で
す

が
、
情
報
が
あ
り
ま
せ
ん
。
何
か
ご
存
じ

の
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
、
お
教
え
願
い

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

御
所
ま
ち
に
は
、
3
枚
の
高
札
が
残
っ

て
い
ま
す
。
複
元
さ
れ
た
高
札
場
に
は
、

残
っ
て
い
る
そ
の
3
枚
の
高
札
の
複
製
、

高
札
の
説
明
、
平
成
の
御
所
式し
き
も
く目
、
御
所

の
行
事
の
計
6
枚
が
掲
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
式
目
」
と
い
う
の
は
、「
集
団
が
守
る
べ

き
こ
と
」と
い
う
意
味
で
す
。御
所
式
目
は
、

東
川
市
長
が
市
長
に
な
る
前
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

の
一
員
と
し
て
考
え
た
項
目
で
す
。
高
札

場
の
復
元
は
、
国
土
交
通
省
の
補
助
金
に

よ
っ
て
平
成
20
年
に
完
成
し
ま
し
た
。

　

残
っ
て
い
る
高
札
は
、「
火ひ

つ付
け
札ふ
だ

」
･

「
徒と
と
う党
札
」･「
似に

せ
金き
ん
ぎ
ん銀
札
」の
3
枚
で
す
。

「
火
付
け
札
」
は
、正
し
ょ
う
と
く徳
元
年
（
1
7
1
1
）

に
出
さ
れ
た
も
の
で
、
放
火
の
禁
止
、
火

事
場
泥
棒
の
禁
止
等
を
定
め
て
い
ま
す
。

「
徒
党
札
」
は
、「
百ひ
ゃ
く
し
ょ
う
い
っ
き

姓
一
揆
」
等
の
禁
止
で
、

明め
い
わ和
7
年（
1
7
7
0
）に
出
さ
れ
ま
し
た
。

密
告
者
に
は
銀
１
０
０
枚
の
褒ほ
う
び美
を
す
る

と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
白
米
の
値
段

で
換
算
す
る
と
現
在
の
約
6
百
万
円
に
な

り
ま
す
。「
似
せ
金
銀
札
」
は
、
天て
ん
ぽ
う保
14
年

（
1
8
4
3
）
に
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
他
に
、「
キ
リ
シ
タ
ン
札
」
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
も
密
告
の
褒
美
の

こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
孝

行
を
推
奨
し
、
生
活
一
般
に
つ
い
て
規

定
し
た
「
忠
ち
ゅ
う
こ
う孝
札
」、
毒ど
く
や
く薬
を
禁
止
し
た

「
毒
薬
札
」、
宿
場
間
の
駄だ
ち
ん賃
を
決
め
た

「
駄
賃
札
」
等
が
あ
り
ま
し
た
。

　

高
札
は
、
幕
府
の
権
力
を
示
す
と

い
う
一
面
が
あ
り
、
明
治
政
府
も

こ
れ
に
な
ら
い
ま
し
た
。
慶け
い
お
う応
4
年

（
1
8
6
8
。
明
治
へ
の
改
元
は
9
月
4

日
）
1
月
3
日
の
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い

に
勝
利
し
た
新
政
府
は
、
3
月
15
日
に

徳
川
幕
府
の
高
札
を
廃
棄
し
、
5
枚
の

新
し
い
高
札
を
掲
示
す
る
こ
と
を
命
じ

ま
し
た
。
こ
れ
を
五ご
ぼ
う榜
の
掲
示
（「
榜
」

は
掲
示
板
の
意
味
）
と
い
い
ま
す
。

　

新
政
府
の
高
札
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
触ふ
れ
が
き書
が
残
っ
て
い
ま
す
。
表
紙
を

写
真
２
に
示
し
ま
す
が
、
慶
応
４
年
１

月
か
ら
新
政
府
の
出
し
た
触
を
記
録
し

た
も
の
で
す
。

　

第
一
札さ
つ

に
は
、
基
本
的
な
道
徳
を
守

る
こ
と
、
殺
人･
放
火･
窃せ
っ
と
う盗
の
禁
止
等

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
二
札
は
、

一
揆
等
の
禁
止
で
内
容
は
徳
川
幕
府
の

写真1

も
の
と
同
じ
で
す
が
、
褒
美
の
額
は
書
か
れ

て
い
ま
せ
ん
。第
三
札
は
興
味
深
い
も
の
で
、

徳
川
幕
府
と
同
じ
く
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
禁
止

し
て
い
ま
す
。そ
の
部
分
は
写
真
３
で
す
が
、

現
在
の
文
字
に
直
す
と
左
記
の
よ
う
に
な
り

ま
す
。

  

き
り
し
た
ん
邪じ
ゃ
し
ゅ
う
も
ん

宗
門
の
儀ぎ

は
堅
く
御

制せ
い
き
ん禁
た
り
、
若も
し

不ふ
し
ん審
な
る
も
の
有こ
れ
あ
る之
は
、

其
筋
の
役
所
へ
申
出
べ
し
、
御
ほ
う
び
下

さ
る
べ
く
事

　

こ
こ
で
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
維
新
と
い

っ
て
も
、
政
府
の
制
度
や
人
び
と
の
意
識
に

は
、
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

第
四
札
は
外
国
人
に
危
害
を
加
え
る
こ
と

の
禁
止
、
第
五
札
は
外
国
へ
の
渡
航
の
禁
止

で
す
。
江
戸
時
代
の
発
行
人
は
「
奉ぶ
ぎ
ょ
う行
」
で

し
た
が
、
こ
れ
ら
は
「
太だ
じ
ょ
う
か
ん

政
官
」
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
高
札
は
、
キ
リ
シ
タ
ン

を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
諸
外
国
か
ら

の
圧
力
が
あ
り
、
明
治
6
年
（
1
8
7
3
）

に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。 （

文
責　

中
井
陽
一
）
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