
当
方
江
罷
越
候
節
、
右
酒
差
出
候
処
、
其
味
ハ
ひ
気
二
入
、
数
盃

呑
候
二
付
、
其
時
宜
二
よ
っ
て
、
見
斗
、
差
出
く
り
候
事

と
、
特
に
注
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
シ
ッ
ト
ル
ス
た
ち
が
「
酩

酊
」
に
い
た
っ
た
「
美
酒
」
が
「
松
寿
」
と
い
う
銘
柄
の
酒
で
あ
っ
た

が
「
案
内
」
し
た
。

吹
所
の
見
物
が
済
ん
で
、
直
ち
に
座
舗
で
饗
応
と
な
っ
た
。
泉
屋
の

「
饗
応
取
持
い
た
し
候
」
仕
方
が
上
手
だ
っ
た
せ
い
か
、
「
就
れ
と
も
酩

酊
」
と
な
り
、
「
蘭
人
殊
之
外
喜
悦
之
趣
」
で
、
「
八
ッ
（
Ⅱ
午
後
二
時
）
過
」

に
出
立
、
「
銅
座
へ
帰
宅
」
の
模
様
で
あ
っ
た
。
藺
人
「
土
産
」
の
品
々

は
、

仏
手
甘
酒

面
香
酒
フ
ラ
ス
コ
入
り

肉
豆
蒄
一
壺

煙
管
弐
本

但
白
焼
棚
製
赤
焼
と
も
壱
本
シ
、

舶
載
の
酒
と
漬
物
、
そ
れ
に
細
長
い
陶
製
の
煙
管
二
本
。
こ
の
と
き

の
も
の
か
ど
う
か
、
特
定
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
在
も
住
友
家
に
は
、

司
馬
江
漢
の
絵
や
版
画
に
も
見
え
て
い
る
ハ
ウ
ダ
・
パ
イ
プ
が
伝
世
品

と
し
て
珍
蔵
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
泉
屋
か
ら
も
「
挨
拶
」
と
し
て
「
両
人
」
へ
、

松
寿
酒
弐
樽
五
升
シ
、
入

求
肥
糖
二
箱

の
二
品
が
贈
ら
れ
た
。
二
品
の
う
ち
「
松
寿
」
と
い
う
名
の
酒
に
つ
い

〆
』
千
Ｊ
、

》
ｂ
ｒ
山
Ｉ

内
視
鏡
を
最
初
に
思
い
着
い
た
の
は
一
八
○
七
年
の
ボ
ッ
チ
ニ
ー
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
十
三
年
前
の
寛
政
六

年
（
一
七
九
四
）
に
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
「
竹
斉
老
宝
山
吹
色
」
と
題
す
る

こ
と
を
知
り
得
る
。

一
行
帰
宅
の
あ
と
、
「
引
続
」
い
て
、
「
友
賢
公
」
に
「
弥
兵
衛
」
が

供
を
し
て
、
「
饒
別
」
の
品
々
を
宿
所
長
崎
屋
為
川
辰
吉
方
へ
届
け
た
と

こ
ろ
、
「
又
堂
白
赤
葡
萄
酒
フ
ラ
ス
コ
入
弐
シ
」
を
「
讓
請
」
け
る
こ
と

と
な
っ
た
。

先
の
「
商
館
日
記
』
の
伝
え
る
泉
屋
主
従
の
酔
容
記
事
と
、
住
友
史

料
の
伝
え
る
蘭
人
酩
酊
記
事
と
、
好
一
対
を
な
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
土
産
と
挨
拶
や
饒
別
の
品
々
の
贈
答
を
通
じ
て
、
舶
載

品
の
鎖
国
日
本
へ
の
流
入
、
日
本
製
品
の
流
出
を
具
体
的
に
知
る
こ
と

と
な
る
。

阿
蘭
陀
宿
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
医
師
に
よ
る
診
療
活
動
の
記
録
は
省

略
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
今
後
の
発
掘
が
期
待
さ
れ
る
。

な
お
、
大
坂
オ
ラ
ン
ダ
宿
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
大
坂
の
阿
藺
陀
宿

長
崎
屋
と
カ
ピ
タ
ン
の
吹
所
見
物
」
（
百
蘭
学
会
会
誌
」
第
二
○
巻
第
二

号
、
一
九
九
六
年
三
月
）
を
参
看
願
い
た
い
。

（
平
成
八
年
Ⅲ
月
例
会
）

着
想
と
し
て
の
内
視
鏡

多
伐
弧
権
兜
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黄
表
紙
に
内
視
鏡
の
着
想
が
描
か
れ
て
い
る
。

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ボ
ッ
チ
ニ
ー
（
一
七
七
三
～
一
八
○
九
）
は
、
「
導
光
器
、

生
き
て
い
る
動
物
体
の
、
内
腔
お
よ
び
間
隙
を
照
明
す
る
た
め
の
簡
単

な
器
具
と
、
そ
の
利
用
法
に
つ
い
て
の
記
述
」
と
題
す
る
本
を
一
八
○

七
年
に
出
版
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ン
マ
イ
ン
の
内
科
・
産
科

の
開
業
医
と
自
署
し
て
い
る
。

研
究
の
動
機
に
つ
い
て
、
全
自
然
界
に
お
け
る
運
動
の
法
則
、
特
に

動
物
界
に
お
け
る
そ
の
詳
細
な
観
察
が
最
終
目
標
で
あ
っ
た
と
書
い
て

い
る
。
こ
の
本
が
印
刷
さ
れ
た
当
時
の
ワ
イ
マ
ー
ル
に
は
、
光
学
や
色

彩
に
深
い
関
心
を
示
し
た
ゲ
ー
テ
が
居
た
。
導
光
器
の
光
源
部
は
高
さ

三
五
ｍ
の
花
瓶
の
よ
う
な
形
で
、
蝋
燭
を
使
用
し
た
。
体
内
に
挿
入
す

る
管
は
、
一
部
を
取
り
外
し
て
治
療
用
の
器
具
を
入
れ
る
な
ど
の
こ
と

も
考
え
て
い
た
。
鼻
腔
や
膣
の
み
で
な
く
出
産
直
後
の
子
宮
内
腔
や
銃

創
な
ど
に
も
応
用
で
き
、
生
理
学
、
病
理
学
、
外
科
、
産
科
な
ど
五
つ

の
効
用
を
上
げ
、
例
え
ば
子
宮
の
摘
出
も
研
究
中
と
し
て
い
る
。

当
局
か
ら
試
作
し
て
有
用
性
を
確
か
め
よ
と
の
よ
い
評
価
を
得
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
ア
カ
デ
ミ
ー
は
観
察
出
来
る
範
囲
が
狭
す
ぎ
る
と
難

癖
を
つ
け
、
教
会
は
隠
れ
た
人
体
内
を
う
か
が
う
魔
法
の
ラ
ン
プ
と
決

め
付
け
た
。
研
究
は
放
棄
さ
れ
て
、
彼
も
間
も
な
く
熱
病
で
死
亡
し
た
。

導
光
器
で
み
な
が
ら
ク
リ
ト
リ
ス
を
持
続
的
に
刺
激
し
て
オ
ル
ガ
ス
ム

の
絶
頂
に
お
け
る
体
液
の
流
れ
を
観
察
し
、
生
殖
の
理
論
を
研
究
す
る

な
ど
と
書
い
た
の
が
、
教
会
の
逆
鱗
に
触
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
竹
斉
老
宝
山
吹
色
（
ち
く
さ
い
ろ
う
た
か
ら
は
や
ま
ぶ
き
い
ろ
）
」
は
頓

智
治
療
を
集
め
た
黄
表
紙
で
、
そ
の
第
一
話
に
あ
る
膳
の
穴
か
ら
腹
の

中
を
の
ぞ
い
て
い
る
木
版
画
は
、
恐
ら
く
世
界
で
最
も
古
い
内
視
鏡
の

図
で
あ
ろ
う
。
体
内
の
病
気
を
脈
だ
け
で
診
断
す
る
か
ら
間
違
い
が
起

こ
る
の
で
あ
っ
て
、
上
焦
の
病
は
口
か
ら
、
中
焦
の
病
は
膳
の
穴
か
ら
、

下
焦
の
病
は
尻
の
穴
か
ら
覗
く
方
法
を
工
夫
し
た
と
こ
ろ
た
ち
ま
ち
診

断
が
つ
い
て
、
見
通
し
医
者
と
し
て
評
判
に
な
り
、
門
前
市
を
な
し
た

と
あ
る
。

黄
表
紙
は
江
戸
中
期
の
成
人
向
け
絵
入
り
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
本
で
、
表

紙
が
黄
色
で
あ
っ
た
た
め
に
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
。
「
竹
斉
」
の
物
語

は
、
竹
斉
と
い
う
医
師
が
都
で
流
行
ら
な
く
な
っ
て
江
戸
に
下
る
と
い

う
滑
稽
道
中
記
で
、
仮
名
草
紙
の
元
祖
と
さ
れ
、
竹
斉
は
藪
医
者
の
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
名
に
な
っ
た
。

作
者
の
築
地
善
交
は
、
異
説
も
あ
る
が
、
桂
川
甫
周
の
弟
の
森
島
中

良
（
一
七
五
四
～
一
八
○
八
）
と
さ
れ
る
。
鶴
屋
か
ら
出
版
さ
れ
た
こ
の
本

の
表
紙
は
、
周
囲
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
配
し
た
モ
ダ
ン
な
デ
ザ
イ
ン

で
あ
る
。

病
気
を
か
ら
だ
全
体
が
病
ん
で
い
る
と
見
る
東
洋
医
学
に
は
、
ブ
ラ

ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で
あ
る
体
内
を
の
ぞ
い
て
診
断
す
る
と
い
う
思
想
は
昔

も
今
も
無
い
。
中
良
が
ど
こ
か
ら
こ
の
ア
イ
デ
ア
を
思
い
つ
い
た
か
分

か
ら
ぬ
が
、
江
戸
時
代
の
日
本
人
の
遠
眼
鏡
に
対
す
る
特
別
な
思
い
入

れ
も
あ
ろ
う
。
胎
内
潜
り
と
い
う
仏
教
の
伝
統
も
影
響
し
た
か
も
知
れ

な
い
・十

八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
医
学
に
は
ロ
マ
ン
主
義
が
は

び
こ
っ
て
い
た
が
、
ポ
ッ
チ
ニ
ー
の
文
章
に
も
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
が

感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
体
内
を
覗
い
て
診
断
し
よ
う
と
い
う
着
想
の
背
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後
に
は
、
モ
ル
ガ
ー
ニ
の
病
気
の
座
と
い
う
考
え
方
が
在
っ
た
に
違
い

な
か
ろ
う
し
、
病
態
生
理
学
の
創
始
者
と
目
さ
れ
る
同
時
代
の
ブ
ル
ッ

セ
イ
の
影
響
も
感
じ
ら
れ
る
。
実
際
に
使
用
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
そ

の
後
の
内
視
鏡
の
発
展
に
な
ん
の
影
響
を
残
さ
な
か
っ
た
が
、
脈
を
と

る
以
外
は
患
者
の
体
に
触
れ
る
こ
と
す
ら
驍
跨
し
て
い
た
当
時
の
医
学

界
を
思
え
ば
き
わ
め
て
先
駆
的
で
あ
っ
た
。

黄
表
紙
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
恋
川
春
町
の
『
金
々
先
生
栄
華
の
夢
』

が
出
た
の
は
、
『
解
体
新
書
」
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら

三
十
年
間
に
二
千
種
以
上
の
黄
表
紙
が
出
版
さ
れ
た
。
日
本
人
に
と
っ

て
お
腹
は
特
別
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
日
本
の
漢
方

医
学
で
は
腹
診
が
独
特
の
発
達
を
し
た
。
北
尾
重
政
が
描
い
た
遠
眼
鏡

で
腹
の
中
を
覗
い
て
い
る
絵
を
、
お
腹
を
重
視
し
た
日
本
人
の
病
気
観

の
現
わ
れ
と
言
っ
て
は
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

お
よ
そ
二
百
年
が
経
過
し
て
内
視
鏡
は
目
覚
ま
し
く
進
歩
し
た
。
子

宮
を
摘
出
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
に
は
達
し
て
い
な
い
が
、
ボ
ッ
チ
ニ
ー

が
空
想
し
た
内
視
鏡
下
の
手
術
は
今
や
真
っ
盛
り
で
あ
る
。
胃
カ
メ
ラ

に
始
ま
り
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
日
本
の
内
視
鏡
学
は
、
竹
斉
老
が

夢
見
た
よ
う
な
山
吹
色
の
宝
を
齋
ら
し
て
い
る
。

（
平
成
人
年
通
Ⅱ
例
会
）

森
鴎
外
は
官
を
辞
し
た
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
九
月
に
「
期
論
」
第
一

巻
第
一
五
号
に
「
な
か
じ
き
り
」
と
い
う
短
い
文
章
を
発
表
し
た
。
鴎

外
自
身
の
生
涯
の
「
な
か
じ
き
り
」
と
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
意
味
で

重
要
な
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
鴎
外
研
究
家
石
川
淳
は
「
鴎
外
随
筆
中
も

っ
と
も
精
彩
あ
る
文
字
で
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
の
小
文
を
高
く
評
価
し

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
文
章
に
は
鴎
外
の
「
本
職
」
の
「
軍
医
」
と
し

て
の
言
及
は
ご
く
少
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
鴎
外
風
に
い
え
ば
奇
妙
な

ネ
ガ
テ
ィ
ヰ
テ
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
鴎
外
の
「
謙
遜
」
と
す
る
説

も
あ
る
が
、
山
崎
正
和
な
ど
も
「
奇
妙
」
で
「
考
え
ら
れ
な
ど
こ
と

で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
様
々
の
角
度
か
ら
考
え
て
お
よ
そ
「
謙
遜
」

と
は
遠
い
人
物
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
鴎
外
の
文
章
と
し
て
は
、
不
思
議

で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
小
稿
の
出
発
点
で
あ
る
。

「
な
か
じ
き
り
」
に
お
い
て
鴎
外
は
「
医
」
に
関
し
て
二
回
言
及
し
て

い
る
。
有
名
な
「
わ
た
く
し
は
医
を
学
ん
で
仕
え
た
。
し
か
し
會
て
医

と
し
て
社
会
の
問
題
に
上
っ
た
こ
と
は
な
い
。
」
が
そ
の
一
つ
で
こ
こ
で

は
「
わ
た
く
し
の
多
少
社
会
に
認
め
ら
れ
た
の
は
文
士
と
し
て
の
生
涯

で
あ
る
」
と
続
け
て
い
る
。
「
医
学
者
と
し
て
は
た
い
し
た
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
文
学
者
と
し
て
は
社
会
に
認
め
ら
れ
た
」
と
い
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
好
意
的
な
評
者
は
こ
れ
を
「
謙
遜
」
の
辞
と
と
る
よ
う
だ
が
、

森
鴎
外
作
「
な
か
じ
き
り
」
解
釈
の
試
み

ｌ
「
医
」
に
関
す
る
言
及
を
め
ぐ
っ
て

’二
u、

lll
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