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は
じ
め
に

従
来
、
中
世
後
期
の
京
都
に
お
け
る
酒
屋
は
、
土
倉
と
並
ん
で
金
融
業
者
で
あ
っ

た
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
酒
屋
が
金
融
業
を
営
ん
で
い
た

商
人
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
膨
大
な
資
本
の
出
処
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
も
の

の
、
そ
れ
が
実
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
酒
屋
に
よ
る
金
融
業
の
運
転

資
金
に
造
酒
の
販
売
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
京
都
の
酒
屋
の
酒
が
大
量
に
購
入
・

消
費
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
も
そ
も
当
該
期
の
京
都
に
お
い
て
飲
酒
す
る

機
会
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
の
か
と
い
う
研
究
は
ほ
と
ん
ど
成
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に

あ
る
。

か
か
る
研
究
状
況
に
鑑
み
、
当
該
期
の
京
都
に
お
け
る
飲
酒
の
機
会
を
検
討
す
べ

く
古
記
録
類
を
調
べ
て
い
る
際
に
、
飲
酒
と
関
連
し
て
「
ふ
る
ま
い
」
や
「
フ
ル
マ

イ
」、「
振
舞
」
と
い
っ
た
語
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
こ
こ
で
注
意
し
た

い
の
は
、
こ
の
文
言
が
飲
酒
場
面
に
お
い
て
、
必
ず
使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
ふ
る
ま
い
」（「
フ
ル
マ
イ
」・「
振
舞
」
を
含
む
）

の
文
言
は
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
場
合
と
使
用
さ
れ
な
い
場
合
が

あ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、「
ふ
る
ま
い
」
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
。

現
代
の
研
究
に
お
い
て
「
ふ
る
ま
い
」
の
語
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の

か
と
い
う
と
、
例
え
ば
、
文
化
史
研
究
者
で
あ
る
熊
倉
功
夫
氏
は
、
コ
ラ
ム
「
中
世

の
汁
ふ
る
ま
い
」
の
な
か
で
、『
言
継
卿
記
』
に
み
え
る
「
汁
の
振
舞
」
と
し
て
、
富

小
路
資
直
邸
や
坊
城
俊
名
邸
な
ど
に
て
行
わ
れ
た
汁
講
を
事
例
に
挙
げ
て
い
る①
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
事
例
の
史
料
中
に
「
ふ
る
ま
い
」
の
文
言
は
み
え
な
い
の
で
、
史

料
用
語
を
引
用
し
て
検
討
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
よ
っ
て
同
氏
は
、
汁
講
を
開
い
た

者
が
汁
を
ご
馳
走
し
た
こ
と
を
「
汁
の
振
舞
」
と
定
義
し
て
い
る
も
の
と
見
受
け
ら

れ
る
。

他
、
中
世
喫
茶
文
化
研
究
者
で
あ
る
橋
本
素
子
氏
は
、「
ふ
る
ま
い
」
と
同
義
に
扱

わ
れ
る
「
も
て
な
し
」
に
注
目
さ
れ
、「
も
て
な
し
の
茶
」
を
説
明
す
る
に
あ
た
り

『
日
葡
辞
書
』
を
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
同
辞
書
の
「
も
て
な
し
」
の
項
に
は
、「
人

を
招
い
て
抹
茶
を
た
て
て
も
て
な
す
こ
と
。
ま
た
そ
の
作
法
や
会
合
。
茶
道
」
と
説

明
さ
れ
て
い
る②
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
同
氏
は
、「
も
て
な
し
の
茶
」
の
「
も
て
な

し
」
に
つ
い
て
、
抹
茶
を
立
て
る
人
が
招
い
た
客
を
接
待
す
る
も
の
と
い
う
理
解
で

あ
る
と
み
て
と
れ
る
。

総
合
す
る
と
、
両
氏
と
も
「
ふ
る
ま
い
（
も
て
な
し
）」
に
つ
い
て
、
招
待
し
た
者

が
招
待
さ
れ
た
者
に
飲
み
物
や
食
べ
物
を
提
供
す
る
こ
と
と
位
置
付
け
て
い
る
と
い

え
る
。
こ
の
こ
と
は
『
日
葡
辞
書
』
に
お
い
て
、「
振
舞
」
が
「
招
宴
」「（
振
舞
を
す

る
）
宴
会
を
催
す
」
と
し
て
、
ま
た
、「
振
舞
ひ
、（
振
舞
）
ふ
、（
振
舞
）
う
た
」
に
つ

い
て
を
「
宴
会
を
催
す
、あ
る
い
は
ご
馳
走
す
る
」「（
人
を
振
舞
ふ
）
人
を
招
待
す
る
」

と
い
う
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
符
号
す
る
。
つ
ま
り
、『
日
葡
辞
書
』
を
編
纂
し
た

イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
ら
が
来
日
し
て
い
た
頃
の
「
ふ
る
ま
い
」
は
「
も
て
な
し
」

中
世
の
「
ふ
る
ま
い
」
の
意
味
に
つ
い
て

―
『
山
科
家
礼
記
』・『
言
国
卿
記
』
を
中
心
に

―

酒　

匂　

由
紀
子
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と
同
義
で
あ
り
、
現
在
の
認
識
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
現
代
に
お
け
る
古
典
の
辞
書
で
は
、「
ふ
る
ま
い
」
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
角
川
古
語
大
辞
典
』
を
確
認
し
て
み
る
と
、「
酒
食
を
提

供
す
る
。
馳
走
を
す
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る③
。
他
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

室
町

時
代
編
』
に
お
け
る
「
ふ
る
ま
ひ
」
の
説
明
で
は
、「
人
を
も
て
な
す
べ
く
、
自
ら
宴

を
催
し
、
馳
走
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
も
て
な
し
」
と
あ
る④
。
対
し
て
「
ふ
る
ま
ふ
」

に
つ
い
て
は
、「
し
か
る
べ
き
心
づ
か
い
を
し
て
、
酒
食
や
金
銭
を
用
意
し
、
も
て
な

し
た
り
、
慰
労
し
た
り
す
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

前
述
の
『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

室
町
時
代
編
』
の
説
明
に
お
い
て
注
目
す
べ
き

は
、「
ふ
る
ま
ひ
」
の
説
明
と
「
ふ
る
ま
ふ
」
の
説
明
の
内
容
が
少
々
異
な
る
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
の
説
明
も
主
語
に
ど
の
よ
う
な
人
が
該
当
す
る
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
確
に
示
し
て
い
な
い
。
中
世
の
身
分
制
社
会
を
考
慮
す

れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
身
分
の
者
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
用
し
て
い
た
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
応
仁
・
文
明
の
乱
前
後
の
「
ふ
る
ま
い
」
の
意
味
に
つ
い
て

検
討
す
べ
く
、
ま
ず
は
試
論
と
し
て
、
同
時
期
に
家
司
と
主
家
の
記
録
が
そ
ろ
っ
て

い
る
『
山
科
家
礼
記
』
と
『
言
国
卿
記
』
を
使
用
し
て
「
ふ
る
ま
い
」
と
「
ふ
る
ま

う
」、
そ
し
て
「
ふ
る
ま
わ
れ
」
の
文
言
の
意
味
の
検
討
を
進
め
て
み
た
い
。

第
一
章　
『
山
科
家
礼
記
』
に
み
る
「
ふ
る
ま
い
」
と
「
ふ
る
ま
う
」

ま
ず
は
、『
山
科
家
礼
記
』
に
お
い
て
、
山
科
家
へ
の
訪
問
者
や
使
者
ら
に
酒
肴
を

出
す
こ
と
に
つ
い
て
、ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

Ａ
、
寛
正
四
年
（
一
四
六
三
）
一
二
月
一
三
日
条

長
講
堂
御
せ（

小
子
）

う
し
出
来
候
、
さ
け
を
の
ま
せ
候

Ｂ
、
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
七
月
七
日
条

御
雑
色
兵
衛
・
兵
衛
三
郎
御
ミ
や
う
せ
い
礼
参
、
酒
の
ま
せ
候
て
返
也

Ｃ
、
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
一
一
月
二
八
日
条

昨
日
菅
浦
大
豆
三
俵
進
納
、
惣
才
ニ
十
は
い
宛
也
、
今
日
取
納
惣
才
廿
八
は
い

在
レ 

之
、
使
ニ
さ
け
の
ま
せ
候
也

Ｄ
、
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
六
月
六
日
条

高
野
蓮
養
鮎
五
十
五
く
れ
候
也
、
使
ニ
酒
の
ま
せ
候
也

右
に
挙
げ
た
四
例
は
、
Ａ
と
Ｄ
が
大
沢
久
守
に
よ
る
記
載
で
あ
り
、
Ｂ
と
Ｃ
が
大

沢
重
胤
に
よ
る
記
載
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
記
主
は
一
人
で
は
な
い
こ
と
を
留
意
し
て

お
き
た
い
。

訪
問
者
に
つ
い
て
は
、
Ａ
が
長
講
堂
の
小
子
の
訪
問
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
長

講
堂
の
小
子
に
つ
い
て
は
、長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
六
月
二
七
日
条
に
「
長
講
堂
御

せ
ウ
シ
、
三
嶋
コ
ユ
ミ
ノ
事
」
と
あ
っ
て
使
者
を
務
め
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

る
の
で
、
お
そ
ら
く
本
条
文
の
小
子
も
長
講
堂
の
使
者
と
し
て
大
沢
の
屋
敷
へ
訪
問

し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｂ
は
、
雑
色
の
二
名
が
挨
拶
に
来
た
の
で
酒
を
出
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ｃ

は
、
内
蔵
寮
御
厨
子
所
領
の
近
江
国
菅
浦
よ
り
年
貢
の
一
つ
で
あ
る
大
豆
の
納
入
に

関
し
て
、
伝
達
に
来
た
使
者
に
酒
を
出
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る⑤
。
そ
し
て
Ｄ
は
、

山
科
家
が
管
理
し
て
い
る
朽
木
口
の
率
分
関
の
代
官
の
上
高
野
の
蓮
養
坊
の
許
か
ら

鮎
が
届
け
ら
れ
、
そ
の
使
者
に
対
し
て
酒
を
出
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る⑥
。

こ
こ
で
、
訪
問
客
・
使
者
に
対
し
て
酒
を
出
す
行
為
に
関
す
る
表
記
の
部
分
を
み

て
み
る
と
、
訪
問
者
の
立
場
に
関
係
な
く
「
酒
の
ま
せ
候
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。『
山
科
家
礼
記
』
に
は
、
他
に
も
多
く
の
訪
問
者
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
訪

問
者
に
出
す
酒
に
つ
い
て
は
、「
酒
の
ま
せ
候
」
や
「
有
レ 

酒
」
の
記
載
が
多
く
を
占

め
て
い
る
。
翻
っ
て
、
訪
問
者
に
対
し
て
酒
肴
を
出
す
こ
と
は
「
ふ
る
ま
い
」
の
行

為
に
該
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、『
山
科
家
礼
記
』
に
お
い
て
「
ふ
る
ま
い
」
と
い
う 

語
句
が
ど
の
よ
う
に
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使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
同
日
記
に
お
け
る「
ふ
る
ま
い
」、「
ふ

る
ま
う
」、「
ふ
る
ま
わ
れ
」
の
文
言
が
入
っ
て
い
る
記
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
表

に
ま
と
め
た
。
こ
の
表
を
用
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
言
を
検
討
す
る
。

（
１
）「
ふ
る
ま
い
」
に
つ
い
て

ま
ず
は
「
ふ
る
ま
い
」
と
記
さ
れ
る
行
為
に
お
い
て
、【
表
1
】
を
用
い
つ
つ
、
誰

が
「
ふ
る
ま
い
」
の
記
事
に
お
け
る
主
語
と
な
っ
て
い
る
か
を
確
か
め
た
い
。
そ
の

際
、
主
語
の
人
物
が
ど
こ
に
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
注
視
し
て
い
く
こ
と
と
す

る
。①

の
事
例
は
、
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
二
月
七
日
に
、
大
沢
重
胤
が
山
科
へ
下
向

し
て
い
る
時
の
内
容
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
同
年
二
月
四
日
条
に
山
科
小
山
香
水

寺
と
そ
の
寺
領
を
承
泰
蔵
主
と
い
う
者
に
前
年
一
二
月
二
三
日
付
で
幕
府
が
安
堵
を

し
た
こ
と
が
端
緒
で
あ
る
。
重
胤
と
大
沢
久
守
は
、
幕
府
の
措
置
に
納
得
の
い
か
な

い
山
科
小
山
の
者
ら
と
話
し
合
い
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
大
沢
両
氏
は
橘
兵
衛
の
所
に
宿
泊
し
て
い
た
よ
う
で
、
表
の
①
の
記
事

の
前
に
は
「
今
朝
宿
二
兵
衛
一
、
長（

久
守
）州・

予
（
重
胤
）汁

沙
汰
也
」
と
あ
る
。
そ
の
後
、
重
胤
は

京
都
に
向
か
い
、
山
科
小
山
香
水
寺
の
件
に
つ
い
て
、
在
京
し
て
い
る
公
家
の
広
橋

綱
光
や
幕
府
政
所
奉
行
人
の
飯
尾
為
種
ら
に
報
告
を
し
、
再
び
橘
兵
衛
の
所
に
戻
っ

て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
「
今
夜
橘
兵
衛
殿
ニ
餅
酒
ふ
る
ま
い
也
」
と
、
重
胤
が
宿
泊

先
の
橘
兵
衛
に
餅
と
酒
を
「
ふ
る
ま
い
」
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
要
は
、

日
中
に
京
都
へ
行
っ
て
い
た
重
胤
が
宿
の
世
話
に
な
っ
て
い
る
橘
兵
衛
宅
に
土
産
を

持
参
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

結
句
、
こ
の
事
例
に
お
け
る
「
ふ
る
ま
い
」
と
は
、
重
胤
に
と
っ
て
他
所
に
あ
た

る
宿
泊
先
の
主
へ
酒
肴
を
手
土
産
と
し
て
持
参
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
が
、「
ふ
る
ま
い
」
に
つ
い
て
招
待
客
を
接
待
す
る
こ
と
を
説
明
し
て
い

た
『
日
葡
辞
書
』
や
現
在
の
理
解
と
異
な
る
点
で
あ
ろ
う
。

【表 1】『山科家礼記』にみえる「ふるまい」
年月日 記事

① 応仁 2.2.7
予京上、香水寺事如此之子細にて候よし、広橋殿・肥前殿・四郎左衛門・南西院御局申也、
楚忽之儀と皆々被申、方々御年貢さいそく仕也、今夜橘兵衛殿ニ餅酒ふるまい也

② 応仁 2.3.4
次郎九郎はたこふるまいとて湯付沙汰、長門守殿・禅通・作州・与四郎・彦兵衛殿・予・
将監・孫太郎皆々出来大酒也

③ 応仁 2.4.25 今朝長門守殿、美作左衛門・橘兵衛・新左衛門方ニ中酒さいふるまい申也、中酒と同前也
④ 応仁 2.9.16 将監方、新左衛門・新五郎・勢田・竹阿・予、餅ふるまい候也

⑤ 文明 3.11.4

御坊に朝飯・汁御沙汰候也、後昼百喰御沙汰候也、御人数本所・御坊・宮内卿・御両所ハ
酒候也、刑部卿こんにやく、松林院のし七十五本、津田宮内卿くるミ、法しやう坊ふ、次
郎兵衛鯛、豊将監・美作左衛門・彦兵衛まんちう数十、予しいたけ、勝豊将監・次郎兵衛
両人也、後又有酒也、各まけしゆのふるまい候也

⑥ 文明 3.12.7 次郎兵衛御坊の若衆此方各ニ夕飯汁中酒沙汰候、人々礼ニふるまい歟
⑦ 文明 3.12.29 今夜佐渡守出来、酒ふるまい也
⑧ 文明 4.11.28 左衛門方味曽焼汁・中酒ふるまい、俊蔵主御出候也

⑨ 文明 4.12.15
寺家御坊御上洛候、二十疋御ふるまい有酒之、納豆十［　　　］同名掃部今日下向候也、
御坊今日御とうりう、御坊［　　　］宰相殿哥御弟師太刀金百疋、飯尾賀州所へ［　　　］
十・こふ五ハ被持候て、予同道候て御出候、留守

⑩ 文明 4.12.26 原清今朝汁中酒ふるまい
⑪ 文明 9.3.22 岩崎方今夕汁、ゐ中下はたこふるまい也
⑫ 文明 12.10.8 今朝智阿ミはたこふるまい、ミそやき・しる、中酒
⑬ 文明 13.1.18 坂田方今朝はたこふるまいニ御汁ニて大酒候也
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同
様
の
事
例
が
⑥
の
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
一
二
月
七
日
条
で
あ
る
。
こ
の
日
の

記
録
は
、
重
胤
と
久
守
の
両
者
の
も
の
が
存
在
す
る
の
で
、
比
較
し
て
み
た
い
。
ま

ず
、
重
胤
記
に
は
、
同
日
朝
に
重
胤
が
三
井
寺
へ
出
向
い
て
銭
を
借
用
し
、
そ
の
後
、

大
津
の
「
御
房
」
に
寄
っ
て
米
を
銭
に
換
え
る
こ
と
に
つ
い
て
話
を
付
け
て
い
る
こ

と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
記
事
に
、

今
夕
予
汁
・
中
酒
、
さ
い
し
ん
飯
沙
二 

汰
之
一
、
御
坊
・
宮
内
卿
殿
・
刑
部
卿
殿

御
出
、
精
進
汁
、
あ
つ
め
汁
・
さ
い
、
御
坊
・
長
州
か
い
あ
わ
ひ
両
人
さ
い
・

ふ
、
惣
衆
汁
魚
物
也
、
飯
一
斗
・
酒
二
十
疋
、
し
つ
か
い
五
百
五
十
文
入
目
也
、

御
坊
の
加
賀
来
也

と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
重
胤
は
、
御
房
に
お
い
て
汁
や
中
酒
、
飯
の
用
意
を
し
て
い
る

こ
と
を
み
て
と
れ
る
。
ま
た
、
他
の
人
々
も
食
事
を
持
ち
寄
っ
て
お
り
、
大
き
な
食

事
会
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
久
守
は
、
表
の
⑥
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
「
次（

重

胤

）

郎
兵
衛
御
坊
の
若

衆
此
方
各
ニ
夕
飯
汁
・
中
酒
沙
汰
候
、
人
々
礼
ニ
ふ
る
ま
い
歟
」
と
記
し
て
お
り
、

重
胤
の
行
為
を
「
御
礼
と
し
て
の
「
ふ
る
ま
い
」
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
、
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
か
ら
も
重
胤
が
他
所
に
食
べ
物
や
酒
を
持
参
し
て
馳
走
し

た
も
の
を
「
ふ
る
ま
い
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

他
の
記
事
を
み
て
も
手
土
産
が
「
ふ
る
ま
い
」
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

例
え
ば
、
表
の
②
の
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
三
月
四
日
条
の
記
事
で
は
、
政
所
の
次

郎
九
郎
が
山
科
家
家
司
ら
の
許
に
タ
コ
を
持
参
し
て
お
り
、
こ
れ
を
「
ふ
る
ま
い
」

と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、訪
問
者
で
あ
る
次
郎
九
郎
の「
ふ

る
ま
い
」
に
対
し
て
、
迎
え
入
れ
た
重
胤
の
用
意
し
た
湯
付
が
「
沙
汰
」
と
表
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
他
所
か
ら
来
た
者
に

よ
る
手
土
産
が
「
ふ
る
ま
い
」
と
表
現
さ
れ
、
対
し
て
訪
問
者
を
迎
え
た
者
が
用
意

し
た
も
の
に
つ
い
て
は
「
ふ
る
ま
い
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

と
な
る
と
、
⑦
の
文
明
三
年
一
二
月
二
九
日
条
で
あ
る
「
今
夜
佐
渡
守
出
来
、
酒

ふ
る
ま
い
也
」
と
は
、
佐
渡
守
に
対
し
て
、
記
主
の
大
沢
久
守
が
酒
を
饗
応
し
た
の

で
は
な
く
、
佐
渡
守
が
酒
を
持
参
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

よ
っ
て
、『
山
科
家
礼
記
』
に
お
け
る
「
ふ
る
ま
い
」
と
は
、
訪
問
者
を
受
け
入
れ

た
側
の
者
が
訪
問
者
に
馳
走
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、訪
問
者
が
手
土
産

に
て
馳
走
す
る
こ
と
に
つ
い
て
「
ふ
る
ま
い
」
と
表
現
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

（
２
）「
ふ
る
ま
う
」
に
つ
い
て

先
に
確
認
し
た
『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

室
町
時
代
編
』
で
は
、「
ふ
る
ま
う
」
に

つ
い
て
「
し
か
る
べ
き
心
づ
か
い
を
し
て
、
酒
食
や
金
銭
を
用
意
し
、
も
て
な
し
た

り
、
慰
労
し
た
り
す
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、『
山
科
家
礼
記
』
に
み
え
る

「
ふ
る
ま
う
」
の
意
味
は
、
こ
れ
に
該
当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
前
節
で
み
た

「
ふ
る
ま
い
」
と
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、こ
れ
ら
の
点

に
着
目
し
て
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
、【
表
2
】
⑧
の
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
一
一
月
二
八
日
条
の
「
五
郎
右

衛
門
鮭
之
し
る
仕
、
中
酒
ま
て
ふ
る
ま
う
」
と
い
う
記
事
を
検
討
し
た
い
。
こ
こ
に

み
え
る
五
郎
右
衛
門
と
は
、
⑧
の
前
日
条
に
「
新
五
郎
」
が
「
五
郎
右
衛
門
」
に
改

名
し
た
こ
と
に
つ
き
酒
宴
が
催
さ
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
元
は
新
五
郎

と
い
う
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

新
五
郎
の
名
字
は
、
⑧
の
前
々
日
条
に
よ
る
と
「
吉
田
新
五
郎
上
洛
、
夕
飯
中
酒

沙
汰
候
各
ニ
」
と
あ
り
、
吉
田
の
名
字
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま

え
、寛
正
四
年
（
一
四
六
三
）
閏
六
月
二
六
日
条
を
み
る
と
「
ミ
の
よ
り
吉
田
新
又
さ

ゑ
も
ん
上
、
米
上
候
、
新
五
郎
ミ
や
け
、
さ
き
の
あ
ら
ま
き
二
、
革
手
郷
年
貢
国
に

て
拾
貫
文
請
取
也
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
新
五
郎
は
美
濃
国
革
手
郷
の
年
貢
納
入

を
行
っ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に

記
さ
れ
る
「
吉
田
新
又
さ
ゑ
も
ん
」
は
、
新
五
郎
（
五
郎
右
衛
門
）
と
同
じ
吉
田
の
名

字
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
族
の
者
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
新
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五
郎
は
こ
こ
で
も
鮭
を
土
産
に
持
参
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

⑧
の
記
事
に
戻
る
と
、
以
下
、
虫
損
部
分
に
よ
っ
て
詳
細
に
は
分
か
ら
な
い
も
の

の
、「
与
文
申
弾
正
忠
﹇　
　
　

﹈
甘
御
方
口
宣
出
之
﹇　
　
　

」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
時
に
新
五
郎
は
「
右
衛
門
」
の
官
途
の
承
認
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
五
郎
右
衛
門
に
名
を
改
め
た
新
五
郎
は
、
官
途
を
承
認
し
て
も
ら
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
の
御
礼
と
し
て
鮭
汁
と
中
酒
を
馳
走
し
た
と
理
解
で
き
る
。

留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
新
五
郎
の
用
意
し
た
「
鮭
之
し（

汁
）る

」
は
「
仕
」
と
記

載
さ
れ
、
中
酒
は
「
ふ
る
ま
う
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
【
表

2
】
を
通
覧
す
る
と
、
半
数
以
上
が
「
ふ
る
ま
う
」
対
象
に
酒
が
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

次
に
、⑫
の
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
九
月
二
七
日
条
の
記
事
を
み
て
み
た
い
。
こ

こ
に
は
、「
河
嶋
し（

正

永

）

や
う
ゑ
い
出
来
候
、
さ
と
の
庵
よ
り
二
十
疋
ふ
る
ま
う
、
こ
れ
ハ

畠
を
き（

寄
進
）

し
ん
の
ゆ
へ
な
り
、
も（

餅

）

ち
い
に
て
酒
の
ま
せ
候
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
河

嶋
郷
の
年
貢
納
入
者
と
し
て
、
た
び
た
び
日
記
上
に
現
れ
る
正
永
が
大
沢
久
守
の
許

に
出
向
き
、
河
嶋
郷
の
庵
へ
「
二
十
疋
ふ
る
ま
」
っ
た
と
い
う
銭
を
運
び
入
れ
た
も

の
で
あ
る
。
大
沢
久
守
は
そ
の
正
永
に
対
し
て
、
餅
と
酒
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
み

え
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
久
守
が
訪
問
者
に
出
し
た
餅
と
酒
に
つ
い
て
は
「
ふ
る

ま
う
」
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
か
め
ら
れ
る
。

こ
の
事
例
で
注
目
し
た
い
の
は
、
庵
に
よ
る
銭
の
返
礼
に
「
ふ
る
ま
う
」
が
充
て

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
節
の「
ふ
る
ま
い
」に
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
。
他
に
も
【
表
2
】
①
③
⑬
〜
⑯
の
記
事
は
、
銭
の
「
ふ
る
ま
う
」
の
事
例
で
あ

る
。
つ
ま
り
、「
ふ
る
ま
う
」
は
酒
の
み
な
ら
ず
銭
に
も
当
て
ら
れ
る
文
言
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。

他
方
、
⑪
の
文
明
九
年
五
月
三
〇
日
条
を
み
る
と
、「
彦
兵
衛
ふ（

鮒
）な

の
す
し
・
中
酒

ふ
る
ま
う
」
と
あ
り
、
大
沢
久
守
の
息
子
で
あ
る
重
致
（
彦
兵
衛
）
も
「
ふ
る
ま
う
」

の
行
為
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。
こ
の
四
日
前
の
二
六
日
条
を
み
る
と
、
重

【表 2】『山科家礼記』にみえる「ふるまう」
年月日 記事

① 寛正 4.1.10 かわしまのさへもん太郎出来、三百文ふるまう飯酒
② 寛正 4.⑥.17 石川隼人こふまけふるまう、中酒
③ 寛正 4.7.23 せんそうか子おうち出来、五百文ふるまう、さけをのませ返候也
④ 寛正 6.12.13 今夜山門法師両人百疋宛ふるまう、さけあり、

⑤ 応仁 2.5.11 予今日彦兵衛殿・慈鏡・将監・長拾坊・衛門入道・弥五郎湯付仕也、酒ならさけふるまう
也

⑥ 文明 3.11.27 夕、宮内卿うとんにて酒ふるまう

⑦ 文明 4.5.25 ミのの百姓わた弥四郎二百文、とくみつ二郎さへもん茶十袋く［　　］ふるまう、二郎さ
へもん御出候、二郎太郎私用上候也

⑧ 文明 4.11.5 五郎右衛門鮭之しる仕、中酒まてふるまう
⑨ 文明 9.①.14 一文字しる、岩崎方ふるまう也
⑩ 文明 9.①.21 粟津弥四郎方せいろう酒ふるまう
⑪ 文明 9.5.30 彦兵衛ふなのすし・中酒ふるまう、俊蔵主・佐渡守・岩崎・掃部助

⑫ 文明 9.12.7 河嶋しやうゑい出来候、さとの庵より二十疋ふるまう、これハ畠をきしんのゆへなり、も
ちいにて酒のませ候也

⑬ 文明 9.12.30 岩崎方十疋ふるまう
⑭ 文明 12.5.21 小南中務合力取候とて十疋ふるまう、朝酒中酒也
⑮ 文明 13.5.22 二条高橋出来候、十疋ふるまう、夕飯ニて酒也

⑯ 文明 18.3.25
にし口入道たつミ口のもの中たうし七人出来、宇治さたわたのもの候、むかしよりやまと
くしかき・くるミ・かへうら・さるおうるたるおさへとる之よし申之、我々三々てくしか
き、高橋方いや六なととり候歟、曲事、今日二百文ふるまう、酒候也

※年月日の丸囲の数字は閏月を表す
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致
は
近
江
国
坂
本
へ
下
っ
て
お
り
、
二
九
日
に
京
都
へ
戻
っ
て
き
て
い
る
。
重
致
が

近
江
国
の
名
物
で
あ
る
「
ふ（

鮒
）な

の
す
し
」
と
中
酒
を
「
ふ
る
ま
う
」
の
は
、
そ
れ
ら

が
近
江
か
ら
戻
っ
て
き
た
際
の
手
土
産
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
こ

の
時
「
ふ
る
ま
う
」
を
受
け
た
者
を
注
視
す
る
と
、「
俊
蔵
主
・
佐
渡
守
・
岩
崎
」
や

掃
部
助
（
大
沢
重
有
）
な
ど
、
京
都
に
居
た
者
ら
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、「
ふ
る
ま
う
」
は
「
ふ
る
ま
い
」
と
異
な
り
、
酒
肴
の
ほ
か
に
銭
も
「
ふ

る
ま
う
」
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、『
時
代
別
国
語
大
辞

典　

室
町
時
代
編
』
に
「
酒
食
や
金
銭
を
用
意
し
、
も
て
な
し
た
り
」
と
説
明
さ
れ

て
い
た
こ
と
と
合
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
酒
や
食
べ
物
、
銭
を
「
ふ
る

ま
う
」
の
は
、「
ふ
る
ま
い
」
と
同
じ
く
訪
問
者
や
帰
宅
者
を
迎
え
入
れ
る
側
に
い
る

日
記
の
記
主
で
は
な
く
、
訪
問
者
や
帰
宅
者
側
で
あ
っ
た
。

（
３
）「
ふ
る
ま
わ
れ
候
」
に
つ
い
て

最
後
に
、『
山
科
家
礼
記
』
に
み
え
る
「
ふ
る
ま
わ
れ
候
」
に
つ
い
て
検
討
し
た

い
。「
ふ
る
ま
わ
れ
候
」
は
、「
ふ
る
ま
い
」
や
「
ふ
る
ま
う
」
よ
り
は
事
例
が
少
な

い
こ
と
が
【
表
3
】
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
ふ
る
ま
わ
れ
候
」
の
表
現

の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
、
大
沢
重
胤
に
よ
る
記
事
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
家
司
で
あ
る
大
沢
久
守
な
ら
ば
と
も
か
く
、
そ
う
で
は
な
い
重
胤
に
は
、
自

ら
よ
り
立
場
が
上
の
者
が
多
く
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
者
の
行
為
に
対

し
て
尊
敬
の
意
を
示
す
「
ら
れ
る
」
を
付
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
、
第

一
節
で
み
た
「
ふ
る
ま
い
」
と
第
二
節
で
み
た
「
ふ
る
ま
う
」
の
ど
ち
ら
の
解
釈
が

該
当
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、【
表
3
】
①
の
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
三
月
九
日
条
の
記
事
に
は
、「
弥
五

郎
弓
ニ
勝
、
酒
ふ
る
ま
わ
れ
候
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
山
科
東
荘
の
弥
五
郎
が
弓

の
勝
負
に
勝
っ
た
こ
と
で
、
弥
五
郎
が
酒
を
「
ふ
る
ま
わ
れ
」
た
と
い
う
内
容
で
あ

る
。
彼
が
酒
を
馳
走
し
た
対
象
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
試
合
に
参
加
し
た
人
々
や
見

物
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
試
合
に
勝
っ
た
者
が
他
の
人
々
へ
酒

を
馳
走
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
い
知
れ
る
。

右
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
同
日
条
の
別
の
記
事
を
み
て
み
る
と
、

美
作
左
衛
門
方
勝
負
沙
汰
、
予
ま
け
候
て
酒
申
也

と
あ
り
、
こ
の
記
事
も
同
じ
く
弓
の
勝
負
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ

れ
、予
（
重
胤
）
は
美
作
左
衛
門
方
の
者
に
負
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
続
け
て
記

事
を
読
む
と
、
負
け
た
重
胤
が
酒
を
申
沙
汰
を
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
な
く
な
い

が
、
前
述
の
例
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
重
胤
は
負
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
酒
を
飲
ん
だ

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
「
ふ
る
ま
わ
れ
」
た
物
は

酒
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

他
の
「
ふ
る
ま
わ
れ
」
た
事
例
を

み
て
み
る
と
、「
ふ
る
ま
わ
れ
」
た

物
は
②
の
豆
腐
の
汁
以
外
、
ほ
ぼ
酒

で
あ
り
、
銭
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、「
ふ
る
ま

わ
れ
候
」
は
「
ふ
る
ま
い
」
を
尊
敬

表
現
に
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

【表 3】『山科家礼記』にみえる「ふるまわれ候」

①
応仁 2.3.9
（重胤記）

弥五郎弓ニ勝酒ふるまわれ候也

②
応仁 2.3.11
（重胤記）

禅通今朝たうふしるふるまわれ候也

③
応仁 2.4.9
（重胤記）

俊蔵主出来酒ふるまわれ候、代弐十疋計入候也

④
応仁 2.12.17
（重胤記）

僧都房夕飯のさい中酒ふるまわれ候也

⑤ 文明 4.11.6 豊将監方是とまられ候、酒ふるまわれ［　　］
⑥ 文明 13.12.2 今夕坂田方キシヤキニテ酒ふるまわれ候也
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第
二
章　
『
言
国
卿
記
』
に
み
え
る
「
フ
ル
マ
イ
」
と
「
フ
ル
マ
ウ
」

次
に
、
前
章
で
扱
っ
た
『
山
科
家
礼
記
』
の
記
主
で
あ
る
大
沢
久
守
・
重
胤
の
主

人
に
あ
た
る
山
科
言
国
が
記
し
た
『
言
国
卿
記
』
を
用
い
て
、
同
日
記
上
の
「
フ
ル

マ
イ
」
お
よ
び
「
フ
ル
マ
ウ
」
を
検
討
し
た
い
。
こ
こ
で
注
視
し
た
い
の
は
、『
山
科

家
礼
記
』
に
み
え
た
よ
う
な
「
フ
ル
マ
イ
」
と
「
フ
ル
マ
ウ
」
に
相
違
点
が
あ
る
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
本
章
で
は
、
刊
本
史
料
の
表
記
に
従
い
「
フ

ル
マ
イ
」・「
フ
ル
マ
ウ
」・「
フ
ル
マ
ワ
レ
」
を
片
仮
名
で
表
記
し
て
い
く
。

ま
ず
は
、『
言
国
卿
記
』
に
お
い
て
、
言
国
へ
酒
肴
が
出
さ
れ
た
場
合
の
表
現
に

「
フ
ル
マ
イ
」・「
フ
ル
マ
ウ
」
以
外
の
も
の
も
あ
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
文

明
六
年
（
一
四
七
四
）
一
月
一
六
日
条
の
記
事
に
は
、

　
　

晩
影
ニ
二
位
礼
ニ
来
、
ヲ（

桶
）ケ

一
持
来
也
、
宮
内
卿
ム
カ
イ
ヨ
リ
上
来
、
酒
ア
リ

と
あ
り
、
言
国
の
許
に
二
位
坊
が
酒
桶
を
手
土
産
に
挨
拶
に
来
て
い
る
。
さ
ら
に
こ

の
時
、
宮
内
卿
と
い
う
者
も
訪
ね
て
き
て
お
り
、
二
位
坊
・
宮
内
卿
と
も
に
言
国
と

「
酒
ア
リ
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、二
位
坊
が
持
参
し
た
酒
で
酒

盛
り
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。『
言
国
卿
記
』
に
は
、こ
の
よ
う
に
言
国
が
飲

酒
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
「
酒
ア
リ
」
と
表
現
し
て
い
る
事
例
を
多
く
確
認
で
き
る
。

ち
な
み
に
二
位
坊
や
宮
内
卿
と
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
中
に
近
江
国
坂
本
へ
避
難

し
て
い
た
公
家
や
、
山
科
家
家
司
の
大
沢
久
守
、
そ
し
て
言
国
の
避
難
先
で
あ
っ
た

寺
家
御
房
に
集
う
山
徒
ら
と
の
間
に
出
来
上
が
っ
た
「
文
化
サ
ロ
ン
」
の
メ
ン
バ
ー

だ
っ
た
山
徒
で
あ
る⑦
。

ま
た
、同
年
五
月
二
五
日
条
の
記
事
に
は
、「
今
日
、朝
飯
中
酒
汁
ヲ
左
衛
門
ミ（

土
産
）

ヤ
ケ

ト
テ
興
行
了
」
と
あ
り
、
左
衛
門
が
土
産
と
し
て
中
酒
と
汁
を
馳
走
し
て
く
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
第
一
章
の
事
例
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、「
ふ
る
ま
い
」
に

も
「
ふ
る
ま
う
」
に
も
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
で
あ
る
が
、
あ
え
て
言
国
は

「
興
業
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
山
科
言
国
が
酒
肴
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
『
山

科
家
礼
記
』よ
り
も
多
く
の
語
を
用
い
て
表
現
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
れ
る
。

つ
ま
り
、『
言
国
卿
記
』
に
お
け
る
「
フ
ル
マ
イ
」
や
「
フ
ル
マ
ウ
」
に
は
、『
山
科

家
礼
記
』
に
お
け
る
「
ふ
る
ま
い
」
や
「
ふ
る
ま
う
」
と
は
別
の
意
味
を
持
つ
可
能

性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
押
さ
え
て
お
き
つ
つ
、
検
討
を
進
め
て
い
き

た
い
。

（
１
）「
フ
ル
マ
イ
」
に
つ
い
て

【
表
4
】
は
、『
言
国
卿
記
』
に
み
え
る
「
フ
ル
マ
イ
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る

記
事
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
の
中
か
ら
、
言
国
が
関
与
す
る
事
例
と

言
国
が
関
与
し
な
い
事
例
の
二
つ
の
視
角
か
ら
、「
フ
ル
マ
イ
」
の
語
が
ど
の
よ
う
な

場
合
を
示
す
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
、
言
国
が
関
与
す
る
事
例
か
ら
み
て
い
き
た
い
。【
表
4
】
を
通
覧
す
る

と
、「
フ
ル
マ
イ
」
の
語
の
殆
ど
が
酒
（
中
酒
含
む
）
の
提
供
を
示
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
の
な
か
で
、②
の
文
明
十
年
（
一
四
七
八
）
一
一
月
二
二
日
条
に
注
目
す

る
と
、「
朝
今
日
朝
飯
汁
・
中
酒
、
景
覃
フ
ル
マ
イ
也
」
と
あ
る
よ
う
に
朝
飯
の
汁
と

酒
に
つ
い
て
景
覃
坊
に
よ
る
「
フ
ル
マ
イ
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
⑨
の
明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
一
〇
月
四
日
条
で
は
、「
東
向
予
二
汁
中
酒
フ

ル
マ
ヒ
也
」
と
あ
り
、
言
国
の
妻
を
指
す
「
東
向
」
が
夫
へ
汁
と
中
酒
を
「
フ
ル
マ

ヒ
」
し
た
と
あ
る
。
菅
原
正
子
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
言
国
の
妻
は
山
科
家
に
お
い

て
年
貢
等
の
支
給
を
受
け
て
お
り
、
自
ら
の
銭
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る⑧
。
そ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
言
国
の
妻
は
自
ら
の
銭
で
夫
へ
汁
と

酒
を
馳
走
し
た
と
い
う
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
、
⑥
⑦
⑧
は
、
山
科
家
の
使
用
人
で
あ
る
官
女
ら
が
「
フ
ル
マ
ヒ
」
を
し

て
い
る
事
例
で
あ
る⑨
。
こ
の
三
点
の
事
例
で
注
目
し
た
い
の
は
、
誰
が
酒
の
用
意
を

し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
⑥
の
明
応
二
年
七
月
一
四
日
条
、
お
よ
び
⑧
同
年
一
一
月
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【表 4】『言国卿記』にみえる「フルマイ」
年月日 記事

① 文明 10.5.23 晩影ニ外様ニテ酒在之、三郎兵衛フルマイ歟
② 文明 10.11.22 今日朝飯汁・中酒、景覃フルマイ也

③ 文明 13.2.14
夕飯汁・中酒等長門守・少輔以下興行也、昨日ノ物参に、兵衛女房坂迎トテ帰テ酒ヲスヽ
ムルト云々、其ハタコフルマイ歟、予モ外様ニテ供御ヲクイ畢、御局ヨリノカモヲモテウ
シサせ賞翫也

④ 文明 13.6.30
南洞院御布施フルマイニ樽一・ウリ・カラナトウノ袋被持来、則各青侍共、長門守ヲハシ
メテ召寄酒在之、兵衛尉方ヘモ被樽遣云々

⑤ 文明 13.11.16 山科郷者シテノ井、長門守・兵衛尉ニフルマイ来云々、就公事辺云々、酒在之
⑥ 明応 2.7.14 朝飯汁中酒ヲ［官女］大夫・茶子・阿かヽ以下フルマイ畢
⑦ 明応 2.8.19 今日早々本是ニ置之、官女アカヽ来、朝飯申付、予中酒ヲフルマイ畢、不寄思之儀也
⑧ 明応 2.11.2 朝飯中酒ヲ官女アカヽフルマヒ畢
⑨ 明応 3.10.4 東向予二汁中酒フルマヒ也、御服御調料七十疋被出［御サシ糸マテ也］
⑩ 明応 7.1.22 周快可被来由申書状遣之、即来臨、ウトンヲ申付、周快・侍者、女中衆フルマヒ畢
⑪ 明応 7.2.10 周快夕方宿来臨、夜千代一盞ヲフル舞畢

⑫ 文亀 1.2.3
内蔵頭先日鞍馬参、［ヒシヤモンヒロウ］フクフルマイトテ中酒酒（ママ）在之、目出々々、
男・女房ニ餅ニテ酒ヲ召出ノマせ畢、

⑬ 文亀 1.2.18 恵命院内蔵頭可被来之由之間来臨、昨日之樽之フルマヒヲ申付、内蔵頭酒ヲマイラせ畢

⑭ 文亀 1.4.9
西宮伯三位ヨリ使ニ弥五郎［本ノ千夜 ］上了、此方ニテ夕飯申付了、是ニ宿也、夕飯中
酒ヲフルマイ畢、

⑮ 文亀 1.6.9
今日早旦御堂両度参詣畢、其後時在之、中酒御汁［竹子］坊ヨリフルマイ畢、坊主出合酒
ノミ畢、次下向畢、供孫四郎・弥五郎・彦男也

⑯ 文亀 1.6.15
昨日ノサシキ物、正親町［四十疋］・御局［十疋］・恵命院［十疋］、此方ヨリ五十疋、其
外樽色々此方フルマイ也

⑰ 文亀 1.7.20
広橋坊ヨリ御僧使ニテ予可来由間、予倉部・妙法坊同道行、坊主［ヱントン坊］フルマイ
ニテ酒在之、ウタヒナト在之、其後予坊へ広橋又被来、坊主又フルマイニテ酒在之、広橋
予坊ニ其マヽ被宿了

⑱ 文亀 1.7.21
今日暁天ニ立出イソキ畢、中酒坊ヨリ出也、広ハ坊へ被帰了、次立出以後御堂参、其ヨリ
スクニ下向也、広橋同道、市原野ニテ広橋フルマイニテ酒在之、五過時分ニ［京へ］下向
畢、広橋ハスクニ被帰了

⑲ 文亀 1.9.3
今日時御汁・中酒坊ヨリフルマイ也、［来九日］祭酒ノ口ヲヒラクトテ、酒ヲ予ニシヰヽ
畢、目出々々、時以後御堂参詣、其ヨリスクニ下行畢、今日ハヱン日申寅之間大参也、昼
過時分ニ下向了

⑳ 文亀 1.9.26
昼過時分ニ伯卿・予同道、異体ニテ也、予供彦兵衛尉・孫四郎・三郎衛門尉・彦男等也、
ホウシヤウシニテ伯フルマイニテ酒在之

㉑ 文亀 2.11.10 東向夜小田楽興也、鳥羽米フルマイ也
㉒ 文亀 2.12.23 女房衆、大夫、阿茶ヽ、予ニ朝飯中酒フルマイ了
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二
日
条
の
記
事
か
ら
は
、
こ
の
官
女
ら
が
朝
飯
と
中
酒
を
用
意
し
た
場
合
に
「
フ
ル

マ
イ
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
⑦
の
同
年
八
月
一
九
日
条
の
記
事
で
は
、
言
国
が
官
女
の
ア
カ
ヽ
へ
朝
飯

を
申
し
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
朝
飯
を
用
意
し
た
の
は
、
官
女
と
い
う
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。
た
だ
し
、こ
こ
で
は
官
女
の
用
意
す
る
で
あ
ろ
う
朝
食
で
は
な
く
、

「
予
中
酒
ヲ
フ
ル
マ
イ
畢
」
と
あ
る
よ
う
に
、
酒
を
提
供
し
て
い
る
言
国
の
行
為
に

「
フ
ル
マ
イ
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
酒
の
提
供
と
は
、

山
科
家
の
当
主
で
あ
る
言
国
が
酒
を
容
器
に
入
れ
て
運
ん
で
く
る
こ
と
は
想
定
し
難

い
こ
と
か
ら
、
言
国
が
酒
代
を
支
払
っ
た
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
「
フ
ル
マ
イ
」
は
、
誰
か
に
よ
っ
て
酒
や
酒
代
が
提
供
さ
れ
た
時
に
使

用
さ
れ
た
語
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に
み
た
②
や
⑨
の
事
例
を
振

り
返
っ
て
も
、「
フ
ル
マ
イ
」
は
汁
で
は
な
く
酒
の
用
意
に
の
み
を
示
し
て
い
た
語
で

あ
っ
た
可
能
性
が
出
て
き
た
と
い
え
る
。

こ
の
可
能
性
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、⑫
の
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
二
月
三
日
条

の
記
事
を
み
て
み
よ
う
。
⑫
に
は
、

恵
命
院
、
内
蔵
頭
可
レ 

被
レ 

来
之
由
之
間
来
臨
、
昨
日
之
樽
之
フ
ル
マ
ヒ
ヲ
申

付
、
内
蔵
頭
酒
ヲ
マ
イ
ラ
せ
畢

と
あ
る
。
恵
命
院
は
言
国
の
息
子
で
あ
る
内
蔵
頭
言
綱
に
関
す
る
こ
と
で
、
山
科
家

を
訪
問
し
に
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
言
国
は
、
言
綱
に
「
昨
日
之
樽
之

フ
ル
マ
ヒ
ヲ
申
付
」
け
、
言
綱
が
酒
を
持
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に

み
え
る
「
昨
日
之
樽
」
に
つ
い
て
前
日
条
を
み
る
と
、

一
、  

賀
州
ヨ
リ
便
宜
在
レ 

之
、
為
二 

内
蔵
頭
元
服
礼
一
、
阿
子
御
料
人
方
ヨ
リ
内

蔵
頭
方
へ
樽
代
百
疋
上
也
、
目
出
々
々
、
予
方
へ
イ
リ
コ
一
ソ
ク
・
シ
ホ

ヒ
キ
一
ツ
ヽ
ミ
上
了
、其
外
東
向
帋
一
ソ
ク
上
也
、高
倉
ヘ
モ
イ
リ
コ
色
々

事
云
々

一
、
彼
樽
代
ニ
テ
酒
ヲ
召
寄
、
男
・
女
房
召
出
酒
ノ
マ
せ
畢
、
目
出
々
々

と
あ
り
、
言
綱
の
元
服
祝
い
に
、
白
山
長
吏
澄
明
の
妻
で
あ
る
言
国
の
娘
阿
子
か
ら

酒
代
が
届
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
酒
代
に
て
酒
を
買
い
、
使
用

人
も
含
め
た
山
科
家
の
面
々
で
こ
れ
を
飲
ん
で
祝
っ
た
こ
と
を
窺
え
る
。
右
の
こ
と

を
踏
ま
え
つ
つ
⑫
の
記
事
に
戻
る
と
、
恵
命
院
は
言
綱
の
元
服
祝
に
関
係
し
て
山
科

家
へ
訪
問
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
特
筆
し
た
い
の
は
、
言
国
が
言
綱
に
「
昨
日
之
樽
之
フ
ル
マ
ヒ
ヲ
申
付
」

け
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
右
に
み
た
よ
う
に
、
阿
子
が
贈
っ
て
き
た
酒
代
で
購
入

し
た
祝
い
酒
の
樽
の
こ
と
で
あ
り
、
言
国
は
言
綱
へ
こ
の
酒
を
恵
命
院
の
た
め
に
用

意
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
「
フ
ル
マ
ヒ
ヲ
申
付
」
る

と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
言
国
が
全
く
関
わ
ら
な
い
事
例
も
み
て
み
よ
う
。
⑤
の
文
明
一
三
年

（
一
四
八
一
）
一
一
月
一
六
日
条
の
記
事
に
は
、「
山
科
郷
者
シ（

四
手
井
）

テ
ノ
井
、
長（

久
守
）

門
守
・
兵

衛
尉
ニ
フ
ル
マ
イ
来
云
々
、
就
二 

公
事
辺
一 

云
々
、
酒
在
レ 

之
」
と
あ
り
、
山
科
郷
の

四
手
井
が
久
守
ら
の
許
へ
年
貢
に
関
す
る
こ
と
に
つ
き
相
談
に
来
た
と
み
て
と
れ

る
。
そ
の
際
に
四
手
井
が
久
守
達
へ
「
フ
ル
マ
イ
」
を
行
い
、
飲
酒
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

右
の
事
例
は
、
言
国
が
報
告
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
日
記
に
記
し
た
も
の
で
あ

る
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
「
フ
ル
マ
イ
」
に
お
い
て
酒
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
記
載
さ

れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、そ
の
場
に
言
国
が
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、

同
日
記
の
「
フ
ル
マ
イ
」
の
文
言
に
は
、
酒
が
用
意
さ
れ
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で

い
る
と
み
て
と
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
言
国
卿
記
』
に
記
載
さ
れ
る
「
フ
ル
マ
イ
」
が
意
味
す
る
の

は
、
酒
の
用
意
を
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。

（
２
）「
フ
ル
マ
ウ
」
に
つ
い
て

『
言
国
卿
記
』
に
み
え
る
「
フ
ル
マ
ウ
」
に
つ
い
て
は
、【
表
5
】
に
ま
と
め
た
。
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見
て
の
通
り
、事
例
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
ま
ず
②
の
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
一
二

月
二
四
日
条
の
記
事
を
み
て
み
よ
う
。

今
日
朝
飯
汁
・
中
酒
ヲ
官
女
共
フ
ル
マ
ウ
也
、
御
ト
フ
ラ
ヒ
取
故
歟

右
は
、今
日
の
朝
飯
の
汁
と
中
酒
を
官
女
ら
が
「
フ
ル
マ
ウ
」
行
為
を
し
て
お
り
、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
、「
御
ト
フ
ラ
ヒ
取
故
歟
」
と
言
国
は
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
み

え
る
「
御
ト
フ
ラ
ヒ
」
は
給
料
に
相
当
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
言
国
は
、
官
女
ら
へ

給
料
を
渡
し
た
の
で
中
酒
を
ご
馳
走
し
て
く
れ
た
の
か
と
考
え
た
こ
と
が
窺
え
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
事
例
で
は
、
酒
を
用
意
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
フ
ル
マ
ウ
」
が
使
用

さ
れ
て
お
り
、
第
一
節
の
「
フ
ル
マ
イ
」
と
変
わ
ら
な
い
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
⑦
の
記
事
も
み
て
み
た
い
。
⑦
の
記
事
の
前
の
一
つ
書
き
に
は
、

今
日
朝
飯
以
後
ヨ
リ
予
鞍
馬
寺
参
詣
也
、
廣
橋
来
、
同
道
也
、
予
供
孫
四
郎
・

三
郎
衛
門
尉
、
廣
橋
源
蔵
主
申
御
僧
同
道
也
、
市
原
野
ニ
テ
廣
橋
各
ニ
、
予
樽

持
酒
ヲ
マ
イ
ラ
せ
畢
、
鞍
馬
へ
八
時
分
ニ
参
ツ
キ
畢

と
あ
り
、言
国
は
廣
橋
守
光
と
共
に
鞍
馬
寺
参
詣
に
出
か
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
時
に
言
国
は
、
酒
樽
を
持
参
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
続
き
が
⑦
の
記
事
に
な
る
。
⑦
に
は
、

予
宿
坊
如
レ 

常
妙
法
坊
也
、
広
橋
ハ
円
ト
ン
坊
也
、
広
橋
夕
飯
此
方
へ
被
二 

持

来
一
、
中
酒
予
フ
ル
マ
ウ
也
、
夕
飯
以
後
御
堂
同
道
参
了
、
広
坊
へ
帰
サ
ニ
行
テ

後
ヤ
カ
テ
帰
了

と
あ
り
、
言
国
の
宿
坊
へ
守
光
が
夕
飯
を
持
っ
て
訪
問
し
て
き
た
の
で
、
言
国
は
守

光
へ
か
の
酒
樽
の
酒
を
「
フ
ル
マ
ウ
」
こ
と
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
ま

た
「
フ
ル
マ
ウ
」
は
酒
を
用
意
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

続
き
を
み
て
み
よ
う
。

廣
橋
坊
ヨ
リ
御
僧
使
ニ
テ
予
可
レ 

来
由
間
、
予
・
倉
部
・
妙
宝
坊
同
道
行
、
坊

主
〈
エ
ン
ト
ン
坊
〉
フ
ル
マ
イ
ニ
テ
酒
在
レ 

之
、
ウ
タ
ヒ
ナ
ト
在
レ 

之
、
其
後

【表 5】『言国卿記』にみえる「フルマウ」
年月日 記事

① 文明 8.9.21 井上小三郎来也、兵衛方ヘフルマウ歟、予対面也、酒アリ
② 明応 2.12.24 今日朝飯汁中酒ヲ官女共フルマウ也、御トフラヒ取故歟
③ 明応 3.7.11 御乳夕飯時分来、中酒ヲフルマウ也
④ 明応 7.2.4 官女アカヽ里ヨリ帰トテ、夜酒ヲフルマウ也

⑤ 明応 7.6.25
彼ムカテ此方イヌイノ方へオサメ畢、然間稲フルマ［　　］酒ヲ召寄□了、周快此方之事、
是ニ被宿了

⑥ 文亀 1.6.12

加州シラ山阿子方ヨリ音信在之、東楽坊使ニ上也、予方へ梅染帷［文サヽ］・アせノコイ
ノ布・イリ子［一ソク］、内蔵頭方へ同梅染帷、東向へカツキノ布、其外色々上了、トウ
カクニホシイヽ色々ニテ酒ヲノマせ畢、予ハ先不対面、武家御所細川・勢州へ馬共ヒカせ
上云々、武家進上御馬御意ニアヒ、近比見事ノ御馬云々、長橋紙一ソク、方々へ同之、藤
宰相馬ノタンナ・ハルヒ上云々、西向ヘモ色々上云々、又トウカク坊此方へ樽代トテ二十
疋フルマウ也

⑦ 文亀 1.7.20
予宿坊如常妙法坊也、広橋ハ円トン坊也、広橋夕飯此方へ被持来、中酒予フルマウ也、夕
飯以後御堂同道参了、広坊へ帰サニ行テ後ヤカテ帰了

⑧ 文亀 2.2.24
今日坊ヨリ朝飯中酒出、然間坊主出合了、其後則下行也、イチハラ野ニテ昼ヤスミ在之、
茶ヤヨリフルマウ、昼過時分下行了

⑨ 文亀 2.3.16 華雲庵へ蕨一盆遣了、イツわラ茶ニ来フルマウ也
⑩ 文亀 2.11.18 少輔東向留寸事トテ夕飯中酒フルマウ、喜入了
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予
坊
へ
廣
橋
又
被
レ 

来
、
坊
主
又
フ
ル
マ
イ
ニ
テ
酒
在
レ 

之
、
廣
橋
予
坊
ニ
其

マ
ヽ
被
レ 

宿
了

右
に
よ
れ
ば
、
今
度
は
、
守
光
の
宿
坊
か
ら
使
い
の
僧
が
言
国
の
許
へ
や
っ
て
き

た
の
で
、言
綱
ら
と
共
に
守
光
の
宿
坊
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、宿
坊
の
坊
主
に
よ
る
「
フ

ル
マ
イ
ニ
テ
」
酒
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、「
ウ
タ
イ
」
等
を
行
っ
た

後
、
再
び
言
国
の
宿
坊
へ
守
光
も
や
っ
て
き
て
、
ま
た
坊
主
の
「
フ
ル
マ
イ
」
に
て

酒
が
出
さ
れ
、
守
光
は
そ
の
ま
ま
言
国
の
宿
坊
へ
泊
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
言
国

ら
、
守
光
の
両
者
と
も
酷
い
飲
ん
だ
く
れ
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
第
一
節
で
検
討
し
た
「
フ
ル
マ
イ
」
と
本
節
で
取
り

上
げ
て
い
る
「
フ
ル
マ
ウ
」
を
同
時
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
両

者
と
も
酒
の
用
意
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
変
わ
り
な
い
こ
と
か
ら
、「
フ
ル
マ

イ
」・「
フ
ル
マ
ウ
」
共
に
さ
し
て
意
味
の
違
い
は
無
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

『
言
国
卿
記
』
に
お
け
る
「
フ
ル
マ
イ
」
と
「
フ
ル
マ
ウ
」
の
語
彙
に
違
い
は
殆
ど
な

く
、
ど
ち
ら
も
酒
の
用
意
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
３
）「
フ
ル
マ
ワ
レ
」
に
つ
い
て

最
後
に
『
言
国
卿
記
』
に
み
え
る
「
フ
ル
マ
ワ
レ
」
つ
い
て
検
討
し
た
い
。【
表

6
】
は
、
同
日
記
に
使
わ
れ
て
い
る
「
フ
ル
マ
ワ
レ
」
の
記
事
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
フ
ル
マ
ワ
レ
畢
」
や
「
フ
ル

マ
ワ
レ
了
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
中
酒
フ
ル
マ
ワ
レ
畢
」
や
「
一
盞
ヲ

フ
ル
マ
ワ
レ
畢
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
フ
ル
マ
ワ
レ
」
も
ま
た
、
酒
の
用
意
と

い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

他
方
、
表
か
ら
は
、「
周
快
」
と
い
う
者
の
行
為
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
事
例
が

多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
周
快
と
は
言
国
の
義
弟（
言
国
妻
の
弟
）で
あ
り
、

言
国
の
使
者
を
頻
繁
に
務
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
者
で
あ
る
。

で
は
、そ
の
周
快
に
関
す
る
記
事
を
み
て
み
よ
う
。『
言
国
卿
記
』
明
応
七
年
六
月

【表 6】『言国卿記』にみえる「フルマワレ」
年月日 記事

① 明応 3.6.27 東向朝飯中酒フルマワレ畢、御直衣ハリ事被申付畢
② 明応 7.4.20 周快夜宿来臨、一盞ヲフルマワレ畢
③ 明応 7.4.25 周快宿被来、予一盞ヲフルマワレ畢
④ 明応 7.5.3 周快宿ニ来臨、侍者此方事ニテ、夜ニ入予・周快ニ侍者一盞ヲフルマワレ畢
⑤ 明応 7.6.19 周快昨日ヨリ此方事ニテ、朝飯中酒留寸事ニフルマワレ畢

⑥ 明応 7.6.27
八時分周快又被来、ウリ事トテウリ酒召寄フルマワレ畢、其後被帰之、明日南都へ被下
云々

⑦ 明応 7.7.4 今日朝飯中酒ヲ東向フルマワレ畢

⑧ 文亀 1.1.29
朝飯中酒御フクロヒシヤモンヒロウ目出由申フルマワレ畢、此方中酒別而在之、目
出々々

⑨ 文亀 1.6.6 恵命院マキ色々ニテ酒ヲフルマハレ了、男衆・女房衆コト々々召出、酒ヲノマサレ了
⑩ 文亀 1.8.13 御フクロニ周快物ヲ被進トテ、夕飯中酒フルマワレ畢
⑪ 文亀 2.4.19 周快予ニ盞ヲフルマわレ了

⑫ 文亀 2.5.21
周快来臨〈江州ヨリ被上之〉阿波一宮可下用也、朝飯時分間中酒分了、又夕飯中酒周快
フルマわレ了

⑬ 文亀 2.5.22 宗円朝飯汁〈竹子〉、中酒又フルマわレ畢、昼被帰也
⑭ 文亀 2.7.9 今日朝飯、中酒東向フルマわレ畢
⑮ 文亀 2.7.19 周快朝飯中酒ヲフルマわレ畢、各同之、昼過時分、周快江州へ被下畢
⑯ 文亀 2.9.28 周快晩景一盞ヲフルマワレ畢
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五
日
条
に
は
、

今
日
周
快
此
方
事
之
間
、
朝
飯
申
付
、
其
後
被
レ 

帰
了
、
坂
本
小
五
月
ア
リ
ト

テ
見
物
被
レ 

行
云
々

と
あ
り
、
言
国
は
周
快
の
行
為
を
記
録
す
る
際
に
、
尊
敬
を
意
味
す
る
「
ら
る
」
を

付
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
周
快
の
「
フ
ル
マ
ウ
」
に
「
ら
る
」
が
付

い
て
「
フ
ル
マ
ワ
レ
畢
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

【
表
6
】
か
ら
は
、周
快
の
他
に
言
国
が
そ
の
人
の
行
為
に
「
ら
る
」
を
付
け
る
相

手
と
し
て
、
妻
の
「
東
向
」
が
存
在
す
る
。
前
述
の
周
快
の
記
事
の
二
日
前
に
あ
た

る
同
年
六
月
三
日
条
に
は
、

東
向
里
へ
当
年
始
テ
被
レ 

行
畢
、
樽
代
被
二 

持
之
一 

畢
、
留
寸
間
周
快
相
留
申

畢
、
同
被
レ 

宿
也

と
あ
り
、
言
国
が
東
向
に
対
し
て
も
「
ら
る
」
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

【
表
6
】
か
ら
、①
や
⑭
の
よ
う
に
「
東
向
」
に
よ
る
酒
の
「
フ
ル
マ
ワ
レ
」
が
確
認

で
き
る
の
も
、
東
向
の
行
為
に
「
ら
る
」
を
付
け
て
い
る
こ
と
と
同
義
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、「
フ
ル
マ
ワ
レ
」
も
ま
た
酒
の
用
意
を
意
味
す
る
文
言
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、『
言
国
卿
記
』
に
お
け
る
「
フ
ル
マ
イ
」・

「
フ
ル
マ
ウ
」・「
フ
ル
マ
ワ
レ
」
は
全
て
同
義
で
あ
り
、
酒
の
用
意
を
意
味
す
る
文
言

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
古
記
録
類
に
散
見
さ
れ
る
「
ふ
る
ま
い
」
の
文
言
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
意
味
を
含
め
て
使
用
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
応
仁
・
文
明
の
乱
前

後
の
古
記
録
で
あ
る
『
山
科
家
礼
記
』
と
『
言
国
卿
記
』
を
用
い
て
検
討
を
試
み
た

も
の
で
あ
る
。「
ふ
る
ま
い
」
の
語
は
、
飲
酒
場
面
と
と
も
に
み
え
る
こ
と
か
ら
、
当

時
の
酒
の
消
費
量
の
検
討
に
繋
が
る
と
考
え
た
。
本
稿
で
は
、
前
述
の
二
つ
の
古
記

録
の
中
か
ら
「
ふ
る
ま
い
」・「
ふ
る
ま
う
」・「
ふ
る
ま
わ
れ
」
を
含
ん
だ
そ
れ
ぞ
れ

の
事
例
を
収
集
し
て
検
討
を
行
っ
た
。

そ
う
し
た
「
ふ
る
ま
い
」
の
語
の
意
味
と
し
て
、
現
在
で
は
「
も
て
な
し
」
の
同

義
と
み
な
さ
れ
、
客
を
招
待
し
て
馳
走
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、戦
国
期
に
つ
い
て
も
『
日
葡
辞
書
』
に
よ
れ
ば
「
招
宴
」
や
「
ご
馳
走
す
る
」、

「
人
を
招
待
す
る
」
な
ど
意
味
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、現
在
の
理
解
と
さ
し
て
変
わ
ら

な
か
っ
た
と
み
え
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
の
検
討
に
よ
り
、
次
の
こ
と
が
判
明
し
た
。

『
山
科
家
礼
記
』
に
お
け
る
「
ふ
る
ま
い
」
は
、「
ふ
る
ま
う
」
と
異
な
る
点
が
あ
っ

た
。
同
記
録
に
お
い
て
「
ふ
る
ま
い
」
と
は
、酒
肴
な
ど
の
手
土
産
を
指
し
て
お
り
、

「
ふ
る
ま
う
」
に
は
、酒
肴
に
限
ら
ず
銭
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
ふ

る
ま
わ
れ
候
」
は
、
家
司
の
格
に
な
い
大
沢
重
胤
の
記
録
に
現
れ
る
も
の
で
、「
ふ
る

ま
い
」
と
同
義
で
使
用
し
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

ま
た
、『
言
国
卿
記
』
に
お
い
て
は
、「
フ
ル
マ
イ
」・「
フ
ル
マ
ウ
」
共
に
酒
を
馳

走
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、「
フ
ル
マ
イ
」
を
行
う
者

は
、
招
待
し
た
側
の
者
が
行
う
も
の
、
も
し
く
は
招
待
さ
れ
た
側
の
者
が
行
う
も
の

等
と
い
う
よ
う
な
立
場
の
限
定
は
無
い
よ
う
で
あ
り
、た
だ
、そ
の
場
の
酒
代
を
持
っ

た
行
為
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
み
て
と
れ
る
。
他
方
、「
フ
ル
マ
ワ
レ
」
も

「
フ
ル
マ
イ
」・「
フ
ル
マ
ウ
」
と
同
様
の
意
味
で
酒
の
馳
走
を
意
味
し
て
い
る
も
の

の
、
特
定
の
人
物
の
酒
の
馳
走
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、『
山
科
家
礼
記
』
と
『
言
国
卿
記
』
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る

「
ふ
る
ま
い
（
フ
ル
マ
イ
）」・「
ふ
る
ま
う
（
フ
ル
マ
ウ
）」・「
ふ
る
ま
わ
れ
（
フ
ル
マ
ワ

レ
）」
の
意
味
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
両
者
で
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
現
在

の
認
識
と
も
、『
日
葡
辞
書
』
の
説
明
と
も
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。以

上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
両
記
録
と
も
に
「
ふ
る
ま
い
（
フ
ル
マ
イ
）」・「
ふ
る
ま
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う
（
フ
ル
マ
ウ
）」・「
ふ
る
ま
わ
れ
（
フ
ル
マ
ワ
レ
）」
が
、
飲
酒
と
大
い
に
関
係
し
て

い
る
こ
と
は
改
め
て
確
か
め
ら
れ
た
。
今
後
、
中
世
に
お
け
る
酒
の
消
費
量
を
検
討

し
て
い
く
に
あ
た
り
、
や
は
り
重
要
に
な
っ
て
く
る
語
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

だ
ろ
う
。

た
だ
し
、「
ふ
る
ま
い
（
フ
ル
マ
イ
）」・「
ふ
る
ま
う
（
フ
ル
マ
ウ
）」・「
ふ
る
ま
わ
れ

（
フ
ル
マ
ワ
レ
）」
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、『
山
科
家
礼
記
』
と
『
言
国
卿
記
』
に
お
け

る
意
味
の
認
識
の
違
い
は
、
大
沢
久
守
・
重
胤
と
山
科
言
国
の
身
分
差
だ
っ
た
の
か
、

は
た
ま
た
世
代
差
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
突
き
詰
め
る
必
要
が
出
て
き
た
と

も
い
え
る
。
こ
の
こ
と
を
解
明
す
る
た
め
に
も
、
さ
ら
に
同
じ
時
期
の
他
の
古
記
録

を
用
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、『
日
葡
辞
書
』
の
説
明
へ
認

識
が
変
化
す
る
過
程
に
つ
い
て
も
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注①　
熊
倉
功
夫
「
中
世
の
汁
ふ
る
ま
い
」（『
ヴ
ェ
ス
タ
』
二
八
号
、
一
九
九
七
年
）。

②　

橋
本
素
子
『
中
世
の
喫
茶
文
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）。

③　

中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、一
九
八
二

年
）。

④　

室
町
時
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』（
三
省
堂
、

一
九
八
五
年
）。

⑤　

菅
原
正
子
「
山
科
家
荘
園
の
研
究
」（『
中
世
公
家
の
経
済
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
年
）。
神
田
裕
理
「
山
科
家
家
司
・
大
沢
久
守－

多
芸
多
彩
な
補
佐
役－

」

（
日
本
史
史
料
研
究
会
編
『
家
司
と
呼
ば
れ
た
人
々－

公
家
の
「
イ
エ
」
を
支
え
た
実

力
者
た
ち－

』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
一
年
）。

⑥　

佐
藤
和
広
「
中
世
関
所
に
関
す
る
一
考
察－

内
蔵
寮
率
分
関
を
中
心
と
し
て－

」

（『
駒
澤
大
学
史
学
論
集
』
一
八
号
、
一
九
八
八
年
）。

⑦　

下
坂
守
「
坂
本
の
寺
家
御
房
」
と
山
科
家
」（『
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
』（『
中
世
寺

院
社
会
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
九
五
年
）。

⑧　

菅
原
正
子
「
山
科
家
の
経
済
と
「
家
」」（『
中
世
の
武
家
と
公
家
の
「
家
」』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
七
年
、
初
出
二
〇
〇
三
年
）。

⑨　

菅
原
正
子
「
山
科
家
の
経
済
と
「
家
」」（
既
出
）。
同
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
山
科

家
に
は
官
女
が
常
に
二
・
三
人
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
。

な
お
、
本
稿
は
二
〇
二
〇
年
〜
二
〇
二
一
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助

成
事
業
・
若
手
研
究
二
〇
Ｋ
二
〇
〇
九
〇
、
お
よ
び
、
松
下
幸
之
助
記
念
志
財
団

二
〇
二
一
年
度
研
究
助
成
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
花
園
大
学
専
任
講
師
）


