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「
宮
脇
賣
扇
座
を
訪
ね

宮
脇
祥
三
さ
ん
、
宮
脇
恵
子
さ
ん
に
き
く

(
株
式
会
社
宮
脇
賣
扇
庵
専
務
取
締
役
)
(
株
式
会
社
宮
脇
扇
庵
取
締
役

和
年
女
子
高
等
学
校
卒
茜

一
"

「
一
亘
扇
庵
」
の
由
来

廣
瀬
私
ど
も
も
京
都
に
住
ま
い
を
し
て
い
ま
す
が
、
六
角
堂
の
前
を
東

へ
向
か
い
ま
す
と
、
古
い
伝
統
の
あ
る
こ
ち
ら
様
の
お
店
が
目
を
ひ
き
ま

す
江
戸
時
代
後
期
文
政
六
年
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
古
い
ご
創
業
と
伺
っ

て
お
り
ま
す
が
、
何
か
創
業
の
頃
に
つ
い
て
伝
わ
っ
て
い
る
お
話
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

宮
脇
(
祥
)
創
業
は
文
政
六
年
で
す
。
手
前
の
方
の
出
身
地
は
岐
阜
な
ん

で
す
。
岐
阜
か
ら
初
代
が
京
都
へ
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
当
時
は
江
戸
末

期
で
も
勝
手
に
商
売
が
で
き
な
い
ん
で
す
ね
。
町
内
と
か
株
組
織
が
あ
っ

き
き
て

廣
瀬
千
紗
子

爰
子
大
学
学
芸
学
部
教
遥
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イ
ン
タ
ビ
ユ
ー
●
「
宮
脇
賣
扇
庵
」
を
訪
ね
て

、
、

、

て
こ
の
町
内
で
商
売
を
し
た
い
と
:
倒
う
と
、
認
可
を
受
け
る
。
鑑
札
も
残

つ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
て
扇
f
の
株
を
買
っ
た
わ
け
で
す
。
も
と
は
「
近
江
屋
」
と
い

う
屋
号
で
し
た
。
手
前
ど
も
の
初
代
が
「
近
江
屋
L
 
を
継
い
で
、
そ
れ
が

新
兵
衛
と
言
い
ま
し
た
。
「
近
江
屋
L
新
兵
衛
で
開
業
し
た
わ
け
で
す
。
本

来
な
ら
岐
阜
な
の
で
美
濃
屋
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
以
前
の

こ
と
は
近
江
屋
の
分
家
も
何
も
な
い
の
で
ょ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
最
初
に

出
て
き
た
人
が
初
代
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
文
波
六
年
で
す
。
「
近
江

屋
」
と
い
、
つ
扇
子
屋
は
も
う
小
ノ
し
古
い
ら
し
い
で
す
。

、

ノ

一

ゞ

廣
瀬
ず
っ
と
こ
ち
ら
の
場
所
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
脇
(
祥
)
こ
の
近
辺
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
へ
ん
も
焼
け
て
お
り
ま

す
の
で
ね
。
定
か
で
な
い
ん
で
す
が
、
六
角
通
り
の
、
「
六
角
さ
ん
」
の
参

詣
の
た
め
の
門
前
に
店
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

廣
瀬
六
角
堂
は
大
変
古
い
お
堂
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
ね
。

宮
脇
(
祥
)
お
参
り
に
な
る
参
詣
人
の
た
め
に
、
こ
の
へ
ん
に
一
扇
子
屋
の

集
落
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
「
藤
田
団
扇
堂
L
 
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。

割
に
古
か
っ
た
ん
で
す
。
お
寺
さ
ん
、
専
門
店
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を

売
り
払
っ
て
山
科
に
移
っ
て
、
今
は
廃
業
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
何
軒
か

こ
こ
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
京
都
で
は
こ
の
へ
ん
と
、
千
家
さ
ん
の
あ
る

小
川
寺
の
内
、
そ
し
て
五
条
と
扇
子
屋
の
集
落
は
力
所
く
ら
い
あ
っ
た

と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
城
殿
派
と
阿
弥
派
と
い
う
大
ま
か
な
流
れ
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
ん
な
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
当
時
は
城
殿
が
京
都
で
は
有
名
や
っ
た
よ
う
で
す
。

み
や
こ
さ
き
が
け

廣
瀬
こ
ち
ら
の
屋
号
は
明
治
十
六
年
刊
の
『
都
の
魁
』
に
、
一
扇
子
の
形

を
し
た
看
板
と
い
う
か
、
広
告
が
出
て
い
ま
す
。
「
紅
梅
軒
L
と
し
て
富
岡

鉄
斎
の
命
名
だ
と
承
っ
て
い
ま
す
が
。
お
親
し
い
ご
関
係
で
し
た
か
。

宮
脇
(
祥
)
富
岡
鉄
斎
先
生
は
割
貪
ど
こ
で
も
看
板
を
書
い
て
お
ら
れ

ま
す
。
ず
ぃ
ぶ
ん
ご
促
懇
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
で
す
。
「
宮
脇
賣
扇

庵
L
 
と
い
う
屋
号
を
つ
け
た
由
来
が
あ
る
ん
で
す
が
。
私
も
人
に
指
摘
さ

れ
て
、
「
こ
ん
な
の
が
書
い
て
あ
る
け
ど
」
と
、
ご
く
最
近
「
紅
梅
軒
」
と

あ
る
の
を
知
っ
て
、
年
寄
り
も
い
な
い
の
で
聞
く
人
も
な
く
、
な
ん
ぽ
調

べ
て
も
出
て
こ
な
い
ん
で
す
。
四
条
と
三
条
の
間
へ
ん
に
、
有
名
な
桜
が

あ
っ
た
。
そ
の
桜
の
名
前
が
「
賣
扇
」
と
い
う
の
で
「
賣
扇
庵
L
 
と
付
け

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
古
い
文
献
に
は
、
当
時
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
が

゛
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あ
り
ま
す
。

三
代
目
の
時
に
鉄
斎
先
生
か
ら
賣
扇
庵
L
 
と
い
う
名
前
を
付
け
て
ぃ

た
だ
き
ま
し
た
。
襲
名
で
代
々
新
兵
衛
を
継
い
で
お
り
ま
す
。
今
年
(
一

九
九
八
年
)
の
九
月
に
五
代
目
が
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
直
系
は
同
志
社

を
出
ま
し
た
宮
脇
恵
子
で
す
。
そ
れ
を
社
長
に
す
べ
し
だ
っ
た
ん
で
す
け

ど
、
ど
う
も
景
気
の
情
勢
の
中
で
女
社
長
は
ま
だ
ま
だ
生
き
に
く
い
か
ら

と
い
う
こ
と
で
。
私
の
兄
で
恵
子
の
叔
父
が
、
名
前
は
新
兵
衛
は
名
乗
ら

ず
に
六
代
目
の
社
長
に
最
近
、
決
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
前
社
長
の
娘
恵

子
は
副
社
長
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

廣
瀬
六
代
、
お
続
け
に
な
っ
て
来
た
わ
け
で
す
ね
。

宮
脇
(
祥
)
現
在
で
は
ね
。
ま
だ
百
七
十
五
、
六
年
で
す
。
京
都
で
は
ま

あ
ま
あ
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。

も
の
で
す
。
今
ま
で
に
お
作
り
に
な
っ
て
き
た
扇
に
関
し
て
、
思
い
入
れ
と

か
何
か
お
気
持
ち
を
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
で
し
ょ
う
?
・

宮
脇
(
祥
)
古
い
商
売
な
ん
で
す
け
ど
、
ご
愚
貭
の
お
客
さ
ん
も
お
い
で

で
、
こ
ん
な
不
景
気
で
も
、
芸
能
関
係
、
お
茶
、
踊
り
関
係
に
は
必
需
品

で
す
そ
う
廃
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
年
々
、
若
干
で
も
そ
う
い
う
も
の

が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
一
っ
は
同
業
者
の
淘
汰
が
あ
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
職
人
の
数
も
減
り
ま
す
し
、
今
ま
で
ょ
そ
で
作
っ
て
い
た

の
が
や
り
に
く
く
な
っ
て
、
こ
ち
ら
に
回
っ
て
く
る
の
が
若
干
あ
る
と
思

い
ま
す
。
あ
る
一
定
の
決
ま
っ
た
お
客
様
も
ご
ざ
い
ま
す
。
普
通
の
あ
お

ぐ
属
子
も
売
れ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
気
候
と
景
気
に
左
右
さ
れ
ま
す
。
昨

今
の
不
況
で
は
企
業
関
係
が
ご
そ
っ
と
宣
伝
を
控
え
ら
れ
ま
す
の
で
ね
。

減
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
天
候
が
悪
い
と
、
小
売
り
屋
さ
ん
、
百
貨
店
が
冷

え
込
み
ま
す
し
。
仕
入
れ
も
減
る
わ
け
で
す
。
今
ま
で
十
買
う
の
が
っ

に
な
っ
た
り
ね
。
発
送
す
る
の
は
同
じ
よ
う
な
手
間
が
い
り
ま
す
し
。
そ

う
い
う
悩
み
は
あ
り
ま
す
け
ど
。

お
か
げ
さ
ま
で
古
臭
い
商
売
な
の
で
、
景
気
が
よ
く
て
も
そ
ん
な
に
目

立
っ
て
売
上
が
上
昇
す
る
こ
と
は
な
い
で
す
が
、
悪
い
風
で
も
落
ち
込
む

こ
と
も
な
い
ん
で
す
。
い
い
も
の
を
求
め
る
お
客
さ
ん
が
多
い
で
す
ち

)し

や
ん
と
し
た
も
の
を
作
っ
て
い
れ
ば
、
お
客
さ
ん
は
見
捨
て
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
佑
条
で
一
生
懸
命
に
い
い
も
の
だ
け
作
っ
た
ら
い
い
か
ら
、
私

は
こ
れ
で
行
く
と
い
う
考
え
で
ね
。
直
接
絵
描
き
を
呼
ん
で
、
割
に
細

か
い
指
図
し
て
い
ま
す
け
ど
。

廣
瀬
私
ど
も
も
折
角
求
め
る
の
で
し
た
ら
、
こ
の
際
、
い
い
も
の
を
と

)し

な
り
ま
す
し
。
お
店
の
作
品
を
拝
見
し
て
い
ま
す
と
、
手
が
出
ま
せ
ん
け

ど
、
見
せ
て
い
た
だ
く
だ
け
で
も
美
術
品
の
よ
う
で
す
。
美
術
館
で
作
品

扇
作
り
へ
の
思
い

廣
瀬
六
代
も
お
続
け
に
な
り
ま
す
と
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
お
あ
り
だ
と

思
い
ま
す
9
扇
は
京
都
を
代
表
す
る
伝
統
工
芸
品
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
実
用

的
な
用
途
以
外
に
、
錘
扇
と
か
、
お
茶
の
席
と
か
伝
統
芸
能
に
も
用
い
ら
れ

ま
す
。
末
広
が
り
で
も
あ
り
お
め
で
た
い
席
に
は
必
ず
使
わ
せ
て
い
た
だ
く

印

宮脇祥三さん



を
見
る
の
と
は
違
い
ま
し
て
、
実
際
に
手
に
持
っ
て
使
え
る
も
の
な
の
で
、

そ
う
い
う
点
で
愛
着
が
大
分
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
き
れ
い
だ
け
ど
、

近
づ
き
難
い
の
で
は
な
く
、
身
近
に
置
い
て
使
え
る
の
は
嬉
し
い
こ
と
で

す
。
一
扇
は
折
り
畳
む
と
小
さ
く
な
り
ま
す
が
、
開
け
ま
す
と
画
面
が
広
が

り
ま
す
。
考
え
て
み
た
ら
、
扇
は
機
能
的
な
一
本
の
小
さ
な
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
世
界
を
畳
み
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
非
常
に
い
い
も

ん
や
な
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

宮
脇
(
祥
)
大
体
、
図
柄
に
作
家
の
名
前
が
入
っ
て
な
い
ん
で
す
。
こ
れ

は
職
人
さ
ん
と
加
工
す
る
人
、
我
々
が
一
体
で
作
り
ま
す
の
で
、
壁
に
か

け
て
眺
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
誰
か
の
作
品
と
し
て
眺
め
る
よ
り
工

芸
品
と
し
て
眺
め
る
の
が
私
は
好
き
な
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
図
柄
が
よ

く
な
い
と
だ
め
で
す
が
、
同
時
に
開
け
締
め
と
か
、
持
っ
た
感
触
工
芸

品
的
な
要
素
を
私
た
ち
は
重
要
視
し
ま
す
。
無
地
で
も
い
い
ん
で
す
。
こ

)し

れ
は
い
い
扇
子
や
な
と
い
う
扇
子
が
い
い
ん
で
す
。
図
柄
は
い
い
方
が
い

い
ん
で
す
け
ど
、
手
に
馴
染
む
と
か
、
機
能
が
大
分
左
右
さ
れ
ま
す
。
当

然
、
一
局
い
絵
代
の
も
の
だ
と
、
職
人
も
、
よ
り
す
ぐ
っ
た
も
の
を
使
う
と

か
い
い
も
の
は
で
き
る
ん
で
す
が
。
確
か
に
機
能
は
面
白
い
で
す
ね
。

)し

廣
瀬
個
人
の
使
用
に
使
え
て
、
自
分
の
扇
子
と
し
て
持
っ
て
歩
け
る
の

、

が
う
れ
し
い
で
す
ね
。
そ
れ
で
も
作
り
は
漆
が
塗
っ
て
あ
っ
た
り
し
て
立

派
で
す
。
象
牙
は
手
が
出
ま
せ
ん
が
。
自
分
の
も
の
と
し
て
持
ち
歩
け
る
。

今
ど
き
に
は
贅
沢
な
も
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
の
頃
に

も
、
き
れ
い
な
絵
を
描
い
た
扇
子
を
持
た
せ
て
も
ら
っ
て
、
い
い
匂
い
が

)し

つ
け
て
あ
り
ま
し
た
。
夏
の
浴
衣
と
扇
の
匂
い
の
記
憶
が
結
び
つ
い
て
い

ま
す
。
今
は
こ
う
い
う
も
の
を
一
本
持
っ
て
歩
く
と
、
ず
い
ぶ
ん
気
持
ち

が
ゆ
っ
た
り
と
し
ま
す
。

宮
脇
(
祥
)
お
見
え
に
な
る
お
客
さ
ん
が
、
感
触
で
選
ば
れ
る
。
お
値
段

は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
く
て
も
、
き
ち
っ
と
仕
事
が
し
て
あ
れ
ば
と
い
う
。

廣
瀬
今
、
古
い
伝
統
的
な
も
の
を
手
に
持
て
る
の
は
贅
沢
だ
な
と
思
い

ま
す
が
、
も
う
一
つ
面
白
い
な
と
思
い
ま
す
の
は
、
扇
面
の
形
を
画
面
と

し
て
、
そ
の
中
に
描
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
絵
が
扇
と
い
う
範
囲
の
中
で

描
か
れ
る
。
キ
ャ
ン
バ
ス
と
し
て
。

宮
脇
(
祥
)
扇
面
と
い
う
と
慣
れ
な
い
作
家
は
戸
惑
わ
れ
る
よ
う
で
す

ね
。
日
本
画
の
先
生
方
は
慣
れ
て
お
ら
れ
ま
す
け
ど
、
洋
画
の
先
生
方
は

「
描
き
に
く
い
な
」
と
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
。
「
こ
ん
な
の
は
初
め
て
や
け

ど
面
白
い
も
ん
や
な
」
と
。
一
扇
面
は
制
約
が
あ
っ
て
や
り
に
く
い
の
や
な

と
た
だ
扇
面
に
描
く
場
合
と
、
扇
子
に
な
っ
て
か
ら
を
頭
に
入
れ
て
描

く
方
と
両
方
あ
り
ま
す
。
扇
子
に
す
る
の
が
前
提
で
す
の
で
、
一
本
の
線

で
も
考
え
て
お
描
き
に
な
る
。
こ
う
な
る
ん
だ
な
と
構
図
を
と
ら
れ
る
よ

う
で
す
。
扇
子
に
な
っ
て
か
ら
描
く
場
合
は
別
で
す
け
ど
、
慣
れ
な
い
と

な
か
な
か
扇
面
に
は
ま
り
こ
ま
な
い
よ
う
で
す
。
富
岡
鉄
斎
は
一
嗣
子
に
仕

上
げ
て
か
ら
描
い
て
い
ま
す
。
折
り
目
に
絵
の
具
が
溜
ま
る
の
が
面
白
い

と
い
っ
て
古
い
作
品
を
見
ま
す
と
そ
う
い
う
の
が
多
い
で
す
。
専
用
の
紙

に
鉄
斎
の
名
前
の
透
き
込
み
が
あ
り
ま
し
て
ょ
く
描
い
て
い
た
よ
う
で
す
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
●
「
宮
脇
賣
扇
庵
」
を
訪
ね
て
 
a

宮脇恵子さん



廣
瀬
時
々
屏
風
に
張
り
ま
ぜ
て
あ
っ
た
り
す
る
の
を
拝
見
し
ま
す
が
、

何
枚
か
張
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
ま
た
別
の
感
じ
で
す

宮
脇
(
進

へ
ん
に
何
枚
か
見
ら
れ
ま
す
し
。
案
外
保
存
が
き
き
ま

す
。
古
い
作
品
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
な
い
ん
で
す
が
、
扇
面
を
張
り
ま
ぜ

る
の
で
残
り
ま
す
扇
は
使
う
の
で
消
耗
品
で
す
か
ら
擦
り
減
っ
て
き
ま

す
傷
ま
な
い
間
に
骨
を
取
っ
て
屏
風
に
張
っ
て
。
そ
れ
が
残
っ
て
い
る

よ
う
で
す
ね
。

時
代
を
見
据
え
た
扇
作
り

廣
瀬
先
程
扉
に
描
か
れ
る
絵
の
話
を
伺
い
ま
し
た
が
、
扇
向
き
の
題

材
に
決
ま
っ
た
も
の
な
ど
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
脇
重
女
性
は
特
に
、
抽
象
的
な
も
の
よ
り
秋
の
七
草
と
か
風
景
と

か
具
象
的
な
も
の
が
多
い
で
す
ね
。
男
性
は
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
的
な
も
の
が

多
い
で
す
。
着
物
の
柄
の
裾
模
様
の
よ
う
な
も
の
と
か
。
華
飾
を
施
し
ま

す
と
、
き
ら
び
や
か
に
な
り
ま
す
の
で
、
グ
レ
ー
ド
が
ど
ん
ど
ん
上
が
っ

て
い
き
ま
す
。
私
た
ち
が
見
て
き
れ
い
だ
な
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
の
年

代
に
は
好
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

廣
瀬
お
若
い
方
は
最
近
、
扇
子
は
お
使
い
で
す
か

宮
脇
(
恵
)
若
い
方
が
、
母
の
日
に
お
母
様
へ
贈
り
物
に
お
買
い
求
め
下

さ
い
ま
す
。
私
た
ち
の
よ
う
な
年
代
で
は
こ
ん
な
の
が
い
い
の
か
な
と
い

う
届
子
で
す
。
可
愛
ら
し
い
、
可
憐
と
か
、
お
母
さ
ん
の
好
き
な
花
だ
か

ら
と
い
う
感
じ
で
お
買
い
求
め
い
た
だ
き
ま
す
。
今
は
布
の
扇
が
出
て
き

て
、
ハ
ン
カ
チ
や
ワ
ン
ピ
ー
ス
と
お
揃
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
扇
子
の
下

、ノ

に
房
が
つ
い
て
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
で
す
。

廣
瀬
和
服
を
着
た
時
に
使
い
や
す
い
と
い
う
よ
り
洋
装
の
時
に
似
合
う

も
の
で
す
ね
。

宮
脇
(
衷
扇
子
が
数
年
前
か
ら
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
、
 
D
C
ブ
ラ
ン
ド
が

出
て
い
ま
す
0
 
チ
ユ
ー
リ
ッ
プ
と
か
決
ま
っ
た
柄
で
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
の

も
の
が
多
い
で
す
。

廣
瀬
現
代
風
の
若
い
方
々
が
使
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
ち
ら
の
お
店
で

定
の
も
の
は
ご
ざ
い
ま
す
か
。
柄
と
か
色
と
か
。

宮
脇
再
柄
以
外
に
一
扇
子
を
入
れ
る
袋
下
に
紐
の
よ
う
な
も
の
、
エ

ン
ブ
レ
ム
的
な
も
の
に
凝
り
ま
し
て
、
ピ
ン
ク
の
袋
に
ヒ
ン
ク
の
地
の
扇

子
を
合
わ
せ
る
と
お
し
ゃ
れ
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
ん
な
ト
ー
タ
ル
な
フ

ア
ッ
シ
ョ
ン
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。

)し

宮
脇
(
祥
)
そ
れ
が
僕
は
あ
き
ま
せ
ん
ね
ん
。
年
寄
り
は
ズ
レ
ま
し
て
ね
。

年
代
の
若
い
人
と
、
若
い
絵
描
き
さ
ん
の
感
覚
で
す
ね
。
私
は
オ
ー
ソ
ド

ツ
ク
ス
な
も
の
を
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
ま
た
需
要
が
あ
り
ま
す
。

廣
瀬
扇
を
持
ち
歩
き
ま
す
と
、
現
代
の
生
活
で
は
が
さ
つ
で
す
の
で
、

傷
め
た
り
、
破
っ
た
り
し
な
い
か
と
気
に
な
り
ま
す
が
。
ケ
ー
ス
と
セ
ッ

ト
で
す
と
、
、
心
お
き
な
く
使
え
て
い
い
で
す
ね
。

宮
脇
(
祥
)
贈
答
に
も
ま
と
ま
っ
て
い
ま
す
し
。

廣
瀬
エ
ア
コ
ン
が
普
及
し
て
い
て
も
扇
十
を
持
っ
て
い
る
の
が
お
し
ゃ

26
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れ
で
、
若
い
方
も
時
々
、
グ
ッ
ズ
と
し
て
持
っ
て
い
る
の
を
見
か
け
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
新
し
い
製
品
を
お
考
え
に
な
る
時
は
、
自
然
に
い
い
デ

ザ
イ
ン
と
結
び
つ
い
て
い
く
も
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
脇
再
形
幽
体
が
完
成
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
画
面
の
中
で

ア
レ
ン
ジ
す
る
し
か
な
い
ん
で
す
。
片
面
と
両
面
の
違
い
く
ら
い
で
す
が
、

後
は
色
、
柄
で
し
か
な
い
の
で
す
。
い
つ
完
成
さ
れ
た
の
か
よ
く
わ
か
り

)し

ま
せ
ん
が
、
と
っ
て
も
シ
ン
プ
ル
で
完
成
さ
れ
た
す
ぱ
ら
し
い
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。

廣
瀬
制
約
と
も
言
え
ま
す
け
ど
、
型
が
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
中
で
う

ま
く
収
め
る
の
は
長
年
蓄
積
さ
れ
た
知
恵
で
、
帯
な
ど
で
も
そ
う
で
す
が
、

伝
統
の
型
に
は
め
て
い
く
と
自
然
に
き
ち
っ
と
収
ま
っ
て
い
く
の
は
す
ば

ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
『
都
の
魁
』
を
拝
見
し
ま
す
と
、
絹
張
り
の
扇
な
ど

も
あ
り
ま
す
。
紙
製
の
と
は
違
い
ま
す
か
。

宮
脇
(
祥
)
そ
の
当
時
は
絹
オ
ン
リ
ー
で
し
た
で
し
ょ
う
ね
綿
の
場
合

は
今
の
よ
う
に
薄
手
の
も
の
が
な
い
の
で
、
絹
が
一
番
薄
い
素
材
で
す
。

ナ
イ
ロ
ン
な
ど
な
い
時
で
す
か
ら
布
扇
を
絹
嗣
と
書
い
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
今
も
高
級
品
は
絹
を
使
っ
て
い
ま
す
。

廣
瀬
白
檀
や
香
木
は
昔
か
ら
扱
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

宮
脇
(
祥
)
や
っ
て
ま
す
ね
。
最
近
、
力
を
入
れ
て
や
っ
て
い
ま
す
。

廣
瀬
普
通
の
扇
と
同
じ
よ
う
に
使
う
も
の
で
す
か
。
特
別
な
用
途
は
あ

る
ん
で
し
ょ
う
か
。

宮
脇
(
恵
)
な
い
ん
で
す
け
ど
、
中
国
製
は
よ
く
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
ミ
シ
ン
で
抜
い
た
よ
う
な
。
私
の
と
こ
ろ
の
オ
リ
、
シ

ナ
ル
は
、
白
檀
紫
檀
と
黒
檀
と
沈
香
と
四
種
類
で
、
京
都
に
一
人
し
か

い
な
い
職
人
が
作
っ
て
お
り
ま
す
。
画
面
が
透
け
な
い
部
分
に
金
泥
、
銀

イ
ン
タ
ビ
ユ
ー
●
「
宮
脇
賣
扇
庵
L
を
訪
ね
て

泥
を
ほ
ど
こ
し
ま
す
。

宮
脇
(
祥
)
一
つ
ず
つ
削
っ
て
仕
立
て
ま
す
の
で
、
牛
産
も
少
う
ご
ざ
い

ま
す
し
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
ょ
そ
に
は
な
い
も
の
で
す
の
で
、
一
局
価
な
も
の
に

な
り
ま
す
0

廣
瀬
そ
れ
は
豪
華
で
す
ね
え
。
お
仕
錘
い
や
日
本
錘
踊
に
使
う
柄
は
決

ま
っ
た
も
の
で
す
か
。

宮
脇
(
祥
)
お
仕
錘
い
は
特
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。
踊
り
も
ほ
ぽ
決
ま

つ
て
ま
す
が
、
そ
の
時
の
衣
装
と
か
背
景
で
踊
る
先
牛
方
の
好
み
が
入
り

ま
す
。
思
っ
た
よ
り
柔
軟
な
考
え
で
、
去
年
と
違
う
も
の
を
と
お
っ
し
ゃ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
お
仕
錘
い
、
お
能
み
た
い
に
き
っ
ち
り
決
ま
っ
て

な
い
み
た
い
で
す
。

廣
瀬
能
と
か
お
仕
錘
い
は
流
儀
に
ょ
る
で
し
ょ
う
ね
。

宮
脇
(
祥
)
そ
う
で
す
ね
。
踊
り
で
も
一
番
に
衣
装
が
決
ま
り
ま
し
て
、

背
景
が
何
で
こ
う
い
う
雰
囲
気
や
か
ら
こ
う
い
う
扇
子
を
使
う
と
、
先

に
頭
に
入
れ
て
ご
注
文
に
な
る
。
決
ま
っ
た
も
の
で
も
そ
れ
を
ア
レ
ン
ジ

さ
れ
ま
す

廣
瀬
能
と
か
お
仕
錘
い
と
か
舞
の
約
束
ご
と
の
世
界
か
ら
、
若
い
方
の

お
し
ゃ
れ
の
扇
ま
で
範
囲
が
広
う
ご
ざ
い
ま
す
が
、
毎
年
、
新
作
を
お
考

え
で
す
か

宮
脇
(
恵
)
月
く
ら
い
ま
で
毎
年
、
男
性
用
と
女
性
用
を
そ
れ
ぞ
れ
二

百
柄
く
ら
い
四
百
ほ
ど
作
り
ま
す
。
理
由
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
紅
(
べ
に
)

と
呼
ぶ
ん
で
す
。

宮
脇
(
祥
)
符
丁
や
ね
。
夏
の
嗣
ぐ
扇
子
を
紅
と
西
い
ま
す
。

宮
脇
(
恵
今
年
の
紅
に
し
よ
う
か
と
。

宮
脇
(
祥
)
う
ち
だ
け
の
符
丁
か
も
し
れ
な
い
け
ど
。
夏
の
扇
子
は
定
番
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が
何
点
か
あ
り
ま
す
が
。
そ
れ
以
外
は
去
年
ま
で
、
今
年
は
新
し
い
も
の

と
変
え
る
わ
け
で
す
。
わ
り
と
大
変
な
作
業
で
す
。

廣
瀬
そ
れ
は
び
っ
く
り
致
し
ま
し
た
で
す
ね
。
お
古
い
家
な
の
で
、
決

ま
っ
た
柄
が
固
定
し
て
い
る
の
か
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
が
。

宮
脇
(
祥
)
決
ま
っ
た
柄
は
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
な
い
ね
。
五
十
点
は
あ

る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
。

宮
脇
(
恵
)
四
百
種
類
と
言
い
ま
し
て
も
、
吹
き
寄
せ
と
か
波
な
ど
の
よ

う
な
定
番
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
多
小
ノ
変
え
た
り

宮
脇
(
祥
)
全
部
コ
ロ
ッ
と
違
う
デ
ザ
イ
ン
ぱ
か
り
で
は
な
い
ん
で
す

ス
ス
キ
に
秋
莫
虫
が
い
る
と
か
。
そ
う
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
多
い
わ
け
で
は

な
い
ん
で
す
け
ど
。

廣
瀬
常
に
何
か
デ
ザ
イ
ン
を
探
し
て
。
い
つ
も
頭
の
中
に
お
あ
り
に
な

)し

つ
て
。

宮
脇
再
そ
れ
は
た
ま
た
ま
私
好
き
な
ん
で
す
。
い
い
な
と
思
う
柄
を

み
つ
け
る
と
切
り
抜
い
て
。
こ
の
柄
だ
か
ら
こ
の
形
の
扇
子
の
方
が
い
い

@

ψ
.

.
>
＼

ね
と
。
男
性
用
の
方
が
い
い
と
か
、
地
色
が
赤
い
方
、
白
い
方
が
い
い
と
か
。

廣
瀬
見
る
も
の
、
聞
く
も
の
扇
子
に
結
び
つ
く
わ
け
で
す
ね
。

宮
脇
愈
)
え
え
そ
う
で
す
。

廣
瀬
お
店
の
方
に
も
飾
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
だ
い
ぶ
以
前
に
結
婚
祝
い

に
投
扇
興
を
二
、
三
人
に
差
し
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
華
や
か
で

す
し
扇
や
か
ら
末
広
が
り
で
い
い
だ
ろ
う
と
。
実
際
に
、
遊
戯
と
し
て
遊

ぱ
れ
る
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

宮
脇
(
祥
)
最
近
多
い
ん
で
す
。
家
元
と
称
さ
れ
て
大
津
の
お
寺
に
流
派

が
あ
る
ん
で
す
。
大
体
、
ル
ー
ル
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
近
年
流
行
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。

宮
脇
意
)
テ
レ
ビ
で
二
度
ほ
ど
放
映
さ
れ
ま
し
た
か
ら
ど
ん
ど
ん
売
れ

ま
し
て
。
三
万
円
ほ
ど
し
ま
す
。
的
を
枕
と
い
う
ん
で
す
が
、
と
て
も
き

れ
い
で
、
ど
ん
ど
ん
柄
を
作
っ
て
い
ま
す
。
女
の
お
子
さ
ん
の
初
節
句
に

お
ば
あ
ち
ゃ
ま
が
贈
ら
れ
る
ん
で
す
。
特
に
、
お
正
月
な
ど
は
。
地
方
の

百
貨
店
で
大
会
が
あ
っ
て
、
喜
ば
れ
ま
す
。

廣
瀬
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
も

し
ろ
い
で
す
ね
。
い
い
も
の
を
持
ち
ま
す
と
大
事
に
し
よ
う
と
い
う
気
持

)し

ち
が
起
こ
り
ま
す
の
で
、
私
ど
も
で
も
自
然
に
も
の
の
値
打
ち
に
△
口
う
よ

う
に
な
っ
て
い
け
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
今
後
と
も
夏
に
な
り
ま
し
た

ら
、
毎
年
、
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
ら
あ
り
が

た
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
若
い
学
生
を
連
れ
て
、
時
々
お
店
の
品
々
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
こ
と
を
白
状
し
て
お
き
ま
す
。
本
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(
一
九
九
八
年
ご
一
月
二
日
「
宮
脇
賣
扇
庵
L
 
に
て
収
録
)
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