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雄
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・

・

渋
墨
博
士

河
一

上

略
}

伯
林
最
辺

の
生
活
費

・

…

.

・

法

學

士

汐

見

三

郎

附

録

・

・

…

本
誌
第
十

三
巻
総
目
録

・



中

世

都

市

の

嚢

達
〔五
)

、

三

浦

周

行

1

朝

鮮

の

三

開

港

場
-

中
世
の
郡
市
を
考

へ
る

に
は
、
…樹
明
貿
易
の
影
響
ε
共
に
、
叉
鋤
朝
鮮
外
交
及
び
貿
易
の
影
響
を
も
閑
却
し
て

は
な
ら
隙
。
封
朝
鮮

の
外
交
は
兎
も
角
、
貿
易
は
決
し
て
相
互
の
往
來
に
依

っ
て
行
は
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
往

く
も

の
は
我
國
民
ば
か
り
で
あ

っ
て
、
朝
鮮
は
居
乍
ら

こ
れ
を
待

っ
た
に
過
ぎ
な

い
。
而
か
も
朝
鮮
は
初
よ
り
毫

も

こ
れ
を
望
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
我
国
民
の
死
を
恐
れ
ざ
る
勇
氣
を
知

っ
て
、

こ
れ
を
拒
絶
す

る
の
危
険
を
慮

り
、
み
つ
か
ら
多
大
の
損
失
を
忽
ぴ
乍
ら

こ
れ
を
許
し
た
迄

で
あ
る
。
故

に
我
九
州
中
國
南
海
乃
至
畿
内
地
方
の

商
人
や
漁
民
等
は
蟻
の
廿
き
に
就
く
が
如
く
に
、
先
き
を
競
う
て
朝
鮮
に
渡
航
し
た
も

の
で
あ

っ
て
、
彼
等
は
當

勧
奨
本
國
ご
同

一
若
し
く
は
そ
れ
以
上
の
樂
天
地

ご
看
做
し
て
居
た
。
こ
れ
蓬
莱

に
、
是
等
の
地
方

に
於
け
る
我

都
市
は
亦
多
少
共
共
影
響
を
受
け
て
、
活
氣
を
呈
し
て
来
た
こ
巴
も
疑
を
容
れ
の
ε
こ
ろ
で
あ
る
。
朝
鮮

が
載
れ

に
併
合

さ
れ
だ
今
日
、
日
鮮
閲
に
於
て
、
極
め
て
密
接
な
る
關
係
を
有
し
π
朝
鮮

の
都
市
に
つ
い
て
考
慮
す
る
こ

ご
は
新
し
き
試
み
で
あ
る
ε
共
に
、
叉
有
意
義
の
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
漁
。

鎌
倉
時
代
に
、
高
麗
が
元
ε
聯
合
し
て
、
我
國
を
侵
し
て
よ
り
.
国
際
間
の
交
通
は
絶
え
だ
け
れ
こ
も
、
國
茂

論

叢

中
世
都
市
の
顎
連
(五
)
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十
三
巻
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六
號

三
七
)

入
一
九
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論

叢
.

中
世
郡
市
の
獲
逡
〔五
)

第
十
三
巻

(第
六
號

三
八
)

八
二
〇

の
交
通
は
漸
次
回
復
し
來
り
、
其
間
我
海
寇

の
横
行
も
真
跡
を
絶

つ
に
至
ら
な

か
っ
た
か
ら
、
北
朝
貞
治
⊥
ハ
年

に

高
麗
国
王
顎
が
其
臣
金
乙
を
使
ξ
し
て
國
書
を
贈
り
、
又
元
の
中
書
宥
の
書
を
傳

へ
て
其
禁
遏
を
求
め
て
来
た
。
當

塒
九
州
は
征
西
府
の
勢
圏
内

に
あ

っ
て
、
幕
府

の
力
が
及
ば
な
か
っ
た
の
で
、
北
朝
に
於
て
は
書
僻
の
無
燈
に
託

し
て
返
牒
を
與

へ
な
か

っ
た
捗
れ
ざ
も
、
幕
府

は
將
軍
義
詮

の
返
牒
ε
方
物
ご
を
贈
っ
て
使
を
還
し
た
ε
い
は
れ

る
。
開
白
二
條
[艮
基
が
、
牒
歌
の
無
禮
で
あ
る
矯
め
、
返
牒

の
な

い
場
合
に
、
将
軍
若

し
く
は
太
宰
府
の
返
牒
を

遣
し
た
先
例
の
有
無
に

つ
い
て
外
記
の
調
査
を
命
℃
た
の
は
、
幕
府
の
依
頼

に
依

っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
果
し
て

然
れ
ば
、
義
満

の
蜀
明
外
交
以
前
に
義
詮
の
欝
高
麗
外
交
が
盟
か
れ
セ
ε
い
へ
る
が
、
此
事
實
は
寧
ろ
疑
は
し
い

の
で
あ
っ
て
、
義
詮
は
彼
れ
の
方
物
に
射
し
て
返
禮
を
し
陀
け
れ
こ
も
、
返
牒
を
贈
ら
な
か

つ
花
ξ
い
ふ
方
が
當

の

.つ
て
居
や
う
ε
思

ふ
。

其
後
北
朝
永
和
元
年
に
、
高
麗
至
幸
縞
が
羅
興
儒
を
使
ε
し
て
我
海
寇
の
禁
遏

ご
通
信
の
開
始
ご
を
求
め
た
聴

に
も
、
將
軍
義
満
は
返
牒
を
與

へ
な

い
で
、
層
局
住
を
し
て
、
九
州
は
二
十
年
來
幕
命

に
從
は
諏
か
ら
、
同
地
方

の
頑
民
の
行
爲
に
つ
い
て
は
責
を
負
は
澱
が
、
逐
て
克
復
の
彼
某
取
締
を
し
ゃ
う
ご
の
意
味
を
、
書
面
を
以
て
答

へ
さ
せ
て
居
る
。
明
徳
三
年
に
叉
高
麗
の
使
畳
鎚
が
同
国
の
門
下
府

の
書
を
齎
ら
し
て
海
寇
の
取
締
を
求

め
た
特

に
は
、
九
州
も
漸
く
幕
府
の
勢
力
に
靡

い
て
来
た
か
ら
、
義
満
は
僑
中
津
を
し
て
、
九
州

の
守
臣
に
命
じ
て
賊
船
を

禁
遇
し
俘
虜
を
放
還
せ
し
め
て
必
ず
両
国
の
都
好
を
儚
む

べ
き
意
志
を
傳
.
へ
さ
せ
た
が
、
將
軍
自
身

は

「
我
国
將

1)後 愚昧記貞治 六年六 月二十 六 日條

2)太 干 記

.



む

臣
自
レ
古
無
二彊
外
通
関
之
事
↓
以
レ是
不
ン
克
三
直
答
二
乗
激

己
ε
い
っ
て
返
牒
を
贈
ら
ざ
る
理
由
を
明
示
し
て
居

る

の
を
見
て
も
、
先
き
に
義
詮
が
こ
れ
を
贈

っ
た
巴
す
る
記
録
を
否
認
す
る
に
足
り
ゃ
う
。

然
る
に
南
北

の
合
磯
も
目
出
度
成
立
し
て
、
諸
国
の
形
勢
も
亦
幕
府
の
爲
め
頗

る
有
利
に
展
開
さ
れ
陀
か
ら
、

慮
永
五
年

に
、
朝
鮮

の
大
使
朴
敦
之
の
周
防

に
来
た
時
に
は
、
義
満
は
こ
れ
に
向

っ
て
海
寇
を
殲
滅
す

べ
き
こ
ε

を
告
げ

て
、
朝
鮮

に
存
す
る
大
藏
脛
の
寄
贈
を
求
め
て
居
る
。
幕
府

ご
朝
鮮
ご
の
交
通
は
こ
れ
よ
b
開
け
て
、
彼

我
使
節

の
往
来
が
相
次
い
だ
が
、
そ
れ
は
主
ε
し
て
此
大
賊
纒
の
媒
介
.に
依

っ
た
ε
い
っ
て
も
誣
言
で
な
く
、
比

熱
大
に
其
野
明
外
交

ご
性
質
を
異
に
し
て
居

る
。
只
對
馬
の
宗
氏
を
始
め
ε
し
て
我
夫
小
名
其
他
商
人
漁
民
等

ビ

の
關
係
砿
お
の
つ
か
ら
別
問
題
で
あ
る
。

朝
鮮
は
地
形
上
、
對
馬

・
壼
岐
ε
接
近
し
て
居
る
か
ら
、
是
等
の
二
島
、
就
中
對
馬
ε
の
交
通
は
古
く
か
ら
頻

■
繁
で
あ

っ
た
。
同
國
は
耕
地
少
く
、
加
ふ
る
に
地
味
境
埆
で
あ
っ
て
、
島
民
を
養
ふ
に
足
ら

譲
か
ら
勢
ひ
漁
民
ε

し
て
、
朝
鮮
近
海
に
出
漁
し
真
魚
…撞
を
以
て
朝
鮮
の
米
ε
代

へ
、
叉
朝
鮮
の
尊
大
に
し
て
、
而
か
も
退
嬰
的
な
る

に
乗
じ
て
自
家
の
窮
状
を
訴

へ
、
毎
年
多
額
の
米
穀

の
寄
贈
を
受
け
、
若
し
く
は
暴
力
に
訴

へ
て
掠
奪
す
る
を
例

ピ
し
、
對
馬
の
守
護
陀
る
宗
氏
の
如
き
は
、
こ
れ
を
以
て
其
歳
計
を
立

つ
る
の
歌
態
で
あ

っ
π
。
朝
鮮
世
宗
の
初

既

に
慶
街
道
の
米
菓
を
…対
馬

に
運
ぶ
も
の
年
額
敷
高
鯨
石
ざ
い
は
れ
る
。
さ
れ
ば
朝
鮮

に
於
て
は
對
馬
を
以
て
其

厨
島
で
あ

っ
た
ε
い
ひ
、
東
國
輿
地
勝
覧
の
如
き
は
慶
街
道
の
馬
氈
に
載
せ
て
居
る
程
で
あ
る
。

論

叢

中
世
都
市
の
強
速
〔五
)
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三
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論
叢

中
世
奮

の
蓬

宝
)

第
+
三
巻

(第
六
號

四
。
)

八
二
二

由
来
慶
省

。
忠
清

。
全
羅
の
三
道
は
三
南
地
方
ε
稽
せ
ら
れ
、
地
秣
豊
饒

で
、
人
口
も
多
く
、
其
富
は
以
て
朝

鮮
杢
道
を
養

ふ
に
足
り
る
・し
い
は
れ
、
我
国
ε
も
最
も
近

い
か
ら
、
我
国
民
の
貿
易
の
利
を
望

ん
で
此
地
方
に
往

來
す

る
も
の
が

常
に
相
次

い
だ
の
で
あ
る
。

其
中

に
は
中
国
・南
海
・
西
海
・畿

内
地
方
の
守
護
大
名
乃
至
小
名
等

で
僅
少
の
土
宜
即
ち
国
産
を
齎
ら
し
て
多
額
の
報
酬
を
貪

る
贔
の
よ
き
も
の
が
多
く
、
中

に
は
海
賊
的
行
爲
を
敢

へ
て
し
た
所
謂
倭
寇
も
な

い
で
は
な
か

っ
た
。
而
か
も
宗
氏
は
未

だ
後
世
の
如
く
朝
鮮
貿
易
の
上
に
優

越
な
る
地

歩
を
占
め
て
居
な
か
っ
た
か
ら
、
、是
等
の
諸
国
も
皆
各
直
接
交
蓮
を
行

っ
て
居
た
の
℃
あ

る
が
、
朝
鮮
で
は
我
國

情
に
暗

か
つ
π
爲
め
、
對
馬
を
以
て
倭
寇
の
菓
憲
ご
誤
認
し
、
世
家
の
元
年
即
ち
我
慮
永
二
十
六
年

に
、
倭
寇
が

大
暑
し
て
遼
東
宇
島
を
侵
し
た
の
を
見

て
、
對
馬
が
空
虚

ε
な

っ
た
も

の
己
察
し
、
兵
を
遣

っ
て
こ
れ
を
伐
ち
駆

其
蝸
根
を
絶
π
ろ
ご
し
た

こ
ε
が
あ
る
コ

こ
れ
常
に
受
動

的
地
位
に
甘

ん
じ
て
居
た
朝
鮮

ε
し
て
は
異
常

の
出
家

事
で
あ

っ
た
が
、
案
外
手
張
き
抵
抗
一に
』遣
っ
て
一逐
に
敗
眼
}の
已
む
な
き
に
至

っ
π
。

ご
は
い

へ
此
攻
撃
は
朝
鮮

に

於
け
る
宗
氏

の
貿
易
に

一
時
期
を
叢
し
た
の
で
あ
る
。

常
時
我
国
民
は
未

だ
公
然
朝
鮮
…内
地

の
居
住
を
許
さ
れ
て
は
居
ら
す
、
對
馬
島
民
の
如
き
も
、
沿
海
の
諸
浦
即

ち
港
避
に
寄
港
し
て
貿
易
を
螢
む
こ
ε
を
許
さ
れ
て
居
だ
に
過
ぎ
隙
。
而
か
も
太
宗
の
十
年

(我
慮
永
十
七
年
}
に

慶
街
道
に
居

る
邦
人
丈
で
も
二
千

に
達
し
た
こ
い
は
れ
る
か
ら
、
若
し
其
他
の
地
方
を
合

せ
た
な
ら
ば
相
當
の
多

数

に
上

つ
セ
こ
ご
＼
思
は
れ
る
。

9



」

最
初
南
鮮
地
方
の
沿
海
の
諸
港
潜
は
何

れ
も
我
便
船
や
漁
船
の
短
め
に
開
放
さ
れ
て
あ
っ
だ

や
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
も
朝
鮮
の
對
馬

へ
の
出
兵
以
来
、
其
取
締
が
頓
に
厳
し
く
な

っ
て
、
只
管
制
限
を
加

へ
る
に
傾

い
て
床
花
。

是
等

の
諸
浦
の
中
で
は
熊
川
の
齊
浦
(乃
而
浦
)
が
最
も
早
く
か
ら
開
け
て
記
録
に
も
屡
現
は
れ
て
居

る
。
世
崇
の

⊥
ハ
年

〔我
鷹
永
三
十

一
年
)
に
日
本
に
便

し

た
朝
鮮
の

日
本
回
魁
使
朴
安
臣
の
復
命

に
、
聡
馬
に
於
て
宗
氏
が

い

じ

戦
後
朝
鮮

の
島
民
に
封
ず
る
待
遇
を
薄
く
し
陀
不
卒
を
訴

へ
た
こ
ε
が
見

え
る
。
そ
れ
に
掻
れ
ば
宗
貞
盛
.の
先
代

貞
茂
の
塒
代
迄
は
魚
㈱

の
貿
易
の
斜
め
に
は
、
各
蒲

に
赴
く
を
許
可
さ
れ
て
居
陀
も
の
で
あ
る
が
、
今
は
開
港
場

の
海
以
外
は
こ
れ
を
許

さ
れ
な

い
。
叉
貞
茂
の
塒
迄
は
過
海
狸
ざ
構
し
て
、

一
箇
月
分
の
手
當
を
支
給
さ
れ
だ
も

の
で
あ
る
が
、
今
は
僅

に
十
日
分
を
支
給
す
る
に
止

る
ε
い
ふ
に
あ

っ
な
。
こ
れ
に
射
し
て
安
臣
は
貞
茂

の
時
に

は
、
誠
意
を
捧
げ
て
蹄
附
し
、
且
つ
極
力
海
賊
を
取
締

っ
た
か
ら
、
此
く
の
如
き
優
遇
を
與

へ
た
の
で
あ
る
が
、

今
は
島
民
を
伐

っ
て
ま
だ
間
も
な

い
事
で
は
あ
り
、
且

つ
彼
等
は
貿
易
に
託
し
て
各
浦

に
横
行
し
、
時
ε
し
て
は

掠
奪
を
行
ふ
こ
ε
も
あ
る
か
ら
、
み
つ
か
ら
招
く
も
の
で
あ
る
、
過
悔
種
は
国
王
嘱將
軍
)
の
使
鷲
も
、
諸
庭

(諸

国
の
大
小
名
)
の
使
船
も
同
様
で
あ

っ
て
、
宗
氏
の
そ
れ
に
限

っ
た
こ
ε
で
は
な
い
ε
反
駁
し
て
居

る
。
此
記
事

に

糠

っ
て
、
朝
鮮
が
戦
後
專
ら
緊
縮
方
針
を
取
っ
て
、
勤
島
に
謝
し
て
も
、熊
川
の
齊
浦
。東
葉
の
釜
山
浦
人
富
山
浦
)

女
を
貿
易
港

ε
し
て
許
可
し
た
こ
ε
が
解

る
の
で
あ
る
。

其
後
世
宗
の
八
布
(我
鷹
永
三
十
三
年
)
に
宗
氏

か
ら
其
商
船
が
、
以
よ
の
両
浦
以
外
慶
街
道
の
左
右
道
各
浦
に

論

叢

中
世
都
市
の
叢
達
(五
)

第
十
三
巻

〔第
六
號

四
一
)

八
二
三

促)李 氏實録
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論

叢

中
世
都
市
の
鰻
達
〔五
)

・

第
十
三
巻

(第
六
號

四
二
)

八
二
四

至

っ
て
任

意

に
貿

易
す

る
こ
ε
の
許

可
を
申
請
し

て
來

た
の
に
劃

し
て
、
朝
鮮

で
は
新

た

に
蔚
山

の
舗

浦
を
も
開

く

こ
と
を
許

し
た
。

こ
れ
を
三
浦

ε

い
ふ

の
で
あ

る
。

李

氏
賃
銀

の
交
に
、
「
到
泊

販
費

」

ご
あ
る

の
を
見

る
巴
、
・

我
商
船

が
商
品

を
持

っ
て
来
て
上
陸

し
、
店
舗

を
開

い
て
販

賀
す

る
こ
ε
を
許
し

π

の
で
あ
る
。
彼

等
は
貿
易

の

終

っ
た
後

に
は
鰯

國
す

べ
き

も
、
然

ら
ざ

る
間

は
自

然
滞

在
が

永
引

い
て
在
住

す

る
こ
ε

に
も
な

喝
の
で
あ

る
か

ら
、
此
三

所

に
於

て

…
種

の
居
留
地

が
實

現

さ
れ
だ

の

で
あ
る
(、
こ
れ

よ
り
後
朝

鮮

は
我
船
舶

で
三
浦
以
外

に
碇

舶

せ
ば
、
賊
船

を
以

て
論
じ
て

こ
れ

を
逮
捕
す

る
こ
ε

＼
し
た
。

こ

れ
を
以

て
何
等

の
制

限

の
な

か

つ
π
戦
前

に

比
す

れ
ば
、
宗

氏
の
不
満
を
買

っ
穴

こ

ε
で
あ

っ
た
ら

う
け
れ
こ
も

、
日
本

に
封

ず

る
貿
易
政
策

を
改

め
て
従
来

の
如

き
無
制

限

か
ら
漸

次
制
限

に
傾

い
て
來
た
朝
鮮

ε

し
て
は
、
こ
れ
す
ら

↓
種

の
恩
恵

で
あ

っ
π

に
相

違

な

い
。

常
時
貞
盛

は
叉
宗
氏
以
外

の
我
各
地

よ
り
す

る
便
船
や

商
船
に
は
皆
宗
氏

よ
り
路

引

(渡
航
冤
状

)を
閏

だ
す

こ
ご

ε
し

て
、
此
路
引

の
な

き
も

の
は
受

附
け

な

い
や

う
に

し
だ

い
ざ
申
出

で

た
が
、
下

に
説
く
が
如
一
此
後

い

つ
し

か
承

認

さ
れ
π
や
う
で

は
あ

る
け

れ
こ
も

、
是
時

は
未

だ
許
可

さ
れ
た
,ε
は
見

え
な

い
。
併

し
箕

島
馬

に
謝

し
て

は
友

引
を
出

し
朝
鮮

に
往
来
す

る
程

の
も

の
は
皆

こ
れ

を
所
持

せ
ね
ば
な
ら

諏
こ
ε
に
朝
鮮

の
諒

解

を
得

て
居

た

の
で
あ

る
。

劃
島

の
漁

武

に
聾

し
て
は
朝
鮮

は
三
開
港
場

の
海

に

限

っ
て
漁

業

を
な
す

を
許

し
て
居

た
が
、
真

盛

は
此

後
更

に
漁
場

ε
し

て
加
背

・仇
羅

の
岡
染

、
瓦
毛

・
西
生

の
両

浦

に
於

て
も
貿

易

ε
共

に
漁
業

を
行

ふ
こ
ご

に
つ
い
て

の



許
可
を
申
請
し
た
。
け
れ
.近
も
朝
鮮
は
既

に
許
し
た
三
浦
丈
で
充
分
で
あ
る
ε
い
っ
て
こ
れ
を
拒
継
し
て
居
る
。

朝
鮮

の
制
限
は
宗
氏
の
便
船
に
迄
及
ん
だ
。
推
察
の
二
十
年
(我
永
享
十
年
)
に
禮
曹
か
ら
真
盛

に
書
を
贈

っ
て

從
來
使
送
船
の
乗
組
員
に

一
定
の
員
数
が
な
く
、

一
艘
に
或
は
四
五
十
名
小
童
婦
女
を
も
載
せ
來

つ
た
の
は
弊
害

が
多

い
か
ら
、
自
今
中
船
に
二
十
名
、
小
船
に
十
五
名
を
定
員

ε
し
、
縦
ひ
こ
れ
以
よ
の
人
員
を
乗
せ
來

つ
セ
場

合
に
も
過
海
糧
を
給
せ
な

い
こ
ε
Σ
し
、
省
ほ
是
等

の
使
送
船
は
干
均
し
て
三
浦
に
分
泊

さ
せ
て

一
健

に
偏
す

る

を
禁
じ
た
。

こ
れ
は
猫
り
宗
民
の
使
送
船
ば
か
b
で
は
な
く
、
識
語
國
の
使
逡
船
や
商
船

(興
敗
船
)共
皆
同
様

で

あ

っ
π
け
れ
ご
も
、
是
等
の
諸
般
は
兎
角
齊
浦

に
ば

か
り
集
中
し
た
か
ら
、
朝
鮮
は
屡
冷
を
出
し
て
こ
れ
を
戒
飭

し
て
居

る
。

黙

る
に
世
宗
の
二
十

一
年
に
李
藝
は
封
島
に
至

っ
て
真
盛
ε
約
條
を
締
結
し
た
。
此
約
條
の
中
最
も
重
要
な

る

黙
は
宗
氏
の
交
引

が
な
き
も
の
を
朝
鮮

に
於
て
接
待

せ
諏
こ
ざ
に
な

っ
た

一
事
で
あ
ら
う
。
尤
も
此
事
は
敢
て
是

時

に
始

つ
た
澤
で
は
な
く
、
是
よ
り
先
き
朝
鮮
の
諒
解
を
得
て
居
た
け
れ
ご」
も
、
常
時
交
引
を
有
た
す
に
祭
る
も
の
、

が
、頗

る
多

か
っ
た
の
に
糊
し
て
、
朝
鮮
は
臼
後
堅
く

こ
れ
を
顧
行
ず
る
こ
ε
Σ
し
陀
迄
で
あ
る
。
こ
れ
ε
共

に
丈

引

の
獲
行
に
つ
い
て
の
全
責
任
を
宗
氏
に
負
は
せ
、
其
偶
造
に
謝
し
て
取
締
を
殿
に
せ
し
め
、
貞
盛
以
外

に
交
引

を
出
だ
す
こ
ご
を
禁
じ
た
。
こ
れ
皇
民
を
し
て
朝
鮮

の
交
通
貿
易
を
濁
占
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
但
日
本
国
王

た
る
將
軍
の
使
人
管
領
武
衛

(斯
波
氏
)
の
使
人
や
大
内

・
菊
池
等
の
従
来
朝
鮮

ご
永
く
交
通
し
て
特
殊
の
關
係
を

論

叢

中
世
都
市
の
爽
達
(五
)

第
†
三
巻

(第
六
號

四
三
)

八
二
五

.
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論

叢

中
世
都
市
の
嶺
達
(玉
)

第
†
三
巻

(第
六
號

四
四
)

八
二
六

有
す
る
も
の
に
封
し
て
は
こ
れ
が
除
外
例
を
設
け
た
こ
は
い
へ
、
大
鰐
制
限
の
方
針
に
傾

い
た
朝
鮮
は
宗
氏
に
此

特
権
を
與
ふ
る
ε
共
に
、
慶
街
蓮
観
察
彼
等
に
命
じ
て
宗
氏
の
丈
引
な
き
も
の
を
本
圃
に
還
さ
せ
て
其
方
針
の
徹

底
を
期
し
て
居
泥
。

既
約
條

に
は
其
他
使
送
船
聖
天
。中
・
小
・
小
々
の
四
種
に
分

っ
て
、
大
船
の
乗
組
人
は
四
+
名
、
中
.船
は
三
十

名
、
小
船
は
二
十
名
、
小
々
船
は
十
名
を
定
員
ε
し
、
定
員
以
外
の
も
の
に
は
、
手
當
を
給
せ
訟
こ
ご
や
、
我
商
.

人
の
東
中
に
沸
在
す

る
期
限
を
貨
物
の
多
少
に
依

っ
.て
多

き
は
ニ
グ
月
、
中
は

一
箇
月
%
小
は
二
十
日
ε
す
る
こ

ざ
等
を
も
規
定
し
て
居
る
。

是
よ
り
先
き
、
朝
鮮
は
外
交
上
の
交
渉
や
商
品
の
貿
易
の
儒
め
に
陸
路
上
京
す

る
も
の
が
多
く
、
甚

し
き
は

一

行
所
持

の
貨
物
二
三
百
駄
に
達
す

る
も
の
が
あ

っ
て
、
こ
れ
が
薦

め
通
路
に
當

つ
た
繹
路
は
其
送
迎
に
逐
は
れ
て

疲
弊
を
來
す
の
み
寡
ら
す
、
上
京
後
は
公
の
貿
易
終

っ
て
吏
に
私
に
貿
易
を
行

ふ
を
許
さ
れ
る
薦
め
、
三
四
月
も

滞
在
す

る
か
ら
東
中
の
各

司
に
於
て
も
接
待

の
弊
に
堪

へ
な
か
っ
た
。
故

に
是
等
の
上
京
者
に
向

っ
て
も
制
限
を

加

へ
る
に
傾
い
た
。
朝
鮮
の
見

る
ピ
こ
ろ
で
は
、
商
人
が
外
國
に
永
住
す

る
は
古
今
未
だ
聞

か
組
ざ
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
世
宗
の
十
六
年
(我
永
享
⊥
ハ
年
)
宗
氏

に
向

っ
て
彼
等
の
貿
易
を
終
了
.し
だ
も
の
は
直
に
本
鬮
に
躁
還
さ

せ
、
若
し
永
く
居
留
す
る
な
ら
ば
.

一
定
の
租
税
を
牧
め
て
国
用

に
充

て
る
し
こ
に
し
や
う
ε
交
渉
し
て
直
感

の

同
意
を
得
セ
か
ら
、
十
八
年
(我
永
享
八
年
)
に
、
南
朝
鮮
地
方
の
各
浦

に
居
留
し
て
居
た
も
の
は
、
す

べ
て
本
國



、

.

に
還
ら

せ
、
只
六
十
人
文
は
他
国

の
居
留
民
二
百
六
人
ε
共
に
、
當
入
の
志
望
を
容
れ
て
居
留
を
許
し
た
。
其
後

世
宗
の
二
十

一
年
(我
永
享
十

一
年
)十
月
に
は
、
我
商
人
の
銅
鐡
硫
黄
丹
木
等

の
商
品
を
舶
載
し
た
も

の
は
依
然

上
京
准
許
し
た
け
れ
こ
も
.
其
他
は
開
港
場
に
居
超
し
て
.
任
意

に
貿
易
を
行
は
せ
る
こ
ε
正
し
、
又
種
々
の
贈

與
及
び
人
民

の
送
迎

に
聞

す

る

請
求
其
他
不
急
の
事
に
つ
い
て
渡
鮮
し
た
も
の
は
明
年
正
月
以
降
上
京
を
許
さ

ず
、
こ

れ
亦
開
港
場
に
留
め
て
所
持
の
書
契
の
眞
偏
を
審
査
し
、
其
採
納
す

べ
き
は
採
納
す
る
こ
ε
＼
し
た
.

彼
等
の
入
京
を
許

さ
す
し
て
各
浦
に
居
ら
し
め
る
結
果
は
盆
開
港
場

の
繁
榮
を
促
す
こ
・し
＼
な
.つ
た
、
昏
浦
に

永
一
居
解
す
る
こ
ε
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
こ
も
、
其
蟹
行
は
頗

る
困
難
で
あ

っ
て
、

㎜
度
返
逡
し
て
も
亦
来

る
。
故

に
取
締
の
任

に
當

っ
て
居

っ
た
慶
横
道
観
察
使
の
如
き
も
、
却

て
邦
人
の
蹄

國
を
促
す
こ
ε
⑪
中
止
を
建

議
し
た
事
實
が
あ
る
。
其
理
由
は
、
倭
人
は
蹂
躙
を
命
ぜ
ら
れ
π
塒
、
既
に
温
海
粗
を
受
け
て
居

っ
て
、
其
上
に

撒
月
間
居
留
す

る
ε
も
「
其
滞
在
費
は
皆
自
辨

で
あ
る
か
ら
、
何
等

の
損
失
を
も
朝
鮮

に
與

へ
る
鐸
で
な
く
只
貿

易

の
利
聖
目
的
に
永
く
居
留
す
る
の
外
他
意
が
な
い
、
今
其
事
攣
を
生
す
る
を
恐
れ
、
彼
等
の
居
留
を
許

さ
す
し

て
、
其
蹄
國
を
迫
る
は
、
却

っ
て
朝
鮮

に
罰
す

る
彼
等
の
蹄
附
の
心
を
阻
む
も
の
で
あ
る
、
故
に
臼
後
留
浦

の
倭

人
に
黝
し
て
は
蹄
國
を
促
す

こ
ご
を
止

め
て
懐
絵
の
意
を
示
し
た
が
よ
か
ら
う
こ
い
ふ
の
で
あ

っ
だ
。
こ
れ
に
蜀

し
て
王
は
、
當

分
其
督
促
を
見
合
せ
る
や
う
に
ε
の
指
令
を
下
し
て
居
る
。
斯
る
軟
弱
の
態
度
で
、
我
.国
民
の
殺

到
を
防
止
す
る
こ
ご
の
困
難
は
當
然
の
事
で
あ
ら
う
。

論

叢

中
世
都
市
の
臓
達
(五
)

第
十
三
巻

(第
六
號

四
五
)

八
二
七

T

■



論

幽取

中
・世
都
由巾
の
鰻
達
〔五
)

第
十
一二
巻

(酋卯月ハ號

四
↓ハ)

八
二
八

次
に
開
港
場
附
近

の
海

上

に
限
ら

れ
だ
漁

業

の
和

ぎ
も
、
其
取
締

が
充

分
に
行

は

れ
な

か

っ
た
や
う

で
あ

る
。

の

世
宗
の
十
二
年
(我
永
享
十
二
年
)
五
月
宗
貞
盛
が
朝
鮮
の
倉
知
牛
櫃
院
事
高
持
宗

へ
の
直
話

に
擦

る
ε
蜀
島
島
民

は
其
耕
地

が
な

い
爲
め
.、
專
ら
漁
業
を
業
こ
し
て
居

た
の
で
あ
っ
て
、
毎
年
四
五
十
艘
乃
至
七
八
十
艘
が
内
朝
鮮

の
孤
草
島
に
出
漁
し
て
生
計
を
立
て
』
居

る
か
ら
、
再
三
其
許
可
を
謂
ふ
は
已
む
を
得

鍛
次
第
で
あ
を
、
彼
等
は

皆
島
に
居

っ
て
餓
死
す
る
よ
り
も
死
を
冒
し
て
孤
草
島

に
出
漁
す

る
が
よ
い
ε
考

へ
て
居
る
、
故
に
朝
鮮

の
邊
涛

に
於
て
其
取
締
を
嚴

に
せ
ら
る
玉
な
ら
ば
、
勢
ひ
互

に
殺
害
す

る
こ
ε
を
避
け
難

い
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
修
好

の
意
に
乖

っ
て
居

る
か
ら

芭
い
っ
て
、
此
孤
草
島
に
於
け

る
漁
業
の
許
可
を
請
求
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
彼
れ
は

叉
高
得
宗
が
三
浦

の
漁
業
を
許
し
た
上
に
、
更
に
孤
草
島
を
許
し
た
な
ら
ば
、
釣
魚

に
託
し
て
箕
島
に
居
留
し
邊

境
を
虜
捺
す
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
ε
の
疑
懼
に
濁
し
て
、
釣
魚
者
は
宗
氏
よ
り
必
ず
丈
引
を
授
興
す
る
か
ら
、

朝
鮮
に
於
て
其
有
無
を
調
査
し
、
丈
引
な
き
も
の
は
賊
を
以
て
論
じ
、
交
引
を
所
持

し
た
も
の
が
説
を
な
し
た
場

合

は
妻
孥
迄
誅
戮
さ
れ
て
も
宜
し
き
故
、
當
分

一
二
年

の
問
試
験
的
に
實
施
し
て
、
若
し
違
約
を
し
た
な
ら
ば
破

棄
さ
れ
て
苦
し
う
な

い
ざ
迄
申
出
で
N
居

る
。
こ
れ
に
擦
れ
ば
漁
業
地

ε
し
て
の
孤
草
島
に
關
す

る
交
渉
は
こ
れ

よ
b
以
前
か
ら
開
始
さ
れ
て
居
た
や
う
で
あ
る
け
れ
こ
も
李
氏
實
録
に
見
え
た
の
は
こ
れ
が
初
見

㍗
あ
る
。
同
書

に
は
叉
孤
草
島

の
位
置
に
つ
い
て
、

孤
草
島
在
二
塗
羅
道
南
海
中
↓
距
レ睦
三
十
蝕
里
、
累
代
閑
暇
未
レ
有
二居
民
↓
故
俵
入
講
レ
之
、

5)李 氏實
「

・



ε
見

え
て
居

る
。
朝
鮮

の
十
里

は
我

.一
里

で
あ

る
か
ら

、
一、二
十
鯨
里

は
三

里
飴

に
相
賞
す

る
。
塗
羅

道

の
南
海
中

に
は
今
孤
草
島

ε
構
ぐ

る
島
嶼

は

　
っ
も
な

い
。
朝
鮮

で
は
草

丈
生

へ
て
居

る
無

人
島

の
事
を
草
島

ε
い
っ
て
居

る
、
此

孤
草

島
も
居
民

が
な

い
ざ

い

へ
ば
、
無
人
島

で

あ

っ
た

に
相
違
な

い
。
孤
草
島

は
別

に
孤
草

二
島

ε
も
書

い
た
ε

こ
ろ
が
あ

る
か
ら
孤
島
草
島

の
二

つ
で
あ

っ
た

や
う
で

あ
る
。

孤
島
と

い
ふ
の

も
離

れ
島

の
意
で

あ

る
。

何
れ
此

二
島
は
互

に
接
近

し
て
あ

っ
た
も

の
で
あ
ら
う

。
私
は
先
年

来
賓

地

に
も
臨

み
記
録

に
も
徴

し
て
其
所
在

地

の
探
索

を
続

け

て
居

る
け

れ
ご
も
未

だ
獲
見

に
至
ら

な

い
の
で
あ

る
。

真
盛

の
要
求

が
醗

り

に
急

で
あ

っ
た
か
ら
、
朝

鮮
で

は

こ
れ
を
議

に
上

せ
た
。
初

め
大
臣

等

は
許
可

・不

許
可

の

二
説

に
分
れ
て
、
王
も
其
裁
決

に
躊
躇

し

た
が
、
二
十

三

年
(
我
嘉
吉

元
年
)
十

一
月

遂

に
許
可
す

る
に
決

し
弛
。

こ
れ
他

の
場

合
巴
同
じ

-＼

朝
鮮

の
軟

弱
な

る
態

度
を

示

す

一
例

で
あ
る
。
許
可

の
理
由

は
倭

人
釣
魚

の
請
求

は

其
至
情

か
ら
出

で

」
居

る
、
縦

ひ

こ
れ
を

許

さ
す

ε
も

、
潜

に
來
住

し
て
、
其
利
を
取

る
で
あ
ら
う

し
、
張
ひ

て

取
締

ら
ヶ

ε
す

れ
ば
、
争
端

を
生
ず

る
か
ら

、
寧

ろ

こ
れ
を
許

し
て
恩
を
施

し
た

上

に
定
約

を
定

め
て
往

來

に
制

限
を

加

へ
π
方
が
宜

し

い
ご

い
ふ
に
出

で
な
か

っ
た
。

依

っ
て
真

盛

の
申
出

で
に
任

せ

て
、
我
漁

船

に
は
其
船

の

大
小

を
分

っ
て
友
引

を
給

せ
し

め
、
互
濟

島
の
知

世
浦

は
倭
船

往
來

の
要
衝

に
當

っ
て
居

る
か
ら

、
そ

こ
に
智
勇

な
る
も
の
を
萬
戸

〔軍

人
)
ε
し
て
債

さ
、
我
漁
船

の
孤

草
島

に
行

か
う
ε
す

る
も

の
は
必
ず

こ

＼
に
来

て

}
定

の
.

視
を
納

め
さ
せ
る
、
交
引
も

な
く
穐
も
納

め
な
け

れ
ば

出
漁

を
許

さ
訟
こ
ε
に
し
ゃ
う

ご
い
ふ
の
で
あ

る
Q
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此
砥
草
両
島
の
釣
魚
密
約

の
要
黙
は
、
船
隻
の
大
中
小
及
び
其
乗
組
人
の
敷
を
明
白
に
記
入
し
た
友
引
を
察
氏

よ
り
受
取

っ
て
、
先
づ
憂
膚
道
の
互
濟
地
面
の
知
世
浦
に
到
り
、
改
め
て
同
地
に
駐
在
す
る
萬
戸

の
衣
引
を
受
け
、

、

孤
車
両
島
に
赴

い
て
漁
業
を
螢
み
蹄
路
更

し
知
世
浦
に
赴

い
て
、
先
き
に
授
か
っ
π
萬
戸
け
衣
引
を
還
し
、
船
税

を
納

め
て
出
帆
蹄
國
す

る
、
若
し
宗
氏
の
文
引
を
所
持

せ
す
し
て
釣
魚
し
把
も
の
は
、
兵
器
を
持

っ
て
來
た
り
、

一
定
の
場
所
以
外
横
行

し
π
も
の
ε
共
に
賊
船
の
例
に
依

つ
℃
逮
捕
す

る
ε
い
ふ
に
あ
っ
た
。
此
般
隻
の
大
小
を

冴

っ
は
船
挽
に
等
級
を
附
す

る
が
薦
め
で
あ

っ
て
、
大
船
は

一
般

に
つ
い
て
船
挽
魚
五
百
尾
、
中
船
は
四
百
尾
、

小
船
は
三
百
尾
を
敗
め
さ
せ
だ
の
で
あ
る
が
、
其
翌
年
貞
盛
の
申
請

に
依

っ
て
、
大
船
は
　二
百
、
中
船
は
二
百
五

十
、
小
船

は
二
百
に
滅
定
さ
れ
泥
。

世
宗
の
二
十
五
年

〔我
嘉
吉
三
年
)
の
春

に
及

ん
で
、
.宗
貞
盛
ε
の
間
に
約
係

の
改
訂
が
行
は

出
た
。
此
約
條
は

レ

ラ

癸
亥
約
條
ε
稠
す
る
も

の
で
、

}
衆
民
に
向

っ
て
は
年
々
米
豆
共
に
二
百
石
を
支
給
す

べ
き
こ
ε
、
二
崇
氏
よ
b

〔

(

振
遣
す

べ、
き
使
送
船
は
.年
に
五
十
隻
を
限
り
、
若
し
已
む
を
得
す
し
て
報
告
す
る
こ
ご
が
あ
れ
ば
、
此
制
限
以
外

に
特
迭
船
を
許
ぐ

こ
ε
の
二
箇
條
が
共
主
な
る
改
訂
で
あ

っ
た
.、
是
迄
は
船
の
乗
組
入
を
制
限
す
る
に
止
ま

っ
て

縢繍

居
た
が
、
是
に
至

っ
て
船
敷

に
制
限
を
加

へ
る
こ
ε
、
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
朝
鮮
が
圭
ε
し
て
累
氏
の
使
逡
船

.誌郊

の
敷
が
竿
灯
増
加
し
て
上
京
者
も
多
く
、
其
前
年
の
如
き
は
使
送
離
宮
飴
艘

の
多
き
に
及
ん
だ
の
を
見
て
、
逡
の

通

朝
鮮

も
接
待
の
煩
し
き
に
堪

へ
な
く
准
っ
だ
か
も
制
限
.を
加

へ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
朝
鮮
が
連
歳
不
作
の

㊦

●



矯
め
・
沿
道
の
貯
葉

手
薄
に
な

つ
π
の
が
近
因
で
あ

っ
た
ら
し

㌦

・
れ
ば
此
約
條
の
憾

莞

畢

・
は
早

く
も
こ
れ
を
理
由
ざ
し
て
三
十
隻
に
限
り
乗
組
人
の
上
原
を
許
す
も
、
残
b

の
二
十
隻
は
三
浦
に
留

っ
て
貿
易
す

る
こ
ε
.》
定
め
、
乗
組
人
の
如
き
も
大
船
に
は
四
十
人

・
中
船
に
は
三
十
人

.
小
船

に
は
二
十
人
を
限

っ
て
口
糧

を
支
給
す
る
例
で
あ

っ
だ
の
を
、
各
五
人
を
減
す
る
こ
ε

、
し
、
留
浦
人
の
給
料
の
如
き
も
、
新

に
日
限
を
定
め

て
上
京
を
許
す

べ
き
三
十
隻
の
看
守
人
は
五
十
日
を
限
り
、
他
は
三
十
日
を
隈

っ
て
口
糧
を
支
給
し
、
過
海
糧
も

亦
五
日
を
限

っ
て
支
給
す

る
こ
ε
に
し
た
い
ε
申
込
み
、
猶
ほ
孤
草
島

に
於
け
る
釣
魚
者

の
約
條
も

い
つ
し
か
弛

ん
で
、
知
世
浦
の
萬
月
掛
ら
丈
引
を
受
け
も
せ
ね
ば
無
視
を
納
め
る
も
の
も
な
く
な

っ
て
雄
花
か
ら
、
朝
鮮
は
前

約
磐

を
我
れ
這

っ
て
・
違
犯
す
る
あ

醸

撃

以
・
論
ず
・
畠

込
ん
で
居
・
げ

盛
・
其
釜

に
一
子

隻

を
加

へ
ら

れ

ん
こ
ε
を
望

ん
だ
け
れ
ざ
・も

、
朝
鮮

は
こ

れ
を
拒
絶

し
た
。

併

し
乍
略
真
盛
,の
外

に
も

、
宗
彦

七

に
は
.毎
年
七
隻
の
他
逡
般
を
許
し
、
.同
じ
一
盛
家
盛

弘
に
各
四
隻
を
許
し
て
居

る
。

宗
氏

の
外

に
は
彼

れ
の
日
本

国
王

ご
構

し
淀
將
軍

よ
う

の
使
臣

己
、
其
組
先

が
百
済
國

の
温
酢

王

の
後

で
あ

る

ぎ
稽
す

る
大
内
氏

の
使

途
船

ε
に
謝

し
て
は
、
・特

に
前
例

に
依

っ
て
制

限
を
置

か
な

か

つ
π
。
其

他

の
我
諸

国
よ

り
す

る
商
鷲

の
乗
組
人

の
敷

ε
其

給
料

・し
は
對
馬

の

そ
れ

に
准

じ
た
の
で
み

る
。
是
等

の
我
国

よ
り
す

る
使
臣

の

一
行

や
貿
易
商

は
漁
民

ε
共

に
、
少

か
ら
ず

三
浦

に

入
り
込

ん
で
来

た

か
ら

、
三
浦

の
繁

昌
も

一
こ
入
で
あ

っ
た

ら
う

ε
思
は

れ
る
o

-
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論

叢

中
世
都
市
の
登
達
(五
)
.

第
+
三
巻

(第
六
號

、五
〇
)

入
三
二

さ
れ
ば
朝
鮮

の
君
臣
は
其
事
端
を
生
せ
ん
こ
己
を
恐
れ
て
、
幾
度
.か
本
國
に
還
さ
ん
こ
ε
を
試
み
、
其
目
的
を

達

せ
な

い
迄
も
、
常

に
消
極
的
禁
止
方
針
を
執
り
來

つ
た
が
、
宗
氏
及
び
其
居
留
民
等
は
こ
れ
を
喜
ば
な

い
爲
め
、

陰

に
陽

に
其
實
施
に
反
謝
し
妨
害
し
た
結
果
、
中
宗
の
五
年
〔我
永
正
七
年
〕
に
終
に
衝
突
を
来
し
て
、
齊
浦
を
始

め
=
置
綿
に
於
け
る
我
居
留
民
の
暴
…動

ご
な
り
、

一
時
↓二
浦

に
於
け

る
彼
等
の
跡
を
絶

つ
た
。
然
る
に
茸
(後
幕
府

の

調
停
に
依

っ
て
、
同
七
年

(我
永
正
九
年
)所
謂
壬
申
の
約
條
が
成
立
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。
此
約
條
に
於
て
は
、

朝
鮮

の
宗
氏
に
支
給
す

べ
き
米
豆
の
年
額
が
百
石
に
牟
減
さ
れ
、
宗
氏
の
朝
鮮

に
遣
す
船
も
二
十
五
隻

に
孚
減
さ

れ
、
内
大
船
九
隻
.中
船
八
隻

.小
船
八
隻
で
あ
る
が
、
各
般
の
船
員
は
前
約
條
ε
同

一
気
あ
る
。
ヌ
宗
氏
の
特
蓬

船
を
摩
し
て
、
必
要

が
あ
れ
ば
歳
遣
船
に
付
し
て
報
告
す

る
こ
ε

＼
し
、受
圖
書

・受
職
人
等
は
調
査
の
上
改
め
て

圖
書
を
給
す

る
こ
ε
に
改
め
だ
こ
ε
な
ご
、
宗
氏
が
前
約
條
の
既
得
擢
を
剥
奪
さ
れ
て
居

る
の
は
鯨
儀

な
い
次
第

ざ
謂
は
ね
ば
な
ら

鳳
。
特

に
宗
氏

に
取

っ
て
も
、
將
だ
我
国
に
取

っ
て
も
甚
し
き
打
撃
ε
も
い
ふ

べ
き
こ
ご
は
、

の

朝
鮮
が
此
機
會
を
以
て
三
浦
を
閉
鎖
し
た
こ
巴
で
あ
ら
う
。
其
後
藩
浦

に
倭
館
を
設
け
、
遂
に
文
金
山
浦
に
移
し

た
。
こ
れ
よ
り
後
釜
山
浦
は
朝
鮮
が
我
国
に
許
し
π
唯

↓
の
開
港
場
ε
し
て
疫

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

今
是
等

の
開
港
場
に
如
何
ば
か
り
の
我
居
留
民
が
居
た
か
を
調

べ
て
見
る
に
常
時
の
居
留
民
の
性
質
・し
し
て
、

特
代
に
依

っ
て
も
、
時
期

に
依

っ
て
も
、
異
動
は
見
れ
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
が
、
世
宗
の
十
⊥
ハ
年

(
我
永
享
⊥
ハ

年
)
八
月
に
　齊
浦
の
萬
戸
南
友
艮
の
調
査
に
は
、
「
甲
長
年
以
後
家
居
之
敷
、
男
婦
共
三
百
が
十
許
」
ε
見
え
る
。

李 氏實録 中崇七年八月辛西條に牧む る接待節 目 ε通交館 志 εを参政す、混交館

志 に是時釜山1こ倭舘 な置 くごあ ろば誤 りで ある

"
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甲
長
年
ε
は
世
宗
の
六
年
即
ち
我
慮
永
三
十

一
年
に
當

っ
て
居
る
。
十
八
年

(
我
永
享
八
年
)
に
は
齊
浦
に
二
百

五
十
三
人
、
櫨
浦
に
九
十
六
人
釜
山
浦

に
二
十
九
人
屑
だ
の
を
.
朝
鮮
で
.一
悪

～
本
図
に
還
す
こ
ご

、
し
π
が
、

崇
真
盛
管
下
の
人
民
で
最
も
久
し
く
三
浦

に
居
る
も
の
六
十
人
ε
其
他
の
引
緩

き
居
留
を
望
む
も
の
二
百
六
人
ご

は
將
に
當
分
の
聞
こ
れ
を
許
す

こ
ド
】
、
し
た
こ
ご
前
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
此
調
査
に
撮
る
ε
、
三
浦

を
合
し

て
も
四
百
入
に
達

せ
な

い
し
、
そ
れ
す
ら
本
國
に
還
さ
れ
て
、
残
り
少
な

に
な
っ
た
筈
で
あ
る
け
れ
こ
も
.
一
下

年

(我
永
享
十
年
)
に
は
對
馬
島
民
の
往
來
す

る
も
の
が
多
く
、
春
夏
両
節
に
上
京
し
留
浦
す

る
倭
人
の
数
殆
ご

、
三

千
鉄
塔
に
至
る
.ご
實
録
に
見
え
、
彼
等
の
中
に
は
本
圃
か
ら
居
留
民
.を
た
よ
っ
て
寄
留
す
る
も
の
も
多

か
っ
た

や
う
で
あ
る
か
ら
、
此
取
締
も
例
の
有
名
無
實
ε
な

つ
π
の
で
あ
ら
う
。

前

に
擧
げ
た
三
浦

の
居
留
民
の
人
口
か
ら
考

へ
て
も
、
齊
浦
が
最
も
盛
ん
で
あ

っ
て
、
踵
浦
が
そ
れ
に
次
ぎ
、

釜
山
浦
最
も
振
は
な
か
っ
た
ε
見
え
る
。
朝
鮮
で
は
我
諸
国
の
僚
船
や
貿
易
船
の
三
浦

に
分
泊
す
る
や
う
に
命
令

を
出
だ
し
て
も

兎
角
齊
浦
に
の
み
集

っ
.て

混
雑
を

バ
か
し
た
や
う
で
あ

っ
た
の
は
、

北
港
の
開
港
が
最
も

古

く
、
加
ふ
る
に
當
聴
我
船
舶
に
取

っ
て
頗
る
有
利
で
め
っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
然
る
に
二
十
二
年

〔我
永
享
十
二
年
)

に
は
釜
山
浦

の
我
居
留
民
が
六

†
飴
戸
あ

っ
て
、
現
に
商
人
の
棄
て
貿
易
を
行
ふ
も
の
も
、
無
慮
六
千
飲
人
に
達

し
た
`
い
ふ
。
こ
れ
我
船
舶
が
此
港
を
便

ε
し
て
多
く
こ
Σ
に
碇
泊
す
る
に
至

っ
た
矯
め
で
朝
鮮
で
は
更

に
三
浦

易
泊
の
前
約
を
道
守
す

べ
き
こ
ご
を
我
れ
に
求
め
て
居

る
。
併
し
世
祖
の
四
年

に
は
三
浦
に
寓
居
す

る
邦
人
殆
ん

.
論

叢

中
世
都
市
の
毅
達
〔五
)

第
十
三
巻

(第
六
號

五
一)

八
三
三

噂

、

」



.

論

叢

中
世
都
市
の
登
奨

五
)

第
+
三
巻

(第
六
號

五
二
)

八
三
四

ご
七

八
百

ε
見

え

る
は
飴
程

の
減
少

を
示
す
も

の
で
あ

る
。

さ
う

か
蓬
思

う
ε
、
同
じ
王

の
十

一
年

(
我
女
正
元

年

)

に
巡
察
使
朴
元
亨

の
調

査

に
は
舞
浦

の
我
居
留

民

は
三
百
戸

で
、
人

口
千

二
百
欝

、
釜
山
消

は
百
十
戸

で
、

三
百
三
姦

人
睡
浦
は
三
十
六
戸
で
、
百
二
十
鯨
人
`
め
ら
は
れ
て
居
り
、
此
調
査

は
居
留
民
に
気
附
か
漁
や
う

秘
密
の
問

に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
口
は
或
は
多
少
不
正
確
を
免
れ
ま

い
が
、
戸
数
は
正
確
で
め
ら
う

ε
思
は
れ
る
。
然

6
に
海
東
諸
國
記

(
成
化
七
年
即
ち
成
宗
二
年
の
申
叔
舟
の
序

が
あ
る
)
に
は
蕗
浦
に
三
百
八

戸
、
千
七
百
二
十
二
人
、
釜
山
浦
に
六
十
七
戸
、
.三
百
二
十
三
人
、
盤
浦

に
三
十
六
戸
、
亘

二
十

一
人
の
戸
口
を

載
せ
て
居

る
が
、
成
宗
の
四
年
(
我
文
明
五
年
)
に
申
叔
舟
の
舞
浦
の
我
居
留
民
の
家
が
三
百
飴
、
釜
山
浦

の
八
十

醗
戸
が
焼
失
し
π
こ
ε
を
啓
し
て
居

る
の
を
見
る
ぜ
、
齊
浦

・
釜
山
浦
共
に
殆
ご
全
滅
し
た
も
の
ど
見

る
の
外
な

い
。
同
六
年
(我
立
明
七
年
)の
慶
街
道
観
察
使
の
報
告

は
更

に
詳

し
い
か
ら
其
全
文
の
實
録
に
見
え
π
儘
こ
れ
を

左
に
牧
め
る
こ
ε
㌧
す

る
。

・
三
浦
居
倭
戸
口
之
敷
、
釜
山
浦
元
戸
八
十
八
、
西
寺
三
、
人
口
三
百
五
十
、
内
肚
男

一
百
二
十
五
、
肚
女

一

百
三
十
二
、
老
男
六
、
老
女
八
、
弱
男
四
十
、
弱
女
三
十
四
、
肚
僧
五
、
藩
浦
元
戸
三
百
八
、
丙
寺
十

一
、

人
口

一
千
七
亘

二
+

一
、
内
批
男
六
百
七
、
肚
女
六
百
五
、
老
男
三
十
三
、
.老
女
十
九
、
弱
勢
.
首

三
十
四

弱
女

一
百
八
十
七
.
拙
僧
四
十

一
、
朋
僧
五
、
晦
浦
元
戸
三
十
四

西
寺

一
、
人
口

一
百
二
十

八
、
内
肚
男

四
十
二
、
肚
女
四
士

二
、
若
男
八
、
老
女
八
、
弱
勢
+
四
、
弱
女
十
二
、
老
僧

一
、

10)海 東諸 国 言巳

・



・
れ
を
九
年
前
世
祖
十

一
年
の
戸
口
調
査

ε
対
照
す
る
に
、
藩
浦
は
戸
敷
に
於

て
八
戸
を
増
す

`
共

に
人
ロ
で
も

五
百
許
を
増
し
て
居
り
、
釜
山
浦
は
戸
敷
に
於
イ
、
二
十
二
戸
を
減
じ
て
居
る
が
、
人
口
で
は
却

て
十
飴
人
を
増
し

て
居
り
、
睡
浦
は
戸
敷
に
於
て
二
戸
を
増
し
て
居

る
が
、
人
口
は
略
同
様
で
あ

っ
た
ら
し

い
。
又
四
年
前
の
海
東

諸
国
記
に
対
照
す
る
ご
、
齊
浦

は
戸
敷
は
同

一
で
あ
る
が
、
人
口
十
入
を
増
し
て
居
り
、
釜
山
浦
は
戸
敷
二
十

一

戸
、
入
口
二
十
七
人
を
増
し
て
居
り
、
晦
浦
は
戸
敷
二
戸
、
人
口
三
人
を
減
じ
て
居
る
。
然
る
に
同
八
年

(我
交

明
九
年
)
朝
鮮
か
ら
宗
貞
國
に
贈

っ
π
書
に
眠
、
齊
浦
三
直
八
戸
釜
山
浦
六
十
七
戸
塵
浦
三
十
六
戸
ξ
あ
っ
て
齊

浦
を
除
あ

外
・
釜
山
濫
は
二
+

一
.戸
を
減
じ
、
塵
捕
は
二
戸
を
増
し
て
居

る
。
其
後
+
二
年
(
我
文
明
+
三
$

.

李
績

の
上
疏

の
中
に
、
三
浦

の
我
居
留
民
が
四
百
十
戸
、
二
千
百
七
十
六
人
に
達
し
た
ご

い
っ
て
居
る
の
は
、
八

年
よ
り
戸
数

に
於
て

一
戸
を
減
じ
て
居

る
丈

で
あ
る
。
三
浦
に
於
け
る
戸
口
め
増
減

に
關
す

る
調
査
は
姑
く
こ
れ

に
止

め
て
、
次
ぎ
に
此
時
代
の
三
浦
が
如
何
だ
。
る
状
況

に
あ
っ
陀
か
を
考
察
し
て
見
や
う
。

當
時
の
釜
山
浦

が
釜
山
鎭
の
東
南

の
海
に
近
き
海
岸

の
低
地
に
あ
っ
た
外

に
は
、
　齊
浦
も
睡
浦

(倭
壇
串

の
名

が
遺

っ
て
居

る
)
も
皆
今
の
遺
蹟

に
め

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
三
浦
を
通
じ
て
、
其
地
勢

は
海
に
面
し
、
叉
は
こ

れ
に
近
き
河
岸
の
船
舶

の
碇
泊

に
便
利
な
港
で
且

つ
附
近
の
高
地

に
依

っ
て
、
自
然
に
陸
上
の
交
通
を
遮
断
さ
れ

柁
ε
こ
ろ
の
至
っ
て
挾
隆
な
.ろ
地
面
で
あ
る
。

、

噛二
浦
に
は
そ
れ
～
～
我
居
留
民
の
居
住
匠
域
が
定
め
ら
れ
て
居

っ
て
こ
れ
を
倭
舘
ε
い
っ
た
。
朝
鮮

で
は
糞
取

論

叢

中
世
都
市
の
登
達
〔五
)

第
十
三
巻

(第
六
號

五
三
)

八
三
五

L

咀



論

叢

中
世
都
市
の
験
達
〔五
)

第
十
三
巻

(第
六
號

五
四
)

八
三
六

締
の
爲
め
に
倭
舘
倭
幕
の
周
團
に
木
柵
を
設
け
た
上

に
外
園
を
設
け
西
ε
北

ε
に
二
門
を
作

っ
て
其
出
入
を
取
.締

・

つ
た
こ
ご
が
あ
る
。

こ
れ
は
主

こ
し
て
我
使
人
等

の
不
正
の
手
段
に
依

っ
て
、
過
櫓
縄
を
貪
る
を
防
ぐ

の
必
要
か

ら
で
あ
っ
た
が
、
猶
ほ
其
地
に
は
萬
戸
を
置
き
、
附
近
に
は
鎭
を
設
け
、
兵
を
置

い
て
、
水
陸
の
防
備
を
嚴
に
し
、

魔
術
道
観
察
使
の
下
に
邦
人
に
甥
す
る
警
戒
を
加

へ
っ
、
あ

っ
だ
。

居
留
地
に
は
死
者
を
埋
葬
し
叉
は
佛
事
を
修
す

べ
き
寺
院
の
あ

っ
た
こ
ε
想
像

に
難
く
な
い
が
、
海
東
諸
國
記

の
巻
頭
に
掲
げ
ら

れ
た
熊
川
興
浦
之
圖
に
は
我
居
留
地
の
北
か
ら
東

に
か
け
て
の
丘
上
ε
箆
し
き
こ
こ
ろ
に
當

っ

て
十

一
の
寺
庵
が
あ
り
、
京
葉
冨
山
浦
之
圏
に
も
居
留
地

の
西

か
ら
北
に
か
匠
て
二
つ
の
寺
庵
が
見
え
、
蔚
山
睡

浦
之
圖
に
は
寺
砒
が

一
つ
あ

っ
た
ε
記
さ
れ
る
。
こ
れ
を
前
に
引

い
だ
成
宗
六
年
の
調
査
ε
比
較
す

る
ご
、
蕗
浦

で
も
盤
浦
で
も
同
敷

で
あ
る
が
、
釜
山
浦
で
は

「
寺
を
増
し
て
居
る
。
而
し
て
蕗
浦
に
は
肚
傅
四
十

一
人
弱
僑
五
九

.

が
居
り
、
釜
山
浦

に
は
肚
僑
五
人
が
居
り
、
塵
浦

に
は
老
僧

一
人
の
居

つ
把
こ
ご
も
注
意
す

べ
き
『
あ

っ
て
、
是

條

護

何
れ
も
常
時
の
我
居
罠

の
信
仰
を
讐

、
彼
等
繕

駕

婁

を
與
ふ
・
眞

っ
て
力
の
あ
っ
た
も
の
で

張ガ

あ
ら
う
。
今
で
も
鋳
浦
.釜

山
浦

の
欝
蹟
殊
に
前
者
に
於
て
は
小
高
き
丘
を
幾
段

か
上
る
ご
、
卒
地
に
亘
石
の
露
出

二十

す

る
あ
た
り
に
そ

れ

か
ご
畳

し

き
こ
こ
ろ
が
遺

っ
て
居
.る
。

九十

併
し
乍
ら
奪

の
挾
撃

る
地
域
比

較
し
て
戸
・
の
敬
の
過
剰
は
寧
ろ
学

べ
き
程
で
あ

っ
て
、
其
最
も
廣

齢

き
蒲

で

へ
も
、
三
百
の
民
家
を
容
套

に
は
磐

に
窮
屈
で
あ
る
か
ら
、

一
朝
火
を
失
す
れ
ば
、
全
滅

の
厄

叫



を
免

れ
な
か

っ
た

の
も

、
常
総

で
あ
ら
う
。
申

叔
舟

の

凡
倭
家
形
如

二
土
室

↓
.塗

以
レ
土
、
盛
以
レ
茨

、
錐

レ
火
二
財
産

「無
レ傷

、
但

土
狭

人
稠

、
其
家

鱗

比
、

以
至
一一延

焼

唖

窪

い
つ
て
居

る
の
は
、
能

く
此
間

の
酒
息

を
傳

ふ

る
も

の
で
あ

っ
て
、
當
年

の
我
居
留
民

の
瓶
態
を
知

る

べ
き

貴
重

の
資
料

た

る
こ
ご
を
失

は

阻
。

三

浦

に
於

け

る
我
居
留
民

の
中

に
は
朝
鮮

人

よ
り

田
地

を
買

ひ
入
れ
て
耕
作

し
て
居

疋
も

の
が
あ

っ
た
。
彼
等

は

こ
れ

に
謝

し
て
租

税

の
負
据

を
免

れ

て
居

た
も

の

ε
見

え
て
、
朝
鮮

で
は
妊

民
が
其
所
有

田
地

を
我

居
留
民

の

名
義

に
改

め
て
脱
視
を
圖

る
も

の
Σ
出

で
ん

こ
ご
を

恐

れ
、
是

等

の
居

留
民
所
有

の
田
地

に
も
租
税
を
課

せ

ん
ご

の
議

も
あ

っ
た
が
、
三
浦

の
地

が
編
小

で
、
租

税
の

牧
人
も
多

く
な

い
か
ら

、
縦

ひ

こ
れ
を
課
す

る
も

、
國

に
盆

が
な

い
の
み
な
ら
す

、
多
年
免
租

の
特
典

に
浴

し
来

っ
た
田
地

に
劃

し
て
遽

か
に
租
税
を
徴
す

れ
ば
壕
を

生
す

る

で

あ
ら
う

ε

の
説

で
、
當

分
牧
税
を

見
合

せ
る

こ
ご
に
決

し
だ
。

こ
》
に
も
朝
鮮

の
軟
弱

な
る
態

度
は
遺
賊
な

く

現
れ

て
居

る
が
、

我
居

留
民
は

お
蔭

で
内
的

に
も
外
的

に
も

故
國

に
居

る
ご
同
じ

き
、
否

そ
れ
以

上
に
生
活

の
安

定
を
得

る
こ
ε
が
出
来
た

で
あ
.ら
う
。

論

叢

中
世
都
市
の
騒
達
(五
)

第
十
三
巻

(第
六
號

五
五
)

入
三
七

12)李 氏實錬 成崇 二年 十二月己亥條
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