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晴

代

_こ
お
け

る
遭

業

資

本

に
つ

rj
て

㈲

■＼

漕
代
に
お
け
る
二
大
財
閥
と
し
て
山
西
の
票
商
と
共
に
揚
州
の
塩
商

が
あ
げ
ら
れ
る
｡
揚
州
の
塩
商
は
准
南
塩
を
運
搬
駿
膏
す
る
商
人
で
あ

る
が
'
之
の
外
'
長
蔑
･山
賀
･河
棄

･
南
新

･
両
建

･
蘭
贋

･
雲
南

･

四
批

･
快
甘

･
東
三
省
な
ど
の
塩
場
に
も
夫
々
塩
商
が
ゐ
た
こ
と
は
S

ふ
ま
で
も
な
い
｡
併
し
'
国
家
の
財
政
上
占
め
る
准
南
塩
'
従
っ
て
叉

揚
州
塩
商
の
地
位
は
断
然
他
の
塩
商
の
追
随
を
許
さ
ぬ
も

の
が
あ
.つ

た
｡
大
鰐
'
清
代
を
通
じ
て
'
塩
の
革
質
益
金
は
全
歳
入
の
約
四
分
の

①

一
を
占
め
て
ゐ
た
｡
そ
の
中
'
港
南
塩

(准
北
塩
は
僅
少
)
は
約
四
割

⑨

を
占
め
て
ゐ
る
｡
こ
の
塩
利
の
鮎
か
ら
も
揚
州
塩
商
の
勢
力
が
想
像
せ

ら
れ
る
で
あ
ら
う
｡
従
っ
て
清
代
の
盛
業
資
本
に
関
し
て
は
'
揚
州
塩

商
が
重
要
窒

息
義
を
も
つ
.
た
だ
JV
こ
で
断
っ
て
お
き
た
い
こ
と
は
'
●

塩
薬
は
こ
れ
を
生
産

･
運
搬

･
放
資
の
三
つ
の
方
南
に
分
類
せ
ら
れ
る

富

が
'
中
国
の
塩
業
に
あ
い
て
最
も
多
大
の
資
本
を
要
す
る
も
の
は
運
搬

富

.9

蓬
鏑
を
い
か
に
行
ふ
か
と
い
ふ
こ
と
が
･
塩
政
の
最
豊

変

改
や
心
間
琴
で
あ
.る
O
と
こ
ろ
で
･
運
搬
は
大
別
す
る
と
商
運
と
官
造

と
に
分
れ
る
｡
清
代
官
蓮
は
贋
酉
省
な
ど
の
如
く
'
連
取
に
あ
ゎ
'
商

人
が
坂
道
を
好
ま
ぬ
地
方
'
成
仏
は
'
傾
令
'
従
卒
は
商
連
が
行
は
れ

て
ゐ
て
も
'
商
人
の
没
落
乃
登
は
資
本
の
枯
渇
に
よ
っ
て
､
商
人
が
行

違
を
停
止
七
た
地
方
に
は
'
己
む
を
得
ず
'
政
府
は
人
民
に
食
塩
を
供
-

給
す
る
た
め
に
官
蓬
を
行
は
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
塩
政
が
崩
嬢
)
た

清
朝
の
中
期
以
後
に
お
い
て
､
唯
北

･
山
東

･
養
護

･
河
南

･
贋
乗
な

ど
の
各
地
の
一
部
に
あ
い
て
､.
官
運
が
施
行
せ
ら
れ
た
こ
と
は
注
意
を

要
す
る
.
併
し
'
清
朝
を
通
じ
'
夏

そ
の
全
地
域
に
あ
い
て
は
､
主
と

し
て
商
連
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
本
稿
で
は
塩
業
資
本

の
う
ち
主
と
し
て
駿
蓬
に
従
事
す
る
塩
商
'
特
に
揚
州
数
滴
を
中
心

に
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記

し
て
'
譜
代
塩
菓
資
本
の
形
態
'
奨
遠
に
つ
S
て
考
察
を
加
■へ
て
見

警

擁
す
る
者
は
多
数
に
存
し
誓

い
-荒

麺

こ
れ
ら
の
揚
州
塩
商

は
明
末
'
清
初
'
殊
に
漕
初
に
お
い
て
流
寓
し
た
者
が
多
い
RJ
う
で
あ

〆

二

揚
州
塩
商
に
つ
い
て
は
蕃
暦
揚
州
府
志
の
序
文
に
港
南
の
状
況
を
述

べ
て

｢
土
著
は
湛
寓
に
較
べ
て
二
十
の

1
な
り
｣
と
あ
る
や
う
に
'
本

地
の
者
は
極
め
て
僅
か
で
'
そ
e
r大
部
分
は
他
省
流
寓
の
者
を
以
て
占

め
ら
れ
て
ゐ
る
｡
今
'
光
緒
繭
准
塩
達
意
の
列
俺
の
中
か
ら
揚
州
塩
商

出
身
地
を
調
べ
て
見
る
と
'
明
の
茅
靖
年
間
か
ら
清
の
乾
隆
年
間
ま
で

の
に
揚
洲
に
移
住
し
た
者
が
約
八
十
名
ば
か
り
記
さ
れ
て
.ゐ
る
｡
そ
の

身
う
ち
､
安
徽
省
の
徴
州
出
身
者
が
六
十
名
近
く
あ
ゎ
'
山
西
.
陳
西

出
者
各
約
十
名
'
そ
の
他
が
若
干
名
あ
る
｡
こ
れ
以
て
を
見
て
も
揚
州

境
商
は
主
と
し
て
安
徴

･
山
西

･
快
西
の
三
省
､
殊
に
徽
州
出
身
者
を

以
て
占
め
ら
れ
て
ゐ
た
ご
と
が
わ
か
る
｡
数
に
お
S
て
磯
州
出
身
者
が

絶
封
多
数
を
占
め
て
ゐ
た
の
み
な
ら
ず
'
そ
の
有
す
る
資
本
に
お
い
て

も
'
断
然
他
を
塵

し
て
ゐ
た
ら
し

い
｡
徴
州
出
身
の
黄
.･
程

･
江

｣

①

方

･
呉

･
江
氏
等
は
最
も
有
力
な
塩
商
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
｡
在
廷

▲

嘩

(字
は
令
聞
)
の
如
き
'
乾
隆
時
代
､
富
千
茜
を
以
て
計
わ
'
そ
の

豪
勢
き

て
天
下
に
聞
貴

も
の
で
あ
麺

乾
隆
時
代
に
は
･
雷
管

る
が
'
そ
の
起
原
は
明
の
天
順
㌧
成
化
の
項
'
更
に

な
ら
ば
'
明
初
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
出
乗
る
や
う
で
韻

許
さ
れ
る

1
慣
明
代
の
初
期
に
患
い
て
は
'
封
蒙
古
関
係
か
ら
多
数
の
軍
隊
が

北
連
に
駐
屯
し
て
ゐ
た
｡
そ
の
軍
牧
'
軍
需
品
を
調
達
す
る
た
め
に
開

中
津
が
行
は
れ
た
｡
即
ち
'
塩
商
人
を
し
て
達
境
に
根
革
を
納
入
せ
し

め
'ノ
そ
の
代
償
と
し
て
倉
紗
を
塩
商
に
給
す
る
｡
塩
商
は
そ
れ
を
塩
遅

司
'
提
拳
司
に
持
参
L
t
嘘
引
と
允
換
L
t
塩
場
灯
行
い
て
塩
を
受
領

し
､
行
塩
地
方
に
坂
道
し
た
｡
即
ち
'
塩
滴
は
北
達
に
て
倉
妙
を
え
な
,

け
れ
ば
塩
引
を
受
領
出
釆
庭
た
め
'
大
資
本
を
有
す
る
境
南
は
､
概
ね

北
盛
に
お
い
て
遊
民
を
招
い
て
屯
田
を
行
払
'
そ
の
収
穫
を
以
て
開
中

の
用
に
充
て
た
｡
こ
れ
.が
い
は
ゆ
る
商
屯
で
あ
る
O.

㌔

と
こ
ろ
普

天
順

･
成
化
の
頃
に
は
'
蒙
古
関
係

が
や
や
小
康
を

得
'
北
盛
の
開
拓
が
よ
く
行
は
れ
'
穀
債
は
下
落
し
て
従
乗
の
塩
糧
交

換
の
比
率
で
開
中
を
行
ふ
こ

と
は
'
政
㈲
に
と
､つ
て
は
頗

る
不
利
と
な

っ
た
の
で
'
天
順

･
成
化
に
か
け
て
'
北
蓮
で
は
納
糧
閲
中
が
漸
次
納

銀
開
中
に
移
行
し
っ
つ
あ
っ
た
｡
然
る
に
.
遠
方
に
寿
げ
る
納
銀
開
中

は
塩
商
の
思
惑
か
ら
囲
滑
に
行
は
れ
や
'
儲
中
本
乗
の
償
命
を
遷
す
る
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こ
と
が
出
奔
な
い
た
め
'
寧
ろ
'
境
蓬
司
'
捷
拳
司
に
お
い
て
納
銀
開

中
を
行
ふ
√に
如
か
ず
と
い
ふ
議
論
が
盛
に
な

っ
た
｡
叉

一
方
で
は
､
成

化
年
間
転
'
勢
要
の
塩
引
奏
討
'
或
仏
は
占
中
賓
寓

が
甚
だ
し
く
恵

む
'
北
蓮
に
寿
げ
る
塩
商
の
戦
中
が
著
し
く
困
難
に
な
り
'
且
つ
報
申

後
も
守
支
す
る
こ
と
久
し
く
'
商
塩
が
著
し
く
壁
滞
し
て
舜
た
の
で
'

達
に
蓮
司
納
銀
開
中
の
制
が
'
成
化
の
末
年
に
は
己
に
成
立
し
'
弘
治

に
入
っ
て
愈

々
確
立
し
た
｡
こ
れ
が
美
浜
の
納
銀
中
塩
津
と
稗
せ
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
｡

か
-
て
'
こ
れ
ま
で
北
逮
人
中
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
ゐ
た
商
屯

は
.
そ
の
存
在
慣
値
が
少
く
な
り
'
有
力
な
塩
商
は
'
概
ね
資
本
を
携

′

へ

て最
も
有
利
な
塩
場
の
所
在
地
.
推
断
に
内
従
し
た
?
こ
れ
が
い
は

ゆ
る
内
商
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
'
主
と
し
て
塩
の
故
買
を
行
っ
た
一｡

清
代
の
場
商
が
こ
れ
灯
嘗
る
0
円
商
は
故
買
し
た
塩
を
水
商
に
棒
質
す

･
る
｡
水
商
は
こ
れ
を
江
酉
'
湖
贋
に
搬
違
し
て
販
賛
し
た
｡
水
商
の
う

.:I:
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tl,.I
:...,'''5...''..1'':
.
J.I.
I...I.1..
帆
.:I.:.I.1''..I
I.:I.I:I::..I-:I.:'-''.'
･.i:''..''.?'M.I.::
,::･..

で
あ
っ
た
こ
と
は
い
ぶ
ま
で
も
な
い
｡
iJ
れ
に
封
し
て
北
蓮
に
留
ま
ゎ

紋
章
を
納
入
し
た
者
が
蓮
商
と
稀
せ
ら
れ
る
｡
威
化
よ
り
弘
治
に
か
け

oJ

て
'
大
資
本
を
擁
す
る
塩
商
の
大
部
分
が
北
連
よ
ゆ
推
断
に
居
を
移
し

た
の
で
'
塩
商
の
活
動
の
中
心
は
北
連
を
去
っ
て
推
断
に
移
っ
た
.
臥

治
末
年
の
胡
世
寧
の
簡
適
十
策
略
に
､｢
今
山
陳
の
富
民
に
し
て
多
く
中

盤
を
な
す
も
の
'
后

を
推
断
に
徒
L
t
連
塞
空
虚
た
ゎ
｣
と

小

へ
る

は
'
最
も
こ
の
間
の
事
情
を
侍

へ
て
ゐ
る
.
叉
そ
の
例
題
は
光
緒
雨
粒

塩
津
志
に
幾
多
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
｡

こ
.の
内
商
は
そ
の
後
'
飴
塩
の
買
補
に
よ
っ
て
益

々
菱
展

を
速
げ

た
.

一
時
小
康
を
え
で
み
た
蒙
古
関
係
は
'
嘉
靖
に
入
り
て
再
び
険
悪

に
な
る
と
'
政
府
で
は
増
大
し
た
軍
費
を
調
達
す
る
た
め
に
多
量
の
飴

･
塩
を
商
塩
化
し
た
｡
併
し
'
達
商
は
資
本
少
く
開
中
に
投
箪
す
る
こ
と

が
精

1
杯
で
､
正
塩
に
.B
赦
し
'
或
弘
は
倍
す
る
量
の
飴
塩
を
買
ふ
こ

と
は
到
底
蘭
舜
ぬ
.
称
庵
多
量
の
塩
の
単
数
の
た
め
'
引
塩
を
水
商
に

要
り
渡
す
ま
で
'
長
い
間
ま
た
さ
れ
る
の
で
'
蓬
商
は
達
に
塩
引
を
円

"

商
に
購
債
で
樽
要
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
.

一
方
'
宗
靖
の
初
年
以
舜
'
急
を
告
げ
た
封
蒙
古
関
係
は
'
俺
答
汗

の
優
麗
が
加
は
る
に
及
ん
で
益

々
緊
迫
L
t
.政
府
は
膨
膜
す
る
軍
費
調
.

蓮
に
苦
心
し
た
結
果
'
エ
本
塩
を
別
に
竜
戸
よ
り
故
買
し
て
嵐
利
の
増

大
を
計
ら
ん
と
し
た
O

そ
の
後
､
エ
本
塩
を
贋
止
し
た
後
も
'
多
量
の

塩
が
放
出
さ
れ
た
矯
め
.忙
'
稜
塩
の
壁
潤
は
解
消
せ
ず
'
内
商
は
数
年

ま
つ
も
批
駿
所
の
撃
験
を
え
す
､
速
に
遭
商
の
塩
引
を
特
質
し
な
く
な
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別

わ
'
通
商
は
溢

々
困
窮
し
た
O
そ
こ
で
政
府
で
は
北
蓮
の
開
中
を
園
滑

に
行
は
せ
る
た
め
に
'
蓮
商
に
河
塩
の
聾
験
を
許
可
し
た
O
河
塩
と
は

堆
塩
に
封
す
る
も
の
で
あ
る
｡
飴
塩
の
添
買
に
よ
っ
て
撃
費
が
連
れ
'

■

漁
安
'
揚
州
附
近
に
堆
置
し
て
饗
験
の
順
番
を
ま
つ
も
の
が
堆
塩
で
あ

り
'
塩
の
上
堆
庖
行
は
す
'
順
番
を
持
た
す
し
て
舟
行
の
ま
ま
蓮
塩
河

を
箇
通
し
て
批
験
所
に
赴
く
塩
が
河
塩
で
あ
る
｡
然
る
に
､
河
塩
が
行

は
れ
始
め
る
や
'
そ
の
有
利
な
る
を
見
て
'
逮
商
の
名
を
倍
わ
'
河
塩

の
撃
験
を
願
払
出
で
巨
利
を
博
す
る
者
が
出
現
し
た
｡
こ
れ
が
圃
戸
で
.

あ
ゎ
'
内
商
の
中
の
大
資
本
を
擁
す
る
者
で
あ
つ
た
｡
圏
戸
は

1
人

に

塩
の
翠
験
は
'
徒
ら
に
園
戸
を
し
て
巨
利
を
射
倖
せ
し
め
る
結
果
と
な

っ
た
の
で
あ
る
｡
先
に
述
べ
た
如
く
'
押
商
は
快
西

･
山
西

･
安
徽
三

省
'
特
に
磯
州
出
身
の
商
人
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
考

へ
る
と
'
圃
戸

は
特
に
微
洲
出
身
の
商
人
が
多
か
つ
た
も
の
と
息
は
れ
る
｡
徴
州
財
閥

は
こ
の
揚
州
に
お
い
て
駁
々
乎
と
し
て
登
展
た
の
で
あ
る
.
幕
暦
時
代

に
入
る
や
t
､浦
洲
蒙
古
に
封
す
る
軍
駒
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
'
日
本
と

も
事
を
横
へ
る
に
至
わ
'
軍
需
費
は
益
々
か
さ
み
'
そ
れ
を
塩
利
に
求

あ
よ
を
止
し
て
増
引
を
行
つ
潅
｡
又
両
港
に
は
税
贋
が
設
け
ら
れ
.'
官

官
魯
保
が
こ
れ
に
任
ぜ
ら
れ
､
.浮
引

(塩
の
支
給
放
き
空
引
)
を
牽
行

し
た
た
め
に
､
塩
引
は
氾
濫
し
て
塩
政
は
崩
塩
し
た
｡
か
か
る
械
骨
に

乗
じ
て
固
戸
は
益
々
購
債
を
以
士
塩
引
を
買
占
め
た
.

こ
の
塩
引
の
滞
積
を
疏
通
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
､た
も
の
が
'
蓑
世

坂
の
い
は
ゆ
る
綱
汝
で
あ
る
O
即
ち
'
寓
暦
四
十
五
年
､
葛
引
を
十
綱

に
分
ち
'
毎
年
嘗
引

一
綱
'
新
引
丸
鋼
を
鋪
道
L
t
十
ヶ
年
計
葦
を
以

て
滞
積
引
を
全
部
鏑
達
し
よ
う
と
し
た
.
最
初
､
裳
世
坂
は
堅
戸
の
奥

書
を
充
分
承
知
し
て
ゐ
た
の
で
'
こ

れ
を
除
外
し
ょ
う
と
し
た
が
'
国

戸
の
外
'
資
本
を
有
す
る
塩
商
が
ゐ
な
い
O
巳
む
を
得
ず
'
堅

戸
に
塩

,,

蓬
の
濁
占
槽
を
輿

へ
た
O
即
ち
･.
綱
冊
を
印
刷
し

て
そ
の
花
名
を
載

別

せ
･
欝

等
の
衆
商
に
輿

へ
･
,笑

に
保
存
し
て
雲

与

る
O
栗

f

な
き
者
は
行
塩
の
資
格
が
な
い
O
か
く
て
網
商
は
塩
引
と
引
地
と
を
猫

占
L
t
こ
れ
を
子
孫
に
侍
へ
る
0
甘
し
寄
木
な
く
し
て
行
違
を
欲
す
る

＼ー

者
は
'
竃
商
に
多
額
の
権
利
金
を
納
働
て
塩
蓮
の
樺
利
を
租
借
'
若
し

く
は
買
放
し
恩
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
O
か
く
し
て
塩
蓮
は
全
く
綱
商

の
猫
占
企
業
と
化
し
'
塩
利
は
綱
商
に
猫
占
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
.
こ

の
綱
湊
は
明
か
ら
清
へ
王
朝
の
鼎
草
は
あ
つ
て
も
'
そ
の
ま
ま
噌
承
せ

′

㌔

ら
れ
'
綱
商
の
境
利
猫
占
は
乾
隆
朝
に
至
っ
て
最
高
潮
に
達
し
､
以
後

衰
運
把
向
つ

潅
け
れ
ど
も
､
傭
道
光
末
年
､
纂
法
が
港
南
に
行
は
れ
る
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ま
で
横
行
さ
れ
'
そ
の
盛
衰
は
揚
州
境
商
の
消
長
と
運
命
を
共
に
し
た

の
で
あ
る
｡
網
津
の
葦
魔
に
よ
っ
て
革
暦
末
'
積
潤
の
塩
引
は
鋪
道
せ

ら
れ
'
効
を
奏
し
た
が
'
そ
の
奥
書
は
間
も
な
く
表
面
化
L
t
造
光
末

ま
で
も
論
議
の
中
心
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

三

前
章
に
お
い
て
明
代
に
あ
げ
る
揚
州
塩
商
の
塩
業
の
猫
占
化
'
い
ひ

か
へ
る
と
揚
州
に
お
け
る
安
磯

･
挟
西

･
山
西
'
特
に
徴
州
財
閥
の
畿

展
の
経
過
を
略
述
し
た
′｡

徴
州
人
の
揚
州
移
住
は
'
清
朝
が
明
朝
に
代

っ
て
政
権
が
確
定
し
社
食
が
安
定
す
る
と
共
に
激
増
し
た
｡
党
に
引
用

し
た
光
緒
南
港
塩
湊
志
に
よ
る
と
'
流
寓
者
八
十
飴
名
中
'
順
冶

･
康

殿
中
に
'
そ
の
名
の
見
ゆ
る
者
三
十
飴
名
の
多
き
に
上
っ
て
ゐ
る
｡
揚

州
塩
商
の
経
済
的
基
盤
は
明
末
か
ら
清
初
に
か
け
て
'
特
に
清
初
に
お

い
て
大
鰐
確
立
さ
れ
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
｡
津
軍
が
南
征
し
た
時
'

徴
用
出
身
の
揚
州
境
商
注
文
徳
は
財
三
十
帯
金
を
出
し
て
軍
に
塙
し
､

①

宙
姓
を
深
さ
ざ
る
や
う
懇
請
し
て
ゐ
る
如
き
∵
塩
商
資
本
の
大
き
さ
を

想
像
せ
し
め
る
に
足
る
で
あ
ら
う
｡
康
照
乾
隆
帝
は
塩
商
を
優
遇
し
た

が
'
特
に
乾
隆
帝
の
如
き
､
金
川
両
次
.の
用
兵
､
西
域
の
蕩
平
'
伊
翠

の
屯
田
'
台
匪
の
平
定
な
ど
に
多
額
の
費
用
を
要
し
潅
の
で
'
鹿
商
綻ノ

②

報
救
銀
訂
絹
輸
せ
し
め
る
た
め
に
'
塩
商
に
盤
斤
の
加
斤
及
び
加
償
と

を
許
し
て
ゐ
態

報
数
銀
は
慧

年
間
に
始
蓄

･
碁
歴
の
初
警

で

に
推
断
遼
東
.各
席
の
絹
す
る
所
'
通
計
三
千
寓
を
下
ら
な
い
｡
爾
後
'

清
朝
の
滅
亡
す
る
ま
で
河
エ
'
賑
災
'
困
防
､
軍
需
等
あ
ら
ゆ
る
方
面

-

④

忙
塩
商
指
輪
の
額
は
勝
げ
て
算
ふ
べ
か
ら
ざ
る
性
ど
あ
る
.

乾
隆
帝
の
塩
商
を
遇
す
る
や
極
め
.て
厚
く

｢
塩
商
特
に
聖
主
の
知
を

-

･
逝
む
｡
或
ひ
は
召
封
せ
ら
れ
'
或
ひ
は
宴
を
賜
ふ
｡
賞
賛
優
厚
に
し
て

大
僚
に
擬
す
.

蓋
し
塩
商
際
過
の
隆
ん
な
る
｣
此

に
重
り
て
極
ま
れ

り
O

塩
商
賓
伊
の
弊
亦
此
よ
姦

し
｣
と
い
ふ
有
様
で
雪

鶴
首
時

の
塩
商
の
経
済
的
政
治
的
勢
力
を
最
も
端
的
に
表
明
し
て
ゐ
る
｡
揚
州

塩
商
は
清
朝
時
代
'
国
家
の
保
護
に
よ
っ
-て
平
和
の
櫨
績
と
共
に
隆
盛

の
極
致
に
達
し
た
の
で
あ
る
｡
例

へ
ば
'
そ
の
箪
力
に
つ
S
て
見
る

と
'
明
の
帯
唐
時
代
'
揚
州
境
商
に
つ
い
て
は
五
雑
狙
巻
四
に

｢
官
童

の
雄
を
碑
す
る
者
'
江
南
は
即
ち
新
安

(敏
州
)
を
推
す
｡
'江
北
は
即

ち
山
右
O

(山
西
)
新
安
の
大
貫
は
魚
塩
を
業
と
な
す
O
戴
頭
首
幕
に

室
る
者
あ
ゎ
｡
其
の
雪

三

十
茜
な
る
着
払
則
ち
中
質
の
み
O｣
と
あ
る

一一
如
く
'
貿
二
三
十
轟
も
あ
れ
ば
中
質
'
首
帯
あ
れ
ば
天
下
の
鮭
と
し
て

稀
せ
ら
れ
た
｡
然
る
に
乾
隆
時
代
に
な
る
と
貿
数
百
寓
な
る
者
比
火
と

し
て
あ
り
J
iW
千
雷

撃

計
る
者
畠

讐

て
ゐ
肇

徴
州
出
身
の
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も
豪
商
を
以
て
令
名
が
あ
り
'
賑
災
､
軍
需
'
河
工
に
際
L
t
直
ち
に

官
帯
の
指
輪
を
弊
じ
'
こ
れ
が
た
め
に
乾
隆
帝
の
知
遇
を
蒙
り
'
布
政

遠

の
衛
晶

竺

た
笠

で
あ
C
o

こ
れ
ら
の
事
例
に
よ
っ
て
乾
隆
時

代
に
お
け
る
揚
州
塩
商
の
資
本
の

1
斑
を
推
知
す
る
こ
と
が
出
奔
る
で

あ
ら
う
O.
こ
の
時
代
に
お
け
る
揚
州
の
絢
欄
た
る
拳
間
'
要
衝
'
文
革

の
畿
展
は
'
葦
に
こ
の
境
南
の
資
力
を
背
景
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で

⑨

あ
る
｡

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
問
題
は
'
綾
川
塩
商
の
経
営
形
態
で
あ
る
｡
山

西
商
人
の
企
業
形
態
が
倉
移
即
ち
合
資
に
あ
り
t
.こ
れ
が
そ
の
畿
巌
の

⑲

重
要
な
契
磯
を
な
し
て
ゐ
た
如
く
'
揚
州
に
お
け
る
塩
商
も
亦
合
賢
に

･
よ
っ
て
経
営
す
る
者
が
多
か
つ
た
や
う
で
あ
る
｡
こ
の
合
資
の
企
業
形

態
は
飴
程
古
く
か
ら
あ
っ
た
ら
し
く
'
明
清
時
代
に
は

1
殻
に
普
及
し

て
ゐ
た
｡
揚
州
書
妨
録
巻
十
二
に
徴
州
出
身
の
黄
氏
が
揚
州
に
寓
居

し
､
兄
弟
四
人
が
塩
舞
を
以
て
豪
を
超
し
､
四
元
賓
の
稀
が
あ
る
と
侍

へ

⑪

て
ゐ
る
が
t
.兄
弟
合
資
の
塩
業
経
営
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
ひ
な
い
｡

資

本
が
大
き
く
な
れ
ば
そ
れ
だ
け
畿
展
性
が
増
大
す
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で

も
な
い
O
揚
州
書
肪
録
に
は
徴
州
出
身

の
塩
帝
?
在
民
'
呉
氏
'
程

氏
'
徐
氏
'
江
氏
'
洪
氏
､
都
民
等
の
活
躍
の
有
棟
を
記
し
て
み
る

が
'
概
ね
多
数
の

一
族
が
共
に
敏
州
か
ら
揚
州
に
流
麗
し
て
ゐ
た
｡
揚

州
に
お
け
る
徴
州
出
身
の
塩
商
の
発
展
も
こ
の
合
資
の
形
態
に
負
ふ
所

が
大
で
あ
っ
た
や
う
で
ぁ
る
｡
こ
の
合
資
の
形
態
に
お
い
て
特
に
注
意

す
べ
き
は
官
僚
資
本
の
導
入
で
あ
る
O
近
世
に
患
い
て
は
官
僚
の
商
業

行
篤
は
禁
止
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
'
併
し
'
官
僚
は
何
ら
か
の
形
で
商
業

に
投
資
し
な
い
者
は
少
か
っ
た
や
う
で
あ
る
.
そ
の
最
も
手
近
か
恵
方

法
ほ
商
人
と
結
託
し
､
商
人
の
名
義
に
よ
つ
て
商
巣
を
替
ま
せ
る
こ
と

tJ
,I:I..:.::'i.
I..I...ll.I..=二

::'1=l''.::::
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⑬

と
な
っ
て
ゐ
･た
者
も
あ
っ
た
O

恐
ら
く
か
か
.る
関
係
が
生
す
れ
ば
'
中

央
官
僚
の
多
大
の
資
本
が
揚
州
塩
商
に
つ
ぎ
こ
ま
れ
て
ゐ
た
と
S
ふ
こ

と
も
あ
り
え
恵
S
こ
と
や
は
な
い
O
殊
に
近
世
の
塩
商
は
政
商
た

る

に
於
い
て
を
や
O
事
鷺
か
の
有
名
な
贋
正
朝
の
重
臣
'
年
葵
亮
の
如
き

⑭

も
塩
業
蒜

落
し
て
ゐ
た
し
､㌔

警

等
は
塩
商
と
賢

し
資
本
姦

EL供
し
て
運
塩
を
行
は
せ
て
ゐ
る
｡

官
僚
は
塩
商
に
よ
っ
て
利
潤
の
分
配

⑯

に
預
り
'
塩
商
は
官
僚
を
護､
符
と
な
す
こ
と
が
出
葬
る
｡
陶
激
が
官
僚

⑰

と
塩
商
と
の
密
接
な
関
係
を
禁
止
し
ょ
う
と
し
た

の
も
叙
上
の
事
鷺
を

物
語
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
｡
lと
も
あ
れ
'
塩
商
と
官
僚
と
･の
擾
手
娃
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換
州
嵐
商
の
企
業
を
益
々
順
調
に
尊
厳
せ
し
め
る
大
き
な
原
動
力
で
あ
＼

つ
た
こ
と
は
否
定
出
奔
な
い
O
こ
こ
か
ら
'
い
は
ゆ
る
近
世
に
お
け
る

官
僚
資
本
が
牽
展
し
た
こ
と
も
専
管
で
あ
ら
う
｡

~

併
し
な
が
ら
'
揚
州
塩
商
は
乾
隆
時
代
を
頂
鮎
と
し
て
次
第
に
衰
運

に
向
ひ
･
茅
慶
時
代
を
経
て
道
光
の
半
頃
に
至
る
と
大
半
取
落
し
て
塩

蓮
に
大
支
障
を
奔
し
こ
こ
に
陶
激
の
改
革
が
行
は
れ
る
に
至
っ
た
.
然

ら
ば
こ
の
塩
商
の
没
落
の
原
因
は
何
か
と
い
ふ
に
.
塩
商
白
身
の
豪
奮

①

な
生
活
'
つ
ま
ゎ
著
伊
も
そ
の
原
因
の

一
つ
で
あ
ち
ぅ
.

こ

の

こ
と

I
に
つ
い
て
は
文
章
を
改
め
て
諦
す
る
｡
政
府
'
官
吏
'
背
更
の
塩
商
に

封
す
る
限
急

き
雲

も
亦

一
つ
の
大
き
姦

因
で
は
あ
麺

文
案
慶

の
頃
か
ら
清
朝
の
綱
紀
が
弛
緩
し
'
客
魔
に
飯
乳
が
勃
畿
す
る
と
共
に

1.).:.;:.:t'.::,.,,.::I,=:I.;.:...I:::.::,;I..I.:
,.J'.:.I･:.:I:.二
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の
企
業
形
態
そ
の
も
の
の
う
ち
に
存
す
る
も
の
の
如
く
･P
あ
る
｡
揚
州

の
塩
商
は
'
陶
溝
が
塩
政
の
改
革
を
し
た
電
光
時
代
ま
で
網
即
ち

1
種

の
組
合
組
織
の
も
と
に
統
制
さ
れ
て
ゐ
た
O
賓
際
に
塩
の
運
搬
に
従
事

す
る
者
が
道
南
で
あ
る
が
'
こ
の
遅
商
が
散
商
と
輝
商
と
に
分
れ
る
｡

散
商
は
鰍
商
の
統
率
下
に
塩
の
蓬
澱
砿
常
る
｡

還
啓
中
の
有
力
軍

部

ち
多
数
の
塩
引
の
根
膚
を
所
有
せ
る
者
が
選
ば
れ
て
綿
商
に
な
る
｡
綿

商
は
嘗
際
に
は
蓮
塩
を
行
度

仏
か
つ
た
.露

商
に
は
十
二
名
の
小
紙
商

が
あ
り
･
東
に
そ
わ
上
に
四
大
綿
商
が
あ
っ
て
･
散
商
iJ塩
蓮
司
と
の

間
に
あ
っ
て
そ
の
折
衝
に
任
じ
'
散
商
＼の
行
塩
を
保
葦

す
る
0
散
帝
は

政
府
と
の
交
渉
に
直
接
荒

す
る
こ
と
･は
出
雲

か
つ
勉
O
鷺

の
最

も
重
要
な
任
務
は
魔
課
並
に
塩
務
衛
門
の
諸
経
費
を
隷
下
の
散
商
に
代

っ
て
立
替

へ
塩
蓬
司
に
納
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
然
る
後
'
綿
商
は

こ
れ
を
散
商
に
割
り
嘗
て
て
徹
放
す
る
o
こ
の
場
合
絶
商
の
散
商
に
勧

す
る
飽
く
な
き
搾
取
が
行
は
恥
'
.綿
商
は
蓮
塩
に
従
事
時
よ
わ
も
却
す

っ
て
･
そ
の
利
益
の
方
が
造
か
に
莫
大
で
あ
っ
誓

い
@空

文
練
商
は

⑤

多
く
は
藩
主
で
あ
る
｡
塩
引
の
樺
利
金
を
散
商
か
ら
徴
収
す
る
O
･

或
弘

は
叉
散
商
は
多
く
絶
商
か
ら
資
金
を
借
り
て
蓬
塩
に
従
っ
た
O
こ
の
債

主
が
蓋

と
解
せ
ら
れ
態

政
府
の
生
息
銀
も
雪

線
商
に
蹄
し
･
然

る
後
'
散
商
に
融
資
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
た
が
'
利
息
が

1
般

民
間
よ
少
も
比
較
的
安
か
っ
た
の
で
線
商
が
全
部
生
息
銀
を

一
旦
借
か

受
け
て
自
分
の
資
金
と
し
た
上
で
'
更
め
て
激
務
に
高
利
を
ぶ
て
貸
し

つ
げ
た
ら
し
い
｡

茅
慶
九
年
政
府
で
は
そ
の
弊
害
を
認
知
し
､
革
商
の

み
に
倍
貸
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
'

一
般
衆
商
に
公
平
に
融
資
す
る
や
う
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命
じ
て
ゐ
る
が
･
ど
こ
貴

賓
行
さ
れ
た
か
疑
は
し
や

と
も
あ
れ
.
蓬
商
が
資
本
を
擁
す
る
線
商
と
そ
の
蛮
金
を
借
り
て
運

塩
に
従
事
す
る
散
商
と
に
分
離
し
た
こ
と
が
散
商
の
資
金
調
達
に
囲
滑

を
快
く
こ
と
と
な
り
t
.こ
の
こ
と
が
運
塩
を
湛
滞
せ
し
め
塩
酸
を
崩
壊

せ
し
め
る
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
｡

絶
商
は
仝
Y
蓮
塩
を

行
は
す
'
金
融
資
本
豪
と
し
て
高
利
を
以
て
散
商

に
洛
本

を
貸
付
け

る
｡

利
潤
は
す
べ
て
牌
商
に
吸
収
せ
ら
れ
'
散
商
は
全
く
練
商
の
資
本

に
よ
っ
て
そ
の
支
配
下
に
隷
屡
す
る
.

1
方
線
商
は
配
合
の
秩
序
が
保

た
れ
塩
葉
風
が
景
況
を
皇
し
て
を
れ
ば
散
商
に
資
金
を
貸
付
け
る
が
'

離
合
が
次
第
に
混
乱
を
葬
し
不
安
に
な
っ
て
'
多
少
で
も
資
金
の
回
収

が
観
難
に
な
る
と
資
金
の
貸
付
け
を
噂
躍
す
る
0
滴
ひ
は
後
に
述
べ
る

や
う
に
揚
州
の
金
融
資
本
家
の
資
本
が

一
時
殆
ん
ど
皆
准
北
の
海
州
に

集
中
し
た
如
く
'
港
南
塩
よ
ゎ
も
更
に
有
利
な
融
資
企
業
が
あ
れ
ば
そ

ち
ら

へ
資
本
を
ま
は
し
て
し
′ま
ふ
の
で
'
蓬
商
の
遅
塩
は
益
々
困
難
に

な
ゎ
塩
政
を
崩
壊
せ
し
め
る
大
き
な
原
因
と
な
つ
挺
.

一
構
'
港
南
百
四
十
寓
引
の
塩
を
運
ぶ
に
は
二
千
数
百
帯
繭
の
資
金

を
要
す
る
が
'
嘗
際
運
搬
に
従
事
せ
る
遅
商
白
身
の
資
本
は
そ
の
四
分

の

蒜

等

ぎ
す
㌔

光
二
十
年
頃
･
揚
州
道
商
白
身
の
資
本
は
通
計

す
る
屋

か
覧

六
富

商
等

ぎ
庵

二
十
巷

頃
に
は

喜

市
爾

･に
及
ぼ
禁

つ
琶

還

れ
P
o
後
蛋

筆

墨

警

本
家
か
ら
倍

か
て
ゐ
た
.
そ
の
利
息
は
以
前
に
は
毎
月
]
繭
に
つ
き
六
馨
乃
至
八
密

⑳

で
あ
つ
た
が
'
後
に
は

一
分
五
馨
に
も
恵

.つ
た
O
文
運
商
は
鏡
餅
'
盛

⑬

荘
等
か
ら
も
資
金
を
借
り
で
ゐ
た
o

或
仏
は
楓
商
が
姿
本
を
投
下
し
て

＼

鏡
荘
'
鑓
錦
確
を
経
営
し
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
.

そ
の
他
､
境
南
の
運
営
資
金
に
は
政
府
の
帝
利
銀
が
多
量
に
導
入
さ

れ
て
ゐ
た
.
内
務
府
等
の
中
央
の
官
廃
は
も
と
よ
ゎ
'
地
方
官
廟
も
多
'

く
布
利
銀
を
強
制
的
に
塩
商
に
引
数
に
麿
じ
て
貸
付
け
利
息
を
計
っ
て

ゐ
た
O
南
港
で
は
乾
隆
年
間
よ
ゎ
道
溌
六
年
に
至
る
ま
で
毎
年
在
京
衛

門
及
び
外
豪
の
息
本
通
計
七
百
八
十
飴
革
爾
[

其
息
銀
は

1
割
七
十
入

幕
飴
雨
に
達
し
て
ゐ
た
O
と
こ
ろ
が
こ
の
本
銀
は
い
つ
し
か
塩
商
に
跨

固
さ
れ
て
回
放
出
釆
す
'
そ
の
利
息
は
爾
釆
後
を
噌
承
し
.た
塩
商
忙
割

I:1
1L,7.･ti,':i.:,::,:..::.:.:
,;.:;,I:.1(.::,-.:;1I..I..:.LMl,I;.:it:.:'','!;I.:A.:.''-I;.1::F':I:..'-?,:i:..;I;.I:i.,1.,;.h.1J.,,.3.I.'M,I.:'',::tTiI,.:;;:I,I,I-I.‥1I..t;:;

出
し
て
以
て
周
韓
の
帝
本
に
資
す
o
東
に
息
銀
を
取
る
O
之
を
衛
利
と

い
ふ
｡
年
に
或
ひ
は
百
数
十
幕
'
数
十
甚
'
十
数
寓
等
し
か
ら
ず
O
商

力
之
に
因
り
て
疲
乏
す
O

敵
性
､
河
東
猶

は
甚
だ
し
O
』
と
い
lっ
て

ゐ
る
｡

⑮

･
塩
蓮
に
は
普
通
三
倍
の
利
益
が
ぁ
る
と

い
は
れ
る
が
'
哉
下
資
本
が

･ - 58～
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全
部
回
収
さ
れ
る
ま
で
に
は
約
二
ヶ
年
を
要
す
る
｡
両
も
高
利
の
資
金

を
嘗

て
ゐ
る
か
ら
そ
の
利
潤
も
す
べ
て
債
主
に
搾
取
せ
ら
れ
S
･
両

も
資
金
の
枯
渇
か
ら
資
金
の
返
却
を
せ
ま
ら
れ
る
の
で
塩
商
は
己
む
な

⑰

く
蓬
塩
を
投
資
り
し
て
現
銀
を
入
手
し
ょ
う
と
す
る
｡
か
う
い
ふ
所
か

ら
嘉
慶
の
末
年
よ
り
塩
引
が
牽
滞
し
私
塩
が
政
属
し
て
官
塩
が
費
れ
す

資
金
の
回
牧
が
益
違

滞
J@
.
達
に
は
豊

が
豊

に
雷

と
鷺

は

愈
ゝ

資
金
に
枯
渇
し
て
釆
た
｡

蓮
商
の
投
下
資
本
の
回
収
不
能
に
は
銀
債
の
騰
貴
が
大
い
に
影
響
し

て
ゐ
る
｡
蓮
商
は
揚
州
か
ら
漠
口
も
し
く
は
江
西
の
南
昌
ま
で
塩
を
運

び
そ
こ
で
永
坂
に
膏
却
す
る
O
水
版
は
各
州
解
の
塩
店
錆
声
に
配
運

⑩

L
t
こ
こ
で

一
般
民
衆
に
小
安
さ
れ
る
O
塩
:Q
小
安
は
す
べ
て
鏡
建
セ

あ
る
｡
塩
店
錦
戸
は
銅
鏡
を
以
て
水
版
陀
塩
債
を
支
濁
っ
た
が
'
水
版

は
銅
鏡
を
璽

ま
義

詮

｡
れ
義

に
要

し
て
蓬
商
に
塩
債
と
し

て
支
錬
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
銀
債
が
高
く
な
る
と
水
版
は
ど
う
し
て
も
損

夷

を
免
れ
ぬ
｡
殊
に
水
版
が
鏡
餅
で
銅
鏡
を
銀
雨
に
両
替

へ
せ
ん
と
す

る
時
に
は
そ
の
足
も
と
を
見
す
か
さ
れ
て
法
外
な
値
段
で
銅
鏡
を
銀
爾

蒜

替

へ
さ
れ
毎

誓

姦

る
の
は
水
版
で
あ
る
が
･
儀

が
困
窮

す
れ
ば
塩
債
の
回
収
が
出
奔
ぬ
か
ら
蓬
商
も
亦
そ
の
.M
き
ぞ

へ
を
喰
は

怒
潜
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
道
南
の
没
落
は
文
雄
商
に
影
響
す
る
こ
と
は
い
ふ

ま
で
も
な
い
O
.&
う
い
ぶ
関
係
か
ら
茅
慶
末
年
か
ら
道
光
半
頃
ま
で
に

道
南
の
没
落
す
る
者
が
相
つ
ぎ
'
塩
政
は
崩
療
L
t
境
引
牽
滞
し
塩
課

は
減
少
し
た
｡

乾
隆
嘉
慶
の
頃
'
揚
州
の
蓮
商
は
数
百
家
あ
わ
'
資
本
の
大
な
る
者

等

蕃
･
最
も
少
き
者
も

1
･
二
百
警

解
せ
ら
れ
た
軸

莞

時
代

に
入
る
や
'
蓬
商
は
没
落
し
て
'
港
北
で
は
数
家
'
港
南

で
は
数

十

⑳

家
'
後
に
は
僅
か
､に
数
家
に
減
少
し
た
｡
姿
本
の
大
な
る
者
も
盲
高
に

及
ば
ず
三

三

十
要

る
者
は
十
飴
人
等

ぎ
#@
･
塩
引
に
つ
い
て

い
へ
ば
よ
く
四
､
五
幕
引
を
違
ぶ
者
も
多
く
な
く
'
数
十
稀
引
な
る
者

⑳

政
更
に
少
い
状
態
で
あ
っ
た
.

港
南
で
は
尉
折
美
'
許
豪
速
等
は
絡
寒

各
三

手

数
葦
の
塩
引
を
遅
鈍
し
て
ゐ
懐
豪
商
で
あ
る
が
'
塩
業
界
の

⑳

不
況
か
ら
'
達
に
道
光
十
六
年
に
没
落
し
て
ゐ
る
｡

か
や
う
に
蓬
塩
事
業
が
不
況
に
格
る
と
練
商
等
も
散
商
へ
め
融
資
を

蒼
埠

へ
る
の
で
資
金
は
益
々
枯
渇
し
て
金
詰
り
の
現
象
が
起
る
｡
こ
の

金
詰
り
が
道
に
塩
業
界
に
諸
種
の
影
響
を
輿

へ
る
O
蓮
商
が
塩
を
選
ば

な
く
な
る
と
場
商
の
塩
が
積
滞
す
る
｡
.
場
商
は
竃
戸
か
ら
塩
を
故
買
す

る
こ
と
を
停
止
す
る
｡
場
商
が
不
況
を
釆
す
の
み
な
ら
ず
'
篭
戸
も
生

活
に
困
窮
す
る
｡
そ
こ

で
篭
戸
場
商
が
多
量
の
塩
を
闇
に
流
す
o
こ
こ

か
ら
常
盤
が
天
下
に
横
行
し
て
官
塩
臥
全
く
要
れ
す
'
魔
菓
妊
萎
徴
沈

一 59-



60

′′

滞
し
て
崩
壊
の
極
に
達
麦

O

か
か
る
乱
象
違

北
で
は
莞

十
鴫

後
に
あ
ら
ほ
れ
た
｡
こ
こ
に
陶
激
の
港
北
塩
政
の
改
革
が
行
は
れ
た
｡

港
南
で
も
塩
酸
の
痛
と
も
稀
す
べ
き
絶
商
の
制
慶
を
贋
し
て
絶
商
の
搾

取
を
排
除
し
た
O
こ
の
絶
商
の
革
過
に
よ
っ
て
港
南
塩
政
は
や
や
蘇
生

●

し
た
が
'
根
本
的
改
革
は
侍
将
寒
に
瓢
待
せ
ら
れ
､
抜
本
塞
源
的
な
改

革
は
発
づ
道
光
十
二
年
.
港
北
塩
か
ら
音
施
せ
ら
れ
た
｡
こ
れ
が
い
は

ゆ
る
菓
湊
で
あ
る
.
票
決
の
模
本
精
神
は
網
淡
の
弊
害
と
い
は
れ
る
豪

商
の
塩
利
潤
占
を
排
除
し
て
塩
の
既
達
を

1
般
商
人
に
解
放
し
た
こ
士

で
あ
る
.
即
ち
綱
淡
拓
患
い
て
は
塩
引
と
引
地
と
は
竃
商
に
濁
占
さ

れ
'
こ
れ
が
子
孫
に
世
襲
せ
ら
れ
た
O
陶
激
は
薦
商
の
こ
れ
ら
の
特
樺

を
剥
奪
し
塩
引
を
駿
し
て
票
を
用
ひ
る
こ
と
に
し
た
｡
薬
は
い
か
な
る

者
も
塩
課
さ
へ
納
入
す
れ
ば
数
量
の
如
何
に
拘
ら
ず
交
付
さ
れ
､
塩
の

′

版
費
が
出
来
る
.
叉
塩
引
の
如
く
引
地
も
な
け
れ
ば
か
る

1
定
の
州
願

内
で
は
自
由
に
放
資
す
る
こ
と
が
出
葬
る
.
即
ち
従
乗
の
如
く
塩
販
膏

に
封
す
る
樺
利
金
も
不
要
で
あ
り
'
小
額
の
販
費
も
許
可
せ
ら
れ
で
偽

る
か
ら
'
小
資
本
の
商
人
も
塩
の
販
賓
が
出
奔
允
わ
け
で
あ
る
O
叉
菓

港
に
お
い
て
は
私
塩
の
取
締
り
を
厳
重
に
L
t
従
来
塩
商
を
食
ひ
物
に

し
て
ゐ
た
官
吏
'
背
吏
'
土
豪
､
劣
綿
の
需
索
を
厳
禁
し
諸
種
の
冗
費

を
軽
減
し
て
原
債
を
綻
寒
の
半
ば
に
切
下
げ
た
た
め
に
票
韓
は
賓
施
僅

⑳

か

一
年
に
し
て
大
成
功
を
収
め
た
｡
港
北
塩
場
に
は
多
数
の
慧
版
が
盆

集
L
t
額
引
二
十
九
寓
飴
引
に
封
し
毎
年
四
十
六
寓
飴
引
が
鏑
嘗
せ
ら

れ
t
､

道
光
十
八
年
の
頃
に
は
二
百
帯
雨
の
資
金
が
港
北
に
集
中
し
た
と

⑳

S
は
れ
る
O
か
か
る
景
況
に
乗
じ
て
金
-
蓬
塩
の
意
志
を
も
た
ず
し
て

塩
引
を
韓
費
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
所
謂
塩
引
ブ
ロ
ー
カ
ー
も
多
数

港
北
に
集
っ
て
来
た
O
陶
唐
は
か
く
て
は
叉
境
の
原
債
が
昂
騰
す
る
の

⑳

で
験
党
旗
を
始
め
た
｡
誓
際
に
遅
塩
す
る
資
本
を
有
す
る
か
香
か
を
検

一し
た
上
で
塩
引
を
交
付
し
た
｡
こ
れ
が
た
め
に
揚
州
の
金
融
資
本
家
の

銀
雨
が
多
数
港
北
に
流
動
し
'
道
光
二
十
年
の
頃
に
は
菓
塩
鮭
徴
鎖
積

場
債
約
百
帯
丙
に
勤
し
T

l
千
幕
丙
の
資
金
が
港
北
に
集
中
し
'
揚
州

で
は
銀
が
鉄
乏
し
て
銀
慣
騰
賓
し
高
利
を
以
て
し
て
も
侍
借
貸
の
方
法

が
な
く
揚
州
雷

は
警

資
金
準
に
憶
ん
だ
と
い
は
れ
麹

涯
北
萱

は
他
の
塩
場
の
塩
酸
崩
壊
を
よ
そ
め
に
髪
賊
が
港
北
に
侵
入
す
る
ま
で

～

盛
況
を
豊
し
た
｡

･
准
南
塩
.汝
は
陶
滑
の
改
革
が
終
ら
ぬ
う
ち
に
諾
光
十
九
年
'
陶
激
が

病
束
の
た
め
爾
江
綿
督
を
離
職
し
た
が
'
そ
の
儀
道
光
二
享

年
'
陸
路

漆
が
陶
樹
の
業
法
に
倣
払
港
南
に
業
法
を
鷺
施
し
た
｡
こ
れ
ま
た
僅
か

11
年
ば
か
り
に
し
て
大
成
功
を
収
め
､
滞
積
額
引
を
鏑
嘗
し
塩
課
も
五

⑳

百
飴
高
静
に
達
し
'
港
南
境
南
も
久
し
ぶ
り
に
活
濃
に
動
き
出
し
た
O

_ 60～



61

然
る
に
'
惜
し
い
哉
'
翌
威
撃
冗
年
に
は
髪
賊
の
乳
が
勃
馨
し
'
威
豊

三
年
に
は
江
寧
↓

揚
州
も
格
落
し
'
揚
州
の
塩
商
は
こ
れ
が
た
め
に
壊

滅
的
打
撃
を
被
少
'
以
後
港
南
行
塩
地
は
二
十
年
近
く
襲
賊
に
採
潤
せ

･ら
れ
､
塩
道
は
通
ぜ
ず
'
愈
ユ
逼
塞
し
て
再
び
往
年
の
繁
盛
を
と
わ
か

へ
す
こ
と
は
出
奔
な
か
っ
た
｡

威
竪
時
代
'
爾
准
行
塩
地
で
は
官
塩
は
至
ら
ず
'
殆
ん
ど
私
塩
に
の

み
依
存
し
て
ゐ
た
｡
捻
匪
'
髪
賊
等
も
す
べ
て
私
塩
を
販
遷
し
て
ゐ

鶴

政
府
で
も
か
か
る
管
状
嘉

何
と
も
す
る
能
は
ず
･
且
つ
髪
欝

伐
の
た
め
'
多
額
の
軍
需
費
を
要
し
た
.の
で
蓬
に
威
豊
三
年
五
月
に
は

湖
北
に
お
い
て
川
尊
等
の
私
塩
を
そ
の
ま
ま
み
と
め
'
塩
密
を
課
し
て

㊧

後
政
行
を
許
し
た
o

そ
の
後
'
湖
南
'
江
西
に
お
い
て
も
塩
菅
が
徴
収

⑳

.

せ
ら
れ
る
に
至
わ
'
小
峯
本
の
小
版
が
多
数
版
還
し
た
た
め
従
乗
の
塩

商
は
益
晶

窮
し
た
ら
し
い
.@
～PS
明
の
塩
商
も
揚
州
の
格
落
と
共
に
四

散
L
t
或
ひ
は
大
打
撃
を
被
れ
'
以

後
揚
子
江
の
挽
運
が
可
能
に
な
っ

て
も
あ
ま
ゎ
活
躍
を
見
な
い
.
湖
北
湖
南
に
は
盛
に
四
川
塩
が
侵
潅
し

て
ゐ
た
.
と
こ
ろ
が
威
豊
十
年
'
四
川
に
匪
徒
が
勃
馨
し
'
川
塩
が
湖

北
湖
南
に
釆
な
く
な
る
と
'
漢
口
で
は
巳
む
を
得
ず
'
楚
商
を
招
募
し

て
小
増

を
湊
集
L
t
海

南
塩
場
に
赴
い
て
塩
を
誓

せ
し
め
た
笠

で
あ
る
｡

1
方
'
港
南
塩
場
に
患
い
七
も
.
揚
州
が
格
落
し
た
た
め
'
成
豊
三

年
八
月
'
塩
蓬
司
を
塩
場
に
移
し
.
就
場
徴
課
法
を
鷺
施
し
.､
塩
課
打

徴
収
を
計
つ
鮎

･
江
路
が
通
じ
な
い
雷

･
塩
商
の
嘗
讐

る
者
が

な
く
'
塩
債
は
暴
落
し
竃
戸
は
生
活
に
窮
L
t
匪
鯵
と
な
る
も
の
も
生

⑳

じ

た
｡
そ
こ

で
政
府
で
は
最
早
豪
商
大
賢
ば
か
ゎ
に
よ
る
奴
茸
法
の
み

＼

に
は
頼
っ
て
居
ら
れ
な
い
｡
軍
需
費
の
港
繋
な
る
際
'
僅
少
な
る
塩
課

を
も
考
慮
に
入
れ
恵
げ
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
O
そ
こ
で
成
豊
五
年
正

月
'
税
銀
を
格
外
に
軽
減
し
'
引
費
を
易

へ
て
斤
膏
と
L
t
塩
課
の
銀

納
を
鐘
納
に
易
へ
て
小
坂
を
招
裸
し
場
塩
を
故
買
せ
し
め
て
境
課
の
徴

⑲

軒
を
計
る
と
共
に

1
方
で
は
窮
篭
を
数
値
せ
ん
と
し
た
｡
こ
れ
が
い
は

ゆ
る
設
廠
抽
税
法
で
あ
る
a
こ
こ
に
至
っ
て
塩
蓬
は
賓
に
零
細
な
る
笹

本
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
に
至
-
'
塩
場
近
連
に
の
み
販
費
せ
ら
れ
た
.

成
層
五
年
に
は
税
鎮
僅
か
に
八
韓
貫
二

ハ
年
に
は
二
幕
九
千
貫

七
年

⑪

春
季
に
は
た
だ
四
千
貫
を
報
解
し
た
に
す
ぎ
な
S
｡

こ
れ
を
以
て
し
て

も
い
か
に
零
細
な
る
協
業
資
本
の
塩
商
で
あ
っ
た
か
が
分
る
で
あ
ら

う
｡
か
か
る
塩
課
を
以
て
し
て
は
政
府
の
財
政
に
は
大
し
て
利
益
に
も

な
ら
ぬ
の
で
'
成
豊
七
年
十
月
'
小
板
の
賑
蓮
を
制
限
し
'
大
帝
の
招

律
に
政
府
の
方
針
が
撃
っ
た
｡
塩
増

上
納
に
も
票

の
怠

ら
ず
'

銀
納
を
も
許
し
て
大
帝
を
優
遇
し
た
｡

従
釆
'
銀
の
銀
に
封
す
る
債
が
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鎗

常
に
昂
進
し
て
あ
た
の
で
塩
商
は
塩
課
に
銀
を
納
入
す
る
こ
と
を
苦
痛

⑬

と
し
た
の
で
あ
る
が
'
こ
の
頃
は
英
韓
が
銅
鏡
を
上
海
で
放
質
し
た
た

め
鍵
の
銀
に
封
す
る
債
が
従
#
@
Q
約
二
倍
の
値
段
に
暴
騰
し
た
た
め
'

塩
課
の
銀
納
が
有
利
で
あ
っ
た
O
こ
の
政
策
が
か
な
り
効
を
奏
し
'
大

南
が
相
常
塩
運
に
投
資
し
た
こ
と
は
塩
課
増
大
の
上
か
ら
想
像
せ
ら
れ

る
O
威
豊
五
'
六
年
か
ら
七
年
六
月
柊
ま
で
に
塩
課
と
し
て
鎧
十
飴
高

貴
･
銀

一
幕
四
千
両
を
収
納
し
た

かに
封
し
･
七
年
七
月
か
ら
九
年
六

月
ま
で
浦
ニ
ケ
年
間
に
'
銀
五
十

一
帯
飴
爾
'
鑓
二
帯
七
千
二
百
飴
貫

を
収
め
て
ゐ
る
O
銀

一
雨
鐘
千
六
百
文
と
七
て
計
算
す
る
と
'
従
来
よ

⑮

わ
も
約
七
倍
の
塩
課
を
牧
待
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
O
併
し
'
湖
北
'

江
西
各
岸
共
に
未
だ
上
流
地
方
に
道
銀
す
る
こ
と
が
出
奔
す
'
塩
場
の

近
隣
で
零
要
し
た
の
で
錆
数
も
大
し
て
増
加
せ
ず
'
威
豊
十

一
年
頃
'

⑩

毎
年
の
奏
錆
税
課
は
二
十
飴
革
爾
前
後
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
を
道
光
時
代

の
塩
課
銀
五
'
六
百
高
取
に
比
べ
る
と
格
段
の
相
違
が
あ
ゎ
t
S
か
に

威
豊
時
代
の
塩
商
が
逼
塞
し
て
ゐ
た
か
が
想
像
せ
ら
れ
る
セ
あ
ら
う
.

同
治
時
代
に
入
っ
て
曾
囲
藩
は
業
法
に
綱
津
の
意
を
寓
L
t
菓
商
の

世
襲
化
露

わ
'
李
鴻
章
量

っ
て
樽
碩

慧

を
採
用
し
遠

雷

優
遇
し
て
塩
課
の
増
大
を
計
ら
ん
と
し
た
｡
こ
こ
に
至
っ
て
裏
法
は
亦

全
く
網
漁
化
し
た
｡
塩
政
は
威
豊
時
代
に
比
べ
る
と
飴
程
景
況
を
挽
回

L
k
o
塩
菓
Jの
盈
軌
に
伴
O
て
艶
南
に
卦
い
て
も
准
北
と
同
棲
に
塩
弘
ー

韓
膏
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
規
は
れ
た
の
で
'
験
萱
法
を
始
め
た
と
こ
ろ
'

塩
商
は
重
息
を
惜
し
ま
ず
'
笹
本
を
借
っ
た
わ
で
毎
月
.
上
海
の
銀
が

盛
に
漢
口
に
流
動
し
'
銀
路
が
壁
閉
L
t
そ
の
影
響
は
数
省
に
及
び
'

銀
詰
り
の
た
め
数
省
で
は
市
を
や
掛
る
に
至
つ
た
と
さ
へ
い
は
れ
て
鳩

㊨る
｡
塩
商
が
塩
票
の
交
付
を
受
け
ん
と
殺
倒
し
た
わ
け
で
あ
る
｡
そ
こ

⑲

で

一
票
の
権
利
金
が

1
寓
繭
に
も
上
っ
て
ゐ
る
.
こ
こ
で
注
意
を
要
す

る
こ
と
は
先
に
も
解
れ
た
如
く
'
塩
の
販
蓬
に
揚
州
の
塩
商
が
婆
を
見

せ
ず
'
漢
口
の
塩
商
が
出
現
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
｡
塩
嚢

(販
賓
)
.

の
中
心
が
威
豊
以
後
揚
州
か
ら
漢
口
に
移
っ
た
や
う
で
あ
る
｡

併
し
'
清
朝
末
期
に
近
づ
く
と
'
綱
紀
の
葉
風
と
共
に
私
塩
が
政
属

し
'

一
方
で
は
洋
款
､
軍
費
'
画

工
'
賑
災
'
国
防
費
等
あ
ら
ゆ
る
方

面
の
財
政
上
の
負
緒
が
物
す
ど
く
塩
商
の
上
に
も
た
ら
さ
れ
て
釆
た
た

め
に
'
境
南
は
袴
と
へ
多
大
の
利
潤
が
あ
ゎ
'
加
倍
加
斤
6
恩
典
が
輿

へ
ら
れ
た
と
は
い
ふ
も
の
聖

文

1
方
か
ら
は
多
大
の
渦
輪
を
穿
求
せ

ら
れ
た
の
せ
'
往
年
の
如
き
聾
展
は
見
る
ペ
く
も
な
か
っ
た
｡
従
っ

て

塩
商
自
身
常
に
屈
韓
資
金
の
借
わ
入
れ
に
は
苦
心
し
た
や
う
で
あ
る
O

以
上
に
を
'S
て
揚
州
塩
商
の
蓉
生
'
轡
適
の
過
程
'
資
本
麿
皆
の
形

態
等
に
つ
S
て
略
述
し
た
｡
要
す
る
に
明
代
か
ら
清
朝
に
亙
る
揚
州
塩

-62-



63

商
の
虚
業
笹
本
に
港
い
て
は
'
合
移
即
ち
合
資
の
形
態
が
そ
の
費
展
に

重
要
な
役
割
を
演
じ
た
の
トで
あ
る
が
'
揚
州
塩
商
の
没
落
後
'
清
朝
も

末
期
に
近
づ
く
と
'
塩
菓
資
本
に
集
股
即
ち
株
式
に
よ
っ
て
資
金
を
湊

集
獲
得
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
｡
光
緒
二
十
四
年
に
は

年
利
五
馨
'
満
期
二
十
年
の
昭
信
股
宗

1
百
幕
張
を
襲
行
L
t
叉
そ
の

時
費
を
許
し
'
遠
期
に
至
れ
ば
地
丁
'
塩
課
'
資
金

に
あ

て
る
を
許

し
'
文
武
百
官
に
は
強
制
的
に
若
干
張
を
貫
は
し
め
商
民
に
卒
先
せ
し

め
て
ゐ
る
｡
こ
の
資
金
の
う
ち
'
百
六
十
高
雨
を
港
南
塩
商
に
'
四
十

⑳

寓
雨
を
港
北
塩
商
に
融
資
し
て
ゐ
る
｡
叉
光
緒
二
十
八
年
三
月
に
は
'

通
番
庵
の
角
斜
'
新
茶
'
掘
港
'
腐
輝
等
の
塩
場
に
あ
い
て
は
商
人
を

⑧

募
集
し
て
股
を
集
め
公
牧
を
開
耕
し
て
ゐ
る
｡
か
く
の
如
く
'
株
式
に

よ
っ
て
塩
業
資
本
が
形
成
せ
ら
れ
る
に
重
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
西
欧
の

企
業
経
営
方
式
の
影
響
で
は
あ
る
が
'

1
両
か
ら
考

へ
る
と
'
清
朝
の

末
期
に
及
ん
で
は
'
港
南
塩
場
は
海
岸
線
の
隆
起
東
遍
に
よ
っ
て
'
塩

の
生
産
が
甚
だ
も
く
減
少
し
'
長
蔑
塩
を
借
錆
し
て
.ゐ
る
と
い
ふ
状
況

で
往
年
の
隆
盛
は
見
る
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
'
豪
商
は
投
資
を
噂
躍

L
t
政
府
で
は
己
む
を
え
ず
か
か
る
方
津
を
揺
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た

事
情
も
あ
っ
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
｡
併
し
な
が
ら
'
か
か
る
株
式
資

本
の
集
積
は
清
朝
時
代
よ
わ
更
に
現
今
に
至
る
ま
で
T

中
国
に
お
S
て
キ

は
あ
ま
わ
成
功
を
攻
め
て
ゐ
患
い
6
こ
こ
に
単
軌
敢
禽与
の

〓
蒜

大
を

な
特
色
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
叉
別
備
に
考
察
さ
る
べ
き
大

き
な
問
題
で
あ
ら
う
O

】
'
補
鼓

①
聖
武
記
巻

1
1
｢
式
事
俊
記
｣

孫
鼎
臣

｢
静
塩
二
｣
(
賀
長
騎
兵
朝
経
世
丈
緯
柄
巻
四
三
)

R
e
m
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o
J

th
e
P
rd
u
ction
of
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C
hin
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A
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an
d
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Z
w
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m
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R
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A
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_

V
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X

I
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彼
教
練
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緒
大
帝
曾
典
事
例
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こ

1
.
巻
二
二
三

③
塩
韓
蘇
峰
巻

1
｢
長
老
｣
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補
証

①
嘉
慶
江
都
麻
緯
志
巻

1
ニ
並
に
揚
州
善
砺
鎗

②
揚
州
賓
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鍍
巻

一
五

③
涯
艇
僻
事
巻
七

三
贈
芳

｢
夢
陳
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救
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葎
弊
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東
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宏
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｢
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代
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帝
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｣
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拳
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患
五
四
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六
)

⑤
高
暦
揚
州
粁
志
啓
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⑥
主
鯉
川
文
集

｢
傑
覆
理
塩
法
｣

(
基
明
経
世
文
節
)

第
二
草
は
ま
と
し
て
藤
井
宏
氏

｢
明
代
塩
商
の

7
考
秦
｣
に
よ
っ
て
論
を
す

す
め
た
｡
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三
㌧
補
託

①
光
緒
雨
涯
塩
法
志
巻
四
四

②
清
史
稿
食
貸
志

｢
塩
按
｣
.

⑨
拙
稿

｢
清
代
の
塩
法
｣

(
寛
方
史
論
叢
算
三
韓
)

④
清
史
稿
金
貨
志

｢
塩
法
｣

.

⑤
塩
法
講
略
巻

一
｢
長
護
｣

⑥
准
鮭
備
婁
巻
七

.⑦
揚
州
垂
肪
錬
巻

一
四

｢
徐
賛
候
｣
巻

一
五

｢
法
廷
埼
｣

⑧
光
緒
雨
涯
塩
法
志
巻
四
四
㌧
溝
纂
揚
州
府
志
巻

一
五

⑨
拙
稿

｢
塩
と
支
那
鮭
曾
｣

(
東
番
人
文
革
報
三
'

一
)

⑲
藤
井
宏
氏

｢
明
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塩
商
の

一
考
秦
｣

(
史
学
雑
嵩
五
四
'
六
)

⑪
揚
州
董
斬
錬
巻

一
二

⑬
陶
文
数
公
全
集
巻

一
四

｢
諦
復
設
塩
政
奉
旨
訓
飾
覆
奏
附
片
｣

⑱
意
国
文
略
啓

1
両
涯
塩
涜
線
審
厚

⑭
東
零
線
薙
正
六

･
七

⑮
陶
文
毅
公
全
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巻

一
二

｢
曾
同
欽
差
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定
塩
務
草
程
摺
子
｣

⑯
清
定
稿
食
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志

｢
塩
法
｣
塩
法
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略
巻

1
｢
両
港
｣

⑰
同
⑮

四
'
補
証

①
薙
正
殊
批
愈
旨
'
高
斌
薙
正
十
年
三
月
十
六
日
諭
旨

⑨
拙
稿

｢
清
代
の
塩
法
｣

(
東
方
史
論
静
算
三
軍
)

③
同

者

L
④
清
史
稿
食
貸
志

｢
塩
漬
｣

王
贈
背

｢
蕗
陳
補
救
港
塩
稀
弊
疏
｣

(盛
廉
皇
朝
寝
世
文
深
層
巻
五

1p)

兆
郵
蘇
固

｢
酌
強
襲
通
河
東
塩
務
葦
程
疏
｣

(
圃
音
感
五
三
)
陶
丈
毅
公
全

集
巻

〓
1
｢
禽
国
歌
差
擬
混
塩
涛
葦
程
摺
子
｣

⑤
陶
文
教
公
金
集
巻

〓

｢
敬
陳
南
港
塩
務
稀
弊
附
片
｣

⑥
包
世
臣

｢示

健
勝
閣
雑
誼
｣
二

(
盛
炭
皇
朝
経
世
文
構
開
巻
五

一
)

⑦
三
筋
芳

｢
蓮
陳
補
救
准
塩
稀
弊
疏
1

(盛
尿
量
朝
経
世
文
練
開
巻
五

一
)

⑧
光
繕
両
港
塩
法
志
巻

一
七

｢
借
脊
｣

⑨
同
⑤

⑩
賀
難
敵

｢
請
轡
通
商
涯
塩
務
琉
｣

(
盛
尿
量
朝
経
文
横
柄
巻
五

1
)

⑪
三
筋
芳

｢
請
更
定
塩
法
疏
｣

(
基
部
経
世
文
繰
開
巻
五
〇
)

⑫
包
世
臣

｢
小
倦
静
間
雑
読
｣
二

(
国
書
巻
五

一
)

周
済

｢
涯
艇
問
答
井
序
｣

(
同
上
)

⑱
皇
朝
教
典
類
纂
巻
七

1

/

末
筆
緯
線
光
緒

一
八
三

⑭
陶
文
毅
公
金
集
讐

七

｢
港
南
乙
未
網
引
課
甥
帯
や
碍
摺
子
｣

⑮
塩
法
蘇
峰
巻

一
｢
山
東
｣

⑯
参
照
⑥
⑦

⑰
皇
朝
教
典
興
纂
巻
七
二

⑯
軒
⑨

⑩
陶
文
毅
各
会
集
巻

〓
皿
｢
査
療
養
西
現
賓
塩
償
摺
子
｣

⑳
皇
朝
教
典
興
塞
巻

一
三
〇

伊
東
準
練
鉄
光
捧

一
人

1

⑳
准
艇
備
婁
省
三

陶
文
毅
公
金
集
巻

〓

｢
再
陳
港
艇
稗
弊
摺
子
し

ま
贈
芳

｢
笹
陳
補
救
健
塩
積
弊
疏
｣

(
盛
犀
星
朝
経
世
文
練
濁
巻
五

こ
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⑳
陶
文
毅
公
金
集
巻

7
三

｢
港
北
商
力
梼
療
請
借
項
官
督
商
連
附
片
｣

国
書
巻

1
八
港
南
丁
酉
鋼
索
著
懸
引
請
提
臼
二
十
こ
高
引
執
於
港
北
行
錦
摺

子
｣

国
事
巻

1
1
｢
再
陳
准
鹸
横
弊
摺
子
｣

⑭
同
社
⑦

⑳
陶
文
毅
公
金
集
巻

1
八

｢
劉
選
任
急
公
出
欽
帝
汲
大
臣
査
沸
液
酸
摺
子
｣

⑳
国
書
巻

一
八

｢
港
南
丁
酉
綱
無
著
懸
引
帝
濃
些

1
十
二
高
引
融
於
港
北
市
銀

摺
子
｣

⑰
岡
証
②

⑳
同
前

⑳
同
書
奄

1
人

｢
簡
明
幕
塩
換
貿
掛
壊
章
程
附
片
｣

⑳
同
前

㊧
賀
配
…齢

｢
請
襲
通
南
港
塩
務
硫
｣

(
盛
尿
量
朝
経
世
文
練
塀
巻
五

一
)

⑳
清
兜
稿
食
貸
志

｢
塩
法
｣

⑳
騎
乗
章

｢
深
見
涯
塩
探
食
分
岸
納
課
済
観
琉
｣

(
絡
文
息
公
奏
譲
巻
五
湘
中

稿
乙
卯
下
)

嘗
文
正
公
金
集
奏
稿
璽

ハ
｢
帝
部
革
新
引
用
壕
鏡
餅
摺
｣

林
文
息
公
政
事
乙
集
'
湖
東
奏
柄
巻
三

｢
整
頓
鹸
務
摺
｣

⑳
清
塩
法
志
巻

二
二
三

｢
商
課
｣

⑳
周
騰
虎

｢
涯
塩
攻
道
議
｣

(
盛
尿
量
朝
経
世
文
練
塀
巻
五
二
)

⑲
髄
南
塩
法
絶
略
巻

一
｢
就
場
課
税
｣

薄
塩
按
志
巻

一
三
二

｢
商
課
｣

⑪
港
南
塩
法
経
略
巻
三

｢
楚
腐
試
蓮
准
塩
詳
｣

清
塩
法
志
巻

一
二

｢
引
地
引
額
｣
国
書
巻

一
三
三

｢
帝
蘇
｣

⑫
港
南
塩
法
線
略
筆

1
｢
泰
州
局
樺
｣
｢
泰
州
節
線
局
薬
｣

ー

降
晋
巻

1
｢
泰
樟
葦
程
｣

⑬
同
誌
①

､

@
尊
顕
寅
務
始
末
巻

1
七

｢
成
豊
七
年
九
月
庚
辰
傑
｣

@
港
南
塩
法
絶
略
筆

〓

督
塩
院
何
杢
清
覆
奏
牽
顕
塩
務
事
宜
摺
｣
`

@
国
書
巻
三

｢
楚
簡
試
遅
准
塩
辞
｣

萄
英
元
柄

｢
港
南
葡
諸
鐙
款
南
桑
常
滑
藤
本
鹿
｣

(盛
尿
量
朝
経
世
文
綬
編
巻

五
二
)

⑬
同
前

⑲
寛
撃
緯
線
光
祐
三
四
'
米
持
六
年
四
月
庚
申
健

⑳
清
塩
法
志
巻

一
五
三

⑧
同
音
巻

一
〇
六

65./-

㊧
清
塩
法
志
巻

一
三
二

｢
借
遅
瓢
塩
｣

塩
法
遺
志
巻
七
三

⑮
清
塩
法
春
巻

一
四

1
･
巻

1
四
三

｢
衛
視
｣

⑳
港
南
塩
法
紐
略
巻

一
｢
督
塩
院
恰
良
就
場
徴
課
井
改
造
摺
)

㊨
国
事
巻
三

｢
酢
簾
督
院
官
〔
文
∪
由
楚
招
商
深
耕
准
塩
摺
｣
清
塩
法
春
巻

三

甲

晋

...'-
ニ

｢
借
連
覇
乾
し
国
書
巻

1
717九
丁
都
税
｣


