
32

-

丁
は
利
に
由
つ
'tJ
集
り
銅
は
丁
よ
り
出
.づ
-

(雲
南
の
諺
)

里

井

彦

七

郎

日

次

r
r
亨

え
が
竜

ニ
'
清
代
錬
黄
の
普
及

還
.
民
間
銀
業
資
本
の
緒
階
静

L

M
零
細
糞
本

A

採
掘
業
賓
本

B

指
金
菓
資
本

㈲

豪
親

･
富
戸
餐
本

.
㈱

商
人
資
本

(以
上
本
鱗
)

四
'
商
人
資
本
の
分
析

五
'
官
僚
資
本
の
分
析

六
'
結

語
⊥

'
ま
え
が
を

本
稿
は
清
代

…
鏑

･
石
炭
頗
業
を
基
軸
と
す
る
近
代
頗
業
が
開
始

さ
れ
る
ま
で
の

-
清
代
鏡
山
菜
に
於
て
'
如
何
な

る
資
本

が
存
在

し
'
如
何
な
る
鋳
業
横
棒
の
中
で
'
ど
の
様
な
労
働
者
か
ら
'
ど
の
棟

に
飴
剰
労
働
を
収
奪
し
た
か
t
を
庵
ん
だ
S
に
す
る
O

こ
こ
で
二
三
断

わ
っ
て
逝
き
た
い
0

7
つ
は
'
此
の
も
ん
だ
い
に
正
し
く
且
つ
十
分
に
答
え
る
篤
に
は
'
㍉

鋳
業
資
本
に
収
奪
さ
れ
る
労
働
者
が
ど
ん
な
風
に
清
代
敵
骨
か
ら
析
出

さ
れ
て
釆
た
か
'
即
ち
清
代
社
食
の
歴
史
的
な
分
解
の
し
方
と
壕
の
探

慶
が
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ

が

-
何
故
な
ら

｢
資
本
｣
が

｢
錬
菓
資
本
｣
た
り
得
る
紅
､は
'
資
本
に
よ
る
'
何
ら
か
の
歴
史
的
形
態

に
於
け
る

｢穿
働
者
収
奪
｣
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
す
P
両
も
そ
の
収

奪

の
し
方
は
'
清
代
配
合
全
般
の
構
成
と
そ
の
分
解
の
し
方
に
係
わ
る

か
ら

-

か
か
る
大
き
S
問
題
に
は
'-
解
れ
得
な
い
の
で
'
主
と
し
て

鎖
業
に
あ
ら
わ
れ
た
限
り
の
弊
働
者
に
就
S
て
逮
べ
ら
れ
る
O
此
の
意

.-32_
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味
で
本
稿
は
'
清
代
社
食
の
構
成
と
そ
の
分
解
と
を
'
道
に
銀
山
業
と

い
う
小
さ
い
7
鮎
か
ら
の
ぞ
く
事
に
も
な
ろ
う
.
.

第
二
に
本
稿
の
題
目
が
示
す
如
く
t
,n
灯
資
本
の
側
か
ら
考
察
さ
れ

る
O
そ
れ
は
筆
者
の
勉
強
が
足
り
な
い
事
の
外
に
'
常
時
の
錦
菓
労
働

者
は
'

｢
無
頼
の
徒
｣
と
よ
ば
れ
'
凡
そ
著
述
し
得
る
者
の
関
心
外
に

あ
っ
て
'
史
料
に
飴
り
出
て
釆
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
師
範

と
い
う
人

が
'
そ
の
著

｢
濃
海
虞
衛
志
｣
を
出
版
し
ょ
う
と
し
た
時
'

｢
鋳
山
の

事
な
ど
馬
鹿
馬
鹿
し
い
0

7
老
砂
丁
(黒

夢

)

を
つ
れ
て
釆
て
と
も
に
話

し
合
つ
潅
事
は
も
う
知
れ
渡
っ
て
い
る
O
出
版
の
慣
値
無
し
｣
と
言
わ

れ
た
(朋
雌
謂

加
%

)1
事
が
そ
れ
を
潤
明
し
よ
う
O
両
も
前
期
的
な
配

合
機
構
の
重
塵
の
中
で
え
S
え
い
と
錦
石
を
掘
り
つ
づ
け
た
砂
丁
の
カ

は
偉
大
で
あ
っ
た
｡
清
末
等
商
銀
業
が
懐
減
に
瀕
し
た
時
は
じ
め
て

一

｢銅
は
丁
よ
り
出
づ
｣
と
S
う
雲
南
の
諺
が
上
層
官
僚
の
意
識
に
の
ぼ

か
'
上
奏
の
中
に
生
き
返
え
つ
て
乗
る
の
で
あ
る
O

最
後
に
'
歴
史
的
に
論
じ
ち
る
可
き
も
の
を
漕
代
に
而
も
主
と
し
て

銅

･
鉛

･
銀

･
錦
業
に
限
ら
れ
た
｡
こ
れ
は
全
く
筆
者
の
研
究
の
垂
ら

な
5
番
で
あ
る
O

1

～
-事

-

二
'
清
代
嶺
山
業
の
普
及

明
の
嘉
靖
年
間
湖
南
楯
州
の
鏡

･
錫

･
銀
鋼
業
を
厳
禁
し
た
進
士
出

身
の
二
官
僚
は
'
そ
の
こ
と
の
馬
に
恩
愛
洞
を
建
て
ら
れ
'
永
く
そ
の

①

功
績
姦

え
ら
れ
た

.

清
初
に
生
存

し
た
明
末

の
*
@<
'
芸

人
は

｢
嬢
廠
十
善
諭
｣
を
唱
え
て
極
力
鋳
山
菜
に
反
封
し
喪
が
'
そ
の
諭
鮎

は
､
鏑
業
が
農
業
生
産
力
を
阻
害
L
t
自
然
経
済
的
な
農
村
秩
序
を
こ

わ
す
と
い
う
に
塞
き
る
O
湖
南
興
寧
願
の
二
つ
の
-銀
錦
を
採
掘
し
潅
い

と
云
う
人
民
の
出
願
を
.
茅
慶
廿
四
年
t.
道
光
周
年
'
成
豊
三
年
'
四

年
'
八
年
'
同
治
元
年
'
三
年
二
月
.
八
月
'
十
二
月
と
頑
強
に
阻
止

し
た
の
は
仝
願
の
紳
菅
で
あ
り
'
同
治
三
年
二
月
の
如
き
は
同
原
.の
紳

⑨

士
三
百
飴
名
が
連
合
し
て
反
封
竺
止
ち
上
っ
て
S
る
｡

以
上
は
清
代
の
反
鋳
業
勢
功
の
根
強
S
存
在
と
'
そ
の
階
級
的
基
礎

が
ど
こ
に
あ
る
か
を
物
語
る
ほ
ん
の
二
三
の
例
に
過
ぎ
な
い
.
前
期
的

土
地
所
有
に
そ
の
生
存
の
窮
極
の
基
礎
を
置
い
た
清
代
支
配
階
級
に
取

っ
て
'
鎖
業
が
'
農
菜
生
産
と
'
′そ
の
敢
合
駒
秩
序
を
破
療
す
る
限

り

-

そ
し
て
事
嘗
愉
図
人
が
極
論
し
て
S
る
棟
に
'
そ
れ
は
米
債
を

/

騰
貴
さ
せ
'
願
掬
の
患
水
を
田
噂
に
入
れ
'
墳
墓
を
こ
わ
し
'
叫
の
木

壕
の
木
を
切
り
'
河
道
を
半
破
5..或
い
は
泥
抄
で
墾
滞
さ
せ
て
田
苗
を

¢
懐
L
t
所
謂
好
徒

･
亡
命
を
衆
集
し
て
'
彼
ら
支
配
階
級
に
取
っ
て
の

歌
序
を
乱
す
事
が
多
S
の
で
'
そ
の
限
り
鍍
業
は
常
し
難
い
産
業
で
あ
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っ
た
O
薙
正
二
年
'
簾
束
管
で
錬
業
を
許
可
し
て
穿
民
に
衣
食
の
藩
を

輿
え
た
S
と
主
張
し
た
t.
両
肩
絶
督
孔
硫
掬
に
封
し
て
'

｢
夫
れ
民
を

養
う
の
選
は
た
だ
嚢
を
勤
め
､
本
を
務
め
し
む
る
に
あ
ゎ
'
若
し
皆
本

を
捨
て
て
末
を
逐
S
骨
え
て
升
を
覇
畝
把
轟
き
ざ
れ
ば
各
省
の
僻
事
無

頼
の
徒
風
量

ん
芸

豊

能
く
そ
の
姦
艮
姦

ぜ
ん
･･････ヂ

云
っ

た
薙
正
帝
の
言
葉
は
･
ま
さ
し
く
そ
の
反
映
に
外
な
ら
な
i
.

だ
が
'
か
か
る
反
錦
業
勢
力
の
棋
強
S
存
在
に
も
拘
ら
ず
'
入
関
直

後
順
治
元
年
に
山
某
省
の
銀
錦
が
開
か
れ
て
以
釆
'
山
西

･
隣
西

･
湖

南

･
湖
北
･
江
西
･
漸
江
･
四
川
･
軍
南
･
音
州
･
福
建
･
贋
東
1
甘
蘭
等

の
各
省
竺
且
っ
て
盛
に
鋸
業
が
営
ま
れ
'
そ
の
鋸
種
も
金

･
銀

･
銅

･

⑤

鎖

･
錫

･
黒
鉛

･
白
鉛

･
水
銀

･
硝

･
石
炭
等
に
及
ん
で
S
る
O
薙
正

帝
を
最
も
悩
ま
し
'
彼
が
極
力
強
塵
せ
ん
と
し
た
贋
乗
省
に
於
て
す

ら
'
疎
遠
す
る
様
に
地
主
･
官
僚
1
商
人
資
本
･
特
に
後
二
者
の
癒
着
を

バ
ッ
ク
と
し
て
絶
え
ず
営
ま
れ
た
.
閣
内
の
み
な
ら
ず
園
外
錦
菓
に
ま

で
落
木
と
労
働
力
が
流
出
し
て
S
る
｡
交
虻
の
都
竃
銀
･

銅
山
は
早
く
'

慧

二
年
･
軍
曹
誓

高
其
樽
か
ら
中
央
へ
讐

さ
g

･同
八
軒
,政
府

.,1:i..I:
i::I..';:.::..'=ir:.:;.:.I:I?.I.1L:::,:':I;..･,.二
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⑧

企
業
家
と
し
て
線
路
し
数
十
帯
の
巨
富
を
得
蹄
固
し
た
｡
ビ
ル
マ
の
募

隆
厳
は
'
薙

･
常
の
頃
等
南
の
楽
馬
厳
と
比
肩
し
た
大
銀
山
で
あ
っ
た

が
'
そ
の
腰
板
は
中
図
人
場
商
'
呉
繁
簡
に
負
う
所
少
く
な
か
つ
た
と

言
わ
れ
C
o

同
じ
く
ビ
ル
マ
の
大
山
魔
は
江
楚
人
四

.
五
番
が
労
働
し

⑩

年
に

7
百
帯
繭
の
産
額
を
挙
げ
た
O
安
南
の
采
基
原
へ
は
床
束
人
が
流

⑩

出
し
た
o
国
内
産
銀
地
の
嘗
情
に
就
い
て
み
て
も
'
も
と
は
村
落
と
て

な
か
つ
た
等
商
家
白
願
の
寵
樹
地
方
が
'

｢
1
度
錬
産
が
豊
に
な
る
と

四
方
か
ら
乗
り
採
錬
冶
金
に
従
事
す
る
音
数
幕
人
を
下
ら
ず
'
そ
の
七

割
が
楚
人
ご

蘭

が
江
南
人

･
山
隣
人
之
に
次
ぎ
'
別
省
の
人
之
に
つ

S
&

棟
に
･義

S
竺

乾
隆
時
代
路
南
州
の
華

厳
が
開
か
れ
る
と

｢
遠
誓

基

る
者
警

人
･
雷

雲

す
し
て
荒
繁

と
&

つ
た

もろ
もろ
のし

棟
に
'
嘉

に
王
碁
が
{
厳
が
豊
感
に
な
る
と
'
多
く
の
商
人
､
官

工

衆

たむ

よ
配
ん
が
撃

丁
雷

達
し
と
せ
ず
･
蜂
の
屯

ろ
す
る
如
く
,･
蟻
の
む
ら
が

る
如
く
に
や
っ
て
来
て
廠
民
に
'
色
々
な
日
常
品
を
供
給
す
る
O
そ
こ

に
は
芝
居
が
か
わ
'
役
者
も
居
れ
ば
み
孝
ら
息
女
も
集
り
'
あ
わ
は
く

ぼ
飴
浮
に
あ
ず
か
ら
ん
と
す
る
山
師
も
居
れ
ば
こ
そ
盗
も
俳
相
す
る
｡

⑬

そ
の
繁
華
な
る
こ
と
臥
骨
の
筒
に
苧

｣

と
･
鏡
業
町
形
成
の
遠

野

な
状
態
を
備
え
て
S
る
棟
に
'
新
開
地

･
琴
南
の
あ
ち
こ

ち
の
山
間
僻

軒
は
た
ち
ま
ち

一
個
の
町
と
化
す
の
で
あ
る
O
小
錦
山
で
激
高
人
と
云
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い
'
数
千
人
と
い
う
は
多
少
の
静
張
は
あ
ろ
う
が
'
琴
南

二

従
っ
て

清
代
中
国

7
等
の
銅
産
地
'
東
川
府
の
次
の
人
口
疲
計
は
'
上
述
の
有

様
を
裏
書
き
し
よ
う
｡

戟 務 康 蛋
26 13 39

IIiI-ヽ.七才九戸巽早I(二つ-亀戸輿氏

ー■.It ⊂⊃⊂⊃*戸 翠氏

冒ヽ冒 I I荏隊氏府内五-
′ヽヽ 四ヽ ′ヽヽ.級⊂⊃ ⊂=I四

(⊃ ナし 計

)巻
成

志
作

蘭
り

〃
よ

東
口

隆
戸

乾
八
円
ト付目-

因
み
に
'
東
川
府
で
は
'
も
と
四
川
省
に
屠
し
た
頃
か
ら
錦
菜
は
あ
つ

た
が
'薙
正
四
年
琴
南
省
に
移
管
さ
れ
て
後
特
に
曾
揮
森
内
の
湊
丹
'禄
-

禄
'
茂
麓
等
の
銅
銀
山
に
於
て
大
々
的
に
採
錦
冶
金
業
が
勃
興
し
た
｡

在
廠
戸
数
の
み
で
六
十
年
の
間
に
府
内
組
戸
数
を
は
る
か
に
超
え
'
絶

I:.=.:?aI::::frl:.:M.':I.;(,.::,::;I:I.''.i,.:i=.･:.,'1''･'t';:J
.'.,:
tt;.II.;;I:.-..;:..II.;..17:'IJ
.(
.:I.;I;''Z'h:.I:;i..:'7.㌔:I..:,I.Jj
..'.(;:〟.:I::1':..:I,=1.I.∵..'=

省

-
特
に
桂
陽

･
楯
.の
二
州
で
は
や
や
様
相
を
異
に
L
t
そ
の
冶
金

業
は
既
存
の
城
鋲
及
び
農
村
の
工
業
と
し
て

(後
述
す

る
棟
に
極
め
て

小
規
模
だ
つ
た
が
)
宏
範
に
成
立
し
て
い
も
｡
た
と
え
ば
乾
隆
十

八

年
'
桂
陽
州
の
金
銀
山
の
監
督
官
で
あ
っ
た
通
判
絶
啓
泌
は
州
内
の
黒

鉛
冶
金
業
に
つ
い
て
云
っ
て
い
る
0

｢
桂
陽

一
州
は
女
tB
子
供
に
至
る

ま
で
黒
鉛
精
錬
に
既
習
L
t
城
郷
市
銀
至
る
所
常
焼
せ
ら
れ
て
い
る
.

⑳

家
兄
の
日
周
器
具
は
凡
て
こ
れ
で
造
ら
れ
'
平
日
の
柴
米
胎
盤
は

t
を

⑯

の
黒
鉛
と
交
換
さ
れ
'
貨
幣
と
同
じ
役
割
を
果
し
て
い
る
｣
と
.
雲
貴

⑯

と
の
様
相
の
差
は
あ
れ
'

｢
八
賓
地
｣
と
辞
さ
れ
た
桂
陽
州
の
冶
金
菜

普
遍
化
の
状
態
が
う
か
が
え
よ
う
｡
雲
薯
の
僻
地
を
町
と
化
し
'
冶
金

業
を
以
て
桂
陽
の
城
郷
を
押
し
っ
つ
ん
で
行
っ
た
限
り
清
代
鎖
山
菜
は

申
囲
史
上
曾
て
な
い
普
及
を
見
た
と
い
励
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

【
旺
】

①
嘉
慶
景
修

｢
榔
州
線
番
｣
巻
三
十
五
番
文
上

･
李
珊

･
｢
忠
褒
詞
記
｣

②
同
'
巻
九
硬
麻
｡

1

(因
み
に
晴
代
銀
山
薬
に
於
け
る
厳
と
は
､
そ
れ
奴
前

の
冶
場
の
苦
味
で
あ
る
が
'

一
敗
に
'
採
掘
場

･
頼
錬
場
を
併
せ
て
;ま
い
'

時
に
は

｢
砂
廠
｣
と
い
わ
れ
採
据
場
の
み
を
指
す
場
合
も
あ
っ
た
O
)

③
光
緒

.r
湖
南
通
志
｣
巻
五
十
八

･
食
貸
四

･
鏡
廠
O
そ
の
他
反
錬
菓
勢
力
た

つ
い
て
史
料
は
少
-
な

い
が
､

35

光
緯

｢
曲
江
藤
志
｣
巻
十
二
食
貸
寄

･
外
朕
な
ど
参
風
｡

④
世
宗
藩
皇
帝
賓
鍍

･
藤
二
一
十
四

･
同
年
九
月
戊
申

の
俵

⑤
清
代
頗
産
地
と
そ
Q
.碗
種
を
見
る
に
は

｢
大
層
禽
典
｣

が

1
番
便
利
で
あ

る
｡
特
に
光
給
食
典
事
例
.･
撃

盲

四
十
三
t

の
戸
部
弾
斌
金
銀
鏡
課
及
同

筆

一
首
四
十
四

･
鋼

･
鱒

･
錫

･
鍛
錬
課

･
水
銀

･
殊
砂

･
椎
茸
穣
課
t
に

は
頗
汚
以
衆
の
'
そ
れ
ら
が
列
畢
さ
れ
て
い
る
｡

但
し
倉
典
に

三

の
名
で
よ
ば
れ
る
銀
山
も
賓
に
多
数
に
分
れ
て
い
る
の
折

賢
情
で
鍵

っ
て
詳
細
は
'
夫
々
他
の
史
料

(
侍
に
地
番
)
に
依
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
O
･



36

′

@

｢
薙
正
練
批
諭
旨
｣
高
其
位

･
薙
正
二
年

一
月
十
打
の
奏
.

⑦

｢
乾
隆
倉
典
則
廟
｣
巻
五
十
戸
部

･
奔
放
･
下

･
路
地

･
牛
･

馬

･
緒

･
学

●

等
項
雑
課
｡

′

.

⑧
岡
持

｢
桂
陽
直
隷
州
志
｣
巻
二
十
食
貸
.

⑨
檀
琴
へ

｢
廠
記
｣
-

(
｢
棋
聖
｣

｢
皇
朝
経
世
文
篤
｣
｢
光
緒
雲
南
遺
志
｣

そ
の
他
所
収
｡
)
挽
源
の

｢
整
式
記
｣
巻
六
乾
隆
征
緬
旬
記
に
英
資
倍
は
同
廠

ヽ

の
場
商
と
稀
さ
れ
て
い
る
｡

⑲
撞
翼

｢尊
頂
雑
記
｣
-

(小
方
壷
奔
輿
地
業
罫
第
七
陳
所
収
)

⑪
乾
隆

｢
蒙
自
斯
志
｣
巻
三
廠
務

⑳
栗
減

｢
強
南
新
声
｣

-

(小
方
壷
奔
輿
地
叢
書
欝
七
幌
所
収
)

⑲
主
薬

｢
鍍
廠
採
錬
篇
｣
～

(T
雲
商
銀
廠
囲
略
｣
及
'
光
緒

｢
緯
雲
博
通
I

志
稿

･
巻
四
十
四
食
貸
志
廠
務
｣
所
収
)

⑭
光
緒

｢
畢
節
願
志
｣
巻
七
風
俗
に
よ
る
と
'
も
と
城
市
を
知
ら
ず
､
簡
E
･.輿

常
で
あ
っ
た
そ
の
地
の
人
達
が
厳
が
開
か
れ
'
鋳
鏡
局
が
出
乗
る
と
'
五
万

か
ら
'
多
数
遠
集
し
風
俗
'
準
に
流
れ
往
日
に
顛
せ
ず
と
い
わ
れ
た
｡
四
川

省
酉
陽
州
に
も
銀
産
と
製
鍋
の
慮
錬
丁
謂
集
し

｢
僚
蛮
た
る

一
都
脅
し
が
出

現
し
た
と
い
わ
れ
る
.
!

｢
州
志
｣
巻
十
九
､
物
産
志
､
鎖
の
保

⑮

｢
湖
南
省
例
成
案
｣

(
以
下
成
案
と
俺
稀
)
戸
律
倉
庫
魔
十
四

｢
俸
査
桂
廠

白
鉛

･
黒
鉛
及
緑
紫
紫
幼
石
壁
下
等
虎

一
切
倫
渦
各
俵
｣O

⑯
国
殆

｢
桂
陽
直
隷
州
志
｣
食
三

十
貨
殖
.
八
賓
と
は

｢
金
･姦

･
銅

･
僚

･

鉛

･
錫

･
水
晶
.･
石
漠
｣
を
い
う
｡

三
'
民
間
銀
業
資
本

の
諸
階
層

清
朝
政
府
が
最
初

に
銅
鉛
錦
業

の
民
営
を
公
式

に
許
可
し
た
康
願
十

四
年

の
法
令

で
は

｢
人
民
の
提
出
し
た
営
業
願

い
を
地
方
官
が
却
下
し

た
場
合
､
そ
の
人
民
は
中
央

へ
訴
え
出
る
事

が
出
来
'
検
査
の
結
果
'

成
効

の
あ
る
事

が
わ
か
る
と
'
そ
の
地
方
官
が
草
職
せ
ら
れ
る
｣
事
を

⑰

規
定
し
'
次
い
で
康
願
十
八
年

｢
銅
鉛
鏡
菓

の
出
願
は
発
づ
地
主

(
朋

i
,
I::.):.I:..I::.;.I-;:J,'‥一.
,JtI.:
JiI.1':I-I.''t.二
:"
I.:'･..'1.I:I,:,.
:.I-.I,.=:"
,;a,I:..:-.:...=.;JI:I.'
t,::,I.'1ilI.:.I,:.:J:;.;iI:I.:I..:...:-.':.

合
'
地
主
に
封
し
て
錦
業
者
か
ら

｢
山
｣
と
よ
ぼ
れ
る

｢
山

主

租
｣

=
｢
地
代
｣
が
寅
雄
わ
れ
る
の
が

錦
業
者
間

の
不
文
律

で

- 36-

㊨

い
富

者
が

石

基

主
か
璽

造

る
場
合
も
あ
れ
'
慧

内
に
於

い
て
採
掘
権

の
資
質
も
行
わ
れ
･'
坑
内
通
風

の
馬
'
坑
そ
の
も
の
の
借

⑳

貸
も
行
わ
れ
た
｡

銀
地
と
営
業
権
と
が

｢
資
本
｣

に解
放
さ
れ
t
.｢
資

本
｣
が
'
｢
鏡
業
資
本
L
k
L.
韓
化
し
得

る
侯
件
の

7
つ
が
準
備
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
O
′し
か
ら
ば
'
如
何
な
る

｢
資
本
｣
が
領
地
と
冶
金
場
を

湛

え
て
宥

っ
允
か
q

(
但
し
便
宜
上
本
章
で
は
月
間
資
本
に
被
る
)

た
O
(但
し
錦
山
が
宮
山

の
場
合

｢
山
｣
は
文
殊
う
必
要
が
な

い
O
J⑩あ へ
或 つ の
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庚
願
五
十
二
年
'
四
川
省
'

1
碗
水
地
方
げ
銀
山
に
寓
飴
人
が
洞
集

し
た
の
で
'
武
官
が
派
兵
し
駆
逐
せ
ん
と
し
た
事
が
あ
る
｡
武
官
か
ら

上
奏
を
受
け
た
庚
願
帝
は
｢
こ
れ
ら
盗
掘
･無
許
可
冶
金
の
や
か
ら
は
'

常
住
む
に
家
無
く
耕
す
に
田
の
無
い
貧
民
で
'
･そ
の
僅
少
の
収
入
で
そ
､

の
日
暮
し
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
'
禁
止
す
る
の
は
可
哀
そ
う
で
は
な

ヽ

い
か
｡
又
等
南
の
銀
山
の
棟
に
産
額
が
多
け
れ
ば
兵
駒
の
助
け
に
な
る
｣

と
し
て
大
草
士
･
九
卿
等
に
意
見
の
具
申
を
命
じ
た
｡
彼
ら
の
答
申
に
､

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

日
く
'

｢
雲
南
督
撫
と
湖
贋

･
山
西
地
方
商
人

･
王
網
明
等
が
夫
々
本

地
人
民
を
雇
い
'
錦
業
を
営
む
事
は
構
わ
ぬ
で
せ
う
し
-
表

地
の
窮
民

が
現
在
業
を
営
ん
で
い
る
者
は
し
ば
ら
く
許
し
て
や
れ
ば
S
い
と
思
い

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

妄

す
｡
但
し
…
そ
の
地
の
殿
菅
の
民
で
覇
占
す
る
者
が
あ
れ
ば
'_
厳
重

に
慶
罰
す
可
き
で
す
.｣
-...JJ｡
帝
は
之
に
封
し
て
'
答
え
て
い
る
｡
｢
横

産
地
匿
で
開
業
の
初
め
に
禁
止
す
る
の
は
ま
だ
し
も
'
貧
民
が
姿
本
を

く
め
ん

勉
警

て
や
つ
と
衣
食
し
て
い
る
の
を
急
に
禁
止
す
帥
ば
'
己
衆
の
民

は
竃
も
得
る
所
な
く
事
端
を
生
や
る
恐
れ
が
あ
る
･･･｣
と
O
此
の

一
連

の
事
件
は
次
の
五
つ
の
事
を
物
語
っ
て
い
る
｡

第

1
は
帝
の
所
謂
バ
無
童
額
田
の
費
民
が
'
僅
少
の
資
本
を
算
段
し

て
非
公
認
の
営
業
を
や
っ
て
5
た
の
が
正
式
に
.営
業
権
を
認
め
ら
れ
た

こ
と
｡.

～-
｢
零
細
資
本
｣
の
存
在
｡

琴

諺

i

｢
殿
鷲
の
民
｣
の
資
本
が
'
そ
れ
ら
零
細
簸
本
を
制
酪
せ

ん
と
存
在
し
て
い
る
こ
と
O

(
因
み
に
普
録
に
載
せ
ら
れ
た
準
の
問
題

は
'

1
碗
水
地
方
の
事
件
に
端
を
聾
し
た
が
た
ゞ
ぢ
に
全
図
的
な
問
題

⑭

と
な
り
'
禽
典

に
代
決
文
化
さ
れ
た
O
そ
れ
に
よ
る
と
'
大
畢
士
等
答

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

申
の
此
の
部
分
は

｢
厳
禁
本
慶
豪
強
富
戸
設
廠
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
｢
厳

菅
の
民
｣
が
t.
｢
豪
強
富
戸
｣
と
同
意
義
で
あ
る
事
が
わ
か
る
｡
叉
昏

典
禁
例
に
記
載
さ
れ
る
程
彼
ら
の
存
在
は
大
き
か
つ
た
の
セ
ぁ
ろ
う
D)

-

｢
豪
強
富
戸
｣
資
本
の
存
在
｡

8

･
第
′三
.･
商
人
資
本
が
こ
れ
ら

｢
豪
富
強
戸
｣
笹
本
を
更
に
上
か
ら
制

匪
し
て
中
央
の
顧
官
に
連
動
'
す
で
に
そ
の
営
業
樽
を
公
認
さ
れ
て
い

る
こ
と
Or.-

｢
商
人
資
本
｣
`
の
強
力
な
存
在
｡

.第
四
O
督
撫
輩
本
の
錦
美
佐
於
け
る
優
位
的
地
位
｡

(
息
嘗
花
篭
録

に
窄

蒜

､
雲
南
督
撫
の
み
の
錬
磨
が
そ
う
で
な
い
.
)
卜

｢
官
僚
資

本
｣
の
存
在
｡

第
五
｡
康
照
帝
の

｢
負
民
｣
訂
あ
わ
れ
み
､
天
地
白
然
の
利
を
民
と

⑳

輿
に
せ
ん
と
い
う
慈
悲
深
望

7量

の
裏
に
'
鎖
業
の
利

-
そ
れ
は
'

-

直
接
的
に
は
錦
税

(鉄
柵
又
は
現
物
締
)
と
し
て
'
間
嶺
的
に
は
鋒
鏡
材

料
の
低
債
買
い
上
げ
を
通
じ
て
t
Jぁ
ら
わ
に
電
視
す
る
-

に
封
す
る

欲
望
と
'
そ
の
鋳
業
利
益
が
兵
駒

=
(軍
隊
維
持
費
)
と
密
接
に
つ
な
が

37.



38

っ
て
い
る
事
と
が
1
か
く
さ
れ

て
い
る
こ
と
O

さ
て
此
の
一
碗
水
地
方
と
は
'
四
川
省
合
理
州
に
属
し
'

｢
囲
初
出

銀
無
算
｣
と
稀
さ
れ
た
銀
含
有
の
黒
鉛
錬
山
が
あ
り
'
や
は
り
此

の

⑳

年
に
正
式
に
企
業
許
可
が
お
ゎ
て
い
る
｡

1
椴
に
'
清
代
鎖
山
菜
申
'

銀
錦
業
は

｢
千
金

一
掬
す
る
こ
と
博
鼻
の
如
し
｣
と
稀
さ
れ
て
い
る
様

㊨に
錦
業

へ
志
向
す
る
者
に
は
好
個
の
夢
で
あ
り
魅
惑
物
で
あ
っ
た
｡
時

恰
も
銀
経
済
普
及
の
波
に
乗
っ
た
酒
代
'
産
出
無
算
の
此
の
銀
錦
に
囲

初
か
ら
大
小
寮
本
が
殺
到
し
相
互
間
に
角
逐
あ
っ
た
馬
に
尭
引
の
問
題

を
引
き
起
し
'
や
が
て
全
図
的
な
問
題
に
発
展
し
た
の
だ
ろ
う
｡
此
の

史
料
を
手
が
か
わ
に
'
更
に
他
の
史
料
に
つ
き
'
夫
々
の
賓
本
の
存
在

を
確
め
且
つ
相
互
間
の
階
層
関
係
を
考
え
た
い
｡
そ
の
前
に
次
の
事
を

明
ら
か
に
し
て
お
か
ぬ
ば
な
ら
ぬ
｡

即
ち
今
ま
で
｢
鎖
業
資
本
｣
と

一
つ
に
綿
稀
し
て
釆
た
が
管
は
常
時
の

錬
業
は
原
則
と
し
て
採
掘

･
冶
金
の
二
部
門
に
分
離
し
従
っ
て
錦
業
資

本
は
採
掘

･
冶
金
の
両
資
本
に
群
別
さ
る
可
き
事
で
あ
る
｡
嘗
詮

し
ょ

ぅ

｡
雲
南
銀
錦
業

へ
の
課
税
に
生
課

･
熱
課
の
二
様
式
が
あ
.つ
た
｡
林

則
徐
に
よ
る
と
'
前
者
は
迄
東
道
の

｢
弼
戸
｣
が
賛
鎖
し
た
時
に
か
け

ら
れ
る
税
金
'
後
者
は
蓮
西
道
で
は

｢
網
戸
｣
の
費
鎖
に
は
か
け
ら
れ

患
い
代
り
に
'

｢
媛
戸
｣
が
煎
煉
し
た
時
に
か
け
ら
れ
る
税
金
を
斎
味

⑳
したoこ
れ
雪

雲
商
銀
鋳
業
で
は
両
菜
に
分
博
し
て
S
た
事
が
わ
か

る
が
'
そ
れ
が
鉄
鎖
業
の
み
で
な
か

っ
た
事
は

｢
雲
商
銀
廠
圏
絡
｣

(
以
下
｢
圏
略
｣
と
略
解
)
に
'
『
雲
高
諸
銀
山
に
は

｢
銀
嶺
｣
が
雇
わ
れ
'

そ
の
職
分
の

一
つ
は
碑
石
の
要
償
を
定
め
る
に
あ

っ
た
事
.
』
(洞
の
轡

及
び

『
廠
民
に

｢
網
戸
｣
と

｢
蛙
戸
｣
の
慣
別
が
厳
存
し
た
こ
と
』
及

び

『
網
戸
｣
が
要
鎖
し
t
Jそ
れ
藍
見
う
の
か

｢
建
戸
｣
乃
至

｢嘘
民
｣

と
よ
ば
れ
る
冶
金
薯

で
雪

た
軍

票

鮎

撃

が
は
つ
き
晶

さ
れ
て
を
り
'

｢
属
略
｣
は
銅
鏡
業
を
中
心
と
し
つ
つ
巽
南
の
銀
･戯
･

白
鉛

･
黒
鉛

･
蛾
等
の
あ
ら
ゆ
る
鎖
菜
の
状
況
を
侍
え
る

1,等
史
料
で

ヽ

あ
る
か
ら
T
,か
か
る
記
載
は
等
南
の
諸
錦
菜
に
於
骨
る
商
業
部
門
の
1

股
的
分
離
を
示
す
と
考
え
て
い
い
と
思
う
｡
｢
観
略
｣
や
'
｢
槙
等
南
藩

志
稿
｣
に
引
か
れ
て
い
る
'
主
務
の

｢
鎖
廠
採
錬
篇
｣
に
'
｢
凡
そ
廠
人

が
利
を
獲
る
を
畿
財
と
い
う
｣
と
説
明
し
た
後
./
そ
の
費
財
方
津
と
し

て
'
｢
槽
桐
｣･
に
よ
る
も
の
以
下
'
｢鐙
火
｣
｢
貿
易
｣
T
材
垂
｣
｢
エ
カ
｣

｢
賭
博
｣
と
は
っ
き
り
分
類
し
て
い
る
事
も
t
等
南
に
於
け
る
商
業
分

離
を
側
面
か
ら
澄
明
す
る
｡
湖
南
に
於
て
は
最
も
は
っ
き
り
分
離
L
t

採
掘
業
者
僧
等
南
の

｢
樹
戸
｣
拓
封
し

て

｢
砂
戸
人
｣
と
よ
ば
れ
る

が
'
冶
金
業
者
は
や
は
り

｢
櫨
戸
｣
と
i
わ
れ
'
両
者
の
間
に
歯
石
の

責
貫
朗
係
の
成
立
し
て
い
る
事
も
路
棟
で
あ
る
｡
(
棚
鵬
㌫

警

他
省
の
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例
は
省
略
す
る
が
'
只

一
つ
漸
江
省
鹿
川
府
'
溢
州
府
下
請
願
の
鏡
錦

.脚

〟

業
が

｢
坑
戸
｣

｢
嘘
戸
｣
に
分
捧
さ
れ
て
い
る
事
を
附
加
し
ょ
ぅ

0

勿

⑳

論
殿
昔
の
媛
戸
が
採
掘
業
に
投
資
す
る
例
も
あ
わ

'

商
人
に
よ
っ
て
.

㊧

画
業
が
統

1
的
に
経
営
さ
れ
る
事
の
あ
る
の

も
'
無
税
出
奔
な
い
o

L
か
し
次
章
で
述
べ
る
棟
に

1
披
的
に
は
商
業
は
分
離
さ
れ
'
そ
の

分
離
の
上
に
後
述
の

｢
頭
人
組
織
｣
.が
の
つ
か
り
商
人

･
地
芋

官
僚
･

層
の
投
資
も
こ
の
組
織
を
破
壊
し
て
統

一
的
に
把
提
す
る
事
を
得
ず
'

そ
の
組
織
を
通
し
て
錦
業
の
最
下
層

=
労
働
者

へ
の
収
奪
が
敢
行
さ
れ

る
の
で
あ
る
｡

函

零
細
姿
本

A
'
採
掘
業
資
本

..,;.
'L.='..:,:I:::,
:I::..I,'1,(:..:'',I.:I-‥i!:.i:,=,''.I.:;''::M.,I..I..I..M
t(I:I:I-I:.I:i:
,:..:.;:r
J,:'t;::.;..::==M,:1.;.I,.2.,I.:I.:,,:.:?1;.:;..'t:7,.{':'TL:I"4':.

下

｢
廠
浄
書
1
と
略
解
)
近

よ
る
と
'
庚
願
か
ら
薙
正
に
か
け
て
t
等
南

の
銀
錬
業
で
は

｢
曙
利
の
徒
｣

｢
勝
手
の
聾
｣

(鍬
山
師
か
.
こ
れ
と
次

の
｢
課
長
｣
｢
嗣
領
｣
達
が
'
所
謂
無
室
無
甲
の
貧
民
で
あ
ろ
う
)
が
採
掘
厩
S

を
地
方
官
に
出
し
'
許
可
が
出
る
と
'
布
政
司
か
ら
'
印
牌
凌
貰
う
O

此
の
鎖
山
師
紘

｢
廠
官
｣
と
よ
ば
れ
る
が
へ
彼
と
共
把
二
'
主

の
聾
が

初
め
か
ら
企
業
に
参
劃
し
'
彼
ら
は

｢
課
長
｣
｢
綱
領
｣
(頭
人
の
t
部
･

そ
の
役
割
は
次
章
参
照
)
と
よ
ば
れ
'
こ
の
三
者
が
凍
掘
業
開
始
の
日
時

を
出
示
'
寧
早
紀
山
等

1
定
の
儀
式
を
行
っ
た
後
試
煎
す
る
o
此
の
事

が

1
度
俸
は
る
と
こ
の
企
業
に
資
本
を
投
じ
利
益
分
配
に
あ
づ
か
ら
ん

と
す
る
者
が
遠
近
よ
り
｢
紛
釆
｣
す
盲
.
こ
れ
ら
が

｢
米
分
廠
客
｣
と
呼

ば
れ
る
出
資
者
で
あ
る
0
彼
ら
の

1
人
叉
は
数
人
d
合
資
に
よ
っ
て
桐

口
を
認
定
し
桐

丁
目
採
掘
労
働
者
を
雇
い
t.
そ
こ
で
は
じ
め
て
採
掘
業

が
始
め
ら
れ
る
の
で
雪

.
冥
南
の
銅
#
@3
に
も
や
は
り
か
か
る
資
本

家
が
い
た
.
乾
隆
粁

一
年
等
青
線
督
楊
磨
増

の
奏
に
よ
る
と
'
や
は
ゎ

｢
無
業
の
徒
｣
が
先
づ
醸
脈
を
さ
ぐ
む
嘗
て
'
官
に
願
い
出
て
試
採
'

｢
朋
類
｣
(保
坂
の
課
長
'
桐
領
等
で
あ
劫
う
O)
を
呼
引
し
て

｢
有
米
の

家
｣
に
行
っ
て
糧
禾

(
採
掘
労
働
者

へ
支
給
す
る
篤
の
)
を
借

払
る
｡

こ
れ
ら
有
米
者
資
本
は

｢
米
分
｣
と
よ
ば
れ
'
そ
の

｢
米
分
｣
の
多
少

に
よ
っ
て
､
利
益
分
配
の
多
少
が
定
ま
る
の
で
あ
る
｡
臨
安
府
家
白
鷹

に
は
三
地
方
に
分
れ
た
錫
銀
の
産
鎖
膚
が
あ
わ
'
特
に
等
南
随

一
の
錫

産
地
で
あ
る
が
'
そ
こ
で
も

｣
つ
の
噺
を
開
く
の
に
十
乃
至

二
十
多
い

⑳

場
合
に
は
数
十
乃
至
七
十
の

｢
釆
分
｣
合
資
溝
湊
が
行
わ
れ
で
S
た
.

さ
て
侃
晩
も
云
う
棟
に

｢
米
分
｣
も

l
人
で
負
揺
す
る
者
が
あ
ゎ
'

1

⑮

概
に
竺

票

忽
S
が
概
ね
小
資
本
で
参
っ
た
事
は
'
彼
が
米
食
賓
東
金

39
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算
の
不
安
定
性
を
述
べ
た
後

｢
大
鹿
は
常
人
の
能
く
開
く
軒
で
な
い
d

院
司
道
捷
鋲
衛
門
が
親
借
入
を
派
し
貸
本
を
摸
し
て
前
往
さ
せ
桐
丁
を

招
集
'
禾
分
を
罪
軒
し
て
濁
り
功
を
ほ
し
S
ま
ま
に
す
る
｣
と
述
べ
て

い
る
事
で
わ
か
る
0
有
利
な
大
領
山
は
官
僚
資
本

に
よ

っ
て
碍
占
さ

れ
'
従
っ
て
米
分
筆
本
は
大
錦
山
か
ら
疎
外
さ
れ
た
小
資
本
な
d
で
あ

る
｡
因
み
に
成
豊
時
代
四
川
各
晃
寧
願
の
銅
鉛
錦
山
で
は
砂
丁

蒜

掘
⑳

労
働
者
)
の
零
細
資
本
を
す
ら
股
分
と
し

て
集
め
業
を
撞
け
て
い
る
O

叉
楊
の
先
引
上
奏
に
よ
れ
ば
'

｢
米
分
｣
資
本
に
よ
る
企
業
は
'
数
年

や
っ
て
み
て
利
が
な
い
と
叉
他
の

｢
有
米
の
家
｣
に
押
し
か
け
加
借
'

先
の
損
失
を
挽
回
せ
ん
と
す
る
が
結
局

｢磯
米
｣
と
も
烏
有
に
蹄
し
た

ゎ
､
廠
員

(鉄
山
監
督
官
)
か
ら
銀
米
を
借
り
そ
の
高
利
資
本
を
返
え
せ

ず
大
き
い
負
債
を
負
う
の
が

一
般
的
状
態
だ
っ
た
事

が
知
ら
れ

る
｡

｢
米
分
資
本
｣
が
如
何
に
小
資
本
で
あ
っ
た
か
'
叉
彼
ら
が
官
僚
資
本

に
'
除
外
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
.'
借
金
の
形
で
如
何
に
隷
廃
し
て
行

か
ぬ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
が
判
明
し
よ
う
O
抑
々
乾
隆
抑
二
年
の
此
の

楊
の
上
奏
は
常
時
か
か
る
小
企
業
が
飴
わ
に
壁

止
し
'
産
銀
地
の
米
債

が
牽
,j
く
讐

せ
る
篤
･
比
等
小
企
業
姦

在
藁

宮
城
四
十
里
欝

に
制
限
せ
ん
と
し
て
出
さ
れ
'
且
つ
認
可
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
'

こ
の
事
は
､
如
何
に
こ
れ
ら
小
企
業
が
準

止
し
た
か
'
従
っ
て
如
何
に

か
か
る
藩
倦
企
業
が
多
数
存
在
し
あ
か
を
明
瞭
に
物
静
る
｡
そ
し
て
そ

れ
と
の
封
比
に
於
て
見
る
な
ら
'
此
の
奏
は
大
資
本
'
大
企
業
擁
護
策

と
も
恩
へ
､
而
も
'
大
資
本
と
官
僚
組
織
と
.の
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
る

鮎
重
要
で
あ
る
｡
鷺
に

｢
領
地
｣
1
｢
営
業
権
｣
ゐ
資
本
へ
の
解
放
は
か

か
る
制
限
付
解
放
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

B
t
冶
金
業
資
本

冶
金
業
者
が
常
時

一
般
に

｢
櫨
戸
｣
と
呼
ば
れ
た
事
は
既
に
述

べ

た
｡
(

こ
れ
と
塵
石
の
費
買
関
係
に
立
つ

｢
網
戸
｣
を
先
項
で
伏
せ
'
専

ら
｢米
分
｣
の
み
に
つ
い
て
ふ
れ
た
の
は
菅
は

｢
嗣
戸
｣
は
後
述
の
如
き

複
雑
な
複
合
組
織
を
持
つ
の
で
'
わ
ざ
と
解
れ
な
か
っ
た
｡
勿
論
米
分

資
本
の
零
細
さ
は
そ
の
資
本
に
よ
や
て
立
つ

｢
網
戸
｣
企
業
の
零
細
と

弱
醒
性
と
を
意
味
す
る
O)

抑
々
此
の
媛
戸
は
も

と
賎
民

-
不
自
由
民

で
あ
っ
た
の
を
末
代
に
良
民

=
自
由
民
に
解
放
さ
れ
た

｢
烹
戸
｣
に
そ
.

⑳

の
歴
史
的
系
譜
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
O
彼
等
些
冗
･
明
を
経
た
清
代
'

賭
頭
や
小
二
に
報
酬
を
真
珠
ひ
,
且

つ
鏡
石
運
授
人

-
(挑
砂
人
)
敬

ヽ

ヽ

雇
傭
し
っ
つ
'
廃
掘
業
者
と
療
石
膏
軍
関
係
を
緯
ぶ

1
鷹
璽

皿
の
冶
金

業
者
に
進
展
し
て
S
る
｡

(次
衰
及
び
⑳
及
⑳
参
照
)
賎
民

1
良
民
1
業

者

へ
の
比
の

｢
蛙
戸
｣
の
聾
達
系
譜
は
そ
れ
白
身
の
中
に
中
国
社
倉
の
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象
展
を
醒
乱
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
6
彼
ら
の
中
か
ら
採
掘
業

へ
の
乾

⑳

姿
者
を
出
す

に

於
て
い
よ
い
よ
'
此
の
彼
ら
の
上
昇
過
程
は
'
十
分
考

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
0
両
針
窮
極
の
所
'
順
調
な
上
昇
を
･た
ど
ら

ず
二
雇
傭
労
働
を
収
奪
し
得
る
階
級
に
は
立
ち
到
ら
な
い
で
し
ま
う
.

二
後
輩
及
託
⑳
参
照
)
今
そ
の
資
本
と
経
営
の
零
細
性
に
つ
い
て
確
認
し

よ

う
｡
･

湖
南
桂
陽
州
の
白
鉛
嬢
戸
は
旗
頭

1
人
'
小
工
二
人
に
報
酬
を
支
疎

い
挑
砂
人
夫
を
雇
う
冶
金
業
者
で
あ
る
が
彼
ら
は
毎
日
､

1
媛

(
績

一

首
個
に
療
石
二
百
斤
を
装
入
せ
る
)
を
用
い
高
三
二
十
斤
の
白
鉛
を
産

I

出
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
｡
(榔
州
の
そ
れ
は
十
五
斤
)
｡
今

｢
成
案
｣
戸

律
倉
庫
巻
十
二
'
所
理
蟻
廠
各
俵
規

(
乾
隆
十
六
年
)
か
ら
'
そ
の
日
々

の
動
用
資
本
額

･
生
産
費
の
内
鐸

･
税
額

･
純
益
の
表
を
作
成
し
よ

ぅ
｡

山は
鐘
声
白
身
の
報
告
'

潮は
麿
督
官
の
報
告
に
よ
る
も
の
｡
夜

食
'
飴
鉛
の
賓
債
を
両
者
の
報
告
と
も
'
宵
斤
に
就
き
市
債
の
四
両
と

し
て
換
算
さ
れ
て
い
る
が
中
央
の
箕
泉
賓
源
二
鋳
鏡
局
用
又
は
湖
南
省

錆
鏡
局
用
と
し
て
買
い
上
げ
ら
れ
る
場
今

‥-
そ
し
て
往
々
大
半
買
ひ

上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が

ー
百
斤
に
つ
き
三
岡
三
銭
三
分
し
か
支
梯

･⑩

.

は
れ
な
い
故
そ
の
純
益
は
ま
す
ま
す
少
い
.

(幻

上 砂 100斤--- --------4鏡

申 砂 100斤-----------2鏡

石 茨 --･･.･･.･･･ ･-･--･-1鐘8分5厘

嘘頭二人-の工償銀･--･----∴-4分

小エコ人-の二倍銀 計---･-･-3分

以上三人-の飯食銀 計-------6分

様子,嫁蓋の添補筆---･----･･5分

1勧10両7鏡r

28幼5両3践

1両1線3分3厘

1鏡2分8産

(ll

上 砂 20斤--･･---･:8分

中 砂1 50斤･･･---1鏡

下 砂 130斤---- 1鎧2分

石 茨 ･----1･---1鎧8分

嘘頭一人へのエ償銀-- 4分

小二二人-の工債銀計 -3分

以上三人へP飯食銀計-6分
挑砂銀-------･t--.- 4分

頓子,儲蓋の添補費---2分

抽税額 ----･-------1勧10両7鏡

筏 額 17勧5両

巻上篇 (100勧ヲ4酎 シテ)喝 9分咽

純 益 2分3厘

I 41～
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今
彼
ら
の
生
産
の
小
規
模
性
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
虜
に
比
の
衣

湖に
従

払
且
つ
一
年
三
百
六
十
日
を
可
働
す
る
と
し
て
彼
ら
の

1
年
の
産
額

1

茜
八
千
斤
と
純
益
金
金
額
四
十
六
両
八
分
と

(
勿
論
彼
ら
に
も
商
人
に

白
鉛
を
密
賓
す
る
道
と
白
鉛
淀
を
'
や
は
り
商
人
に
費
る
道
は
あ

つ
た

が
'そ
れ
と
て
も
決
し
て
多
額
'ま
し
て
生
産
規
模
を
凍
大
す
る
も
の
で

⑪

は
な
か
っ
た
)を
次
の
例
と
比
校
し
て
み
よ
う
O
薙
正
の
頃
'貴
軒
省
政

府
が
省
内
.の
丁
頭
山
廠
.
外
二
鹿
か
ら
百
斤
八

･
九
鏡
乃
至

1
両
で
白

鉛
を
買
ひ
止
げ
漠
口
ま
で
運
び
京
層
に
要
っ
た
事
が
あ
る
o
買
い
上
げ

値
と
滞
口
ま
で
の
運
賃
を
加
算
し
て
百
斤
に
つ
き
三
両
五
鏡
を
省
政

府
が
布
政
司
庫
か
ら
出
し
'
京
商
へ
の
膏
債
は
漠
口
の
市
債
に
従
払
四

両
八
鏡
で
あ
っ
た
.
百
斤
に
つ
き
約

1
両
強
の
利
益
率
だ
が
.t
そ

の

時
の
音
州
省
政
府
の
櫨
戸
か
ら
の
買
い
上
げ
純
量
は
二
百
高
斤
'
従
つ

⑫

て
1

1
拳
に
'
二
寓
雨
の
利
を
得
た
の
で
あ
る
O
二
百
茜
斤
の
白
鉛
を

賞
賛
し
て
二
茜
繭
の
利
を
得
る
官
僚
機
構
と
'

一
年
の
絶
産
額

一
幕
八

千
斤
'
絶
取
入
四
十
六
両
八
分
の
媛
戸
と
を
封
比
す
れ
ば
は
じ
め
て
そ

ー

の
零
細
性
が
判
然
と
す
る
｡
叉
此
の
部
爾
泰
の
上
奏
は
貴
州
の
白
鉛
媛

∫

戸
の
零
細
性
を
も
明
示
し
て
い
る
0
即
ち
彼
ら
三
廠
の
白
鉛
嘘
戸
は
'

琴
南
の
錯
鏡
局
を
自
ら
の
市
場
と
L
t
そ
れ
に
生
産
物
を
百
斤
に
つ
き

､

1
滴
五
六
盛
で
費
る
専
に
よ
り
再
生
産
を
韓
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
'

薙
正
五
年
琴
南
鋳
鏡
局
の
錆
鏡
畳

が
減
じ
'
且

つ
琴
南
薙
平
州
に
卑

漸
'
塊
滞
二
白
鉛
廠
が
出
奔
そ
れ
に
市
場
を
奪
は
れ
た
篤
'
元
釆
大
草

赤
貧
で
あ
っ
た
彼
ら
娃
買
い
手
な
き
白
鉛
を
手
持
ち
し
て
寝
か
し
て
&
.

け
す
速
い
に
､
百
斤
に
つ
き
八

･
九
鏡
乃
至

1
両
と
い
う
低
債
に
値
下

げ
し
て
官
に
賓
却
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
O
大
市
場

･
漢
口
.

へ
の
道
を
自
ら
開
き
得
ず
'
市
債
の
四
分
の

1
の
値

で
買

い
上
げ
ら

れ
'
そ
こ
で
の
大
を
い
剥
ぎ
.4-を
た
や
す
く
省
政
府
資
本
に
麻
じ
た
こ

の
事
情
は
薯
州
白
鉛
嘘
戸
の
非
猫
立
性
と
官
に
よ
る
そ
れ
へ
の
哀
配
を

先
金
に
露
呈
し
て
S
る
｡
琴
南
に
於
て
も
事
情
は
襲
ら
な
い
.
外
で
も

な
い
上
引
'
貴
州
白
鉛
嘘
戸
か
ら
市
場

(蛾
の
場
合
零
南
鋳
頗
局
)
を
奪

う
事
に
な
つ
･た
薙
平
州
の
二
白
鉛
廠
も
乾
隆
五
年

には
｢官
牧
の
停
止

以
釆
外
省
鉛
債
｡
に
%
J
t
讐

憲

の
麓

放
資
す
る
無
く
'
媛
戸

の
道
銀
襲
嘗
殊
に
難
し
｣
と
い
う
理
由
で
し
ば
ら
く
精
錬
事
業
が
中
止

ざ
れ
て
し
ま
っ
た
｡
そ
の
事
業
が
増
額
出
乗
る
か
香
か
が

1
に
官
牧
'

乃
至
商
人
の
買
い
上
げ
如
何
に
係
っ
て
S
潅
此
の
事
情
は
や
が
て
彼
ら

が
如
何
な
る
資
本
に
隷
廃
し
な
け
れ
ば
な
ら
恵
一い
か
を
暗
示
し
て
S
･

よ

,i

lo
.

琴
南
鋼
廠
煙
戸
の
在
り
方
も
本
質
的
に
は
全
く
同
棲
で
あ
る
｡
今
は

只
｢嘉
監
督
典
｣
巻
十
五
'
｢
等
南
清
吏
司
｣
に
載
せ
ら
れ
た
彼
ら
の
官
僚
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資
本
へ
の

一
般
的
な
隷
魔
性
を
示
す
に
と
ど
め
る
｡

｢
鋼
廠
は
'
専
管

の
道
府
よ
り
布
政
司
に
赴
き
エ
本
､銀
爾

(冶
銅
糞
本
)
を
支
領
､
嵐
員

◆

に
縛
給
'
娃
戸
に
経
放
し
て
銅
を
排
ぜ
し
む
｡
上
月
牽
本
し
下
月
収
銅

I

す
O｣
賓
に
彼
ら
は
布
政
司
姿
本
を
前
借
わ
す
る
事
に
よ
り
て
営
業
し
て

S
た
の
で
あ
る
.
嘗
時
最
大
の
領
業
で
あ
っ
た
軍
南
の
鋼
廠
櫨
戸
に
し

て
然
り
と
す
れ
ば
全
図
的
な
媛
戸

一
般
の
資
本
の
零
細
性
と
官
僚
及
び

商
業
資
本
へ
の
隷
展
性
は
も
早
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
後
述
す

る
棟
に
か
か
る
媛
戸

(及
び
彼
ら
と
醸
石
膏
軍
関
係
に
立
つ
零
細
米
分

箪
本
)
の
零
細
性
を
基
礎
に
し
て
'
商
人
官
僚
帝
姿
本
の
'
過
酷
な
収

奪
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
.

耶

豪
強
富
戸
資
本

/.ー

次
に
康
願
帝
及
び
そ
の
廷
臣
達
に
よ
っ
て

｢
濁
占
的
設
廠
｣
を
厳
禁

さ
れ
た
所
謂
殿
嘗

=
豪
強
富
戸
資
本
の
存
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
O
帝
に
よ
る
五
十
二
年
の
厳
禁
津
令
畿
布
に
尭
立
つ
こ
と
肝

一
年
'

康
願
廿

一
年
に
等
南
に
於
て
'
絶
督
薬
硫
柴
が
t
､富
商
大
貫
と
な
ら
べ

⑯

て

｢
鹿
茸
の
民
｣
の
錦
業
投
資
を
奨
勘
し
て
い

る
.
漸
江
省
西
安
薪
の

願
食
味
鵬
年
の

｢
銅
山
耕
｣
に

｢
公
家
｣
の
企
業
と

｢
私
目
｣
の
企
業

の
別
を
記
し
'
後l
着

用
民
営
に
就
い
て

｢
之
を
去
る
者
は
必
ず

地
方
の

....

㊨

心

酔
掛
こ
れ
に
附
す
る
者
皆
異
郷
の
鹿
瀬
｣
と
瀞
じ
て
い
る
｡

こ
賃

膏

や
碑
偉
集
巻
七
十
五
所
収
'
彼
に
つ
い
て
の

｢
行
状
｣
｢
神
道
碑
｣
｢
墓

誌
銘
｣
に
よ
る
と
.
庚
熊
肝
五
年
'
西
安
幕
命
に
任
官
し
た
彼
は
盛
に

採
鎖
の
薯
を
カ
陳
し
た
反
錦
業
者
で
あ
っ
た
か
ら
そ
の
言
葉
に
多
少
の

誇
張
は
あ
ろ
う
が
'
や
は
り
康
願
粁
五
年
の
嘗
時
'
地
方
の

｢
巨
好
｣

が

｢
匪
類
｣
鮎
共
に
錬
業
に
雪

蒜

祝
の
蒜

が
知
ら
れ
る
O

豊

の
｢新
書
｣
(
下
)
｢
宋
砂
｣
の
項
の
最
後
に
族
を
附
し
て
い
る
の
.に
よ
れ

ば
'
や
は
り
庚
願
時
代

｢
寄
蔵
の
徒
｣
と
.r
慶
拳
の
士
｣
が
舟
革
を
駆

っ

て普
相
乗
砂

(
水
銀
の
原
錬
)
の
産
地
に
肇
過
し
'
こ
れ
ら
が
相
輿
に

傭
エ
し
て
業
を
起
し
た
事
が
わ
か
る
｡
官
途
を
あ
き
ら
め
た
地
方
の
豪

強
が
･
薯
州
に
於
て
も
や
は
ゎ
､

｢
潜
手
｣
と
共
に
'
資
本
家
と
し
て

@

登
場
す
る
の
で
あ
る
｡
雲
南
に
於
て
は
ど
う
か
｡

｢
賞
牌
偶
存
｣
の

｢
示
諭
｣
の
僕
に
'
｢
(楚
旋
府
贋
通
解
)
城
内
の
米
糧
雑
貨
は
全
く
制

.～"川1t

鏡
に
構
っ
て
流
通
し
て
S
る
.

数
日
以
釆
城
内
の
鏡
文
挟
乏
し
'

牌

奔
百
貨
空
曹
の
恐
れ
が
あ
る
｡
此
の
原
因
は
各
席
民
が
廠
利
に
季
施
し

-

鏡
を
以
て
鋸
山
へ
薩
石
を
買
い
に
行
く
か
ら
だ
｣
と
あ
り
.こ
れ
を
厳
禁

し
た
最
後
に

｢
四
民
の
首
た
､省
拳

･
責

･垂

･
監
が
同
様
の
行
為
を
す

れ
ば
'
頂
戴
を
用
払
'
先
生
を
耽
稲
す
る
を
許
う
ず
薩
石
室
覚
っ
た
廠

民
と
同
列
に
初
茸
す
る
ぞ
｣
と
附
け
加

へ
て
い
る
O
道
光
廿
四
年
の
事

で
遜
る
O
楚
旋
府
庚
通
願
に
瓜
銀
観
山
が
漆
か
(｢
概
略
｣)嚇
城
内
の
滴
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属
が
'
挙
っ
て
､
銀
渡
を
買
ひ
に
走
廠
し
た
胤
で
あ
ろ
う
が
'

｢
馨

･

貢

･
生

･
監
｣
の
士
も
共
に
銀
鏡
山
に
走
っ
た
と
推
察
出
乗
る
｡

彼
ら
の
資
力
は
そ
の
政
治
的
勢
力
と
相
慮
じ

て
'
往
々
猫
占
樺
を

ふ
る
つ
た
.
河
北
省
房
山
願
に
'
李
信
な
る
豪
強
あ
り
そ
の
子
と
共
に

願
内
の
疲
場
を
覇
占
す
る
こ
と

一
年
そ
の
間
四

･
五
黄
繭

の
銀
を
獲

i.･た
O
直
隷
巡
撫
李
維
釣
の
上
奏
は
そ
の
様
を

｢
彼
ら
は
家
人
千
五
'
劉

二
を
し
て
場
務
墓

警

せ
'
百
姓

繁

讐

て
そ
)
の
掩
蓋

劫
あ

ら
ば
非
刑
拷
打
｣
し
た
と
停
え
て
い
る
.
庚
願
末
年
か
ら
薙
正
に
か
け

て
の

一
年
で
あ
る
｡
彼
ら
は
'
同
時
に
数
百
人
を
衆
集
し
て
石
行
を
も

猫
占
'
良
民
の
女
を
強
姦
し
た
り
'
農
民
に
.
高
利
貸
付
を
行
埜
屠
産

を
強
奪
し
た
り
す
る
所
謂
典
型
的
な
地
方
豪
強
で
あ
っ
た
が
康
願
五
十

二
年
'
設
廠
厳
禁
の
封
象
に
な
っ
た
の
は
か
か
る
豪
強
経
営
に
違
い
な

い
.
蓋
し
'
農
民
を
強
役
L
t
領
税
の
納
入
を
拒
否
す

る
事

は
専
制

王
朝
と
そ
の
官
僚
の
機
構
に
は
許
し
難
い
事
だ
か
ら
｡
両
も
薙
正
元
年

の
直
隷
に
於
け
る
比
の
事
例
は
庚
願
五
十
二
年
の
禁
令

の
無
効
を
物

語
る
｡

も
ち
ろ
ん
薙
正
元
年
の
李
信
父
子
ら
は
'
錦
山
菜
か
ら
放
逐
さ
れ
た

ら
し
い
o
雨
も
全
図
的
に
見
た
場
合
豪
強
の
錦
業

へ
の
投
箪
…

労
働

者

へ
の
放
奪
は
止
む
事
は
な
か
っ
た
｡
薙
正
帝
を
最
も
悔
し
彼
が
払
た

す
ら
禁
塵
せ
ん
呈
し
た
虞
東
の
例
庖
と
れ
ば
判
然
と
し
よ
う
O
遍

正

⑲

(
七
-
-
九
年
の
間
)
の
李
高
倉
の
上
奏
に
よ
る
と

｢
豪
強
｣
が
先
づ

｢
外
方
の
好
手
｣
を
産
錦
地
膚
の
山
間
村
落
に

｢
寓
置
｣
し
後
に
砂
夫

(採
掘
労
働
者
)
を
雇
い
.
(潅
手
を
し
て
雇
は
し

め
た
庵
の
と
息
ふ
)
莱

を
興
す
の
で
あ
る
｡
此
の
奏
で
李
高
倉
は
'
彼
ら
二
強
丁
ヽ
匡
族

･
紳

衿

･
豪
根
｣
が
'

｢
錬
徒
｣

(幹
事
に
統
率
さ
れ
た
採
掘
労
働
者
の
線
種
)

に
糧
食
を
接
辞
L
t
そ
の

｢
盗
掘
｣
を
森
に
す

る
場
合
∵
豪
強
達
も

｢
匪
｣
と
し
て
扱
え
と
主
張
し

て
い
る
O

こ
れ
ち
豪
強
が
'
薄
手
を
貰
う
の
み
な
ら
ず
'
労
働
者

へ
の
｢
糧
食
｣

併
給
者
と
し
て
懐
然
と
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡
両
も
こ
れ
ら
錦
徒

II
採

掘
労
働
者
こ
そ
往
々
官
憲
'
多
く
は
軍
隊
の
出
動
に
よ
っ
て
強
制
的
に

⑳

錬
宙
か
ら
返
去
さ
せ
ら

れ
､
或
S
は
遠
く
'湖
南
に
さ
ま
よ
′い
'
衣
類
を

質
に
入
れ
･'
こ
そ
盗
を
働
い
て
.
口
す
ぎ
す
る
身
に
お
ち
ぶ
れ
る
事
が

⑲

あ
つ

ても
'
豪
強
の
錦
薬
に
於
け
る
存
在
は
微
動
だ
に
し
な
か
っ
た
O

否
'
同
じ
炭
素
の

｢
豪
強
富
戸
｣
は
Y
道
に
官
僚
機
構
や
商
人
資
本

と
結
び
つ
く
事
に
よ
っ
て
'
そ
の
地
位
が
保
轟
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
郎

⑧

ち
乾
隆
三
年
'
贋
乗
銅
山
業

に
於
て
絶
商
'
副
商
制
が
設
け
ら
れ
た

時
'
次
の
棟
に
規
定
さ
れ
た
｡

｢
其
の
各
州
斯
醸
山
は
も
と
多
寡
不
等

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

に
廃
す
'
ま
さ
に
絶
副
各
商
を
招
き
､
務
め
て
本
地
殿
菅
の
良
民
を
茸
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め
姿
本
を
昌
傭
し

て厳
に
赴
き
開
探
せ
し
む
可
し
｣
と
義

経
韻

5)
O

組

L

商
と
結
び
つ
い
た
殿
竃
の
民

且
象
強
富
戸
の
､
錬
業

へ
の
資
本
投
資
o

こ
こ
で
も
早
や
康
願
帝
と
そ
の
廷
臣
に
よ
っ
て
'
禽
典
に
規
定
さ
れ

た
津
令
竺

無
効
と
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
逆
に
彼
ら
へ
の
官
僚
組
織
に

ょ
る
保
護
と
後
ろ
楯
が
地
方
政
権
は
も
と
よ
り
倉
典
に
津
令
化
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
中
央
に
於
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
.

そ
し
て
叉
此
の
準

隆
三
年
の
津
令
は
'
彼
ら
豪
強
が
'
官
僚
組
織
を
媒
介
と
し
て
容
積
に

商
人
資
本
と
結
合
さ
せ
ら
れ
て
い
た
事
を
暗
示
す
る
｡.
以
上
の
諸
過
程

を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
商
人
資
本
の
錬
業
に
於
け
る
存
在
を
確
か
め
･

且
つ
'
豪
強
資
本
と
の
階
層
関
係
を
考
え
た
い
｡

L

㈲

商

人

資

本

康
異
時
代
'豪
強
箪
本
が
な
お
中
央
政
権
に
公
認
さ
れ
な
か
っ
た
障
･

す
で
に
大
拳
士
等
と
手
を
握
り
公
然
と
そ
の
地
位
を
認
め
ら
れ
て
い
た

商
人
資
本

O-
そ
の
代
表
は
商
人
玉
鋼
明
で
あ
っ
た
O
(芸
若

しO
一
腰

彼
は
ど
ん
な
男
か
｡
彼
は
庚
願
五
十
四
年
'
そ
れ
が
入
省
承
排
に
頗
す

る
ま
で
中
央
･戸
工
南
部
錯
鏡
用
の
紅
銅
'白
鉛

(但
し
園
内
産
の
)
を

.@

3
手
に
承
排
し
て
い
た
大
商
人
で
あ
り
'
而
も
翠
に
買
S
集
め
る
流
通

商
人
で
な
く
'
湖
南
柿
州
九
架
爽
の
白
鉛
銀
山
を
開
採
し
た
鋳
業
商
人

⑳

で
あ
っ
潅
｡
此
の
薙
正
五
年
の
湖
南
巡
撫
布
蘭
泰
の
奏
に
よ
る
と
彼
は

何
年
か
ら
か
不
明
だ
が
康
頗
五
十
三
年
'
･
｢
同
銀
山
の
錦
砂
が
轟
牢
る

＼
ま
で
｣
(鷺
は
露
き
た
の
で
な
い
｡
何
故
彼
が
此
の
企
業
を
ま
っ
た
か
は

⑳

不
明
)
そ
こ
に
開
興
し
た
事
が
わ
か
る
｡

さ
れ
ば
こ
そ
康
願
五
十
二
年

｢
本
地
人
民
里
屠
ひ
｣
錦
業
を
革
む
事
を
'
潤
贋

･
山
西
錬
業
商
人

代
表
者
と
し
て
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
倉
典
に

｢
康
願
五
十
二
年

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
1

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

湖
南
榔
州
の
黒
鉛
鋳
鉄
母
を
産
有
す
｡

商
人
の
エ
本
を
除
く
外
'
二
年

⑮

を
収
税
す
｣
と
あ
る
が
､
布
蘭
泰
の
先
引
上
奏
に
上
る
と
'
王
網
明
が

開
興
し
た
時
の
九
架
爽
鎗
錬
山
は
白
鉛
の
み
を
廃
し
'
同
銀
山
か
ら
黒

白
而
鉛
を
兼
採
す
る
事
を
戸
部
が
許
し
た
の
は
.
王
が
患
っ
て
か
ら
後

の
薙
正
四
年
十
月
で
あ
っ
た
か
ら
'
禽
典
の
比
の
合
銀
黒
鉛
銀
山
に
'

投
資
し
た
商
人
は
'
王
で
は
な
か
つ
た
と
思
わ
れ
る
P

す

る
と
叉
此

の
事
は
王
以
外
の
商
人
の
粥
州
錦
業

へ
の
開
輿
を
意
味
し
'′
こ
れ
ら
諸

商
人
が
時
を
同
じ
う
し
て
エ
本

==-資
本
投
資
者
と
し
て
錦
業
に
登
場
し

て
い
た
事
が
確
認
量
れ
る
｡
王
が
逢
い
.た
後
.
同
錦
山

.は
薙
正
三
年
に

戸
部
紗
讐

蔓

け
芸

人
(謂

諾

望

.
蔑

撃

に
引
き
つ
が

れ
た
が
同

四
年
に
黒
白
鉛
兼
操
が
許
可
さ
れ
た
｡
因
み
に
布
蘭
泰
の

兜
引
上
奏
に
よ
を
と
確
立
五
年
{
屈
月
｣
分
の
同
額
山
か
ら
の
産
額
払

黒
鉛

1
幕
千
九
百
斤
O
そ
し
て
こ
れ
か
ら
銀
千
九
百
十
九
両
が
取
れ
'

㊥

そ
れ
を
商

･
官
が
二
等
分
す
る
.O
此
の

1
ヶ
月
の
両
者
の
取
り
分
を
や

一一45_
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旺
わ
'
発
現
に
述
べ
た

(良
鉛
)
嘘
戸
の

1
年
の
綿
収
入
四
十
数
嵐
と

比
較
す
る
と
そ
の
大
き
さ
が
判
明
す
る
｡
此
の
利
益
を
こ
そ
求
め
て
'

⑳
＼

康
薙
時
代
京
商
の
湖
南
銀
鈴
鎖

へ
の
投
資

が
盛
行
し
た
の
で
あ
る
｡

⑳

そ
の
鎖

･
金
鎖
菓

へ
も
彼
ら

は
連
出
し
た
｡
庚
薙
時
代
の
湖
南
諸
銀
山

は
諸
商
人
の
好
投
資
場
に
外
な
ら
夜
か
つ
k
.

そ
し
て
こ
の
事
は
湖
南
に
と
ど
ま
ら
な
い
｡
薙
正
の
頃
'
虞
束
を
除

く
産
銅
諸
省
で
は
'
資
本
を

｢
百
億
し
た
殿
菅
商
民
｣
を
招
く
事
が
開

責
め

⑳

厳
の
事
宜
だ
っ
た
の
で
あ
る
O

四
川
-

か
つ
て
の

1
碗
水
問
題
の
時

｢
本
地
人
の
み
の
営
業
を
許
す
｣
と
規
定
さ
れ
た
そ
の
四
川
に
於
い
て

薙
正
八
年

(建
昌
造
管
下
の
)
五
つ
の
銅
山
に

｢
四
方
の
殿
菅
商
民
｣

が
招
か
れ
彼
ら
の
資
本
で
閉
鎖
さ
れ
た
o
(詣

謂

)
貴
州
で
は
薙
正
五

年
頃
巡
撫
何
世
瑛

の
許

に
紛

々
と
商
民
の
開
廠
願
い
が
届

い
た
O

議

場
詣

憲

年
陶
)
贋
東
と
改
ん
で
資
本
の
入
り
難
か
っ
た
贋
西
に
於
て

も
薙
空

ハ
年
開
鎖
さ
れ
た
時
招
か
れ
た
の
は
自
備
資
本
の
商
人
で
あ
.つ

㊧
た
｡
乾
隆
に
入
る
や
'
彼
ら
の
全
般
的
な
進
出
は
強
化
さ
れ
た
ら
し

い
O

｢乾
隆
脅
典
｣
欝

撃

の

｢
床
西
t
等
草

書
州
は
黄
金
･白
金
･

赤
金

･
錫

･
鉛
･
銭
･
水
銀
･
丹
砂
･
雄
黄
を
'
山
西
'
四
川
'
贋
東
は

赤
金

･
錫

･
鉛

･
鏑
を
.
湖
南
は
赤
金
･錫
･鉛
･銀
･水
銀

･
丹
砂
を
座

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

す
O
皆
商
を
招
い
て
試
探
す
云
々
｣
と
い
う
記
事
が
そ
の
一
般
的
な
妖

況
を
示
す
磨
ろ
う
O
も
と
よ
ゎ
鮎
々
と
小
錦
山
を
移
り
歩
い
た
小
商
人

⑳

資
本
も
あ
つ
た
が
'
彼
ら
は
往
々
そ
の
重
柴
を
合
し
て
痩
下
す
る
の
み

な
ら
空
桑
強

･
富
戸
の
資
本
と
合
鯉
す
る
事
に
よ
り
大
資
本
を
形
成
し

た
.
乾
隆
四
十
七

･
八
年
頃
湖
南
桂
東
廟

に
重
貨
を
た
車
さ
え
乗
っ
た

桂
陽
酢
の
謬
某

･
張
某

･
長
抄
の
周
某
が
'

｢
承
商
｣
し
て
'
感
内
宮

⑳

戸
と
合
資
開
醸
し
た
如
く
｡
或
い
は

1
股
に
榔
州
の
療
商
が

｢
貸
本
を

⑳

厚
挟
し
富
戸
を
窓
潰
'
′合
移
し
て
砂
夫
を
招
集
｣
し
た
如
く
｡
富
戸
'

商
人
の
合
資
合
鰭
は
庚
東
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
事
滋
知
る
｡

(同
時

に
叉
こ
の
事
は
所
謂
豪
強
富
戸
が
商
人
で
な
く
地
方
の
富
者

=
地
主
階

級
な
る
事
を
反
謬
す
る
.)
だ
が
や
は
ゎ
商
人
資
本
は
そ
れ
ら
大
地
主
姿

本
よ
わ
大
で
あ
や
且
つ
鋳
菜
に
於
い
て
特
権
的
地
位
を
も
ら
た
.

- 46-

前
項
に
述
!'(
た
通
わ
'乾
隆
三
年
'
両
者
の
合
鱒
及
び
官
僚
組
織
と
の

結
合
が
庚
東
に
於
け
る
銅
線
業
を
捉
え
た
が
'
そ
の
時
は
銅
鏡
業
に
限

ら
れ
金

･
銀
は
む
し
ろ
厳
禁
さ
れ
k
o
(琵

篭

城
)
然
る
に
乾
隆
五
年
'

｢
斯
銅
商
人
｣
の
月
備
資
本
を
以
て
す
る
錫
銀
山

へ
の
進
出
が
許
さ
れ

(潤
)
着
々
商
人
の
鏡
業
に
於
首
る
地
歩
を
固
め
た
が
'
乾
隆
九
年
に
到

っ
て
そ
の
猫
占
的
地
位
を
不
動
に
し
た
.

即
ち

｢
(贋
寮
内
)
各
州
膳

の
銀
山
'
多
き
は
十
数
庭
少
き
も
六
数
庭
あ
り
'
た
だ

7
線
商
を
招
き
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そ
れ
を
し
て
自
ら
酎
商
を
抱
い
て
協
雛
も
し
む
の
み
な
ら
ば
散
ら
く
は

う
た

,

姿
本
港
繁
'

1
時
に
副
商
を
獲
招
す
る
能
わ
や
樽

時

日
を
耽
延
せ
ん
｡

7
願
の
申
も
し
嬢
山
数
廃
及
数
十
塵
な
る
者
あ
ら
は
'
蓮
界
の
庭
は

一

商
の
兼
東
を
許
し
'
其
の
遠
隔
に
し
て
相
蓮
ら
ざ
る
の
山
は
毎
山

一
商

の
承
充
す
る
を
許
さ
ば
'
在
山
の
エ
丁
は
管
束
に
便
な
ら
ん
｡
も
し
資

本
い
く
ぼ
く
も
無
き
者
あ
ら
ば
'
其
の
倉
移
同
充
を
託
す
-
･｣
と
'

乾
隆
替
典
則
例

(巻
四
十
九
戸
部
雑
妖
･
金
銀
鍍
課
)
が
語

る
如
く
'
彼

ら
偲
鴇

(副
)
商
制
の
み
で
は
包
み
切
れ
ぬ
贋
大
鏡
雇
の
濁
占
横

道
'
エ
丁

=
労
働
者
管
束
樺
と
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
O
且
つ
そ
の
錬

種
は
銅

･
鉛

･
銅
鉛

･
鉛
銀

･
銅
鉛
爽
耗
金
銀
砂

に
凍
大
さ
れ
て
い

る
O
叉
同
年
の
規
定
は
つ
づ
け
て
日
y
t

｢
も
し
錬
少
く
砂
徴
な

る

塵
'
商
の
開
採
を
容
る
る
能
わ
ざ
れ
ば
'
附
近
人
民
の
官
に
報
じ
て
開

採
す
る
事
を
許
す
｣
と
｡
慶
大
銀
山
の
み
な
ら
ず
優
良
錬
山
を
'

一
般

ヽ

人
民
小
資
本
と
は
隔
絶
的
に
猫
占
し
た
の
で
あ
る
｡
最
も

｢
資
本
｣
の

⑳

活
躍
し
難
か
っ
た
贋
東
省
に
於
け
る
此
の
商
人
の
地
位
は
何
よ
り
も
明

ら
か
に

1
般
商
人
資
本
の
鎖
業
に
於
け
る
燭
占
性
を
示
す
だ
ろ
う
O
等

南
で
は
ど
う
か
｡
光
緒
十
三
年
'
巡
撫
唐
桐
は
｣
壁

別
の
開
排
は
皆

川

･
湖

･
江
庚
の
大
南
巨
質
に
係
り
'

一
厳
を
開
く
毎
に
お
お
む
ね
銀

十
帯
爾
'
二
十
幕
南
'
不
等
を
費
す
･｡
其
時
各
々
錬
師
を
起
き
'
地
脈

の
衰
華

針

路
9
鴻
深
'
綜
堂
の
大
小
'
誇

張

琴

療
質
の
佐
多

た
び

を
能
く
鼓
iSh
P
相
慶
既
に
定
ま
っ
て
然
る
後
施
工
す
O

一
度
開
成
す
れ

⑳

ば
数
十
年
を
歴
て
取
る
も
娼
き
ず
-
｣
と
上
奏
し
て
い
る
｡
此
の

｢
従

前
｣
は
何
時
を
指
す
か
明
瞭
を
快
く
が
'

｢
軍
興
｣
以
前
で
あ
る
事
は

㊥

此
の
奏
に
よ
づ
て
明
ち
か
で
あ
ゎ
叉
同
人
の
光
緒
八
年
の
言
葉
は
同
じ

く
曾
っ
て
外
省
富
商
が
等
南
銅
鏡
業
に
大
資
本
を
投
入
せ
る
事
を
力
鋭

●

L
t
そ
の
時
を

｢
軍
興
｣
以
前
の
湛
省

｢
承
平
の
時
｣
に
か
げ
'
成
豊

か
ら
同
治
に
か
け
て
の
同
省
回
教
徒
の
乳
及
び
'
太
平
軍

の
侵
入
以

前
'
特
に
琴
南
銅
鏡
業
が
千
幕
斤
以
上
の
産
額
を
挙
げ
オ
乾
隆
時
代
を

指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
､
光
緒
十
三
年
の
此
の
上
奏
も
'
同
で

時
期
に
つ
い
て
言
っ
て
S
る
の
に
違
い
な
い
o
更
に
も
し
彼
の
此
の
奏

ヽ
ヽ
ヽ

と
'
光
線
八
年
の
言
葉
と
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'
こ
の
商
人
資
本
に
よ
･

る
経
営
は
'
十
革
雨
二
十
茜
雨
の
大
資
本
を
所
有
し
た
の
み
な
ら
ず
企

業
開
始
以
前
'
先
づ
正
確
に
探
鎖
し
'
採
掘
精
錬
の

一
切
の
生
産
手
段

を
所
有
し
'
且
つ
'
貸
労
働
を
雇
傭
し
っ
つ
仝
生
産
過
程
を
統

T
的
艦

⑳

把
握
す
る
大
経
営
を
思
わ
せ
る
｡
そ
の
企
業
の
構
造
は
機
械
こ

そ
無
S

が
'
あ
ら
ゆ
る
生
産
手
段
を
所
有
し
た

1
つ
め
資
本
が
貸
労
働
の
･｢
分

⑳

マ
ニ
ュ

フ
ァ
ク
チ
ュ
ア

-
資
本
で
あ
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
O
然
わ
と
す

47



▲ず

始

れ
ば
構
造
的
に
も
零
細
資
本
と
隔
絶
し
て
S
た
の
だ
ろ
う
か
Et･
･

さ
て
こ
こ
ま
せ
清
代
現
業
民
間
資
本
の
諸
階
層
の
存
在
と
'
そ
の
相

互
関
係
を
'
史
料
に
即
い
て
略
述
し
最
後
に
商
人
資
本
が
豪
強
富
戸
資

本
と
密
接
に
か
ら
み
合
い
つ
つ
も
'
特
に
濁
占
的
な
地
位
を
占
め
て
い

た
事
を
論
じ
て
釆
た
.
妄

う
し
て
そ
れ
と
の
封
比
に
於
て
零
細
資
本
の

在
か

方
を
管
見
し
て
来
た
｡
而
も
な
お
多
く
の
問
題
を
残
し
て
い
る
.

具
醍
的
に
'
以
上
諸
資
本
が
ど
の
様
な
鎖
業
機
構
の
中
で
､
ど
の
棟
に

生

産
を
摘
ん
だ
か
O
永
て
い

｢
資
本
｣
と
共
に
あ
っ
た
'
涛
手
聾
の
存

在
形
態
は
～
そ
し
官
僚
資
本
の
存
在
形
態
及
び
民
間
諸
資
本
と
の
関
係

は
～
且
つ
叉
そ
れ
ら
の
最
下
層
に
あ
る
錬
菓
労
働
者
は
～

章
を
改
め
て
問
題
を
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
O
民
蘭
&
'本
中
最
大

最
強
の
商
人
資
本
を
･
構
造
的
に
分
析
し
よ
う
d

n
琵

】

⑰
廉
熊
倉
巻
典

三
十
五

･
課
程
四

･
奔
放

･
銅

･
銀

･
錫

･
鉛

･
水
銀
等
課

⑱
国
右
'

な
お
宕
二
法
令
は
鋼
鉛
鋳
業
に
関
し
て
で
あ
る
事
に
注
意
O
蓋
し
'
此
の
ニ

_

金
属
が
常
時
の
側
鎖
の
覇
料
で
あ
っ
潅
o
そ
の
法
令
の
主
な
る
書
簡
が
調
う

れ
よ
う
｡
側
鎖
と
同
様
'
香
そ
れ
以
上
に
通
貨
と
し
て
流
通
し
た
銀
に
つ
い

て
の
開
錬
現
定
は
な

い
が
'
東
熊
十
九
年
は
じ
め
て
､
抽
税
額
が
定
め
ら
れ

て
い
る
0
匪
無
骨
典
同
番
'
同
項
'
金
銀
藷
課
参
噂

⑩

｢
雲
南
鏡
廠
圏
略
j
｢
親
し
･.Iの
偉

-｡

以
下
国
書
を

｢
簡
略
｣
と
略
解

⑳

｢
静
記
し
巻
四
及
び
同
掩
'
｢
桂
陽
直
隷
州
志
｣
･
巻
二
十
貨
殖

⑪

｢
園
略
｣
｢
規
｣
′
の
保

⑳
乾
隆

｢
蒙
日
原
声

山
番

三
廠
務

⑳
聖
敵
襲
鍍

ー･
撃

盲

五
十
五
'
巌
緊
五
十
二
年
五
月
虎
辰
及
畢
巳
の
保

i
.乾
隆

｢
骨
典
則
.例
｣
巻
五
十
戸
部
華
族

･
禁
例

⑳
同
指

｢
禽
理
州
志
｣
巻
九
就
役

･
銅
政
及
び
同
者
十
風
土
志
物
産

･
金
石
の

各
僚

⑳

｢
臥
略
｣
｢
密
葬
四
'｣

⑰

｢
林
文
忠
公
政
垂
｣
丙
集
'
褒
章
奏
稀

｢
査
勘
鎖
廠
情
形
試
行
圃
採
摺
｣

⑳

｢
網
戸

l
K
つ
い
て
は
次
章
考
照
｡
醒
戸
に
つ
い
て
は
衆
環
に
述
べ
る
か

叉
次
章
で
再
逃
さ
れ
る
.

･

⑳
乾
匪

｢
曾
典
則
例
｣
巻
四
十
九
声
部
雑
賦

･

⑳
池
緒

｢
雪
南
通
志
｣
巻
七
十
四
､療
廠
二
㌧
鋼
廠
上

･
所
耽
国
拍
十
三
卑
観
英

の
上
奏
.
及
び
'
嘉
慶
｢
四
川
遺
志
｣
巻
七
十
食
貸
鏡
法
｢
産
銅
鎗
地
方
｣
の
侯

㊥
乾
腰

｢
辞
山
糎
空

撃

1就
役
志
税
課
｡
此
の
事
例
虹

つ
い
て
は
⑳

の
事
例

と
共
と
共
に
次
章
参
照
｡
､

●

⑳
皇
朝
経
世
文
第
番
五
十
二
戸
政

･
鏡
館
上

･
所
収
p

′

⑳
鼻
朝
文
献
通
考
巻
十
七

･
鏡
法

･
五
'
所
堺

㊧
同
⑳

⑮
事
軍
訳
筆
で
述
べ
る
如
-
商
人
賓
本
も

｢
米
倉
｣
投
資
形
式
を
額
っ
た
か
る

.

｢
米
分
｣
賓
本
凡
て
零
細
と
は
云

(
な
い
o
L
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
中
に
零

ヽ

細
経
皆
の
多
-
蘇
塞
し
た
事
を
知
れ
ば
足
り
る
｡

⑳
成
豊

｢
鼻
寧
麟
志
｣
巻
五
建
置
志

･
線
番

_48一｣
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㊨
四
十
里
以
内
と
云
う
と
犀

い
碇
だ
が
'
隻
南
銅
山
町
大
牢
を
占
む
る
小
銀
山

で
は
そ
の
小
さ
い
錬
俵
が
数
里
乃
至
数
十
里
に
も
か
け
離
れ
て
布
衣
し
て
い

た
こ
と

｢
圃
略
し

｢
鼻
朝
経
世
文
鯖
｣
光
緒

｢
襲
南
道
志
｣

｢
績
褒
南
通
志

稿
｣
所
肱
の
三
大
岳

｢
銅
政
義
｣
-に
詳
し
い
o
従

っ
て
比
の
制
限
は
こ
れ
ら

小
錦
業
の
摸
大
は
お
ろ
か
死
活
に
関
す
る
法
令
だ

つ
た
と
思
わ
れ
る
｡
た
だ

寒
行
さ
れ
た
確
笹
は
な
-
む
し
ろ
政
府
の
こ
れ
ら
小
銃
業
波
立
防
止
策
は
成

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

功
し
な
か
っ
た
｡
乾
隆
末
年

の

｢
鋼
政
議
｣
が
そ
れ
を
物
語
か
｡
こ
こ
で
は

考
の
渡
立
の
賓
情
と
'
そ
れ
の
生
産
撲
大
の
不
可
能
な
る
事

を

知

れ
ば

よ

い
.
同
時
に
又
大
鏡
業

(
の
政
府
の
保
護
乗

に
も
拘
ら
ず
大
鏡
業
が

一
向
に

小
錦
黄
を
制
鷹
し
統
*
.し
得
な
か
っ
た
事
を
も
側
面
か
ら
資
産
す
る
O

⑳
先
引
｢
桂
陽
直
隷
州
志
｣
巻
二
十
小
説
の
項
に
｢
仁
宗
慶
歴
中
･桂
陽
監
判
で
あ

ま

壷

供
が
'
薫
丁
歌
を
作
り
葬

っ
た
の
で
詔
し
て
免
じ
て
民
と
し
た
｣
と

あ
る
の
に
振
る
.
こ
れ
の
み
で
以
上
の
断
定
は
危
険
だ
が
宋
代
の
冶
場
中
三

部
を
占
め
た
湖
南
の
中
心
地
建
陽
監
の
か
か
る
賓
例
は
'
中
国
金
肢

の
現
象

と
考
え
て
い
い
の
で
は
な

い
か
｡
御
教
示
を
乞

い
た
い
｡
又
宋
代
に
於
け
る

･佃
戸
側

の
成
立

(
大
尊

い
農
民
開
放
)
と
も
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡

⑳
凡
て
が
そ
う
で
な
し

家
内
穿
働
忙
よ
っ
て
経
替
さ
れ
た
と
思
絞
れ
る
例
も

あ
る
｡
衆
謎
参
.

⑲
第

一
表
で
は
煙
戸
の
牧
人
の
方
が
煙
頭
よ
り
は
勿
論
小
工
よ
り
も
少

い
.
ち

し
城
戸
の
報
骨
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'
衆
の
二
つ
が
考

(
ら
れ
る
.

Ⅲ
醍
頭
以
下
の
傭
工
が
'
賓
は
.r
家
内
労
働
｣
で
な

い
か
と
い
う
事
.

-

従

っ
て
雄
戸
の
雇
主
性
は
全
然
否
定
さ
れ
る

囲
家
人
笹
本
蛋
巳
欝
の
意
見
だ
が

｢
鰻
頭
｣
が
｢
小
エ
｣
を
引
き
つ
れ
亦
Sa
､

却

っ
て
醒
戸
よ
り
大
尊

い
収
入
を
得
る
の
で
は
な

い
か
と

い
う
事
'
-

雇

っ
て
煙
頭
の
再
吟
味
が
必
秦
で
あ
る
｡

=

廟と
も

1
歴
考

(
ち
れ
る
.
と
い
う
の
は

3忙
つ
い
で

は
常
時
湖
南
経
防

州
の
‥
竃

鋼
煙
戸
｣
｢
黒
鉛
煙
戸
｣
な
ど
に

｢
家
室
に
就

い
て
｣

-

徹

っ

て多
分
家
内
穿
働
で
仕
事
を
し
た
媛
戸
の
あ
る
こ
と
.
又

刷に
つ
い
て

は
煙
現
が
官
の
命
を
受
け
'
醒
戸
を
監
督
し
た
事
例
の
存
す
る
こ
と

～

(
い
づ
れ
も

｢
成
案
｣
参
照
.
)
し
か
も
南
表
と
も
は
つ
ノ巷
り
煉
頭
以
下
J

の

｢
エ
備
銀
｣

い
-
ら

い
-
ら
と
記
さ
れ
い
'
特
に
挑
砂
人
に
つ

い
て

は
成
果
の
国
保

の
騨
塩
道

の
言
葉

に
よ
っ
て
鏡
筒
か
ら
鏡
石
を
運
搬
し

｢
磯
を
得

･
儲
口
｣
し
た

｢
一
等
の
窮
民
｣
の
あ
っ
た
事
は
筋
蛮
た
る
革

質
で
あ
る
｡
之
ら
を
考

へ
合
は
せ
衆
の
棟
ti
考

へ
る
｡
即
ち
媛
戸
と
醒
魂

と
の
関
係
は
近
代
的
な
賓
本
家
と
労
働
者
と
の
如
き
関
係
で
は
な

い
に
し

て
も
､

一
膳
輝
藻
の
努
力

に
射
し
て
報
酬
が
煙
戸
か
ら
支
沸
わ
れ
､
小
工

に
封
し
て
も
醒
魂
を
通
じ
て
な
り
或

い
は
直
接
的
に
報
酬
が
沸
ほ
れ
た
.UI

と
'
挑
砂
人
は

1
鷹
被
雇
騰
人
と
し
て
'
賃
銀
が
支
沸
わ
れ
た
こ
と
｡
准

っ
て
之
ら
三
種
の
人
達
に
掛
す
る
支
所

ひ
は
膏
銀
鱗
戸
の
牧
入
滅
と
な
っ

て
あ
ら
わ
れ
る
0
そ
れ
に
し
て
も
煙
戸
の
取
入
が
'
小
工
の
そ
れ
よ
り
も

少

い
の
は
お
か
し
い
D

こ

れ
は
鰻
戸
が
自
己
の
生
活
の
窮
境
を
官
に
訴

(

る
虜
に
賓
牧
よ
り
少
-
報
告
し
た
も
の
で
彼
ら
の
賓
収
は
紗
に
近

い
か
又

は

いと
価
と
の
中
間
位
で
な
か
っ
た
か
と
考

へ
る
の
で
あ
る
｡

⑪
桂
陽
州
白
鉛
煙
声
と
鉛
漆

の
問
題
は
次
章
で
問
題
に
す
る
｡

⑫

｢
薙
正
疎
批
諭
旨
｣
'薙
正
六
年
十
月
廿
EH
r
雲
貴
紙
督
郡
爾
泰
の
奏

⑱
乾
隆

｢
骨
典
則
例
巻
四
十
九
戸
部
華
族

･
銅
鏡
錫
鉛
媒
課
｡

@
蕪
硫
発

｢
蕃
張
善
後
事
宜
硫
｣
-

｢
撒
繋
｣
八
之
三
重
文
所
収

⑮
光
緒
勅
修

｢
斬
江
通
番
L
t
巻
盲
六

･
物
産

･
西
安
解
の
煉

⑲

｢
酔
南
草
書
｣
所
耽
本

⑰
東
京
p
寓
洋
文
化
研
究
所
大
木
文
津
所
蕨
｡
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⑳

｢
簸
正
親
批
雪

目
｣
'簸
正
元
年
五
月
十
八
日
､
客
数
巡
撫
拳
推
釣
の
奏

⑲

｢
岡
右
｣
李
高
倉
の
項

⑳

｢
薙
正
株
批
論
旨
L
t薙
正
五
年
九
月
廿
九
日
雨
匪
絶
督
孔
観
絢
の
奏

⑧
頗
葉
に
於
け
る
紹
商
潮
は
'
官
僚
殊
に
各
省
の
上
層
官
僚
と
結
び
つ
い
た
大

⑳

｢
薙
正
殊
批
諭
旨
｣
薙
正
十
三
年
六
月
四
日
'
直
裁
醜
督
李
衛

の
秦

⑱
国
'
薙
正
五
年
閏
三
月
二
日
湖
南
巡
布
蘭
泰
の
奏

⑳
註
⑳
の
李
衛

の
奏
に
よ
る
と
銅
鉛
の
承
顕
が
う
ま
-
行
か
ず
承
葬
商
人
の
地

位
を
追
ほ
れ
て
い
る
｡
多
分
そ
れ
と
も
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
此
の
大
飯

､
業
商
人
の
没
落
は
商
人
銀
章
賓
本
家
の
窮
雄
性
を
示
す
と
思
う
｡

⑮
務
正
骨
典
巻
五
十
三
課
程
五
難
銑
鉄
課

⑳

｢
確
正
株
批
諭
旨
｣
薙
正
三
年
六
月
廿
四
日
'
湖
岸
廃
絶
曹
操
宋
仁
の
秦

㊥
貨
幣
は
商
人
の
取
り
分
は
も
つ
と
大
き
か
つ
た
.
布
常
春
も
こ
の
鞘
州
か
ら

の
産
額
報
薯
が
賓
額
よ
り
は
少

い
と
い
い
'
官
役
の
債
分
も
あ
る
の
だ
ろ
う

と
再
調
査
を
命
じ
て
い
る
｡

勿
静
こ
れ
だ
け
の
銀
が
凡
て
純
収
入
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
授
受
し
て
い
る
以

上
.
し
か
し
商
人
の
投
棄
と
経
轡
が
如
何
に
費
用
の
垂
ら
ぬ
も
の
か
は
,訳
筆

参
照
｡

⑳
乾
隆
十
六
年
の

｢
湘
南
相
棒
二
州
硬
廠
事
宜
｣
(｢
皇
朝
文
献
通
考
｣
巻
三
〇

坑
拍
所
牧
)
に

｢
東
熊
薙
正
年
間
銀
気
旺
盛
'
鼻
を
以
て
鍵
前
京
南
開
控

云

々
｣
と
あ
る

⑳
線
鋸
業
に
つ
い
て
は

｢
薙

正
株
批
諭
旨
｣
湖
南
辰
永
靖
道
三
発
の
奏
に

｢
楚
南
産
鍍
各
地
方
'
外
来
の
射
利
の
商
取
悉
-
近
-
に
就

い
て
鐘
を
設
け

て
錘
錬
す
｣
と
あ
り
'
金
銀
葉

に
就

い
て
は

乾
隆

｢
禽
典
則
例
｣
巻
四
十
九

･
戸
部
雑
賦
金
銀
鎖
課
に
よ
れ
ば
確
正
正
六

年
靖
州
殆
下
の
金
銀
に
商
人
が
開
興
し
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

⑳
薙
正
十
二
年
産
東
に
於
け
る
銅
鏡
山
の
両
氏
煙
管
を
主
濃
し
た
細
督
郡
爾
達

の
奏
に

｢
各
省
の
開
廠
事
宜
に
な
ら
つ
て
本
省
地
方
の
験
算
商
民
を
発
き
餐

本
を
自
衛
せ
し
秒
て
囲
捺
せ
し
巴

た
い
と
乗
っ

て
ゐ
る
か
ら
j
常
時
の
､

炭
末
以
外
の
各
省
で
は
､
段
賓

の
商
と
民
と
の
賓

本
に
､よ
っ
て
圃
探
す
る
の

が
規
定
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
O

-

(｢
皇
朝
経
世
文
篇
｣
巻
五
十
二
戸
敦

盛
幣
上
参
照
)

@

｢
皇
朝
文
献
通
考
｣
巻
三
〇
坑
冶

⑳
嘉
慶
重
修

｢
榔
州
檎
志
｣
巻
十
九
療
厳
に
輿
寧
願
の
銑
鉄
葉
に
つ
い
て

｢
織
.

鋳
出
ず
る
所
多
-
な
し
'
稚
耽
れ
ば
軌
ち
畠
-
.
展
に
樹
木
長
成
の
虎
は
商

人
就

い
て
焼
鋳
す
る
も
'
木
表
蕃
康
成
-
れ
ば
又
他
邑
に
経
る
.

こ

の
故
に
長
久
な
る
髄
は
ず
｣
と
あ
る
O

⑳
岡
持

｢
桂
東
麻
志
｣
巻
八
･
物
産
志

⑳
発
引

｢
耶
州
線
番
｣
巻
十
九
硬
廠

⑳
註
⑳
に
引

い
た
郡
爾
達
の
上
奏
に

｢
査
す
る
に
卑
某
省
の
銀
牌
五

･
六
十
産
を
下
ら
ず
'
県
山
'
木
山
の
開
把

も
亦
多
し
.
備
工
巻
数
商
人
を
下
ら
ず
｣
と
あ
る
如
く
薙

正
中

と

い

(
ど

も
'
鎗

･
石
茨
菜
は
'
公
課
さ
れ
て
盛
ん
で
あ
っ
た
.
又
'
発
項
に
述
べ
た
.

.
通
り
政
肝
の
薬
歴
政
東

に
も
拘
ら
ず
'
豪
張
'
富
戸
資
本
が
纏
え
ず
投
ぜ
ら

れ
'
又
後
輩
で
明
ら
か
に
す
る
棟
に
､
特
に
官
僚
賓
本
が
商
人
と
の
結
合

に

■.

よ
っ
て
盛
ん
に
投
ぜ
ら
れ
て
い
る
｡
被

っ
て
'
蕨
禁
時
代
の
薙
正
中
と

い
え

ど
も
済
贋
の
錬
業
に
資
本
が
金
魚
投
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
が
､
ひ

ん
ぴ
ん
た
る
官
憲
の
弾
鮭
が
あ
り
'
多
-
の
障
害
が
あ
っ
た
の
で
Iあ
る
O

⑳

｢
皇
朝
経
世
交
線
第
｣
'巻
二
十
六
'
戸
政
三
所
牧
唐
桐
の

｢
奉
読
渡
渉
擬
招

集
商
股
延
蒋
東
洋
硬
師
疏
｣

㊥
光
緒

｢
雲
南
通
志
｣
巻
七
十
四
硬
麻
二
鋼
廠
所
牧
'
光
緒
八
年

｢
署
鴇
督
琴

観
英
巡
撫
杜
瑞
凝
議
帝
整
頓
銅
政
酌
擬
章
程
｣

ー⑳
銀
幕
に
於
け
る
労
働
形
態
に
つ
い
て
は
次
章
参
照

.
(
一
九
五
〇

･
二

･
四

･
脱
稿
)

(
附
記
)
本
稿
は
昭
和
廿
四
年
定
文
部
省
酔
夢
研
究
費

に
よ
る
研
究
の

一
部

で
あ
る
｡
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