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目

崎

冠

司

備
印
に
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け
る
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組
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に
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い
て
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群
済
撃
望

松

岡

孝

児

北

支

の

小

作

剛
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司
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支
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波
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平

支
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女
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紡
績
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働
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創
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特
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岡
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具

鑓
･
慧

･
紙
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豊

浦
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a

通
宝

出
の
翌

b
通
-

収

C
私
.-

(

〟
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紙

幣

桝
指
風
潮

(
ニ
)
金
豊

(
求
)
霊

位
論

(

へ
)
全
署

本
位
論

E
I

む
す
ぴ

l

は

し

が

き
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有
清

一
代
の
唇

-

清
-

餐
-

鏡
讐

僚
1
に
う
か
ゞ
ほ
ん
と
す
る
の
が
本
絹
の
-

で
あ
る
｡
雷

稿
笑

も

知
る
と
と
く
,
中
華
民
国
三
年
･
北
京
に
閑
警

ら
れ
た
る
清
蛋

覧

い
て
ー
前
後
憲

警

人
品

は
し
'
十
慧

雪

を

関
し
て
成
れ
る
革
琶

-

し
て
刊
行
す
-

こ
れ
豊

潤
の
士
-

て
そ
の
讐

糾
警

得
ん
と
の
用
意
か
ら
'
ま
づ

清

代

貨

幣

考

第
二
倍

六
六
五

第
三
城

一
〇
九



清

代

貨

幣

考

第
二
審

六
六
六

第
三
批

1

1
0

清
史
稿
と
し
て
世
に
間
へ
る
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
礁
裁
は
大
腰
明
史
に
倣
払
'
や
1

遺
髪
を
加
へ
'
本
紀

二
十
五
番

･
志

l,
百
四

十
二
奄

･
表
五
十
二
哀

･
列
偉
l二
百
十
六
巻

･
凡
べ
て
五
百
三
十
K
巻
に
及
ぶ
｡
そ
し
て
'
弘
と
し
く
食
賀
意
と
い
っ
て
も
'
港
書

の
そ
れ
は
も
と
よ
り
'
唐
筈

･
五
代
兜
あ
た
-
ま
で
は
'
ま
づ
根
本
賓
料
と
い
っ
て
よ
く
.
い
は
ゆ
る
九
通
そ
の
他
の
政
雷
琴

そ

の
引
-
･lJ
JLJ
ろ
は
多
く
,LJ
れ
よ
-
す
り㌘
｣
比
5
0

ノ
/-
;b
LJ
韓
斐
滞
LJ
な
る
と
､
を
か
陸
.虻
異
忙
し
'
か
へ
っ
て
皇
潮
三
通
乃
遭
皇

粥
茸
と
扶
雨
一考
lP
こ
わ
た
り
=
′､･七
色
よ
㌧
山,Flo
.㌦
1ノ
多
く
.

JJE.も
Iyu
ま
わ
て
苛
略
LJ.し
て
ー
仙岩

音
O
lLj
こ
き

ijj
々
に
し
て
;
そ

れ
ら
と
封
照
す

る
に

あ
ら

ざ
れ

ば
T.tJ
の
虞
意
鼓

捕

掠
L
が
た
き
と
iJ
ろ
す
ら
た
き
に
L
も
｣の
ら
す

粥
に
豊
封
Y
l聯
誠
讃
哀
売
り
と

比
較
す
る
と
き
は
そ
の
詳
昔
日
を
同
ふ
し
で
語
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
そ
れ
に
も
か
1
は
ら
す
'
そ
れ
は

も
と
'
有
清

l
代
の
錯
簡
に
閲
す
る
事
項
を

t
聖
の
下
に
収
め
た
る
と
こ
ろ
に
な
ほ
そ
の
意
義
を
み
る
べ
-
'
そ
れ
が
簡
略
で
あ
る

と
い
ふ
こ
と
は
'
ま
た
'
最
も
貢
要
な
る
事
項
の
み
を
収
む
る
こ
と
を
意
味
し
'
従
っ
て
昔
時
の
貨
幣
事
情
の
性
格
を
明
瞭
た
ら
し

む
る
に
基
あ
-
と
な
し
得
よ
う
｡
と
は
云
へ
'
そ
れ
は
簡
略
の
た
め
に
'
ほ
と
ん
ど
'
事
葦
の
記
述
に
と
ゞ
ま
-
.
思
想
を
思
想
と

し
て
と
り
あ
つ
か
ふ
に
か
-
る
の
悦
が
あ
る
｡
故
に
'
わ
れ
-

は
'
寄
書
の
中
に
思
想
を
さ
ぐ
-
'
現
象
形
態
の
背
後
に
観
念
形

態
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
れ
で
ま
づ
現
象
形
態
を
た
が
め
.
そ
れ
よ
-
観
念
形
態
を
つ
か
ゞ
ふ
で
あ
ら
ふ
o

〓

現

象

形

態

清
朝
に
お
け
る
常
備
の
中
心
は
初
は
鋼
鍔
で
あ
る
｡
そ
の
鋳
造
は
太
組
の
天
命
通
聾
に
遡
の
ぼ
る
D
満
洲
文
の
も
の
と
漢
文
の
も

の
と
二
品
あ
り
'
清
洲
文
の
も
の
を
や
1
大
と
す
る
｡
け
だ
し
'
満
洲
を
重
ん
す
る
政
策
の
l
端
か
じ
次
に
太
宗
に
よ
り
天
聴
通
賓



が
鋳
ら
れ
る
O
天
命
通
賓
の
式
に
ょ
る
.
従
っ
て
や
は
-
構
文

･
漢
文
の
二
品
よ
り
な
る
.
し
か
し
､
本
格
的
の
鋳
造
は
お
そ
ら
-

順
治
元
年
世
組
が
都
を
燕
京
に
定
め
'
明
の
珊
LtJ.
政
弘
.
戸
部
に
資
長
局
を
'
工
部
に
賓
派
居
を
お
き
'
順
治
通
賛
鎧
を
鋳
る
に
は

*

じ
ま
る
と
い
へ
よ
う
.
順
治
通
賓
は

l
晶
で
'
紅
鋼
七
'
白
銅
三
の
割
合
で
鼓
壊
し
'
鍔

一
千
笛
を

1(
串
と

し

.

1
高
二
千
串
を

l

卯
と
し
'
年
に
三
十
卯
'
す
な
は
ち
'
三
十
六
筒
串
'
す
な
は
ち
緒
二
億
六
千
首
笹
を
錆
達
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
る
.

1
鍔
の
翼
竜

は
初
は

l
銭
で
あ
っ
た
が
'
翌
順
清
二
年
増
し
て
l
鏡
二
分
と
せ
ら
れ
る
｡
そ
し
て
t

l
鑓
二
分
の
鐘
七
枚
が
鎌

一
分
に
あ
た
る
と

し
.
背
錨
は
そ
の
倍
'
す
な
は
ち
十
四
枚
が
銀

l
分
に
あ
た
る
と
せ
ら
れ
る
｡
皇
朝
文
献
通
考
を
み
る
と
､
重
量

一
躍
の
銭
が
七
枚

で
組

一
分
に
あ
た
る
と
せ
ら
れ
て
ぬ
た
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
で
は
銅
鏡
の
慣
ほ
が
あ
ま
り
に
高
す
ぎ
て
民
間
困
苦
を
き
た
せ
る
忙
よ

rv
と
凌
r仁

7
J

I
に

鰯

絹

よ

い

ふ

中

に

は

.

光
龍

一
緒

の

悦

冶
親

類

歓
ぶ

ノ

＼む
べ
-､
す
る
･l遠
口糧
･.J
新
鐘
の
重
竜
の
止
は

一

と

一"
l)
･
〕

⊃

二

r

=

)

ヒ

LFrrTT
人ゝ

1
1
J
l
l
=
'･1
1

萱
…
真
)
tUJ.F.･ilLu
l
Yi
Tト

守
一乙
H

lL
■1J
L£
∩ソ
斗J
lT】Li･
】
l
'r
:
享
L,i
..Lkl̂
),iIノ声
ニ
/U

し
か
し
'
背
鐘
は
禁
止
す

る

こ
と
さ

へ

珍

ら
し
か
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
､
か
･̂
る
比
偶
の
決
定
は
繁
く
に
も
あ
た
る
ま
い
｡
だ
が
､

l
封

1
･
二
の
比
の
も
の
を

一
封
二
と
定
む
れ
ば
'
や
は
-
新
鐘
の
慣
値
が
高
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
O
そ
の
た
め
で
も
あ
ら
う
か
､

あ
ら
た
め
て
新
鍔
十
枚
を
も
っ
て
銀

一
分
に
あ
て
る
こ
と
1
な
る
o
さ
う
す
れ
ば
'
新
嘗
鐘
の
比
債
は
十
封
七
で
ほ
ゞ
l
･
T
l封

1

に
相
普
す
る
｡
順
描
通
鐘
は
各
省
鏑
に
お
い
て
も
式
に
遁
っ
て
鋳
造
を
は
じ
め
.
山
西

･
駅
西

･
帝
雲

･
荊
宜

･
大
同

･
延
縄

･
既

清

･
盛
京

･
江
田

･
河
南

･
桝
江

･
両
建

･
山
東

･
湖
寮

･
及
び
荊
州

･
常
徳

･
江
寧
の
三
府
隻
馴
後
し
て
端
局
が
聞
か
れ
る
.
た

Ẑ
L
t
順
冶
五
年
'
感
京

･
延
按
の
二
局
が
停
止
せ
ら
れ
'
同
六
年
'
大
同
局
が
陽
和
に.
移
さ
れ
'
同
七
年
'
重
陽

･
叩
陽
二
桁
に

鏡
局
を
開
き
'
八
年
に
は
各
府
鋸
の
鋳
造
を
停
止
し
'
十
年
ま
た
額
等

･
荊
宜

･
陽
和

･
臨
清
の
錆
局
が
開
か
れ
る
｡

清

代

貨

幣

考

第

二
啓

六
六
七

第
三
戟

二

1

摘出矧 二は ｢･-･順冶道営規:a三相=ZL.紅鋼七成白銅三成塔配鼓錆領干満包二
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清

代

箕

備

考

第
二
審

六
六
八

第
三
批

二

二

初
'
戸
部
は
新
鵠
鍵
で
用
が
足
-
る
と
し
'
前
代
す
な
は
ち
明
朝
の
鎧
は
た
ゞ
崇
絹
枝
だ

け
暫
定
的
に
通
用
を
許
し
'
他
は
菅
度

し
､
単
な
る
銅
と
し
て
官
に
輸
し
'
官
は
代
金
を
支
誹
っ
て
こ
れ
を
月
払
あ
げ
'
私
錆
お
よ
び
､
小
錦
侶
鏡
を
禁
じ
'
ま
た
醤
鎧
の

禁
を
申
ね
､
嗣
い
で
も
つ
て
官
に
時
せ
し
め
る
｡
そ
の
慌
し
た
鐘
を
官
に
輸
せ
し
め
て
買
ひ
上
げ
る
こ
と
1
し
た
の
は
､
も
っ
て
改

鋳
の
材
料
と
す
る
た
め
で
あ
る
jJ
と
は
容
易
に
想
寮
で
き
L
oう
O
し
か
り13に
ご
Ji
Iが
胤
ふ
よ
勺
に
ゆ
か
な
か
っ
た
の
で
'
天

下
に
令

L
L
.:∵
り
た
い
ざ
り
て
こ
と
<-＼
く
官
に
怖
す
る
こ
JJ
l
L
F
も

し
こ

の

斯

院

が
す
Br,て
た
g1
笥
絹

を

行

偵
す
る

も

の

は

7

)
れ

む
罪

す
る
こ
と
～
し
た
｡

順
治
八
年
'
重
量
を
さ
ら
に
増
し
て
1
鐘
二
分
五
博
と
し
'
鏡
千
を
鋲

山
岡
と
し
た
O
す
孜
は
ち
緒
十
枚
が
銀

一
分
に
あ
た
り
'

鏡

一
枚
は
銀

一
厘
に
あ
た
る
.
故
に
錦
背
の
左
側
に
漢
文
で
l
厘
の
二
手
を
記
す
る
｡
か
-
以
前
に
は
'

一
銭
二
分
の
銭
が
十
枚
で

銀

1t
分
に
あ
た
る
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
が
'

一
鏡
二
分
瓦
底
の
鐘
十
枚
で
鋭

l
分
に
あ
た
る
と
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
'
や

は
-
銅
鏡
の
傾
値
が
高
す
ぎ
て
民
間
困
苦
す
る
も
の
あ
る
が
た
め
で
あ
る
と
な
す
を
え
よ
う
か
｡

★

そ

し
て
こ
の
鐘
に
つ
い
て

劃

一
通
行
e
面

を
定
め
'
私
錆
を
禁
じ
.
犯
す
も
の
は
法
を
桂
げ
て
蝦
す
る
と
同
罪
と
し
た
の
で
あ
る

が
時
に
官
践
牽
滞
す
と
清
見
稿
に
は
記
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
し
か
し
そ
の
理
由
を
記
せ
+
.
皇
朝
三
通
に
は
'
窄
滞
の
記
述
す
ら
な

い
｡
そ
れ
で
t
L
ば
ら
-
想
像
を
返
し
く
す
る
な
ら
ば
'
喜

l
通
行
の
制
を
定
め
た
の
に
啓
穫
そ
の
他
式
に
合
は
ざ
る
も
の
が
行
は

れ
た
こ
と
は
'
そ
の
私
錆
を
禁
じ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
ょ
-
て
も
う
か
ゞ
は
れ
'
ま
た
皇
朝
三
通
に
明
ら
か
な
る
と
こ
ろ
で
も
あ
-
､さ

ら
に

｢
時
に
官
鎧
牽
滞
す
｣
と
あ
る
は
.
官
銀
以
外
の
鎧
の
行
は
れ
あ
り
し
こ
と
か
苗
心
は
し
め
る
忙
足
る
｡
そ
し
て
そ
れ
ら
は
官
鏡

よ
-
質
が
悪
い
と
み
ね
ば
な
る
ま
い
.
ru
う
す
る
と
､
そ
こ
に
は
嘗
然
グ
レ
ー
シ
丁
ム
の
性
別
が
鯨
現
し
て
官
鎧
は
流
通
界
よ
-
安

(/A清史矧 二はト -･書一通行Z_制 ｣とあるは1-刺-温石士別｣の談,
竹文夫畢士,漕如 高正誤表,支那研究第四十jW l:)
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を
消
す
忙
至
っ
た
も
の
と
考

へ
て
よ
い
の
で
は
た
か
ろ
う
か
O

そ
れ
は
と
も
か
く

官
頚
が
預
滞
し
た
こ
･Llは
軍
貫
で
あ
る
O
そ
れ
で
､
牧
村
は
そ
れ
直
通
す
る
に
放
散
の
法
を
も
っ
て
す
る
こ

と
･,
な
る
o
そ
れ
で
は
'
そ
れ
は
い
か
.に
あ
る
か
O
そ
れ
は
磯
節
に
銀
損
交
約
を
許
し
'
絶
七

二
讐
二

の割
合
を
基
準
と
し
て
定
め

る
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
.

し
か
る
に
直
省
局
の
環
'
す
な
は
ち
官
鐘
そ
れ
白
身
の
中
に
精
良
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
-
､
私
詩
が
こ
れ
に
乗
じ
て
盛
に
行
は
れ

鐘
は
ま
た
つ
い
に
預
し
て
行
は
れ
ぬ
こ
と
に
山号
Q
o
そ
こ
で
連
髄
を
賓
兵

丁
賛
滑
に
か
ぎ
-
'
こ
れ
を
し
て
精
造
せ
し
め
る
と
･/
ち

に
.
巽
畳
を

lI
綿
四
分
LJ
L
'
私
錨
の
利
な
か
ら
し
め
､
環
背
に
満
文
を

閉
ゐ
'
よ
っ
て
も
つ
て
私
境
を
し
て
偶
を
作
す
忙
困
難
な

ら
し
め
.

規
行
の

朗

は
.二
月
祈-E眼
-
tT･-抑
甥
せ

し
め
ろ
こ
と
-･;
;

他
方

'
槌
指
を
珊
す
る
油
槽
と
定
め
て
'
首
犯
及
び
匠
人
は
斬

罪
の
上
､

財
産は
官
に
没
収
､
従
犯
及
び
情

を
如
-
I)･･腎
毒

せ
る
･1
,〟
.
紳
坤
十

衣
の
長
は
し
で
出

社
知
り
て
Ll
J
ざ
る
-,
乃
'
柵
.

≡E
′

i
方
官
に
し
て
情
を
知
-
た
る
も
の
は
分
別
し
て
斬

･
綾
に
坐
し
'
好
を
岩
ぐ
る
も

の

は
墾

九
十
桶
を
質
す
､
と
す
る
｡

こ
の
鐘
の
雪
空
を

1
鍔
四
分
に
増
し
た
-
'
そ
の
昔
に
わ
ざ
-

満
文
を
使
用
し
た
り
し
て
'
よ
っ
て
も
つ
て
私
瑞
を
防
止
し
ょ

う
と
す
る
の
は
'
ま
さ
に
'
支
部
皐
代
錯
堰
に
お
け
る
黄
金
律
と
も
稀
す
べ
き
､
か
の
甫
再
の
孔
類
の

｢
鋼
を
惜
し
ま
ず
工
を
愛
し

ま
す
｣
の
教
に
よ
る
も
の
と
息
は
れ
'
さ
す
が
に
私
鋳
た
防
遥
す
る
に
は
'
あ
る
ひ
は
接
立
つ
と
こ
ろ
な
-
は
な
か
つ
た
か
も
知
ら

ぬ

が
'
こ
ん
ど
は
逆
に
錆
鏡
と
い
ふ
現
象
が
憲
逢
さ
れ
る
こ
と
1
な
る
｡
け
だ
し
'
銅
銭
が
あ
貴
-
忙
良
質
と
な
れ
ば
､
私
嶺
利
な

き

を

通
り
す
ぎ
て
'

鏑
穀
す
る
こ
と
に
よ
-
て
利
を
あ
げ
う
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
.

し
か
る
に
.

鏡
を
鏑
毅
す
れ
ば
鏡
は
減
少

し
'
金
融
梗
塞
し
､
ま
た
鎮
憤
席
貸
し
､
民
衆
は
厄
困
す
る
こ
と
～
な
る
｡
か
-
て
'
庚
願
年
代
に
入
る
や
庶
照
通
蟹
が
鋳
ら
れ
'

楕

代

化九

倍
考

第
二
藩

六

六
九

準

二
弧

1
1
三



清

代

貸

幣

考

第
二
巷

六
七
〇

第

三
猷
二

四

そ
の
重
量
は
や
は
-

1
鎮
四
分
と
し
た
の
で
あ
る
が
'
右
の
ご
と
-
好
民
が
凝
錆
す
る
の
で
､

こ
れ
が
虚

罰
の
法
を
定
め
'
私
錆
と

同
断
と
し
､
た
ゞ
私
鏑
を
禁
す
る
だ
け
で
は
効
が
す
-
な
い
か
ら
で
あ
ら
う
'
銅
器
を
造
る
こ
と
ま
で
も
禁
す
る
に
至
る
｡
け
だ
し

切
角
私
鏑
し
て
も
鋼
撃
で
造
る
JJ
と
が
で
き
れ
ば
､
そ
の
鞘
途
な
か
る
べ
-
'
従
っ
て
敢
て
私
紺
す
る
も
の
た
き
に
至
る
Ll.'･lあ
ら
う

こ
と
を
朗
期
せ
る
に
よ
る
は
あ
き
ら
カ
な
る
と
こ
Z
ノ
で
あ
ら
う
｡
そ
E
.で
も
た
ほ
.
,LJ
れ
ら
の
禁
令
が
茨
分
に
行
ほ
れ
な
か
っ
た
と

,Itノ∠

'

自
照
十
ノ
句
,V
C
た
カ
TU
来
て
Tt,i,妻

草
舵
に
す
言
を
み
る
ぐ
た
ゞ
L
r
軍
指

･
柴
器
の
柿
葺
ヒ
斤
擾
卜･
の
も
の
に
か
ぎ
リ
賢
1

､ト

一ヽ

▲>.＼･Tて

印
を

許
す
D
だ
が
.
や
は
-
桟
の
畔
乾
せ
ら
れ
る
も
の
多
-
､経
は
ま
す
-
-
拭
少
し
､
経
っ
て
そ
の
貨
幣
倍
化
は
は
な
は
だ
茄
臓
す

る
｡
惟
ふ
忙
'
銅
器
を
作
る
を
架
す
れ
ば
私
耕
す
る
も
効
果
な
く

従
っ
て
和
銅
の
禁
も
行
は
る
べ
L
と
す
る
の
で
あ
ら
う
が
'
す

で
に
私
蹄
の
禁
令
出
で
'
こ
れ
が
励
行
で
き
ぬ
と
す
れ
ば
銅
器
の
禁
令
出
づ
る
も
こ
れ
が
尉
行
を
期
す
る
を
得
ぬ
は
必
ず
し
も
怪
し

む
を
要
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
9
も
っ
と
も
'
銅
器
の
鎧
迄
の
と
り
し
ま

り
は
私
鈍
の
と
り
し
ま
-
よ
-
は
比
較
的
容
易
で
は
あ
ら

ラ
.
し
か
し
､
鋼
辞
の
ご
と
-
民
間
久
し
-
用
払
な
れ
て
倍
と
せ
る
も
の
を

1
朝
に
し
て
禁
す
れ
ば
'
民
不
便
に
堪

へ
ず
'
勢
'
ひ

そ
か
に
こ
れ
を
製
造
せ
ん
と
し
'
か
へ
っ
て
鐙
を
釦
穀
す
る
に
亘
る
こ
と
梅
里
の
奉

へ
る
と
こ
ろ

の
ご
と
く
に
あ
ら
ざ
る
な
き
を
待

よ
う
か
｡
か
-
て
私
鎚
な
か
ら
し
め
ん
と
す
れ
ば
､私
錆
の
利
な
か
ら
し
む
る
に
し
く
は
た
-
､
私
純
の
利
な
か
ら
し
む
る
は
鎧
の
重

量
を

払
拭
す
る
忙
し
-
は
な
い
と
と
に
た
る
は
聖
の
常
然
で
な
け
れ
ば
た
ら
軒
.
そ
こ
で
'
鍔

洪
倖
郎

･
陳
廷
祝
の
詩
に
従
っ
て
錠

の
雷
雷
を

一
錠
の
営
利
に
復
す
る
こ
と
1

な
る
｡
し
か
も
'
こ
れ
を
久
し
う
し
て
鍔
慣
た
望
向
き
こ
と
も
LJ
の
こ
と
も

そ
し
て
jt)

う
す
れ
ば
'
や
は
り
私
鏑
の

派
は
除
去
さ
れ
た

と
は
息

へ
す
'
よ
っ
て
い
ま
だ
や
は
-
鍔
少
な
-
韓
低
か
と
ろ
へ
ざ
る
も
の
と
考

へ

ら
れ
る

が
'
銭

の

重
畳
を
減

じ
て
な
ほ
し
か
る
所
以
は
'

恩
ふ
に
'
昔

時
鋲
の
畳
が
増

大
し
た
た
め
に
鋼
銀
の
此
債
に
お
い
て
銅
が



覗

導

電
甥

遷
題

濃

嘗

-

-

-

-Y

/

高
か
つ
た
と
い
ふ
こ
IL
を
考
ふ
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
｡
そ
し
て
嘗
嘩

支
那
は
西
洋
諸
国
と
の
貿
易
に
お
い
て
受
取
勘
定
を
享
受

し
た
の
で
'
銀
の
保
有
量
が
極
め
て
大
と
な
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
誼
-
を
要
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
｡
が
'
い
づ
れ
に
し

て
も
､
鋼
銀
此
帳
に
お
い
て
'環
の
法
定
此
慣
以
上
に
鋼
の
慣
佃
が
大
で
あ
る
か
ぎ
-
､銅
鐸
の
私
絹
は
依
然
と
し
て
兎
が
れ
ざ
る
と

こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
す
'
そ
の
か
ぎ
り
忙
お
い
て
r嗣
鍔
減
少
し
'
金
融
梗
詣
し
'
韓
偵
暴
騰
し
'
揮
民
国
鵜
す
る
こ
と
は
さ
け
が

た
い
郎
糖
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
の
た
め
で
あ
ら
う
.
政
府
は
.
革
刀
直
入
'
錦
直
(値
)
の
禁
を
定
め
'
規

l
柄
を
鐘
に
易

へ
て

1
千
に
足
ら
ざ
る
を
う
る
な
か
ら
し
む
る
Jb
す
る
O
す
な
は
ち
'
兜
の
鑓

一
千
線

l
桶
の
法
淀
此
情
の
強
制
に
の
-
だ
し
た
の
で
あ

る
o
L
か
L
t
か

′
＼
の
ご
と
き
が
必
ず
し
も
..

H
r
の
法
や
'
草
な
る
力
で
効
果
を
あ
げ
う
る
も
の
で
は
逢
い
O
か
-
て
銀

l
開
は

な

は

絹

八
百
八
卜

乃

1rrH
｣｢･T
TTT七

卜
に
す
h
h
rだ
L
!
･け
り
も

1,
i-
の
法
令
や
揖
な
る
力
で
効
果
が
あ
げ
ら
れ
屯
と
㌻
れ
ば
､
そ
れ
で
は
ど

･
L
p･TT

.1㍍
1
9
-レ
J
ル
r
′

ー一
､･.)⊂
ノ｣√
J

ノ
･/

偶
的
状

態

の
三嘆
苧

U
い
へ
ば
'

鋼

と
銀

の

割

ム

ロ
の

調

節
'
す
た
は
ち
'
銀
の
量
を
へ
ら
す
か
'
鋼
の
量
を
ま
す
か
'

ま
た

は
病
者
を

～

と
も
に
行
ふ
か
て

9
5
.
そ
れ
で
'
政
帝
は
五
戒
の
中
腰
の
鍔
を
護
し
て
銀
に
易

へ

'

も

っ
て
そ
の
債
を
平
ら
か
に
す
る
こ
と
1
な

る
｡
恩
ふ
に
五
城
の
干
欄
の
環
と
は
'
米
慣
調
酌
に
お
け
る
米
の
東
上
代
金
た
る
銅
鐘
で
､
こ
れ
を
提
供
し
て
銀
を
過
収
す
る
JJ
と

忙
rLt
り
'
銀
の
童
女

へ
ら
す
と
1
も
に
鋼
の
量
を
ま
し
.
よ
っ
て
も
つ
て
韓
贋
を
引
き
下
げ
'
そ
れ
を
し
て
平
ら
か
な
ら
し
め
た
も

の
で
も
あ
ら
う
か
｡

よ
っ
て
も
つ
て
そ
の
慣
帖
の
暴
騰
を
防
ぐ
べ
き
を
い
ふ
わ
け
で
'
従
っ
て
'
上
が
そ

の
昔
を
よ
し
と
L
t
萄
錦
履
銭

の
禁
を
寛
う
す

晴

代
琵

作

を

第
二
番

六

七

1

第
三
娯

二

五

滴史稿 に r･ 乃教五城平耀取払ノ眼以平其 慣 ･.H.｣ とあるは ｢乃欝玉城干
J躍星空易経以zF其慣｣ とあるべ きでちるH iLilO



晴

代

近

作

考

第

二

審

六
七
二

希
三
跳

一
二
ハ

る
に
至
る
も
む
べ
な
り
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
D

鏡
の
重
畳
が

一
銭
で
は
私
鉾
が
行
は
れ
る
D
私
軒
を
さ
け
る
た
め
に
算
畳
を
ま
す
が
よ
い
と
せ
ら
&
.
r/
れ
で
鐙
の
重
畳
を

山
鏡

凶
分
と
す
る
｡
す
る
と
今
産
は
私
紺
が
お
こ
ろ
.
そ
し
て
私
綿
を
防
ぐ
に
は

鐙

の
青
畳
を
へ
す
が
よ
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
.
し
か

し
､
伐
S
l訳
避
む

へ
せ
ば
､
や
が
て
私
綜
が
行
は
れ
る
で
あ
ら
う
O
は
た
し
て
厳
酷
甜
十

〟
雪

枝
が
簡
肘
の
雷

一
校
に
復
す
る
と

禦
.;
Jr.∴
.,)
.A:
･

.､･･.
.

.:.

..

.

./
∵
.･
∵
∴
.卜

,.;
･J,.I:･p∴
.I
.
蔭
J,
:I:LT
T･二
相･.ハト

.-

∴

r
こ
し
,.

I.
I:

/.
;I./;.jP
.
I.)
軒
r
,

せ
し
め
'
重

1
鑓
凶
分
の

新
鐘
は
千
心
を
も
っ
て
餌

1
柄
に
あ
た
る
と
L
f
富

山
銃
t,rl
営
技
は
千
が
て
鉄
七
鞘
に
み
た
yt-

と
し
や

ん
こ
と
を
請
払
.
上
は
詔
し
て
こ
れ
に
推
ふ
こ
と
1
な
る
.
し
か
し
'
そ
れ
で
は
結
句

大
根
小
鍔
が
な
ら
び
存
す
る
わ
け
で
あ
る

か
ら
'
私
鈷

･
私
錆
と
も
に
そ
の
後
を
た
つ
は
す
な
く
'
従
っ
て
そ
れ
ら
に
封
す
る
禁
令
が
な
ほ
倍
黙
と
し
て
節
に
せ
ら
れ
ね
ぼ
な

ら
ぬ
こ
と
は
容
易
に
想
察
せ
ら
れ
よ
う
O
特
に
'
棄
陽
の
私
銘
鐘
を
京
師
に
造
軒
搬
入
す
る
も
の
あ
る
に
及
び
'
船
戸

･
道
弁
も
罪

私
錆
に
同
じ
-
､
地
方
官
の
情
を
知
る
も
の
は
斬
決
と
し
'
豪
を

施
し
'
寮
を
失
せ
る
場
合
は
故
を
奪
ふ
こ
と
1
L
t
法
愛
す
-

厳
を
加

へ
る
こ
と
1
な
る
｡

乾
隆
二
年
.
鐙
慣
久
し
く
平
ら
か
な
ら
ざ
る
を
も
っ
て
'
大
興

･
宛
千
に
鍔
行

･
官
牙
を
置
-

"

け
だ
し
患
部
文
猷
追
考
に
よ
る

に

｢
京
城
紋
銀

山
開
ご
と
に
大
判
錦
八
首
文
に
襖

へ
'
往
時
に
此
較
し
て
や
1

昂
貴
す
る
を
覚
え
る
｣
が
'
そ
れ
は

｢
食
故
の
柄
が

鎮
紺
の
手
に
操
ら
れ
'
官
そ
の
こ
と
を
司
ど
ら
ざ
る
故
'
軒
商
任
意
に
高
昂
し
て
も
つ
て
匝
利
を
掛
る
む
得
る
｣
の
で
あ
る
と
考

へ

ら
れ
'
｢
さ
き
に
米
貴
き
に
よ
-
'
京
城
内
外
に
お
い
て
米
局
を
設
立
し
'
官
に
要
し
て
肺
を
監
L
へ
米
債
平
ら
か
な
る
を
得
た
｣
が

｢
今
鎧
低
と
禾
債
は
均
し
く
民
生
日
用
の
事
に
閃
す
｣
る
を
も
つ
て
､
｢
京
城
の
内
外
に
骨
錐
局
十
鷹
を
設
け
L
t
｢
各
局
斡
現
し
し
.

､喜

一

量
暑
i
f
霊

量

l
I

暮
l
l
l
f

I

f

t
I
t
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1
p

｢
庶
好
商
利
の
圃
る
べ
き
な
き
を
知
ら
ば
自
ら
必
ず
国
領
の
縄
文
を
も
っ
て
各
出
費
な
行
ひ
'
錆
慣
滴
を
も
っ
て
平
ら
か
な
る
ペ
し
｣

と
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
､
は
た
し
て
鎮
債
平
ら
か
な
る
を
待
て
ゐ
る
O

ネ
亮

'

錯
偶
に
関
聯
す
る
こ
と
に
な
る
が
'
｢
上
私
鋼
の

宰
も
っ
と
も
甚
だ
し
き
を
缶
も
ひ
.
ま
す
-

銅
器
の
禁
を
励
行
し
､
官
三
品
以
上
に
非
れ
ぼ
'
嘗
有
の
銅
器
を
用
ふ
る
を
ゆ
る
さ

す
､
三
年
円
を
限
り
て
官
に
斡
せ
し
め
'
隈
を
こ
え
れ
ば
､
禁
物
を
私
蒲
す
る
と
も
つ
て
論
じ
｣
'
｢
す
で
に
禁
雪

よ
っ
て
F
jlら
ば

罪
盗
瑞
の
凍
た
る
に
比
す
｣
こ
と
1
し
'

｢
蓬
に
通
令
し
て
銅
器
を
迫
る
を
禁
-,,J
L
'

｢
つ
い
で
-ま
す
-

限
御
車
離
忙
し
'

た
ゞ
1

品
の
み
締
め
て
糊
ふ
る
を
ゆ
る
し
'
飴
は
こ
と
-:II
-
こ
れ
を
禁
じ
二
枚
膏

･
私
用
は
皆
達
禁
を
も
っ
て
論
｣
す
る
こ
と
～
す
る
｡

そ
れ
か
Q
.
上
は
ま
も(
｢
践
葺
け
れ
ば
別
ち
私
錦
し
'
軽
け
机
ぼ
別
ち
私
鍔
す
｣

山,Q
.J
い
ふ
,.J
壬
虹
明
確
に
把
揺
す
る
｡
故
に
軽
い

1
p
Jー

/
L
.

に
は
部
分
的
鍋
毅
と
も
い
ふ
べ
き
銘
の
遭
旦
割
る
,LJ
と
を
梁
ず
る
法
律
を
定
め
'

そ

の

罰
を
絞
監

陳
と
す
る
C

さ
き
に
'
乾
隆
二
年
'
錯
行

･
官
牙
を
置
き
､
も
っ
て
銭
債
を
平
ら
か
な
ら
し
め
た
こ
と
を
記
し
た
が
､
こ
れ
ら
鍔
行

.
骨
牙
は

あ
の
際
'
鎧
債
の
一
時
平
ら
か
と
な
る
と
ゝ
も
に
即
ち
停
止
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
O
し
か
る
に
'
そ
の
後
､
私
錆
に
封
し
て
か
-
の

.こ
と
く
い
ろ
-

の
策
が
詩
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
み
る
と
'
私
錦
の
盛
行
が
禁
せ
ら
れ
､
さ
う
す
れ
ば
'
そ
こ
に
は
嘩
慨
の
鴨
貴
が

み
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
老

へ
ら
れ
る
O
い
な
'
む
し
ろ
'
践
慣
晴
貴
せ
る
が
故
に
'
こ
れ
を
匡
救
せ
ん
と
し
'
そ
の
た
め
に
､
そ
の

原
因
と
目
せ
ら
れ
る
私
錆
を
封
す
る
策
が
話
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
O
そ
し
て
､
そ
れ
が
等
茸
で
あ
っ
た
こ
と

は
'
析
江
布
政
使

･
張
讃
叢
が

｢
鐘
貴
き
の
紫
は
私
倣
忙
あ
-
｣
と
い
っ
て
ゐ
る
忙
よ
-
て
も
明
ら
か
で
あ
る
JJ
思
ふ
が
'
そ
れ
で

は
こ
の
私
設
を
防
ぐ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
S,
へ
ば
'
彼
は
'
鋼
船
錫
を
配
合
し
帯
環
を
端
れ
ば
'
鍋
す
る
も
利
が
無
い
か
ら

清

代

貨

幣

考

第
二
巷

六
七
三

第

三
紙

二

七



清

代

貨

幣

考

帯
二
巻

六
七
四

第
三
耕

二

八

私
錆
が
起
ら
ぬ
と
す
る
も
の
で
t
と
の
誌
を
採
精
し
'
従
来
の
素
錠
と
条
行
す
る
こ
と
1
を
も

O

L
か
L
t

ru
う
す
れ

ば
私
錆
は
と

ま
る
と
し
て
も
私
鏡
が
起
き
て
は
前
門
虎
を
追
ふ
て
後
門
狼
を
迎
ぶ
る
に
す
ぎ
ぬ
O
そ
の
た
め
で
あ
ら
う
か
'
鉛
銭
私
鎧
の
禁
を
定

め
て
'
首
犯
及
び
匠
人
は
絞
濫
候
'
従
犯
及
び
情
を
知
り
て
買
便
す
る
も
の
は

一
等
を
拭
す
と
す
プ
'0

し
か
し
'
同
じ
-
筏
偶
の
的
貴
を
諾
め
て
も
.
例

へ
ば
'
御
使
･喝
Li3時
E3
'iJ
..J
/
.
｢
獲
粁蒙
･̂
cIA
LLhf̂
つLh
,
.b
り
緯
ま
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T
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.
･r
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:
'
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･
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I
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.
･
.JH

h
た

し
･
.

･

LJ

';A_
:,
1
∴

mI
だ
･
.

f
J

.
I.
(

..ト
(.
)
.
∵

∴

.i
.

.∵

･Jl
L･;
,
･卜

か

.

ド
,l･,;
t

か

さ
ね
て
抑
鏡
を
新

道
及
び
相
接
す
る
の
禁
を
敵

に
L
t
お
よ

そ

積
鎮
百
千
以

上
に
妻
ら
ば
違
例
を
も

っ
て
論
｣
じ
て
ゐ
る
O

だ
が

'
ま
た
上
は
'
こ
れ
ら
を
も
っ
て
'
更
は
穫
慣
騰
貴
を
防
ぐ
に
お
い
て

｢
よ
-
本
を
正
し
'
楯
を
清
く
す
る
に
は
非
す
｣
と

み
る
O

し
か
ら
ば
本
を
忙
し
'
栃
を
滞
-
す
る
の
道
は
如
何
と
い
へ
ば

｢
物
の
直
を
定
む
る
に
銀
を
も
っ
て
し
程
を
も
っ
て
せ
ず
､

而
し
て
官
民
乃
ち
潜
た
撃

で
佃
と
L
t
銀
を
促
と
せ
ず
'利
に
起
る
の
徒
'低
昂
せ
し
む
る
を
も
つ
て
計
を
得
と
た
す
'
何
ぞ
軒
重
の

倒
置
せ
る
や
､
こ
れ
よ
り
宜
し
-
銭
を
重
用
す
べ
し

云
々
｣
0

け
だ
し
'

こ
れ
ヰ
量

の
策
は
何
れ
も
銅
鐸
の
騰
貴
を
数
量
誰
の
立
場

よ
り
み
た
る
も
の
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
が
'
こ
こ
～
に
お

い
て
､
わ
れ
-

は
は
じ

め
て
そ
れ
を
超
え
た
る
JI産

土
-
の
意
見
に
韓
す

る
わ
け
で
あ
り
'
そ
し
て
そ
れ
は
､
貨
幣
借
倍
豊

関
す
る
に
あ
た
-
主
観
的
立
場

･
心
嬰
的
要
素
の
無
聖

･;r(
か
ら
ざ
る
新
を
指
摘

せ
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
ぎ
'
感
嘆
に
隻

-
Q
雲

仙
め
ね
ば
な
ら
ぬ
が
､
そ
の
詳
論
は

或

節
に
か
い
て
瀬
｡
拙
は
る
べ
き
と
こ

ろ
に
巌
す
る
｡

し
か
し
ま
た
'
丑
に
述
べ
た
る
政
党
の
外
､

こ
･･で
も
侶
鐘
を
も
っ
て
耗
環
の
科
と
L
t
ま
た
は
崇
稗
の
発
行
を
ゆ
る
す
な
ど
･



銅
鍵
の
増
量
を
計
る
も
の
･U
tHZL
う
べ
き
政
策
が
と
ら
れ
'
そ
れ
は
'
数
量
説
の
上
に
な
-
た
つ
も
の
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

ぬ
｡
そ
し
て
数
量
説
の
上
に
な
-
た
つ
は
'
そ
れ
ら
の
努
力
に
も
か
1
は
ら
ず
'
中
葉
に
い
た
-
て
鐙
ま
す
-

騰
貴
す
る
や
､
蓮

に
直
省
骨
頭
を
増
し
錆
を
靖
め
て
鍔
慣
し
ば
ら
く
平
に
趨
く
を
費
し
て
を
る
に
お
い
て
い
よ
-

明
ら
か
に
看
取
で
き
る
｡

し
か
る
に
.
鍔
債
牌
貨
す
れ
ば
私
舘
生
す
る
は
桃
李
の
TL
白
か
ら
喋
を
な
す
が
ご
と
-
で
あ
る
と
も
い
ふ
べ
-
､
今

や
錦
慣
騰
貴

す
る
に
至
り
私
轟
の
生
す
る
に
至
る
は
怪
し
む
ー忙
要
せ
ぬ
と
JJ
ろ
で
あ
る
が
'
こ
1
に

｢
私
韓
日
に
把
で
.̂
市
ま
ら
｣
ざ
る
を
み
る

こ
と
1
な
る
O
し
か
る
に
､
奈
よ
そ
私
錯
筏
が
盛
行
す
れ
ば
'
そ
の
鍔
質
が
劣
悪
な
る
A
r.
そ
の
散
骨
が
増
加
す
る
と
に
よ
り
,'
錦

贋
低
落
す
る
が
k
ul･

.〟

.

汀

で
あ
る
が
'
LL
の
.積
CTc
も
そ
の
例
に
も
れ
す
碍
慣
低
落
に
碑
す
る
の
で
.
し
ば
ら
′⊥
旧
膏

の
錨
を
止
め
鍔
の

rtdrTTr
一-
E:

/
I

.
■ヽ
_)
0

E
･upr月
を
.北
(,
リ
rLr
lJ
I

.

も
に

和
昭
や
i
=
-.十
を
恨
庶
た
し
て
根
絶
す
りtrn
/tJ
と
1J
Lu,七

藷
埋
北
年
に
入
:
ノて
在
村
の
鋪

T崖
叫
)ら
れ
る
が
T
即
教
は
嘉
造
十
年
に
至
る
も
な
倍
こ
と
人
し
く

は
昔
の
激
化
復
せ
す
'
そ

れ

ら
の
策
の
反
動
に
や
'
鍔
慣
ま
た

貴き
を
致
す
が
'
す
る
と
た
ち
ま
ち
へ
私
環
相
つ
い
で
蓮
-
､
な
か
ん
づ
-
貴
州
湖
席
に
盛
行
し

'

甚
し
き
は
鋳
局
に
お
い
て
す
ら
私
曲
が
行
は
れ
､
例

へ
ば
京
局
の
鎧
は

｢
輪
郡
内
好

･
模
糊
絶
蒲

)
で
あ
り
'
茸
蔀
の
そ
れ
は

｢
沙

千
を
雑

へ
.
地
に
榔
て
ぼ
即
ち
碑
｣

げ
.
江
弄
官
局
は
私
局
秘
匿
す
る
に
至
る
o

道
光
に
入
る
と
聞

･
廉
地
方
に
夷
鐙
が
流
目迎
す
る
に
至
り
､
さ
ら
に
粁
民
が
こ
れ
を
併
通
し
'
貴
陽

･
大
定
の
官
局
さ
へ

｢
底
大

鏡

(-
)
｣
と
い
ふ
が
ビ
と
き
を
別
鎧
す
る
こ
と
上
は
-
､
｢
こ
れ
よ
り
鍔
澄
ま
す
′
-
･填
る
｣
｡

し
か
し
､
何
と
い
っ
て
も
'
貸
簡
史
上
重
大
な
JJ
と
は
こ
の
こ
ろ
よ
ゎ
外
囲
銀
賃
が
流
入
し
'
そ
の
流
通
が
盛
と
な
っ
た
と
と
で

あ
ら
う
.
け
だ
し
明
末
以
布
の
西
力
東
漸
に
伴
ふ
て
は
じ
童
れ
る
外
国
貿
易
に
急
い
て
'
こ
れ
ま
で
支
那
は
受
取
勘
定
で
あ
っ
て
'

清

代

食

滞

考

第

二
番

六
七
五

第

三
筋

二

九



清

代

貨

幣

考

第
二
懲

六
七
六

第
二
T就

二一〇

患
び
た
ゞ
し
い
外
観
銀
貨
の
流
入
を
み
た
の
で
あ
る
が
'
こ
の
こ
ろ
よ
り
t
や
う
や
く
そ
れ
ら
が
'

そ
の
ま
1
問
軒
よ
′妙
音
河
以
南

の
地
方
の
各
省
海
口
に
お
い
て
流
通
し
は
じ
め
る
D
し
か
も
'
重
大
た
る
こ
と
は
.
常
時
や
う
や
-
貿
易
逆
調
に
韓
1
/

鈍
が
梅
外

へ
流
出
し
'
年
干
寓
を
も
っ
て
計
る
に
至
る
｡
そ
し
て
そ
の
過
渡
期
に
お
い
て
支
部
銀
の
流
失
す
る
反
面
に
は
外
国
銀
紫
の
琉
通
す

る
あ
る
を
み
て
I
こ
の
怨
の
流
失
を
も
っ
て
必
ず
し
も
貿
易
の
逆
畔
に
よ
る
も
の
で
は
な
-
て
'
掌
に
四
猷
人
が
'
質
恩
の
蛋
:漢
,伝

る
故
等
の
銀
婚
た
も
っ
て
甲
立
の
繕
良
な
る
ibF.邦
の
純
鉄
-芸
人易
し
て
利
を
確
ん
と
す
る
が
牧
Lll
｢洋

鞘
:TT,
に
努
-1
し

て

純
鉄

臼
に

リ

1
1
て

首

:

;
J
L

LJ
L

.
茄
.'嘉

の
削

群

を
対=rtす
る
に
要
る
∪

し
か
も

い
ろ
-
1
の
防
止
策
に
も
か

I

i

ば

ら

す

'
梅
内

の
銀
つ

い
に

耗

渇

し

､

従

っ

て

鋭

腰

や

う
や
-
騰
貴
し
'
毎
而
鎧
二
千
に
至
る
｡
け
だ
し
'
確
率
の
洪
定
此
借

一
千
鍔
に
比
L
t
二
倍
に
の
ぼ
51.

乾
隆
初
年
の
資
際
の
比
償
八
古
文
に
比
す
れ
ば
､
ま
さ
に
二
倍
年
に
忠
よ
ぶ
o
そ
し
て
'
そ
れ
は
逆
に
み
か
ば
'
そ
れ
だ
け
鋼
鎧
の

慣
値
の
下
落
で
あ
-
'
銅
鐸
の
倍
倍
の
そ
の
や
う
な
F･幕
は
庶
民
の
生
鰭
を
酌
括
せ
L
L
･恵
｡
そ
こ
で
と
か
を
琵
赦
せ
ね
は
な
ら
ぬ

と
と
1
な
る
｡
そ
し
て
そ
こ
で
'
鏡
の
重
量
を
大
に
す
る
こ
と
に
ょ
り
て
銀
情
の
減
少
を
も
た
ら
さ
ん
JJ
す
る
こ
と
が
い
は
れ
'
ま

た
大
鏡
の
利
が
と
か
れ
る
｡

し
か
る
に
繊
度
に
入
る
や
'
長
髪
臓
の
太
平
天
国
.3
乱
に
軍
費
支
出
大
で
'
こ
れ
に
癒
す
る
た
め
迄
に
折
解
を
発
行
す
る
に
い
た

る
o
そ
し
て
こ
れ
は
清
朝
の
貨
幣
史
上
劃
期
的
の
寄
算
と
稀
し
え
よ
う
.
何
と
な
れ
ば
'
清
朝
は
歴
代
の
王
朝
が
い
づ
れ
も
紙
幣
を

罷
行
し
て
は
悪
性
イ
ン
フ
レ
-
ン
ヨ
ン
に
搾
還

る
む
み
､
紙
幣
亜
菅
の
政
策
を
堅
持
し
'
さ
き
に
順
冶
八
年
､
王
朝
創
業
に
際
L
t

費
用
多
端
を
極
め
た
る
た
め
'

つ
弘
に
紙
幣
を
敢
行
す
る
に
至
っ
た
も
の
･i.
牛
節
を
十
二
軍

八
千
望

見
に
限
定
し
.
十
年
柁
放
し

従
っ
て
rU
し
て
弊
害
あ
り
L
を
き
か
ぬ
の
で
あ
る
が
'し
な
ほ
囲
家
財
政
の
基
礎
や
う
や
-
張
団
と
た
る
に
及
ん
で
こ
れ
を
際
し
て
ゐ

-電

山一
-

1

■
t
I

1

-

-

1
1

1
1
.I
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≡
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る
｡
そ
れ
が
今
や
つ
仏
に
紙
幣
を
行
ふ
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は

｢
銀
砂
｣
と

｢
銀
票
｣
の
二
程
よ
-
な
-
.
相
並
ん
で
互
に
相
補
け
る

仕
組
で
あ
る
｡
銀
票
即
ち
票
砂

(
あ
る
ひ
は
略
し
て
早
に
苧
′
も

い
ふ
)
は
皮
紙
を
も
っ
て
製
し
､
上
部
は

｢
戸
部
官
業
｣
と
顧
し
'
そ

れ
は
右
側
は
漠
文
字
'
左
側
は
満
文
字
で
い
づ
れ
も
二
行
に
記
せ
ら
れ
'
中
部
は

｢
二
網
干
足
色
銀
若
干
柄
｣
と
標
し
'
下
部
に
は

｢
戸
部
美
行
官
軍

凡
願
牌
官
費
食
換
鉄
鎖
者
'
興
銀

一
律
並
準
､.

按
部
党
費
稗
､

拓
文
官
項
'
偶
講
*
.
任
律
治
罪
｣
(戸
部
甘
.S.;;

を
葵
行
す
O
凡
そ
甘
栗
h=q･,も
っ
て
鎧
鎧
に
東
独
せ
ん
こ
と
を
炉
ふ
も
の
は
銀
,二

神
に
甑
準
し
'
部
定
の
章
程
を
按
じ
て
'
甘
項
を
斡
交
L
へ
低
迷
す

る
も
の
は
梓
に
よ
-
て
罪
を
摘
む
)
と
い
ひ
'
聞
達
は
龍
の
槙
棟
ご
も
っ
て
ふ
ち
ど
る
O

鑓
紗

(あ
る
{J
は
叩
L
T
m｡rl1
酌
･
l･･,
記
す
)
は
上
郡
に

二
八
荊
賛
妙
｣
と
親
し
､
;dtL,れ
は
漢
字
が
干
列
せ
ら
れ
t
FT
部
は

｢
足
榊
嬢

だ
千
丈
｣
と
探

し
､そ
の
男
ら
に
｢
天
下
泡
賓
'
千
堆
出

入
｣
の
.ハ
手
套

iliL

t
T
輔

に

は

t
H
紗
[=a代
州
壁
心:頴

~
,.T･:
llZ十
指
'

n

E<
疑

g
LJ
.

堵
丁
鐘
糧
.

〟
切
椀
課
摘
項
.

京
什
各
藩
'

i
慨
収
解

｣
(こ
の
紗
は
即
ち
削
銭
に
代
は
-

T

和
用
す
｡
並
準
妨
埠

地

T
i::i:糊
'

;

判
の
悦

課
'
損
項
空
父
的
し
.
京
外
の
各
車
も

一
概
に
収
解
す
)
と
い
仏
'
通
の
標
校
は
官
票
と
同
じ
-
龍
で
あ
る
.

そ
し
て
紙
幣
と
1
も
に
大
鏡
も
行
は
れ
る
o
そ
れ
は
常
千

･
常
五
官

･
常
p
I

首
五
十

･
雷
十
の
五
等
に
分
か
れ
.
貢
濠
は
.
二

両
よ
-
逓
減
し
て
四
践
四
分
に
至
る
O
そ
し
て
雷
千

･
常
五
首
は
揮
鋼
で
鋳
造
L
t
色
は
紫
'
常
首

･
常
五
十

･
常
十
は
鋼
A
E鉛
を

配
錆
L
t
色
は
黄
'
常
甘
以
上
灯
文
を

｢
成
撃

冗
賓
｣
JJ
い
払
'
以
下
は

｢
絶
望
翼
賛
｣
と
い
払
.
背
に
は
滞
文
で
局
名
を
あ
ら
は

す
.
ま
た
'
鋼
乏
し
き
を
も
っ
て
成
望
四
年
嘗
五
の
鑓
及
び
鏡
鑓
を
も
錨
る
こ
と
1
な
･n
'
さ
ら
に
あ
ら
た
め
て
鉛
刺
鎮
ま
で
も
嘩

ら
れ
る
に
至
る
｡

清

代

貰

簡

考

第
二
審

六
七
七

第
三
波

〓
1
1



蹄

代

貨

幣

考

竺

巻

六
七
八

第

三
択

二
三

銀

蒜

に
あ
た
-
'

銀
苧

鎚
諸

富

差

右
の
割
ム
ロ
に
警

て
相
あ
た
る
も
の
と
し
ー

こ
れ
ら
此
債
を
乱
す
も
の
は
雲

芳

し
'
民
間
の
丁
糧

･
税
課
及
び

高

の
完
警

宗

す
る
に
苧

紗
は
五
割
-

JJ
-

-

･
脚
鍔
は
三
割
ま
で
JJ
i
を
許
す
｡

-
,

-
-

-

-

,
I
,

.

.

'
∵
∴
.･
･･
こ
･
.

‖･.,
｡･
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･
･℡りこ
J
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_TL
∵rC
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ミ
ニ
∵
'
+=:i
三
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ル
∵
!
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･
･･:
∵
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.
ト
∵
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･;
i
･
･1･･
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･:･･:
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･
∵
∵

∵

-

-
_
･

.･
･･･

･

･
/

.
･J
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.
･:

･･L

～-
｢

■

･

-

.

J
j

.

.

yr7t-1
～

芽

E
i
掌

歩･Lt垂
三

.ト

苛

auii
十
釘

.
鎧

.

大
軍

二
禁

制
等

･指

し

∴

語

柴

.芯

-

･
禦

口
む
按

1
J

て

-

す
る

と
と
与

る
三

い
で
孟

年
の
丁
半
鞠
か
ら
,

宗

の
碧

讐

て
､
慧

称
に
だ

て
は
'
讐

割
聖

耶
三
割
の
著

と
L
t
盃

の
賢

望

銃
の
三
割
と
し
,
砂
聖

割
の
内

は
票
で
も
鐙
で
も
納
入
者
の
優
に
従
ふ
を
ゆ
る
す
｡

し
か
る
に
茸
際
の
流
景

況
は
と
い
ふ
と
･
紙
讐

軍
霊

の
吉

が
大
で
-

,
讐

て
そ
の
票

大
-

故
･
政
府
は
孟

回
収
若

し
え
ざ
る
こ
と
1
菅

'
た
ゞ
さ
へ
紙
讐

憲

を
抱
く
民
間
は
こ
1
に
お
い
て
紙
警

雷

の
長
物
讐

･
讐

て
そ

-
-
-
-

-

.

I

-
---

-
.
-

-

.

I-

-.J.

J

,

I
-

,-

,

っ
い
で
苦

･
昔
五
十
差

同
｣
の
造
命
に
-

･
た

草ゞ

鍔
の
み
-

-
久
し
-
行
は
れ
る
｡
し
か
し
慕

ら
･
私
萱

に
行

は
れ
､
讐

償
備
低
菅

'
茸
際
に
は
そ
の
一
枚
の
蔓

す
る
と
こ
ろ
は
制
讐

枚
等

ぎ
ず
,
聖

貰

上
は
革

転

に
ほ
か
な

ら
な
い
｡
成
豊
の
宋
謡

は
窪

芸

乏
し
･
政
府
は
た
め
に
禁
銅
･根
鋼
の
雷

か
孟

る
呈

-
,
同
治
の
初
に
は
･
鍔
鐘
の
賛

は
た
ゞ
宙
銅
版
銅
に
す
ぎ
ぬ

状
態
に
-

･
空

錠
は
雷

鐘
の
は
す
の
も
の
が
二
讐

分
に
械
ぜ
ら
れ
完

緒
九
年
に
は
さ
ら
に

減
じ
て
二
壁

ハ
分
と
誉

0

時
に
孝
欽
聖

后

(栗

石
)
は
荒

に
掌

こ
と
姦

誉

れ
る
も
､
い
か
ん
せ
ん
･
銅
の
団
円
の
供



給
量
が
息
ふ
や
う
に
な
ら
ぬ
の
だ

か

ら
仕
方

が

な

い
O
そ
こ
で
外
聞
の
銅
を
貰
っ
て
機
器
局
で
鋳
達
し
ょ
う
と
い
ふ
ま
で
に
な
る
｡

か
-
て
李
沌
茸
が
天
津
に
お
い
て
重

一
環
の
銅
鏡
を
鎧
達
し
'
十
四
年
に
は
尿
素
焼
串
局
で
重
埴
千
七
分
の
も
の
が
芸
道
せ
ら
れ
'

二
十
四
年
に
は
直
省
に
命
じ
て
八
分
鑓
藍

瑞
超
せ
し
む
る
に
至
る
.
し
か
旦

恩
師
に
お
け
る
制
鐘

の
通
行
な
ほ
す
く
た
き
を
も
っ
て

昔
十
鐘
は
偲
然
と
し
て
行
は
れ
る
が
二

二
十
二
年
に
は
民
衆
は
こ
れ
を
喜
ば
ぬ
JJ
と
1
な
る
｡
か
-
群
衆
の
幣
制
が
賓
乱
し
'
行
き

つ
ま
る
に
至
っ
て
'
支
那
も
い
よ
-

諸
外
国
と
同
様
の
銀
貨

･
銅
貨
'
す
な
は
ち
銑
鳳

(
元
)
･
鋼
劇

(
元
Jを
創
嬉
し
'
銀
行
を
設

置
し
劃

l
の
懲
制
を
断
行
し
､
諸
外
観
と
相
蹟
衡
せ
ん
と
決
意
す
る
に
至
る
O

す
で
に
述
べ
た
ど
と
-
'
揮
南
濃
辞
し
て
よ
-
.
外
国
紙
貨
､
侍

に
ス
ペ
イ

ン
.

イ
ギ
-
ス
の
規
鐘
が
i<
に
櫛
入
せ
ら
れ
る
や
'

れ
は
を
現
を
み
な
か
つ
た
が
.
光
緒
十
四
隼

雄
之
滞
が
鶏

頭
稚
壇
の
痔
､
は
じ
め
て
拙
筆

仁
も
つ
て
･T

<

h
LL
､
李
璃
章
が
苧

>Jr憎

い
で
牌
け
て
こ
れ
を
成
就
す
る
o
文
を
｢
北
浦
元
賓
｣
と
い
仏
'
重
は
厘
千
の
七
緒
二
分
･頂
璃
省
迭
L
√
記
し
､
背
に
は
絞
龍
山紅
あ
ら

は
す
Q
そ
し
て
こ
れ
と
～
も
に
'
肇

二
鑓
六
分
･
一
銭
四
分
四
宝
･七
分
二
馨
二
二
分
六
蜜
の
四
程
の
小
鶴

劇
を
も
鋳
る
｡
こ
れ
が
近
世

内
確
に
て
支
部
自
ら
銀
鐘
を
鋳
れ
る
相
で
あ
る
｡
や
が
て
'
湖
北
･
江
甲

直
布
･漸
江
･安
磯
･奉
天
･書
林
も
相
つ
い
で
関
鎧
す
る
に

至
る
｡
そ
し
て
政
府
の
収
支
に
お
い
て
三
割
は
こ
れ
狂
踊
ゐ
る
を
許
す
.
し
か
る
に
こ
れ
ら
七
省
の
揺
る
JJ
JJ
ろ
､
規
模

.
威
色
.

は
な
は
だ
不
揃
で
均

l
を
か
ぎ
'
た
め
に
通
行
に
不
便
で
あ
る
｡
そ
れ
で
'
た
ま
-

達
幣
紙
麻
の
成
る
に
及
び
'
江
南

.
直
義

･

*

床
束
を
と
ゞ
め
て
分
廠
と
な
し
.
他
の
三
を
撤
す
る
こ
と
と
す
る
｡
そ
し
て
重
量
は
初
は
墓
園
を
棲
準
と
す
る
の
で
あ
る
が
'
非
難

を
す
る
も
の
あ
･e
/

支
部
固
有
の
算
汝
に
よ
-
蘭
鋳
分
馨
を
模
準
と
し
.
主
幣
は
庫
千

一
両
と
し
､
補
助
の
小
鎮
解
は
五
鏡

二

践

清

代

貨

幣

考

第
二
審

六
七
九

第

三
㍍

〓
lHl

塁鳳の遍壁は印ち,潤平七郎:_==.う卜てある｡祐)



晴

代

貨

幣

考

第
二
番

六

八
〇

第
三
批

一
二

四

と
す
る
｡

銅
元
は
ま
づ
閏

･
贋
で
鋳
ら
れ
'
つ
い
で
江
帯
に
及
ぶ
o
や
が
て
直
省
で
陸
柁
関
銭
を
み
る
こ
と
1

だ
る
0
遣
幣
紙
麻
の
な
る
や

滋
ふ
た
銅
元
を
転
達
す
る
｡
造
幣
触
舷
の
鋳
ん
と
し
た
幣
は
.
金

･
銀

･
錆
の
三
種
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
黄
も
先
に
鍔
た
の
が
こ
の
鋼

幣
で
あ
る
日
鋼
元
は
濫
制
鍍
二
十
よ
り
降
っ
て
富
二
に
至
る
O
重
さ

は
四
積
よ
り
降
っ
て
四
分
に
至
る
.
.こ
れ
ら
四
権
の
網
元
は
柵

｢

米

軍
冗
賀
｣
と
い

ふ

が
､

後
､
｢

大
給

銅

幣
｣
と
あ

ら
た

め
る
｡

い
づ

れ

も
錯
辻
の
朗
を
諮
る
し

'背
面
は
能

事
質

の
ら

は

す
｡
素

材
は
紫
銅
で
あ
る
が
'
直
省
は
間

々
ま
た
黄
銅
を
用
ふ
る
o
JJ
れ
が
私
爺
は
紙
幣
の
慣
浩
の
ご
と
-
'
脚
銭
の
場
合
に
止
し
罪
を
重

-
す
る
｡
な
ほ
銅
幣
が
鋳
ら
れ
て
も
賓
泉
に
お
い
て
六
分
の
剤
鐘
を
鮮
'
帯
東
に
て
は

1
文
鎮
を
鑑
る
O
後
三
十
四
年
'
各
銅
元
厳

に
命
じ
て
∵
文
新
鑓
紅
加
錆
し
て
銅
元
の
補
助
と
す
る
.
式
は
銅
元
と
同
株
で
あ
る
.

そ
も
-

銅
元
が
始
め
て
鋳
ら
れ
る
の
は
'
も
と
捌
銭
の
不
足
を
柿
は
ん
が
た
め
に
ほ
か
な
ら
聖

か
-
て
刑
鍔
の
不
足
に
投
じ

非
常
に
歓
迎
せ
ら
れ
'
加
ふ
る
に
常
時
鋼
偵
高
き
を
も
つ
て
鋳
造
の
利
益
は
な
は
だ
大
で
あ
-
､
そ
れ
で
競
っ
て
錠
進
に
狂
奔
L
t

閃
鋳
す
る
も
の
十
七
省
に
及
び
t

l
省
に
二
111局
に
至
る
.
か
-
て
在
銘
の
結
果
'
宣

1
を
い
払
難
-
'
錦
慣
ま
た
任
請
す
る
は
い

ふ
ま
で
も
な
い
｡
そ
れ
で
'
こ
れ
ら
錆
局
の
整
理
競
合
が
行
は
れ
る
に
至
る
が
'
銅
元
は
積
ん
で
腰
し
く
'
嘗
十
錆
の
告
債
は
そ
め

年
数
.
即
ち
五
鏡
に
富
る
に
す
ぎ
ず
'
官
民
と
も
に
私
軸
を
こ
と
･1
し
'
粁
弊
叢
生
し
'
物
慣
期
貴
L
t
民
生
ま
す
-

凋
弊
し
'

加
ふ
る
に
省
と
省
相
利
払
'

1
省
の
銭
は
他
省
と
の
問
に
は
流
通
せ
ぬ
有
棟
と
た
る
｡

光
稽
1
1,+
九
年
.
戸
部
に
戸
部
銀
行
設
立
せ
ら
れ
､
官
商
資
本
四
百
寓
を
糾
合
L
t
囲
幣
を
適
確
し
'
紙
幣
を
寒
行
し
.
官
款

･



.

.

-

･･
･

ー
亨
11▲

公
債
皆
こ
れ
を
王
る
)J
と
･̂
な
る
｡
や
が
て
戸
部
が
度
麦
と
あ
ら
た
ま
る
と
1
も
に
'
そ
の
銀
行
も
名
を
あ
ら
た
め
て
大
津
銀
行
と

名
づ
け
~
備
蓄
鈍
行
を
附
設
し
.
幣
制
を
憲

一
せ
ん
と
し
.
幣
制
調
査
局
さ
へ
設
け
ら
れ
る
O

そ
し
て
宣
統
二
年
に
至
-
て
'
紙
幣

二

鳳
牢
HJ幣
と
し
､
同
じ
く
紙
幣

･
五
角

二

高

二

角
の
三
種
､
綻
偶
五
分
の
l
帯
'

鋼
懲
二
分

･
1
分

･
五
僅

二

窓
の
四
種
を
輔
幣
と
な
し
'
鎌
幣
は
'
重
七
錆
二
分
よ
-
遮
降
す
る
｡
そ
し
て
党
に
鋳
る
と
こ
ろ
の

大
小
の
墾
九
は
し
ば
ら
-
市
債
に
滑
ら
し
て
行
使
す
る
こ
と
を
許
す
も
'
牌
帝
は
維
寝

･
銀
行
に
上
-
放
映

･
改
革
す
る
も
の
JJ
す

る
｡か

-
て
.
jJ
-1
に
支
那
の
墳
幣
制
淀
･tJ
し
て
銀
本
位
が
確
立
せ
ら
れ
lTtG
.
し
か
る
に
'
光
糟
の
中
震
よ
-
イ
ギ
リ
ス
甥
幣
の
余
憤

が
年

ご
と

に
騰
貴
L
t
毎
襟
r
華
銀
皿
柄

u
E
六
分
五
程
よ
-
増
し
て
八
絹
布
苛
に
至
る
｡
そ
こ
で
余

i
3･榊
～.
掛
取
せ
-
6-U
の
詳
論

致
し
､
必
ず

し
も
好
ま
し
か
ら
ざ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
は
や
で
あ
る
O
し
か
る
に
今
,LJ
の
誌
あ
る
は
'
け
だ
し
常
障
支
那

は

取入
貿

易

の
さ
-
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
-
L
に
よ
る
か
'
ま
た
は
'
貨
幣
慣
値
の
封
外
下
落
は
利
あ
-
と
雄
も
､
そ
も
-

封
叶
慣
価
の
安
定

は
さ
ら
に
好
ま
し
き
も
の
な
-
と
な
す
に
上
る
か
o
L
か
し
ま
た
'

一
躍
金
本
位

へ
推
移
す
る
の
難
き
k
t慮
-
て
に
や
'
対
内
的
に

は
銀
を
梢
ゐ
'
対
外
的
に
は
金
を
用
ゐ
る
べ
L
と
す
る
も
の
も
あ
ら
は
れ
る
o
も
と
-
-
1
金
債
の
こ
と
は
さ
き
に
大
清
銀
行
成
立
の

と
き
か
ら
､
三
品
の
制
と
し
て
す
で
に
問
題
に
は
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
.
し
か
し
'
そ
れ
は
清
朝
LtJ.
宙
い
て
は
結
局
つ
弘
に
菅
規

を
み
る
に
至
ら
ぬ
｡

清

代

貨

幣

考

第

二
懸

六
八

1

第
三
肪

1二五



掃

代

貨

幣

孝三

観

念

形

態

第
二
審

六
八
二

第
三
㍍

1
二
六

以
上
の
こ
と
を
現
象
形
態
の
上
に
い
か
な
る
松
倉
形
態
が
な
り
た
つ
で
あ
ら
う
か
｡

た
づ
あ
げ
ら
る
rべ
き
は
化ハ
解
放
畢
敢
r,rl巴
粕
j
で
も
ら
う
O

r･-
Ll_

に
反

比
例
す
る

と

す
る

に

あ

る
O

殻
に
甥
懲
-ol数

量

･

ス
た

れ

ほ
ほ
什

賠
-
'
小
な
れ
ば
倍
化
貴
L
と
す
る
は
'

l.Lp二
.J
に
こ
の
恩
想
に

展
せ
ね
は
な
ら
ぬ
｡
し
か
る
に
t
か
-
の
ど
と
き
考

へ
方
は
満
更
棉
吏
賃
志
鐙
簡
中
'
厘
-
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り6
0
例

へ
ば
成

響
市

｢
こ
の
時
'
銀
解
け
､柁
は
し
-
し
て
重
し
｣
と
あ
り
､
手
だ
逆
光
中

｢
赫
TE
鋲
卒
に
耗
渦
し
.
柄
こ
と
に
緒
に
易
ふ
る
常
に
二

千
に
亨

o
J
と
か
ご
.
こ
れ
よ
-
華

道
光
の
中
葉
､
h
J外
に
洩
れ
て
貴
し
｣
と
か
'
あ
る
抄
は
｢
純
銀
日
に
少
-
し
て
貴
し
｣
と
あ

る
が
ど
と
き
'
い
づ
れ
も
憤
幣
数
量
説
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
'
髭
隆
年
間
､
附
江
市
政
佼

･
張
若
霞
が

｢
鍔

貴
き
の
解
は
私
燈
に
あ
-
｣
と
い
へ
る
は
鏡
を
私
慌
す
れ
ば
鎧
の
数
量
が
減
す
る
か
ら
'
そ
の
慣
倍
が
貴
-
な
る
と
す
る
も
の
で
あ

-
､
同
じ
-
乾
隆
の
代
.
｢
甲
葉
に
至
り
碓
直
昂
し
､
直
省
皆
鑑
を
増
し
鏡
を
酷
め
'
慣
背
ら
-
午
に
過
-
｣
と
あ
る
は
博
雅
の
頂
佃

が
あ
が
っ
た
の
で
､債
幣
の
数
量
を
増
し
た
ら
さ
が
つ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
'
甥
鞘
の
数
量
が
小
な
れ
ば
慣
幣
慣
倍
大
で
'
貨
幣

の
数
量
i(
な
れ
ば
簡
懲
傾
依
小
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
た
ら
す
'
こ
れ
ま
た
簡
解
散
畳
語
以
外
の
何
物
で
も
あ
る
ま
い
｡

さ
ら
に
'髭
隆
五
十
九
年

｢
官
私
筏
錨
出
し
､
鍔
臆
し
'
乃
ち
暫
ら
-
直
省
の
銭
を
罷
め
､私
筏
は

一
年
を
限
り
て
収
轍
し
'
云
々
｣
と

あ
る
に
お
い
て
は
鏡
の
慣
佃
の
下
落
は
私
鈷
劣
悪
鐙
が
混
在
せ
る
が
故
で
あ
る
ご
と
-
で
は
あ
る
が
'
し
か
も
な
ほ
'
韓
慣
下
落
を

-

-

i

壬

.f
l
雷

一重
i

l
象
l
至

ユ
豪

量
■
雷

嘉

雷
I

I
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dr官J

匡
救
せ
ん
が
た
め
に
直
省
の
錆
を
紀
め
~
技
の
数
量
を
積
局
的
に
減
じ
は
せ
ぬ
ま
で
も
rt1)
の
増
大
を
抑
止
せ
る
と
JJ
ろ
よ
り
み
れ
ば

や
は
-
そ
こ
に
憤
幣
数
量
説
の
思
想
が
う
か
ゞ
へ
る
と
思
ふ
O
そ
れ
か
ら
､
無
鞘
の
末
年

｢
銀

一
雨
鎧
に
易
ふ
る
に
八
百
八
十
よ
-

七
百
七
十
に
至
る
｡
す
な
は
ち
､
五
城
中
鰭
の
鍔
を
墾
し
て
銀
に
易

へ
'
も
っ
て
そ
の
倍
を
平
ら
か
に
す
｣

と
あ
る
は
'
前
節
に
述

べ
た
る
が
ご
と
-
p
米
偵
調
節
の
銅
鏡
を
放
出
し
て
歳
を
回
収
す
声
こ
と
に
よ
-
､
鏡
の
貴
之

へ
ら
し
.
鋼
環
の
畳
を
ま
し
'

よ
っ

て
も
つ
て
串
頂
を
引
き
下
げ
る
も
の
と
解
す
れ
ば
'
そ
こ
に
も
甥
幣
数
卓
説
の
思
想
が
う
か
ゞ
は
れ
る
で
あ
ら
う
.
さ
ら
に
米
綿
中

｢
銅
元
琴

虹
も

つ
て
磨
く
嘗
十
確
保
に
能
く
半
数
に
及
び

棚
傾
淵
貸
し
民
生
端
赦
す
｣
と
あ
る
は
ま
た
貨
幣
敦
食
談
以
外

■L■･1古こ
)
]JTT
h.)T

ぜ

し
む
る
･t
み
､
そ
の
弊
害
を
さ
け
ん

と

す

る
の
苛
に
出
づ
る
も

の
-lu
契
せ
ち
か
芝

,-
t

Jし
て
諾
苛
b

荊

IT

T

･L
-
の

作

付

蔀

指

す

-
J

い
ふ
は
ま
た
慣
簡
数
量
説
の
思
想
に
ほ
か
な
ら
ぬ
を
知
る
o
た
ほ
ま
た
'
攻
に
述
ぶ
る
と

こ
ろ
に

お

い
て
も

幾

多
この
事

例
と
目
す

べ

き
も
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
O

通
貨
の
敬
重
が
増
大
す
れ
は
貨
幣
慣
値
は
下
指
し
､
通
甥
の
数
量
が
減
少
す
れ
ば
甥
幣
伯
偶
は
順
守
す
る
と
知
れ
ば
'
貨
幣
偶
作

が
下
落
す
れ
ば
通
貨
の
数
量
を
減
少
せ
し
め
'
貨
幣
慣
値
が
騰
貴
す
れ
ば
通
貨
の
教
号
音

鞘
+
/
せ
し
め
.
も
っ
て
そ
の
慣
侭
を
滴
昔

に
拙
杓
ア
ル
と
す
る

に至
る
は
.
け
だ
し
苗
然
で
あ
ら
う
｡
JJ
l

に
通
貨
の
偵
軍
虹
滴
富
に
維
持
す
る
た
め
に
､
通
貨
の
数
量
を
増

減
す
る
模
作
を
わ
れ
/
1

は
通
貨
調
畢

と
よ
ぶ
O
そ
れ
で
通
貨
警

官
説
の
思
想
の
存
す
る
と
こ
ろ
に
通
債
調
節
の
思
想
が
な
-
た
つ

は
怪
し
む
を
須
ゐ
ぬ
D
し
か
し
､
通
貨
調
節
と
い
っ
て
も
'
そ
こ
に
は
硬
々

の
方
法
が
あ
り
う
る
o
し
か
ら
ば
清
朝
に
お
け
ゥ官
で
れ

晴

代

註

解

考

第
二
審

六
八

三

第
三
班

l
二
七



蜜

齢

i

清

代

貨

幣

考

は
い
か
に
あ
る
で
あ
ら
う
か
｡

ま
づ
通
貨
の
数
量
を
増
大
せ
し
め
ん
と
す
る
場
合
か
ら
た
が
め
て
み
よ
う
｡

第
二
巻

六
八
四

第
三
次

二
一八

通
貨
の
教
卓
と
増
大
せ
し
む
る
方
法
と
し
て
は

l.
荷
素
朴
な
も
の
は
通
債
を
れ
自
身
か
J連
出
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
.
そ
し
て
そ
れ

は
例
へ
ぼ
先
に
も
ふ
れ
た
乾
隆
中

｢
暗
に
中
葉
に
重
-
鑓
帯
封
し
.
直
省
骨
組
を
増
し
錆
kLJ
障
め
'
慣
暫
ら
-
午
に
超
ノ＼
｣
･L
Lあ
-

準

位
申

｢
維
t

lf
I拝

二
㌧

キ
ン.-
=
'-√
壷

拓

ノ
川
と

安

に,rLJ小盟
ri淵)せ
し
け
｣
と
あ
る
が
ご
･三

LIP
す
な
は
ち
そ
れ
で
あ
る
U

し

か

し

'

通

貨

を

造

出
す
る
場
合
'
銘
貨
の
場
合
に
は
そ
の
素
材
た
る
金
範
が
必
要
で
あ
る
o
特
に
支
那
に
食
い
で
は
銅
鏡
の
素

材
た
る
銅
の
不
足
に
瓦
や
ま
さ
れ
る
こ
と
む
し
ろ
普
通
で
あ
-
'
錆
の
問
題
は
多
-
こ
の
鮎
LJ
つ
な
が
る
と
き
へ
い
へ
る
-
ら
い
で

あ
る
が
'
清
朝
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
こ
の
例
外
で
は
あ
-
え
た
か
っ
た
や
う
で
あ
る
｡
そ
れ
で
銅
鏡
の
托
出
と
い
ふ
こ
と
は

l
面

か
ら
み
れ
ば
銅
の
作
出
と
い
ふ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
が
､
し
か
ら
ば
そ
れ
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
考
慮
が
は
ら
は
れ
る

か
｡
そ
れ
は
あ
る
い
は
庚
配
州中

｢浜
産
を
兼
探
す
｣
と
あ
る
が
ご
と
-
'
銅
の
生
産
に
お
い
て
み
ら
れ
'
あ
る
い
は
光
精
中

｢
損
鋼

の
荘

･
願
の
ご
と
-
な
ら
ざ
る
を
も
っ
て
､
し
ば
ら
-
洋
鋼
を
市
ひ
機
器
局
に
交
し
て
試
錆
す
｣
と
あ
る
が
ご
と
く

す
で
に
よ
そ

に
産
せ
る
も
の
1

購
入
に
お
い
て
う
か
ゞ
は
れ
る
が
'
さ
ら
に
ま
た
､
障
鐘

儒
錆
を
官
に
酔
せ
し
む
る
と
こ
ろ
に
も
な
-
た
つ
こ

と
攻
の
ご
と
-
で
あ
る
｡
す
夜
は
ち
例

へ
ば
'
順
暗
中

｢
前
代
錆

願
銅
に
準
じ
､
官
に

輪
せ
し
め
'
慣
ふ
に
直
(伯
)
を
も
っ

て
す
じ
並
に
.
私
銘
及
小
錬

･
侶
鐘
を
禁
じ
'
夏
に
警
鐘
の
禁
を
申
ね
'
闘
い
で
以
て
官
に
輸
せ
し
む
｡
久
し
く
し
て
こ
と
ノ
ド
1
く

は
通
せ
ず
､
天
F･
に
命
し
て
三
月
の
期
を
限
り
て
JJ
と
-卜
1
く
輸
せ
し
め
'
眼
を
こ
え
て
行
使
す
る
は
こ
れ
を
罪
す
｣
と
あ
-
'
ま

た
乾
陸
中

｢
上

･
B
r問

･
奥
三
種
が
利
用

･
洪
化

･
昭
武
の
辞
儀
鐘
を
雑
用
す
る
を
も
っ
て
.

官
こ
れ
に
易

へ
て
も
っ
て
鋒



/
I

･

､

r≠

･

-
1

J

し
か
し
.
私
詩

･
侶
錦
は
し
ば
ら
く
治
-
と
し
て
.
旬
角
立
頂
に
詩
達
せ
ら
れ
て
ゐ
る
膏
鍔
を
'
こ
と
に
鏡
の
教
遷
す
-
な
-
'

こ
れ
を
増
大
せ
ん
と
す
る
時

に
禁
じ
て
γで
の
使
用
を
許
さ
ぬ
と
す
る
に
も
あ
み
る
ま
い
と
も
考

へ
ら
れ
る
.
そ
こ
で
例

へ
ぽ
'
順
浩

の
始
に
お
い
て
も

｢
た
ゞ
崇
硝
域
は
仇
ち
脅
ら
-
行
ふ
｣
と
あ
る
が
'
聴
匪
州中
'
畢
十

･
徐

平

壌
は
席
稀
し
て

｢
古
よ
-
皆
古
今
の

逆
相
兼
ね
て
行
使
し
'
民
の
促
に
碓
ふ
を
揺
す
'

･
謂

ふ
忙
漠
の
五
緋
よ
り
以
木
'
未
だ
嘗
て
盲
を
雁
し
て
専
ら
今
を
用
ゐ
る
を

せ
ず
'
隔
､
古
錆
を
緒
し
､
明
∵
大
伴
以
伎
こ
と

′川トく
古
環
を
括
し
て
錆
に
充
つ
る
は
銭
の
挙
な
り
､
か
つ
環
法
の
倣
ぶ
る
ゝ
や

古
銭
に
賀
=
ノて
も
っ
て
達
汰
す
､
紋
に
代
を
易

へ
て
仇
ち
流
通
記
譜
す

･

宜
し
く
民
の
行
使
す
る
社
報
す
べ
し
｣
と
い
仏
､
｢
上

､ゝし

そ
の
言
を
超
と
し
こ
と
-
ぐ
1
-
繋
鑓
架
鍔
の
禁
を
寛
す
｣
と
あ
る
が
こ
と
き
す
な
は
ち
そ
れ
で
あ
る
O

そ
れ
に
し
て
も
'
句
碑
絹
の
億
を
増
加
し
て
も
'

一
方
か
ら
私
絹
さ
れ
た
の
で
は
､
産
た
き
楠
に
水

を
扱
む
が
.U
と
-
骨
折
-
塀

の
く
た
び
れ
も
う
け
に
終
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
｡
故
に
私
錦
禁
止
令
が
出
る
こ
と
1
な
る
o
例

へ
ぼ
'
麿

照

中

｢
粁
民
軌
ち
私
牌
す
T

ち
律
を
定
め
こ
れ
を
罪
す
る
こ
と
私
錆
に
此
す
｣
と
あ
る
が
ご
と
-
で
あ
る
｡

も
っ
と
も
'
缶
陸
中

｢
劾
達
律
｣
な
る
も
の
を
定
め

て
ゐ
る
が
'
窮
迫
と
は
鍔
の
周
達
を
前
-
て
錆
を
と
る
も
の
で
'
古
く
よ
-
行
は
れ
た
る
と
こ
ろ
で
あ
-
'
今
日
銀
貨
な
ど
貴
金
属

の
素
材
と
す
る
績
贋
の
聞
達
に
ギ
ザ
-
-

の
設
け
ら
れ
た
の
は

!
つ
に
は
こ
れ
に
封
す
る
簡
防
策
で
あ
る
と
い
は
れ
て
お
る
が
'
そ

れ
は
部
分
的
鏑
殻
と
い
へ
る
か
ら
t
rJ
れ
を
塩
分
す
る

｢
熟
達
倖
｣
は
ま
た
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
範
す
る
こ
と
に
な
ら
ね
ぼ
な
ら
ぬ

か
の
ど
と
く
で
は
あ
る
が
'
そ
れ
は
通
貨
の
数
量
を
減
ず
る
も
の
で
な
く
.
こ
と
に
躍
質
を
劣
悪
化
し
.
経
っ
て
鍔
の
僧
侶
を
TL
落

せ
し
む
る
こ
と
に
封
す
る
封
策
と
な
る
に
ほ
か
な
ら
ぬ
は
づ
で
あ
る
か
ら
､
む
し
ろ
封
虻
的
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
｡
そ
れ
で

譜

代

貨

幣

考
7

第

11番

六
八
五

第

三
波

1
二
九



滑

代

貨

幣

考

軍

雇

六
八
六

軍

二
訳

l
三
〇

鮪
慨
に
封
す
る
封
策
と
し
て
は

｢
前
途
｣
を
非
と
す
る
ど
こ
ろ
か
'
反
封
に
鏡
の
雷

電
を
減
少
せ
し
め
よ
と
い
ふ
考
が
で
る
攻
弟
で

あ
る
｡
け
だ
し
､
鎧
の
重
畳
を
減
少
す
れ
ば
'
私
鍋
利
な
-
自
ら
息
む
主

つ
る
に
よ
る
｡
例

へ
ぼ
､
匪
匪
軍

｢
重
鎮
鏑
せ
ら
れ
て
.

た
す

-
少
な
/＼

直
は
な
は
だ
昂
｣
か
-
し
と
き
､
鍔
港
侍
郎

･
陳
廷
敬
が

〓

銭
の
膏
刑
に
復
せ
ん
｣
JLJ
と
AIJ
い
へ
る
が
ご
と

き
､
す
た
比
ち
そ

れ

で

あ

る

が
~
こ

-こ

忙
結
腹
中

｢
上
'
鑓
更
け
れ
ば
則
ち
私
耕
し
､
斡
け
れ
ぼ
則
ち
私
綻
す
る
を
も
っ
て
命
し
て

′-
.
I
I-
-
l三1
-
･:
LLLM
才
一
ノ

ノ
ヽ
､
-
1
p
J

m
鎚

二
LlY
仁

菅
判
り
k
iLrT
I

IJ一｣

フ
qK
il
し
て二

.

ir
-

,̀

ラ

ー

と

.
こ

-

t
L･

し

か

し

､

た

ゞ
畳
に
私
鞘
を

禁

じ
て
み
て
も
'

そ

れ

が

利
蚕

と

僻
ふ

以
上
は
な
か
-

iJ
れ
が
と
立
志

も
の
で
は
な
い
o
な
る
ほ

ど
鐘
の
重
畳
が
痕
す
れ
ば
私
純
利
な
く
'
従
て
自
ら
や
む
に
亨

Cg
JJ
考

へ
ら
れ
ぬ
で
も
た
い
が
'
そ
の
代
-
そ
の
場
合
に
は
､
往
々

に
し
て
私
錆
の
酢
を
招
来
す
る
｡
の
み
な
ら
ず
'
銅
群
の
需
要
野
犬
す
れ
ば
'
な
ほ
や
は
り
私
釦
し
て
JJ
れ
が
鈴
浬
に
充
て
る
こ
と

な
き
を
保
せ
ぬ
O
そ
れ
で
私
銘
を
と
カ
ー
鎧
の
畳
を

械
す
る
こ
と
を
防
ぎ
'
よ
く
錐
の
数
畳
む
柑
L/A)三
分
の
目
甲
虹
し
て
妨
げ
ら
る

1

こ
と
な
か
ら
し
む
る
た
め
に
は
､
銅
器
の
製
作
を
禁
じ
.
そ
し
て
銅
器
の
製
作
の
禁
を
し
て
虞
に
有
効
な
ら
し
む
る
た
め
に
は
'

さ
ら
に
進
ん
で
鋼
韓
の
使
用
を
禁
す
る
の
必
要
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
O
そ
れ
と
～
も
に
'
ま
た
銭
を
鍔
覧
し
て
銅
器
を
淀
る
を
不

可
と
す
る
考
を

一
歩
進
め
れ
ば
徴
収
し
､
贋
ひ
上
げ
'
鏡
鏡
に
充
て
る
と
い
ふ
考
に
至
る
べ
き
こ
と
は
察
す
る
に
か
た
-
た
い
と
と

ろ
で
あ
ら
う
｡
そ
し
て
そ
の
た
め
に
も
銅
器
の
連
作
乃
至
使
用
を
禁
す
る
こ
と
が
行
は
れ
る
に
至
る
べ
き
で
あ
ら
う
G
鋼
辞
の
製
作

の
禁
と
し
て
は
､
例

へ
ぽ
旋
県
中

｢
一
錠
四
分
鏡
に
改
鎧
し
て
よ
り
.
粁
民
軌
ち
私
錐
す
'
乃
ち
律
を
定
め
JJ
れ
を
罪
し
私
鍔
に

此

し
遂
に
銅
器
を
迂
-
て
私
鎖
を
為
す
を
禁
す
｣
と
あ
-
'
乾
隆
中

｢
す
で
に
仇
て
治
る
を
禁
じ
'

罪
､
盗
錆
の
従

従
犯
)た
る
に
比

し
､
達
に
適
合
し
て
銅
券
を
造
る
を
禁
ず

｣
と
あ
る
が
.U
と
き
が
あ
-
'
銅
器
の
使
鴇
の
禁
は
'
例

へ
ぽ
乾
隆
甲

｢
上
ー
私
鞘
の
宅
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も
っ
と
も
甚
だ
し
き
を
念
ひ
.
膏
す

-
銅
器
の
寧

紅
勘
行
L
t
官
三
品
以
上
に
非
ざ
れ
ば
空

洞
の
銅
器
を
用
ふ
る
を
語
さ
す
二

一い''-

年
円
を
限
-
て
官
に
輪
せ
し
め
.
隈
を
遜
ゆ
れ
ぽ
禁
物
を
私
蘇
す
る
を
も
っ
て
諭
す

つ
い
で
､
ま
す
-

隈
制
を
蕨
に
し
､
惟

1
品
に
し
て
始
め
て
桶
ゐ
る
を
指
し
'
飴
は
こ
与

-ハ＼
-
こ
れ
を
禁
じ
'
頗
際
し
て
私
か
に
用
ゐ
る
は
墳
な
達
禁
を
も
っ
て
諭
す
｣

と
み
え
る
に
よ
り
て
JJ
れ
む
う
か
ゞ

払
得
よ
う
.

た
ゞ
し
､
こ
れ
ら
鋼
禁
に
封
し
て
は
反
対
論
も
あ
る
.
乾
隆
の
初
に
お
け
る
戸
部
備
蓄
･海
望
の
奏
言
は
も
っ
と
も
著
明
で
あ
る
｡

清
史
稿
に
は
､
た
ゞ
｢
(抗
隆
)十
二
年
'

こ
れ
よ
-
先
､
佃
苦
海
望
'
鋼
禁
民
を
病
ヰ
手

を
も
っ
て
四
解
を
琉
陳
す
'
高
菜
こ
れ

や

を
し
か
-
と
し
'
速
に
禁
鋼

･-取
鋼
真
髄
む
｣
と
あ
る
の
み
に
て
､
rlt,の
四
繁
の
内
容
に
女
た
っ
て
を
ら
虹
が
.
皇
朝
二
義

は
5,づ

れ
も
り
で

tjっ
内
軍

が
戚

せ
て
;Q
る
.
中
に
つ
い
て
n:宗

文
裁
過
考
が
も
っ
と
も
詳
欄
ご
や
り
.
L茎
胡
垣
吉
が
も
つ
J
l

も
簡
略
で
あ
Ll

*

r
∴

(･･.
.｣
/,∵

､
叩

･
:
十

.
･

㍉

･
･.
.

d

/

.
,
!

･_
∴
し

,_
I/

,.･
･
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･･･
∴
,
.･
-

･･
･
･..
/

一

-.

･

.

∵

･

･.
∴
.･
-

｢
鏡

文

民
問

日
用
詰

む
る
と

JJ
ろ
た
-

.

近
年
以
来
栽
培
欣
-
る
な
-
し
て
憤
直
鼻

骨
す
'

建
議
す

る

も

の
多
-
禁
銅

の

港
を
求
め

ざ
る
は
な
し
.
し

か
う
し
て
'
奉
行
善
ろ
し
か
ち
ぎ
れ
ば
'
解
語
多
端
を
致
し
易
し
｡

そ
れ
'
銅
器
の
民
間
に
散
布
す
る
相
習
払
て
甚
だ
久
し
'

一
且
に
し
て
禁
じ
て
用
ふ
る
こ
と
な
か
ら
し
め
ば
'
則
ち
そ
の
情
､
便

な
ら
ざ
る
と
こ
ろ
あ
ら
ん
､
往
ペ

避
妊
し
て
交
せ
ず
'
交
納
し
て
霊
-
さ
す
'
こ
れ
を
綬
う
す
れ
ば
'
別
ち
互
に
相
観
望
L
t
こ

れ

の

を
忠
に
す
れ
ば
､
則
ち
.=品
升韮
生

せ
ん
'
こ
1
を
も
つ
て
'
隈
を

展

ぶ
る
の
喪
謂
歴
々
閏
L
t
収
眉
の
昔
填
る
に
日
な
し
.
音

更

こ

れ
に
借
り
て
,WE
来
し
.
TT
民
こ
れ
に
借
-
て
批
拝
し
'
精
を
得

れ
ば
､
則
ち
官
法
を
叫A
P
.
得
ざ
れ
ぼ
'
別
ち
人
を
罪
に
入
る
'

捜

括
慮
J
＼
し
矧
-
'
相
法
均
し
か
ら
ず
.
そ
の
弊
の

1
た
-
｡

皇朝揮 牡文編,巻茸-ミニ 請細網禁疏にその全文 をみることがで兼) 賀長齢
きる｡

婿

代

貸

作
者

第
二
番

六

八
七

第
三
班

1
三

1



清
､
代

だ

幣

考

第
二
塔

六

八
八

第

三
肪

二二二

民
陰
-
し

て
す
で

に
上
に
達
し
敷
く

有
司
未
だ
必
す
L
も
皆
た
賢
た
ら
す
､
民
堅

父
約
す
る
餌
韓
'

あ
る
ひ

は侵
蝕

い
和
魁
､

倭
に
年
煩
を
縛
る
も
の
あ
-
'
あ
る
ひ
は
使
費
を
除
去
し
て
手
を
l全
う
し
て
師
る
も
の
あ
り
'
名
づ
け
て
%
I-鋼
と
な
す
も
'
賓
は
助

取
た
-
､
そ
の
幹
の
二
た
-
0

･'･
ハ
∵
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.
=･:
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･
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ま
た
'

い

は

ん

雪

茸
鋼
は
乃
ち
打
銅
白
鉛
配
搭
し
て
t
L
か
う
し
て
な
る
と
こ
ろ
に
か
1
る
O
こ
1

を
も
つ
て
二

日
苫
佃
の
黄

銅
器
皿
'
そ
の
中
'

す

な

は

ち

'
打
銅
五
六
十
常
伽
あ
-
'
今
'
黄
銅
を
用
ふ
る
を
禁
じ
て
t

L
か
う
し
て
'
紅
鋼
を
禁
ぜ
ず
'
こ

れ
'
こ
れ
室

末
光
禁

ぜ
ざ
る
の

先
に
較
ぶ
れ
ば
､
鋼
ヰ
左

費
多
し
､
し
か
う
し
て
'
た
ま
-

そ
の
慣
直
を
昂

う
す
る
を
も

っ
て
'

そ
の
私
蟹
を
退
か
に
す
'
こ
れ
故
に
､
某
だ
黄
銅
を
禁
ぜ
ざ
る
の
先
'
白
銅
甚
だ
少
く
'
す
で
に
黄
銅
を
禁
ぜ
る
の
径
､
白
銅
甚
だ

多
し
'
皆
師
匠
脚
撃

kJ鈍
致
し
'
薬
を
増
し
て
白
を
斉
し
'
も
っ

て
器
皿
を
な
す
､
そ
の
解
の
E
fな
-
｡

ぉ
よ
そ
'
こ
の
四
如
､
必
ず

冒
.ulに
そ
の
水
源
を
究
め
'
も

っ

て
､
撃
退
の
計
を
淡
む
べ
し
､
そ
れ
､
古
よ
-
鋼
貴
-
鑓
重
り
れ
ば

しけ

則
ち
私
鏑
し
易
く
'
鋼
位
-
柁
転
け
れ
ば
'
即
ち
私
壁

如

し

､
こ
れ
だ
も
っ
て
'
錐
女
の
陪
賓
必
す
鋼
債
の
低
昂
に
睦
払
,
し
か
う

し
て
こ
れ
を
増
減
す

云
々
0｣

ま
こ
と
に
禁
銅
の
弊
を
堕

へ
て
至
れ
ゎ
悪
-
せ
り
で
あ
る
が
､
こ
と
に
､
禁
鋼
は
鋼
の
債
伯
を
大
な
ら

し
め
'
従
っ
て
鏑
穀
の
利
を
大
に
す
る
o
故
に
甜
崇
を
促
す
こ
JJ
に
た
る
と
い
ふ
に
至
っ
て
は
'
そ
も
-

私
鈷
防
止
策
と
し
て
の

禁
銅
が
ま
さ
に
そ
の
=赴
効
果
と
生
ぜ
し
む
る
と
た
す
攻
寄
で
あ
る
O
そ
し
て
､
そ
れ
は
た
JJ
へ
ぼ
阿
片
の
輸
入
禁
止
が
そ
の
慣
格
の

.

.
~
､L
_
.I.
.
-

.巨
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騰雷差し･憤格の誓は密輸入の利姦大し,か-て輸入禁止が芸をがらとにか-取入鳥讐ると同

様で注目に慣するところとせぬばならぬであらう.

以上は写るに讐のもの1連出貴りr乃冨誓防ぎ,もってその畢蒜i<し'す去-ともその嘗減少せしめぬ歪である｡しかし･い･1ら讐晋の1苦笑Lr孟撃は蕊がれても'荒らの票温せられて流管t書芸姿を慧ば,結局遠賃不孝-たし金警梗F..錦頂の惰東雲け碍ぬ三れで雷は
鐘の退警防止す嘉がとられねば-掌とゝ-うO-てわ九-は京島へぼ'護中｢か克て

1LIJLJ-1Ll･rT{d1,,I.二..rf･,〓rl二.こ.

ーノL′､ノーノT.→▲｢,

こう;i.i.ふこ･Lll.i,でレ空しL)つ

,.Lnl､)ri'ノL,(ウし.L1･二′-
･㌻ -二 ･.:･,;/･し∴･･･↑･,..!∵笠..･∴:,↑.･,;.･･I･:･∴-∴∴'..'･:.1'･I=･.∴∴.:I+I･J･:･･!T'･･I/!'告禁止するは言は呈たる封症窪等ぎず,未-って慧雷と字義ぬ.業雷撃の讐慧す晶念姦去し･警貢するの-是えつける忙ある｡-て-ためには竃としての銀の使用里窟盛等べし与る考へ雷あるO蓬帝が琶蓋京急の言葉がすなけ貰完である｡円く｢今の禁をいふもの,亦-偏を神仏-野蒜ふ(ら)-よく木霊し､誓滞むるに非ざ-り'物の雷畢富に銀をもってL鎖苦ってせず,しかうして官民乃ち叢農とし警讐せず,利に碧の徒'もって低豊しめ計左となす,何ぞ聖の倒置せるや,これ三豊しく銀-ゆる墓ん雲し･凡孟省官修の工程､昌の貨物晶畳する,皆姦監つてせ王と｡-て･ついで慕ら､この警方-の根本覧いて慕めれば'それは壁慣

晴代貨幣考第壷六八九第三放三三



席

代

貨

幣

考

鐸

二
番

六
九
C

第

三

誹

1

三
四

の
騰
貴
を
救
蹄

す
る
の
方
法
と
し
て
鐘
の
数
量
の
増
大
の
ほ
か
に
'
さ
ら
に
托
そ
の
も
の
に
封
す
る
許
僻
の
低
下
を
諦
-
も
の
で
'

数
量
説
が
客
放
論
で
あ
る
と
す
れ
ば
t
JJ
爪
は
主
税
論
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
も
あ
る
｡
た
ゞ
L
t
そ
の
か
ざ
-
に
お
い
て
は
'
そ
れ

は
'
も
は
や
通
紫
調
印
に
iご
ノ
ゴ
リ
ー
に
は
蛤
せ
ぬ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
0

し
か
し
な
が
ら
'
弘
聖

半
枚
は
'
′㌫
軸
組
鞍
か
末
だ
十九
分
↓什吉

夢

軍
に
み
2'5
.か
つ
L
J
j.I.F
寺

リ
し.′読

こ

(/.
(
=
'
鍔

だ
目
宅

に
貯
什諜

七

ヒ1
■

ノ

.メ
/〟
)
,い
り
J′
上
-
1

]"
7

才
.人FLj
,.1J<こ1
主

.
-

∴

-

l

√
-

I

･
′

T;=琳
が
行

に打
つ･ただ
.乍

レ

ほ

は
り

㌧

グ

レ

ー
シ
フ

ム
の
法
則

が

3･=L
け】し
て
良
貨
の
退
蔵
に
袖
辛
を
か
け
た
で
あ
ら

う

こ

と

も

考

(
ら
･rJLK
る
が
'
1Uら

に
.
貨
物
の
貿
払
占

め
茸
旦

朋
し
の
ご
と
く
.
権
軍
票
月
払
占
め
茸
且

朋
す

こ
と
に
よ
-
て
そ
の
慣
倍
を
任
意
に
晶
任
し
て
'
も

っ

て
そ
の
間
に
利
を
と

る
JJ
と
を
目
的
と
す
る

l
部
粁
同
が
'
そ
の
買
払
占
め
に
よ
-
て
追
撃

打
招
罪
す
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
.
通
貨

の
買
払
占
め
要
り
鱗
L
と
い
ふ
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
の
ご
と
-
考

へ
ら
れ
る
か
も
知
れ
於
o
け
だ
し
'
退
甥
を
買
ひ
占
め
る
･,)
い
ふ

と
き
'
そ
れ
だ
け
の
通
賃
が
庶
出
給

付
と
し
て
流
通
界
に
放
出
せ
ら
れ
'
連
写

豊

見
り
崩
す
と
い
ふ
と
き
は
資
り
に
出
し
た
と
同
封

の
通
貨
が
流
通
界
よ
-
廻
収
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
o
L
か
し
た
が
ら
銅
鐸
と
銀
貨
と
あ
る
場
合
'
鎌
儀
を
も
っ
て
銅

鏡
を
賃
か
占
め
､
ま
た
は
'
華
-
崩
し
(そ
れ
は
何
時
に
銅
鐸
で
も
つ
て
<F,-{1-lllTJを
安
9
.即
し
'
卓
二
111'
早
口
曽
心
に
ゐ
ぢ
<･)
て
'
そ
の
比
債

の
襲
動
に
ょ
-
て
利
を
射
ん

と

す
る
こ
と
に
お
い
て
な
り
た
つ
こ
と
'
あ
た
か
も
貨
物
に
缶
,.け
る
rl.Jれ
の
ど
と
-
で
あ
る
｡
荘
陸
中

鑓
侶
昂
も

銀

一
閃
債
に
八
百
文
に
島

へ
し
と
き
'

御
兜

･
陶
正
韓
が
蹄
醸

し
て
､
一
確
信
千
ら
か
な
ら
ざ
る
の
幣
は
経
紀
柁
法
を

黍
蕃
す
る
に
由
る
｣

と
い
へ
る
は
､
す
な
は
ち
こ
れ
を
指
摘
せ
る
も
の
と
い
ふ
べ
-
'
補

っ
て
そ
の

r
こ
れ
を
革
め
除
-
｣
ペ
L
と

す
る
は
､
す
な
は
ち
.
ま
た
鋲
の
畢

概
を
文
除
す
る
考

へ
方
に
ほ
か
な
ら
ぬ
｡
な
ほ
同
じ
-
乾
陸
中

｢
脅

JJ
鋼
蓮
遅
滞
す
､
市
伶

奇
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を
居

へ
'
直
を
増
し
'
鍔
法
を
音
す
｣
と
い
ふ
も
同
じ
で
あ
る
と
た
し
得
よ
う
.
ま
た

｢
乾
隆
二
年
'
錦
慣
久
し
く
平
ら
か
な
ら
ざ

る
を
も
っ
て
･･.
･撃

打
･
官
L汀
を
置
-
｣
に
至
れ
る
は
皇
朝
文
革

地
考
に
よ
れ
ば

｢
け
だ
し
､
食

浜
の
柄
環
鋼
の
手
に
あ
-
て
､
官

そ
の
JJ
と
を
司
ど
ら
す
.
故
に
軒
商
任
意
に
高
昂
し
て
'
も
っ
て
厚
-
利
を
周
る
｣
と
あ
-
.
従
っ
て
'
そ
れ
も
ま
た
こ
･/
に
同
列

に
お
か
る
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
と
い
へ
よ
う
.

さ
ら
に
成
監
年
間
盛
に
行
は
れ
た
る
大
鏡
や
銅
頚

･
紙
幣
の
ご
と
き
.
ま
た
通
嘆
の
数
量
を

増
大
せ
し
め
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ざ

る
も
の
な
る
に
お
い
て
.
そ
の
か
ぎ
ク
､
こ
ゝ
に
そ
の
席
を
み
い
だ
し
得
べ
き
は
づ
と
な
し
え
よ
う
0

攻
に
通
貨
の
教
義
を
減
少
せ
し
む
る
場
合
を
み
る
｡

値

が

低
落
す
る
と
き
'
そ
の
敏
行
を
準
ず
る
の

も

.

も

と

よ

-

こ

れ

I
r
両

断

で
あ

る

.
例
へ
ば
'
光
絹
中
｢妙
直
ま
す
-

低
諸

し

減
奄
す
る
に
至
る
｣
と
み
ゆ
る
が
ご
と
き
が
す
な
は
ち
そ
れ
で
あ
る
O
進
ん
で
は
涜
通
通
貨
の
回
収
が
行
は
れ
る
｡
例

へ
ぼ
今
引
け

る
と
こ
ろ
に
頂
け
て

｢
私
鍔
は
通
じ
て

1
年
を
眼
-
て
牧
徹
す
｣
と
あ
る
が
ご
と
き
'
ま
た
同
じ
-
私
銭
に
関
し
て
ゞ
は
あ
る
が
'

や
は
り
乾
隆
五
十
九
年
､
淵
贋
総
督

･
畢
瓦
が

｢
故
買
眼
を
立
て
る
な
か
ら
ん
こ
と
を
請
ふ
｣
て
ゐ
る
が
ご
JJ
き
'
す
な
は
ち
そ
れ

と
な
す
を
得
よ
う
.
も
と
よ
-
こ
れ
ら
は
'

い
づ
れ
も
私
鍔
に
関
す
る
も
の
で
あ
-
'
私
鐘
の
収
徴
は
必
ず
し
も
通
貨
調
節
で
は
な

い
と
も
考
へ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
け
れ
ど
も
'
し
か
し
'
私
確
氾
濫
し
て
積
憤
低
落
す
る
と
き
私
鐘
の
収
徴
が
な
さ
れ
る
の
が
.
過

貨
の
数
量
を
収
縮
す
る
こ
と
に
よ
-
て
そ
の
慣
伍
を
適
昔
に
維
持
す
る
い
は
ゆ
る
通
賃
調
bEl
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
と
す
る
の
は
必

清

代

貸

腎

考

第
二
審

六

九

一

第

二
東

二
二
五



す
し
蓋

で
は
あ
る
ヰ
品

｡
-

宗

に
…

銅
銭
-

て
署

の
収
縮
-

る
は
ぎ

ん
ど
か

孟

合
に
警

れ
る
や
う
で
あ
る
｡
讐

て
-

い
と
-

き
私
錆
の
禁
は
も
と
幣
制
の
維
持
･
造
幣
特
樺
の
椀
茸
に
禁

蓋

は
言

あ
る

け
れ
ど
も
'
ま
た
通
貨
遊
出
の
抑
制
の
手
段
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
｡

以
上
'
通
簡
調
節
策
に
お
い
て
問
警

-

の
は
ほ
と
ん
ど
鋼
鍔
,
す
ノ
･､芋

と
も
賢

こ
A
,Lh.フ
:

↑毒

卜
1
..,

な
っ
て
む
ら
ぬ
｡
そ

れ
t･,_主

托
轄
十
苗
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小爪
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.

Ip

､

I
∵

･･
こ
∴
...
/
.礼
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∴
:=∵
､
｢
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･㍉
..∵
･
･
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･賢

▲
紙
-

y

b

-

倍
-

一警

ら
る
べ

き
が

故

に

,

そ
の
慣
億
は
,
し

ば
ら
壷

的

信
用

を

そ
の

前
震

件
と
し
て
考
慮

完

に
青

ば
-

そ
の
誓

-

-

み
制
約
せ
ら
る
1
-

あ
-

で
あ
る
｡
し
か
る
蒜

代
に
雷

て
そ
れ
が
-

-

せ
ら
れ
ぬ
の
は
何
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
か
o
そ
れ
は
す
で
に
現
-

-

い
て
み
た
る
が
ご

と
く

'
紙
幣
が
た
い
し
て
量

差

割
き

て
富

ぬ
か
ら
で
あ
る
こ
と
夏

に
椎
警

う
る
と
こ
吾

あ
ら
う
｡
L
か
ら
掌

れ
は
何
故
で
あ
ら
う
か
しJ
い
へ
ば
･
そ
れ
は
清
朝
嘗
宴

が
紙
警

-

止
む
-

る
に
-

-

み
･

能

書

け
こ

れ
蓋

す
重

警

備
-

に
よ
…

し
得
よ
う
･
そ
れ
は
順
拾
中
､
止
-

す

し
て
詰

責

し
た
が
､
や

が
て
と

-

_

.

-

-

,

4

-

-
..
-

-

-

_

芸

曇

る
に
…

も
う
か
ゞ
-

で
あ
ら
う
｡
も
っ
と
も
,
こ
れ
に
つ
い
て
は
雷

-

-

-

は
套
嘉

が

誓

行
は
ん
こ
と
姦

…

旨
-

る
の
み
に
し
て
,別
に
,
よ
っ
て
-

行
へ
る
記
-

舵
,
そ
の
誓

書

孟

り
'
よ
っ
て
-

,
-

の
紙
-

を
う
か
ゞ
ふ
･,(
き
に
す
ぎ
ぬ
が
･
-

舵
-

讐

憲

に
つ
い
て
み
れ
ば
,這

警

事
情
は
き
は
め
て
明
-

る
｡
試
箭

-

-

攻
の
こ
-

あ
る
=

-

-

行
軍

そ
の
警

端
,
小

?

.､rLuV
と
も
容
儀
に
か
ぎ
｡
P
紙
幣
は
ほ
さ
ん
ざ
問
題
と

晴

代

貨

幣
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r
ヽ

民
利
に
趨
-
語
る
が
ご
と
L
t
梓
弊

(幣
の
誤
か
)
こ
れ
を
金
環
に
較
ぶ
れ
ば
尤
偶
を
な
し
易
-
､
必
ず
訟
獄
繁
興
し
'
法
に
魔
な
る

着
衆
き
を
敦
さ
ん
'
こ
と
に
利
用
便
民
の
道
に
非
す
.
か
つ
'
園
象
の
軽
費
は
入
る
を
量
-
て
出
づ
る
を
鴛
む
｡
速
に
匿
芝
を
形
は
す

▲lナ
皇
丁

を
致
さ
ず
'
何
ぞ
軽

々
し
く
葡
章
を
改
む
る
を
得
ん
'
利
夫
だ
興
こ
ら
す
し
て
害
巳
に

滋

甚
だ
し
か
ら
ん
'
義
之
定
皇

文
部
の
議

に
着
け
虚
し
て
も
つ
て
妄
言
政
を
乱
す
も
の
の
戒
と
な
す
｣
.

た

Lゞ
t
こ
れ
に
よ
り
て
み
る
と
'
紙
幣
の
弊
軍

と
し
て
は
特
に
償
達
を
あ
げ
て
と
る
o
明
の
危
渚
は

｢
錦
の
弊
偶
に
在
り
.
砂

*

の
弊
多
に
在
り

｣

と
い
っ
て
い
る
が
､
し
か
し

､
妙
の
弊

多
に
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
､
紗

に
慣
が
行
は
れ
ぬ
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
｡

い

.

.
I/.ヨ

1

-

1
.,.1
,1

-
ノ

ー

/メ
-
√
ト.1
1ノ
,′
L/｢皐
頒
L
li
.V
/
L.U
､ー
〝ーf
宅
tSl謹
責
〟と

L
Lt.J
恰
好
の
も
の

-fj
L,;な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
け
音
節
紗

に.Gig
讃

禁

止
の
罰
則
が

記

乾
さ
れ
る
所
以
で
あ
ら
う
G
さ
れ
ば
5,rま
'
紙
幣
の
弊

と
し
て
慣
達
を
あ
げ
る
は
も
･Lrよ
り
非
議
す
べ
き

では
な
い
.

し
か
し
'
妙
の
弊
害
は
や
は
-
そ
の
濫
費
に
よ
り
て
そ
の
慣
借
低
落

し
そ
の
冷
遇
肇
滞
L
t
物
慣
騰
貴
す
る
等
経
済
の
混
乱
を
惹
起
す
る
に
あ
る
こ
と
も
つ
と
も
大
友
り
と
い
は
ね
ぽ
な
ら
ぬ
.
そ
れ
で

砂
の
弊
は
や
は
り
多
に
在
る
｡
そ
し
て
清
が
紙
簡
排
在
に
出
づ
る
や
宇
U
し
て
従
前
露
代
諸
朝
.C,づ
れ
も
こ
の
砂
の
多
の
弊
に
鳩
め

る
を
み
て
鑑
み
る
と
こ
ろ
あ
る
に
よ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
右
の
引
用
に
4'.;
い
て
み
ら
れ
る

｢
前
代
妙
法
を
行

用
す
'
そ
の
弊
盲
端
｣
と
あ
る
と
こ
ろ
は
'
す
な
は
)ゥ
こ
1

に
通
ず
る
と
こ
ろ
あ
る
も
の
･Ll解
し
て
よ
い
か
と
思
は
れ
る
｡

い
づ
れ
に
せ
よ
'
わ
れ

-
は
宿
代
に
急
い
て
紙
幣
耕
超
の
思
想
の
張
固
な
る
を
み
る
｡

し
か
る
収
紙
幣
排
在
の
思
想
翌

日
後
に

は
金
翠
玉
轟
貸
簡
論
の
思
想
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ら
う
.
特
に
鍔
鎧
に
お
い
て
甫
斉
の
孔
頚
の
｢
鋼
J.kl惜
し
ヰ
手

工
を
愛
し
ま
す
｣
の

遵
法
は
'
意
識
的
に
は
そ
れ
が
私
鋳
防
止
の
た
め
で
あ
っ
た
と
は
い
へ
'
や
は
-
'
た
と
へ
触
意

識
的
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
と
し

/

宿

代

貨

幣

考

-
ー第
二
番

六
九
三

第

三
脱

二
二
七
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て
も
t
と
の
金
望

轟
の
是

-

-

た
つ
も
の
で
-

と
い
へ
よ
う

.

耽

ん
や
穫
倍
の
調
整
の
た
め
に
そ
の
量

嘉

警

｢
鏡
文
の
警

'
必
ず
鋼
債
の
高
低
に
随
｣
ふ
と
あ
る
-

論
の
-

あ
ら
ね
は
-

｡
そ
し
て
と
の
富

賢

と
晶

山芳

極
距
孟

る
も
の
で
な
-
て
.
早

-
-

銀
幣
に
操
i<
*
ら
れ
る
こ
｣｣
す
で
這

2,,i)
…

⊥
二
,L〕
ヒ
)

.
L
.∃

〉
ゝ
.

る
が
ど
と
き
は
あ
き
ら
か
に
金
語

の
思
想
の
表
現
で
-

れ
ば
監

ぬ
で
あ
ら
う
.

さ
う
い
へ
ぼ
'W
た
'
さ
き
に
引
け
る
垢
撃
の

ろ
で
あ
る
か
r
さ
ら
に
選
ん
で
ま
盆
茸

こ
麦
L,｣と
完
′
.ド
.)
0
.

.

.ノ
(
)
.ノ
(
､く
J

｡～
1L
TJ
;]il
Ju
lカ
山々
と
こ

.

.

.

･

･

.
I
.

.

+

..

と
い
ひ
'
段

-

実

壁
が

｢
金
-

ふ
る
の
利
｣
を
い
へ
る
が

こ

ど
き
-

た

そ
の
思
想

に
馨

し
む
る
完

よ
う
.
か
く

て
金
本
位
制
採
用
を
い
ふ
も
-

･
あ
る
-

量

刑
-

も
の
も
あ
ら
は
れ
る
こ
と
-

｡
蓋

が

｢
野
内
管

用

…

外
必
ず
預
計
に
金
-

ん
｣
と
い
へ
る
が
そ
れ
で
あ
る
O
け
だ
し
,
霊

位
-

金
本
謡

に
移
る
孟

蓋

識

す
る
か
ら

で
あ
ら
う
Q
そ
し
て
こ
れ
ら
の
豊

が
･
嘉

の
内
警

り
-

-

の
で
亨

し
て
,
外
囲
と
の
交
渉
よ
基

ぜ
る

ヽ
ヽ

模
倣
で
あ
る
…

は
時
代
の
せ
い
で
あ
｡
･
-

-

O
そ
れ
は
と
も
か
-
,
-

素

の
箭

葺

が
問
警

蓋

本

位
制
よ
基

本
位
制

へ
の
推
移
が
叫
ば
れ
る
と
き
･
も
つ
-

力
-

警

し
て
-

-

メ
ラ
ー
の
葺

案
が
金
蔓

本

位
制
で
る
…

を
恩
へ
は
･
蔓

埼
の
こ
の
主
張
芸

-
評
讐

れ
て
よ
い
で
あ
ら
う
っ

E
r

む

す

ぴ

..

.

･

･

･

･
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･
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ー

1
.'
-

る
が
'
そ
れ
に
お
い
て
み
い
だ
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
'
そ
の
本
質
に
お
い
で

み
れ
ば
必
す
L
も
宿
代
に
か
ぎ
ら
ず
'
す
で
に
早

く
そ
の
以
前
に
4'q
い
て
み
う
る
も
の
多
き
に
を
る
を
知
る
O
そ
し
て
､
清
末
に
急
け
る
金
本
位
制
の
思
想
の
ご
と
き
す
ら
'
金
と
銀

の
差
こ
そ
あ
れ
'
原
理
に
J･q
い
て
は
､
例

へ
ば
明
の
丘
渚
の
説
く
と
こ
ろ
す
で
に
金
本
位
制
に
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
'
私
の
す

I

で

に

指摘
せ

る
と
こ

ろ
の
ご

と
-
で
あ

る
O
し
か
し
な

が

ら
t
JJ
l
に
=望
息
す
べ
き
は
t
tE
滑
の
場
合
は
西
欧

に
た
-
た
て
る
'
い

は
ゆ

る
金
森

位
制
の
原
理

と

は
澗
｣上
に

斤
渚
の
想
到

せ

り甘
･u
JJ
ろ
の
も
の
が
..
た
ま
く

今
日
よ
り
こ
れ
を
み
れ
ば
r.
西
敵
に
な
-

･こ
こ
ら
へ
土
A
,〇
た
LL
｣㌧
:
フ
有
里
rこ
実
富

つ
ナ〇
人
上
音
,iTl十
‥n
L
tr
だ
は
二
1.1
ー二
./
4.73Lf,.1わ
,つLう
D
L

㌧
一
誌

iJ
.
淳
lh/
仁
h
す
りC:

ヽ
ヽ

も
の
は
四
款
に
な

り
た
で

る
.
い
は
ゆ
る
金
本
位
制
の
常
聖
そ
の
も
の
の
誰
入
あ

る
ひ
は
抹
T[.で
雪
C,Q
前
者

の
本
鰹
は
支
郡
の
思

想
で
あ
る
が
'
後
者
の
本
鰹
は
西
欧
の
思
想
で
あ
る
｡
そ
し
て
た
ま
-
-
金
本
位
制
の
思
想
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
か
-
の
ご
と
き
事

情
は
唐
代
に
お
け
る
'
韓
.Ub
阿
片
哉
事
後
に
急
け
る
西
力
東
漸
の
事
態
を
反
映
せ
る
も
の
ゼ

あ
り
.
同
時
に
そ
こ
竺
三

.
清
代
貨
幣

思
想
の
前
代
に
み
ら
れ
ぬ
持
異
な
る
も
の
が
み
ら
れ
る
と
,な
し
得
三
つ
.㌔

本
稿
起
草
の
際
'
懇
切
..ケ
0
御
示
教
を
賜
は
-
し
.
人
文
科
革
帯
究
所
の
安
部
僅
失
費
士
'
佐
伯
雷
撃
士
の
御
厚
情
に
封
し

深
謝
の
意
を
表
す
る
O

清

代

貸

幣
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