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山
西
の
土
按
製
紙

山

西

の

土

法

製

織

第
三
番

二
八
〇

第
二
批

＼

八四

菊

闇

太

郎

従
来
､
支
部
に
於
い
て
は
'
近
代
的
な
大
規
模
製
錬
所
で
堅
賓
に
操
業
し
て
ゐ
る
も
の
は
'
殆
ん
ど
存
在
せ
ず
'
需
要
の
大
部
分

は
.
国
外
か
ら
の
輸
入
品
た
る
所
謂
洋
戟

･
洋
鋼
と
.
土
法
製
鉄
巣
の
製
品
と
に
よ
っ
て
'
充
足
さ
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て

土
法
製
織
中
に
於
い
て
は
'
山
西
省
の
そ
れ
が
'
地
方
の
苦
情
に
卸
し
た
特
殊
な
製
錬
方
法
に
よ
る
こ
と
'
並
に
'
多
量
の
製
品
を

供
給
す
る
た
め
に
'
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
た
｡
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第
三
番

二
八
二

第
二
雛

八
六

中
瀬
･
横
櫛

･
武
昌
･
餐
牒

貴
陽
･
平
越
･
桐
梓
な
ど
請
願

磯
江
け
保
山
･
象
化
･
鶴
産
な
ど
諸
煤

舵
代
的
な
地
織
詳
-L芯
i'り
､

こ
れ
･P
LLhI那
感
は
山
牌
の
土
淡
紫
敵
が
衆
知
L
C.･･j7
あ
っ
iL
･J
は
云
ふ
屯
の
の
'
党
に
角
存
続
し
た

理
由
は
'
要
す
る
に
支
那
の
軍
備
に
よ
-
通
牒
し
た
こ
と
に
求
め
ね
ぼ
な
ら
ぬ
が
'
そ
れ
は
如
何
な
iO
内
容
を
樟
つ
た
か
'
ま
た
.

か
1

る
講
鷹
の
年

面
に
'
如
何
な
る
制
約
乃
至
快
階
を
伴
つ
た
か
'
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の

検
討
に
よ
っ
て
'

支
那
経
碑
の
特
性
の
あ
る
面
が
露
呈
さ
れ
る
と
同
時

に
'
現
在
の
東
亜
の
錐
銅
需
要
に
射
し
'
支
那
或
は
山
西
の

土
浩
製
鉄
の
寄
典
す
る
程
度
'
充
分
寄
興
せ
し
め
る
た
め
に
必
要
な
用
意
な
ど
が
､
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
ら
う
0

支
那
の
土
法
製
簸
､
特
に
山
西
省
の
そ
れ
が
残
存
し
得
た
理
由
は
t

l
口
に
云
へ
ぼ
'
支
部
の
自
然
的

･
社
醇
的
俵
件
に
よ
く
適

合
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
が
'
少
し
く
分
析
的
に
述
べ
れ
ば
大
鰐
攻
の
如
-
に
な
ら
う
｡

】

近
代
的
な
大
規
模
の
製
鉄
業
が
後
産
し
な
か
つ
た
こ
と
｡
別
の
横
合
に
述
べ
た
や
う
に
'
支
那
は
人
口
が
過
剰
で
あ
り
､
白

然
的

･
社
食
的
な
軽
動
が
甚
し
い
に
封
L
t
支
那
人
は
生
命
の
延
長
と
子
孫
の
増
柄
及
び
社
食
関
係
の
調
節
を
以
っ
て
封
起
し
た
.

そ
の
結
果
'
科
聾
の
た
め
の
料
率
や
技
術
の
敦
達
'
年
壷

の
迂
回
化
'
大
規
模
経
営
の
た
め
の
圃
憶
の
成
立

･
驚
展
､
長
期
間
を
草

拙稿,北支群野社食に封する自然の制約 (東監人文掛取 -敬 三班)及
び支那近代工業の性格 ･(常並鮮済論叢,一巻,巨指症)ド.
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位
と
し
て
資
本
の
増
殖
を
期
す
る
経
営
の
確
立
が
阻
害
さ
れ
'
支
那
に
於
い
て
近
代
工
業
と
稀
せ
ら
れ
る
も
の
も
'
(
イ
)
外
囲
の
影

響
は
碩
い
代
り
に
'
園
内
資
源
特
に
石
茨

･
鎖
の
産
地
と
は
遠
く
隔
つ
た
港
市
に
著
し
-
集
中
す
る
こ
と
'
(
ロ
)
軒
工
業
が
主
で
'

贋
本
の
有
機
的
構
成
が
低
い
こ
と
p
(
ハ
)経
営
規
模
の
小
さ
い
こ
と
'
(
ニ
)
経
営

･
企
葉
の
内
部
に
於
け
る
合
理
性
の
快
加
を
主
要

特
徴
と
し
た
｡
か
1
る
状
況
の
下
に
於
い
て
'
典
型
的
な
大
規
模
工
業

･
重
工
業
た
る
近
代
的
製
錬
業
が
星
章

･
十
分
に
後
展
し
な

か
つ
た
の
は
極
め
て
昔
然
で
あ
る
｡

高
嘘
に
よ
る
近
代
的
な
製
錬
の
護
摩
を
阻
ん
だ
特
殊
な
事
情
に
は
'
更
に
骸
表
製
造
に
通
常
な
粘
結
性
石
英
の
産
地
が
少
数
fJ.

践
頒
産
地
か
ら
遠
-
障
っ
て
ゐ
た
こ
と
を
も
教

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
o

こ

伴
織

･
洋
鋼
の
偉
人
せ
ざ
る
市
場
あ
-
し
こ
と
0
蒐
づ
支
部
が
面
積
や
･̂
驚
く
'
交
通
琴

芝
せ
ず
､
遣
蹄
に
多
額
の
軽
費
を

箪
す
る
滞
饗
は
f
園
内
山
梨
IS
.栄
;:L
的
寸
も
珊
常
の
傑
瀧
LJ
,.10
.35
児

閥
T
T
.
-

二
二
年
轡

紺

･
E]j
鉛

打
つ
3,
で
､:r
湖
南
は
鈴
の

産
地
'
上
海
は
そ
の
市
場
で
あ
る
が
､
洋
銘
の
親
等
を
強
-
受
け
る
た

め

に

.

湖
南

窪
の

鉛

の

市

債
も

上

海

で

長

も
低

く

'

湊

口

で

は
や
1
高
く
'
長
抄
で
は
更
に
高
い
.
-

丑
鉛
塊
の
市
債
も
亦
同
様
で
あ
っ
て
､

1
石
に
つ
き
長
抄
で
は

二
〇
･
〇
八
元
.
湊

ロ
で
は

一
九
･
五
元
'
上
海
に
は
従
来
は
堅
冥
な
-
'
現
在
は

一
七
･五
元
で
ダ

ン
ピ
ン
グ
し
て
ゐ
る
｣
と
云
ふ
や
う
な
等
惰
性
'
鎖

に
も
嘗
然
貸
嘗
す
る
も
の
と
恩
は
れ
る
｡

夷
に
､
洋
舞

･
洋
鋼
は
.
品
質
優
良
に
､
ま
た
統

1
的
で
あ
つ
て
も
'
慣
格
が
高
い
か
ら
'
支
那
の
需
要
者

･
滑
費
者
は
'
品
質

が
劣
り
'
ま
た
不
同
な
こ
と
を
介
意
せ
ず
'
畳
々
投
棄
さ
れ
る
土
法
銑
を
購
入
す
る
場
合
が
あ
る
O

三

士
津
製
鎖
は
'
支
那
の
原
料
の
性
質
及
び
斌
存
状
況
に
適
合
せ
る
こ
と
｡
こ
の
閑
係
は
､
織
錬

･
放
料

･
嬢
或
は
相
場
材
料

山
西
の
土
法
製
輯

第
三
者

二
八

三

第
二
耽

八
七

申圃揮潜年鑑,硯編,K 2 7 C5)



山
西
の
士
沌
製
銭

第
三
番

二
八
四

第
二
銑

八
八

の
何
れ
に
つ

い
て
も
認
め
ら
れ
る
S

(イ
)

錬
鍍

所
謂
仙
酉
式
織
鎖
は
'
石
壁

壷

紀
暦
の
底
部
に
既
存
L
t
各
所
に
散
在
し
'
地
鮎
に
よ
っ
て
錬
畳
'･
性
情

･
品

位
に

大差
が
あ
る
が
､
あ
る
部
分
は
品
質
宜
し
く
､
ま
た
容
易
に
採
掘
し
得
る
e

即
ち
T
tT
ゲ

ン
グ

レ

ン
は
'

晋
城
の
故
鎖
忙
つ
い
て
次
の
や
う
竺
hJ
J誓

｢
山
西
東
南
部
に
於
け
る
碓
盾
々

序
を
見
る
に
･
最
下

_
l-ー
ト

ー⊥.far,T/
.

千
と
稀
す
る
政
次
乃
至
紅
色
の
貢
岩
及
び
白
色
砂
岩
よ
-
成
る
暦
'
績
い
て
は
粉
砕
虫
化
石
及
び
感
石
に
富
む

石
衣

萄

更

に
上

が

主
要
茨
骨
を
爽
む
頁
岩

･
砂
岩
盾
で
あ
り
ー
地
表
は
黄
土
の
聴
ふ
朗
で
あ
る
｡
改
鋳
は
水
成
鋳
帯
刀
室
風
化
残
留
鋳
味
で
'
千
千
骨

の
頁
岩
の
下
部
に
あ
-
.
山
腹
に
於
い
て
の
み
∵
侵
蝕
で
共
ほ
れ
ず
､
し
か
も
地
表
に
近
-
て
採
掘
の
慣
値
を
持
つ
｡

従
っ
て
･
雪

･
富

に
苧

る
欝

は
･･
名
所
に
分
散
し
･
次
に
,
翌

は
地
割
に
よ
っ
て
大
差
が
あ
-
㌃

監

農

で
は

屈
豆
状
'
あ
る
所
で
は
暦
状
と
壁
化
し
､
厚
さ
も
敦
米
乃
至
敦
糎
と

一
定
し
な
い
り
更
に
､
館
石
は
'
紅
色

･
紅
衣
色
乃
至
銅
萩
色

塁
轍
で
結
晶
質
か
或
は
柔
軟
で
泥
土
状
を
呈
す
る
赤
簸
錆
で
'
し
ば
し
ば
風
化
し
て
黄
色
の
禍
興
味
と
な
っ
て
ゐ
る
が
､
織
の
含
有

率
は
五
〇
%
前
後
､
横
着

･
燐
が
や
1
多
い
外
､
爽
難
物
は
少
い
DL

LT

ま
た
'
王
竹
泉
は
'
平
定

･
蓋

.
昔
陽

･
和
順
の
諸
原
竺
且
る
地
域
の
戟
錆
に
つ
い
て
'
次
の
や

う
に
云

ふ
.

｢
織
鎖
は
'
二
重

石
未
紀
大
衆
盾
の
底
部
'
厚
さ
約

1
0
尺
の
粍
土
暦
及
び
厚
さ
約

一
五
尺
の
砂
質
頁
岩
骨
中
に
あ
る

O

粘
土

骨
中
の
鏡
石
は
'
黒
紫

色

･
結
核
状
で
､
篤
子
鎖
と
構
し

(
或
は
老
錬
･小
錦
に
細
分
す
る
)'
錬
骨
は
厚
さ
教
寸
乃
至
四
-
五
尺
'
頁
岩
中
の
錦
石
は
盾
状

で
'
排
錦
と
構
せ
ら
れ
'
厚
さ

1
-
t
元

'
品
位
は
老
錦
最
も
便
り
'
小
錦
こ
れ
に
夷
ぎ
'
緋
錦
は
劣
る
.
｣

中国鼓車誌,一〇五真｡中国鎖薮蒜,三 〇九頁｡



嘗

儒

嘗

頂

儀
嘗

･

竜

嘗

蜜

轟

銅
韓
は
右
に
略
述
し
た
や
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
'

1
定
品
位
の
集
中
し
た
鏡
石
を
要
求
す
る
近
代
的
な
大
規
模
製
錬
の
基
礎
に

は
そ
の
ま
･.
で
は
殆
ん
ど
璽

止
た
な
い
が
､
地
方
の
農
民
が
副
業
と
し
て
極
め
て
筒
等
且
つ
臨
機
磨
壁
的
に
採
取
或
は
採
掘
し
'
小

規
模
の
繊
癌
に
責
却
L
t
僅
少
な
収
入
を
奉
げ
て
家
計
を
補
ふ
に
は
､
寧
ろ
通
常
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
.

(

a

)

燃
料

支
部
の
土
法
製
織
は
'

1
般
は
'
歓
羅
巴
で
も
首
-
は
行
れ
た
や
う
に
'
製
鉄
に
は
木
米
或
は
骸
衆
.
熱
銭
製
錬

に
は
薪
､

鋼
鉄
製
錬
に
は
木
表
を
摘
ひ
た
の
で
あ
る
が
､
薪

･
木
表

･
骸
米
用
石
衆
の
供
給
が
著
し
-
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
た
め
に
F

取
る
程
度
以
上
は
襲
展
し
得
な
か
っ
た
｡

所
が
'
山
西
で
は
､
遅
く
と
も
宋
代
に
は
'
雑
錬
と
共
に
産
す
る
無
塵
衆
に
よ
る
山
西
式
製
織
法
が
費
明
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ

れ
､
明
代
に
は
明
ら
か
に
韓
某
印
ち
無
控
山狂
狂
糾
問
し
て
媒
扶
し
た
と
の
記
録
が
あ
る
｡
か
く
供
給
響
富
な
強
腰
難
敵
燃
料
と
す
る

･
J
i
.幣

溝
-
は
鰭
-
肝
･ズ
な
カ
1㌦t托
山
件
の
製
織
AITkl戚
皿バ
な
ら
し
め
松
本
力
原
因
の
山
で
あ
る
"

(

ハ

)

相

場

用

粘

土

無
煙
浜
に
よ
る
山
西
式
製
銭
に
は
､
後
に
述
べ
る
や
う
に
､
相
場
を
必
要
と
す
る
が
'
そ
の
製
作
に
用
ふ

c=

べ
き

粘

土
は

､
鉄

鎖

と

同
盾
位
或
は
そ
の
直
ぐ
上
に
'
殆
㌦
ど
常
に
存
在
す
る
.
嬢
の
建
設
材
料
た
る
確
の
取
得
に
至
っ
て
は
'
相

場
の
調
達
よ
-
も
'
夏
に

一
段
と
容
易
で
あ
る
｡

田

山
西
武
裁
鎖
の
探
取
及
び
山
西
式
製
錬
が
､
支
部
の
融
合
状
態
に
適
合
せ
る
こ
と
o
先
づ
'
聞
知
の
や
う
に
.
北
支
部
の
農

家
で
は
､

l
殻
に
経
営
面
積
が
充
分
で
な
く
'
農
作
の
季
節
的
繁
閑
が
顛
著
な
の
で
あ
る
が
'
農
民
は
農
閑
期
に
簡
単
に
徴
録
を
韓

取

･
採
掘
し
て
家
計
を
神
ふ
を
得
'
他
方
'
簸
錦
は
極
め
て
安
債
に
供
給
さ
れ
る
D
攻
に
'
資
金
の
固
定
を
要
す
る
こ
と
少
-
'
す

べ
て
地
方
産
の
材
料
に
よ
-
'
農
閑
期
の
農
民
を
使
用
し
て
季
節
的
に
行
ふ
製
銀
は
'
社
術
の
億
続
の
あ
る
地
方
で
は
'
極
め
て
容

山
西
の
士
浩
製
盟

第
三
番

二
八

先

第

二
訳

八
九

ノ

申圃銀額兼,二一五,二一七東0円倉三能氏,北支社頗･硫箕迂軌 ---〇月以 卜O



山
西
の
士
泣
製
錬

第
三
巻

二
八
六

第

二
折

九
〇

易
に
起
し
得
る
事
業
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
諸
偉
件
と
､
攻
に
述
べ
る
抹
取

"
製
錬
の
生
産
技
術

小
経
営
状
況
を
此
較
す
る
と
･排･J.
両
者
が
茸
に
よ
く
調
和
し
て
あ
る

こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
｡

…
仙

俵
妹

の

採

取
と

梨
焼

織
鋸
の
採
取
と
製
錬
と
は
常
に
分
業
と
な

っ

て
居
り
'
前
者
は
地
方
豊
民
が
副
業
的
に
行
ふ
所
で
あ
-
'
製
錬
を
行
ふ
所
謂
鋳
願

は
､
農
民
か
ら
錦
石
を
購
入
し
､
生
織

･
熱
銭

･
鉄
製
品
と
し
た
上
.
各
地
へ
蓮
錆
す
る
O

鉄
鎖
の
採
取
は
極
め
て
簡
単
且
つ
臨
機
鷹
撃
的
に
行
は
れ
る
｡
民
国

一
〇
年
頃
に
は
'
晋
城
に
韓
く
高
千

･
長
治
地
方
で
は
'
別

段
坑
道
を
閲
覧
せ
ず
'
地
表
に
露
出
す
る
錬
石
の
円
､
品
位
の
傍
長
な
も
の
を
採
取
す
る
の
み
に
過
ぎ
夜
か

つ
熟
し
'
晋
城
地
直
の

や
う
に
坑
道
を
開
峯
す
る
場
合
に
も
､
極
め
て
簡
単
で
あ
っ
た
O
｢
探
鏡
を
行
ふ
に
は
'
錬
盾
に
到
達
す
る
ま
で
は
'
直
笹

1
-

1
･

五
米
の
竪
坑
を
閑
整
し
､
到
達
す
れ
ば
'
略
々

水
干

な
鎖
骨
に
従
っ
て
､
各
方
向

へ
､
坑
道
を
掘
進
す
る
｡
坑
道
は
'
尭
づ
.
上
智

が
塁
-
な
い
か
ら
高
さ

一
-
1
･二
米
'

幅
も
僅
か
に
眉
を
容
れ
得
る
に
過
ぎ
す
'
攻
に
'
首
領
及
び
容
易
な
部
分
を
迫
っ
て
嫡
進

す
る
か
ら
'
屈
曲
甚
し
-
'
更
に
､
抹
掘
し
た
鏡
石
の
搬
出
が
極
め
て
困
難
な
た
め
'
長
さ
は
精
三

Q
O
米
を
出
な
い
.
掘
進
は

全
然
火
薬
を
用
ひ
ず
'
斧
鍾

･
簸
棺
な
ど

の
簡
革
な
道
具
に
よ
っ
て
行
は
れ
'
竪
坑
に
於
け
る
持
揚
は
'

容
量
約
三
〇
斤
の
管
に
よ

る
｡
従
っ
て
'

l
坑
の
労
働
者
は
三
-
七
人
(内
二
人
は
埼
錫
に
苦
る
).
掘
進
が
困
難
に
た
る
か
､'
錬
石
の
品
位

･
数
量
或
は
距
離
の

関
係
で
引
合
は
な
-
な
れ
ば
'
直
ち
に
放
棄
し
'
別
に
新
し
-
歴
坑
を
掘
る
.
ま
た
'
採
掘
に
よ
る
所
得
は
極
め
て
少
-
'

7
人

1

10) 中国鎖車話,三〇五頁O



壌
t
t

をlI･･.･･̂/
-
I

日

rT
O
O
文
に
過
ぎ
ず
･
真
美
労
働
よ
｡
も
不
利
な
た
め
,
聖

訂

農

繁
期
に
は
,
採
掘
は
行
は
れ
な
i

o

J

採
掘
し
た
鏡
石
は
､
山
元
に
於
い
て
'
斤
量
を
計
り
'
餓
液
が
派
遣
し
た
蓮
茂
人
に
引
渡
し
'
後
に
代
償
の
支
給
を
受
け
pで

銑
繊

･
錬
鋳

･
錆
餓
製
品
の
製
造
方
法
は
'
地
方
に
よ
っ
て
若
干
の
差
異
は
あ
る
が
'
原
理
並
に
大
綱
に
於
い
て
は
､
何
れ
も
同

l
で
あ
-
.
テ
ゲ
ン
グ
レ
ン
が
港
川
附
近
の
大
洋
村
に
於
け
る
菅
稚
調
査
及
び

R
ICh
th
ofen
,
S
h
ock
ley,
R
e
ad
の
記
述
を
基
礎
に

述
べ
て
ゐ
る
町
に
よ
れ
ば
'
大
隈
~
次
の
如
く
で
あ
る
｡

l

鉄
鎖
製
造

鉄
鎖
製
造
は
'
甜
明
に
入
れ
た
鋳
石
を
所
謂
方
嬢
に
入
れ
'
顛
煙
漠
で
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
o

相
場
は
'
既
述
の
や
う
に
'
来
演
骨
中
の
耐
火
粘
土
を
原
料
と
し
て
作
製
さ
れ
'
直
樫

rJ
二

二
1

0
三

二
華

長
さ

口
･
二
大

-

一
二

四
米
の
圃
筒
形
を
な
す
O
方
城

(
式
は
関
城
槻
)
は
い

長
方
形
な
た
め
に
そ
の
名
が
あ
-
.=
屋
外
の
平
地
止
に
遭
課
さ
れ

L
L及
び
両
社
除
く
三
滴
社
硝
糟
で
甲

ル
だ
だ
け
の
も
の
ttJ'
強
面
の
糟
晦
に
小
Jl
が
あ
っ
て
r
風
絹
即
ら
踊
･

1J
連
綿
し
て
ゐ
る
U

製
錬
に
際
し
て
は
､
先
づ
'
鏡
石
を
槌
で
砕
い
て
小
塊
と
し
.
無
煙
演
の
粉
兼
及
び
票
土

星

土
は
石
炭
の
風
化
･
崩
壊
し
Liも
の
.

灰
分
多
-
､
硫
日東
そ
の
他
の
不
純
物
が
少
い
た
め
に
'
贋
韓
を
除
き
'
鉄
鎖
を
純
粋
に
す
る
作
用
を
詩
つ
-
さ
れ

る
)
と
混
和
し
て
相
場
に
入
れ

る
｡
攻
に
'
方
嘘
に
は
'
最
下
に
茎
葉
の
流
通
を
計
る
た
め
に
欄
干
即
ち
増
桐
の
破
片
を
敷
き
､
そ
の
上
に

〇
･
1
七
-
〇
･
二
〇
米

の
厚
さ
に
無
煙
衆
の
塊
衆
を
並
べ
'
そ
の
上
に
相
場
を
置
き
'
隙
間
は
粉
漠
で
詰
め
､
更
に
､
仝
鰐
を
粉
漠

･
衣

･
鰯
淳
で
覆
っ
て

墨
気
の
侵
入
を
防
ぎ
.
ま
た
､
前
面
を
相
子
で
塞
ぐ
O

装
入
を
経
れ
ば
新
火
し
.

草
間
数
時
間

(大
洋
で
は
約
八
時
間
)
遺
風
し
'

攻
の
若
干
時
間

(大
洋
で
は
約

7
六
時
間
)
自
然
に
株
磨

せ
し
め
る
と
'
製
錬
が
終
る
か
ら
､
長
5,餓
叉
で
柑
禍
を
取
出
し
'
こ
れ
を
打
砕
く
と
'
生
鼓
即
ち

一
種
の
鉄
鎖
が
得
ら
れ
る
｡
製

山
西
の
土
接
製
鰯

第
二
r*

二
八
七

第

二
抗

九

一

ll) 中国鏡戯言誌,一〇九 /-LTB≡n:
12) 門倉氏,前鴇,一八 六頁 ｡

13) 中国域頚謎,欧文, p.3;231f



山
西
の
土
津
製
鉄

第
三
巻

二
八
八

第
二
批

九
二

品
の
歩
留
-
は
､

鏡
石
の
品
位
に
よ
っ
て
異
る
が
､
i(
腰
鏑
石
の
二
五
%

で
'
鏡
石
中
の
鉄
分
の

五
〇
%
は
夫
は
れ
る
筈
で
あ
る
o

ま
た
'
大
洋
に
於
け
る
一
回
の
棒
銀
に
よ
る
収
支
は
'
次
の
如
く
で
あ
る
.

■

蔦
五
表

山
西
大
洋
に
於
げ
ろ
銑
轍
妊
声
の
収
支

(属
国

二
j
年
頃

畢

偲

丈
.J

入

銑

錬

阪

賓

計

出

.･Ii･二

…

茄

0
0
措

演作
雑 勢 粘 黒 鉄 無

栄 土 料

費 雷 飾 磨 代

粉

薬 賃 土 炭 石 炭

二'○○rJ据1.五〇〇据
ElOO塘9

**三二〇肝★五〇〇控
労賃の二割-す

!
･
]二

〇

･
六

T

〇
五
･〇

l
･
二

計

益

備考鞍常時メキシコ銀1弗は大髄一'五〇〇丈であった｡
榊相場六四個'1個の生産に要する粘土を五節･･Jする｡

★出死高所である｡

∴
.

..J.ド

五
'
0
0
0

(
茄
､
O
C
)○
)

二
'六
〇
〇

九
〇
〇

LT_I./
,,

二

八〇

｣ハ
0
0

1
0
0

(
四

'七大
0
7
)

二
四
〇
ゥ･



-
1
1

･

-

〓

錦
織
製
造

錦
織
製
造
は
'
三
段
階
に
分
れ
'
攻
の
如
-
忙
行
は
れ
て
ゐ
る
｡

(

イ

)

火
砲
櫨
に
rLj
る
作
柴

製
錬
を
容
易
に
す
る
た
め
襖
備
的
に
行
は
れ
る
作
業
で
.
先
づ
方
櫨
に
似
た
火
砲
櫨
で
無
煙
泉
に

ょ
り
赤
熱
し
.
攻
に
急
に
水
中
に
投
入
し
.
か
く
し
て
臆
-
し
た
銑
織
を
鎚
で
粉
砕
す
る
と
と
を
.
そ
の
内
容
と
す
る
.

(

ロ

)

妙
織
櫨
に
よ
る
作
業

妙
簸
塩
は
'

直
確
約

〇
･
六
米
の
固
筒
形
成
は
囲
錐
形
'
碍
製
の
簡
単
な
嘘
で
､
地
中
に
伏
せ
'

娃
ロ
の
高
さ
を
地
面
と
等
し
か
ら
し
め
て
あ
る
.
ま
た
'
火
煩
を
要
す
る
た
め
に
'
燃
料
に
は
薪
を
鞘
払
る
.

製
錬
は
'
預
熱
を
行
っ
た
径
､
櫨
底
に
薪
を
､
そ
の
上
に
銑
餓
塊
を
並
べ
'
酸
化
を
防
ぐ
た
め
上
盾
を
粉
未
で
覆
っ
て
.
こ
れ
を

行
ひ
'
熔
中
の
温
度
は
､
鎌
城
内
の
鏑
漆
は
除
虫
ru
れ
る
が
､
銑
餓
自
身
は
捧
化
し
な
い
程
度

に止
め
る
.
途
中
で

一
度
餓
根
を
以

っ
て
擾
拝
し
p
域
塊
が
仝
都
路

々
等
し
い
程
度

に
白
熱
す
れ
ば
'
長
い
滅
叉
で
澱
出
し
､
直
ち
に
金
敷
の
上
で
鍛
錬
し
て
'
風
間
形

･t/政
=uJ:約
十FjT
ト
昆
q･7J的

ER
.

i.1Lth洩
′

〓
滑
の

鎌

田

,

･i･｣
-
ち
.I
歩
労
り
ilui
J
整
先
報

1-T:-.
⊃
つ

つ
f
L･ilこ

L･少
牧

1
1f

⊃ココ
や

･

-

.I.t

.

I

/
･-
,･

.

.,

t･'/)
.O
,〇
°

一~
1dりJノ.

(

ハ

)

候
櫨
に
よ
る
作
業

使
櫨
は
､
や
は
-
蒔
製
で
あ
る
が
'
錦
韓
を
嘘
産
に
落
下
せ
し
め
る
た
め
の
裁
格
子
が
存
在
す
る
ゆ

へ
'

そ
の
名
辞
が
あ
る
｡
餓
格
子
上
に
妙
錐
を
置
き
.
周
嵐
を
無
煙
衆
で
充
た
し
'
上
を
鏡
板
或
は
粘
土
製

の
蓑
で
覆
ひ
'
白
熱

の

後
'
取
出
し
て
鍛
錬
す
る
と
'
長
さ
約

l
尺
五
寸
'
幅
約
二
寸
の
保
城
を
得
る
.
歩
留
り
は
大
慣
畑
織

1.
'

〇
〇
〇
斤
に
つ
き
傑
餓

七
五

〇
斤
で
あ
る
｡

錦
織
生
産
の
収
支
に
つ
い
て
は
'

南
村
の

一
経
営
(
畑

敏
臆
二
'
候
櫨

1
0
.
操
業
日
数
二
〇
〇
日
)
に
つ
き
'

攻
の
数
値
が
あ
る
o

.

妄

.

山
西
の
士
法
製
銭

第
三
者

二
八
九

第
二
渋

九
三



=E,r朝 顔

山
西
の
土
技
製
織

第
六
表

南
村
に
於
け
る
錬
鼓
生
産
の
収
支

(艮
圃

一
〇
年
頃
)

第
三
番

二
九
〇

第
二
既

九
四

Jf 班

労

働

賓

計

1
.0
〇
〇
控

元

1
P
O

〇

〇塘

元

一
'
〇

〇

〇括

元

一
'
〇

〇

〇
人

元

iI. --･
二 〇〇〇
〇 〇 〇 〇

r)二 一 七

1
.
円
二
〇

一
〇
〇

二
〇
〇

四

〇
〇

(
二
､
二

tO
)

三

錦
織
製
品
の
生
産

平
定
地
方
は
'
鑑
織
製
品
'
特
に
織
鍋
の
生
産
を
以
っ
て
有
名
で
あ
る
が
'
そ
の
方
津
を
見
る
K
t
銑

鉄
を
粉
衆
と
共
に
相
場
に
装
入
し
'
方
櫨
に
似
た
倒
餓
櫨
で
溶
化
し
'
砂
製
の
模
型
中
に
流
し
込
ん
で
ゐ
る
.

日

経
営
組
織

･
産
額

･
分
布

鈍
鏑
の
採
取
'
銑
鉄

･
熱
執

･
練
製
品
の
製
造
は
'
そ
れ

ノ付1
経
営
的

･
地
域
的
な
分
業
に
よ

っ
て
行
は
れ
'
平
定
地
方
に
つ
い
て
見
る
に
'
石
太
線
以
北
で
は
､
蔭
営

･
河
底

･
山
底

･
中
佐
の
諸
相
は
製
鉄
に
'
荘
豪
栴

･
楊

豪
港
は
錬
銃
製
造
に
､
石
大
株
以
南
で
は
.
未
満
は
製
錬
に
'
翠
林
頭

･
鎖
選
は
錬
鉄
製
造
に
'
何
れ
も
特
化
ー盲

ゐ
nl.a

中国鉦解読,二二七頁●14)



1

一
1

1

.
-

F

.‥

.

山
河
に
於
け
る
餓
産
額
.
平
定
柘
に
於
け
る
旭
の
礎
蓮

･
分
布
を

見
る
に
'

第
七
表

山
顔
に
於
3=
る
盛
産
額
の
礎
動
及
び
分
布

-
.

-喜

櫓
-
薫

諾
-ナ義

第

八
蓑

即
町

長
佃

計 そ 晋 平

の

化 城 是

民
国

l
O
年

頃

二
〇

'C
C

O

山
三
､
0
0
()

一
八
'
四
〇
〇

正

一
t
E
Tn
f
LJ

叩

辻
喋
に
於
け
,1(.三
雄
散
及
,/j
･]･IJ
の
分
布

民

国
二
〇
年T.

四

四
､O
O
(J

四
'四
五

〇

八
'三
三

〇

託

六
､七
八

〇

】9) 三〇四頁｡

糊

吋

蛸

蛾

溺

描

茄
太
線
･3
北川

第

四
衣
類
業
紀
.蛋

下
蔭
哲

1
人

九
七
二上

慎
替

一
七

石
太
線
以
南

二

一七

掴
真

一
四

桃
埴

山
-q

東
溝

一
四

賛
皇
村

六

寧
文

三

こ
れ
ら
数
値
の
比
較
性
は
極
め
て
乏
し
い
が
'
そ
れ
で
も
､
山
河
の
土
法
製
錬
が
'
仝
腰
と
し
て
停
滞
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
.
及

び
地
域
的

･
経
営
的
共
に
集
中

.
喪
理
過
程
に
あ
っ
た
こ
と
は
'
窺
仏
得
る
や
う
で
あ
る
.

な
ほ
､
晋
城
郭
ち
樺
州
は
'
附
近
の
高
年

･
長
治

(
溺
安
に
し
て
'蔭
城
鏡
を
中
心
と
す
)
･
壷
閲

･
陸
川

1
帯
の
産
故
地
と
合
し

て
.
潤
樺
地
屈
と
構
せ
ら
れ
'
平
定
は
.
:pT皿
･
昔
陽

･
和
順
を
合
し
て
.
干
嵩
地
尾
を
な
し
'
そ
の
他
の
山
西
産
戟
地
に
は
隅
願

･

大
原

･
臨
願
が
あ
る
｡

15) 中圃鎖解語,二二四頁0
16) 第四攻,中国感光紀要,三〇 四 ′/rrL頁｡
17).保晋公司陽泉故概の産額を除 くo
18) 三〇九頁｡

山
西
の
士
控
製
威

第
三
啓

二
九
1

第

二
班

九

五



｢

山
西
の
士
法
製
織三

第
三
巻

二
九
二

罵

二
班

九

六

右
に
述
べ
葬
つ
た
や
う
な
鏑
石
の
性
質

･
採
取
方
汝
'
鼓

･
鼓
製
品
の
生
産
技
術

･
生
産
紐
概
は
'
嘗
然
忙
'
生
産
物
の
性
質
に

っ
ハ
.V
瞥
㌧
ノ
ハ
専
新
生
Ak
一埠
＼
NloG
今
そ
の
主
な
も
㌘
虻
敗

へ
れ
ば
¶
次
か
如
く
で
あ
る
O

此
較
す
る
と
き
'
成
分
が
複
雑
で
あ
っ
て
'
多
-
の
粘
土
質
'
普
通
銭
の
ニ
ー
一
〇
倍
の
硫
着
せ
含
み
.
ま
た
'
平
定
地
方
の
生
抜

へ■

の
燐
含
有
率
を
平
均
す
れ
ば
'

二
･
三
%
以
上
と
な
っ
て
'
ペ

ソ
セ

マ

-
法
に
よ
る
錠
の
そ
れ
よ
-
も
更
に
高
い

.

炭 減 捻

兼 備

笛
九
美

深
州
大
伴
産
生
銭
の
分
析
搭
果

(
形

)

七
八
･
五
五

〇二
･二
七

硫 焼 柱

式 酸

九
二
二
一

〇
二
三

五

〇
二

五
四

]
]

錦
石

･
鉄
雄
の
品
質
屡
々
に
し
て
耗

1
を
挟
-
こ
と

既
に
連
べ
た
や
う
に
'
山
西
式
蛾
鋸
は
'
堅
紐
で
結
晶
質
の
も
の
か

ら
柔
軟
な
粘
土
質
の
も
の
ま
で
'
多
種
多
様
で
あ
Ji
t
風
化
の
程
度
も
異
る
上
に
'
製
錬
の
方
法

･
規
模
に
於
い
て
も
'
各
村
落
が

そ
れ
-
ぐ1
億
続
と
事
情
に
従
っ
て
任
意
に
行
ふ
O
経
っ
て
'
生
軌
の
品
質
も
'
潤
偉
地
直
と
平
定
地
置
と
に
よ
っ
て
異
る
の
み
な
ら

ず
'
後
者
中
で
も
産
地
に
よ
っ

て
攻
の
如
-
異
る
｡

20) 中国鼓舞話,二二八頁｡



"

.

･

～

'産

宮

】
○
義

平
定
地
院
に
於
け
る
銑
戦

の
燐

･
硫

黄含有
率

(
%

)

壊 三 千 商 域 暦 学

偲 畝 富 家 家

溝 邦 平 溝 茄 埜 荘

燐
1･
七
三

7
四

〇
･
四
六
七
一

匹
･八
四
〇
〇

二
･六
〇
六
六

〇
･八
五
二
七

〇･六
八
五
四

1･草
∪
七
五

硫

讃

〇
･
五
四
八
九

〇
二

七
八
1

〇
･四
五
七
七

C
二
一五
八
六

〇
･
f
二
五
四

〇
二

三
六
五

〇
･l/J

四
〇

陽 五 苑 儀 三 産
平 曲 河

均 折 渡 溝 替 渡

燐

〇
･
四
六

四
五

三
･五
七
O
O

三
･七
六
四
五

〇
･七
三
一
五

六
･九
五
四
〇

l･二
ETT七
九

琉

岸

〇
･
四
九
四
五

〇
･六
三
七
五

〇
三

九
九
九

〇
･二
一
五
五

〇
t･二
一
九
六

〇
二
二
四
八
rJ

三

米
菓
少
-
.
粘
性
に
富
む

)̂
と

塞
誇
れ
iti･

こ
の
性
質
に
基
き
､
錯
践
鍋
は
極
め
て
薄
い
も
の
が
出
来
'
湖
滞
地
方
で
は
釘

･
針
が
生

相

楽
疎
に
よ
る
渉
減
～,
甚
し
き
こ
と

鈍
麻
に
供
給
さ
れ
る
疎
石
の
品
位
が
約
五
〇
%
で
あ
る
の
に
'
生
滅
の
収
得
は
鏡
石
の

二
五
%
に
過
ぎ
な
い
か
ら
'
鏡
石
中
の
裁
分
の
五
〇
%
は
製
銑
過
程
で
失
は
れ
る
計
算

で
あ
-
'
更
に
疎
放
製
造
に
際
し
.
極
端
な

場
合
に
は
'
生
鏡
中
の
餓
分
の
五
〇
%
が
夫
は
れ
る
と
稀
せ
ら
れ
る
か
ら
､
催
櫨
の
底
に
滑
っ
た
故
障
が
､
原
錬
と

共
に

相
場
に

容

れ
'
方
嬢
で
製
錬
さ
れ
る
に
し
て
も
､
失
は
れ
る
織
分
は
'
甚
し
-
高
率
に
な
る
O

五

生
産
費
低
廉
な
る
こ
と

無
煙
衆
の
慣
格
が
極
め
て
低
廉
な
こ
と
'
鏡
石
の
採
取

･
製
錬
何
れ
も
尭
閑
期
に
副
糞
的
に
行
は

れ
る
こ

と
を
王
た
る
原
因
と
し
て
'
山
西
に
於
け
る
銑
故
の
生
産
費
は
極
め
て
低
廉
で
'
近
代
的
な
大
規
模
搾
鋳
嬢
に
よ
る
場
合
の

年
額
に
過
ぎ
な
い
と
稲
せ
ら
れ
た
｡
支
部
の
近
代
的
製
紙
法
が
'
経
営
宜
し
き
を
得
ず
'
多
額
の
骸
表
替

･
資
本
利
子
を
負
堵
し
原

山
西
の
士
法
製
織

第
三
番

二
九
三

弟

二
軟

九
七

中国錬解読,英文,p.325･21)



山
西
の
士
法
製
蛾

-

第
三
番

二
九
四

第

三
択

九
八

倍
を
特
に
高
か
ら
し
め
て
ゐ
た
と
は
云
へ
'
山
西
に
於
け
る
製
錬
の
原
慣
安
は
明
ら
か
な
革
質
で

あ
っ
て
'

そ
れ
故
に
こ
そ
､
支
部

の
土
法
製
錬
申
最
も
多
量
の
産
額
を
不
し
緒
'
ま
た
.
外
観
霞
の
鈷

･
銀
製
品
の
借
入
す
る
中
に
'

1
定
の
販
路
を
維
持
し
得
た
の

で
あ
る
｡

ふ爪

車
曙
関
に
終
'け
る
外
隣
窪
の
故

･
織
脚管
=
と
の
競
舗
関
係

ifi,,
/J

山
聖
1iizの
.鋭

･
鉄
製
品
の
晶

質
が
､

2
枚
的
に
見
て
.

し
'
盲
-
有
名
で
あ
っ
た
針
の
如
き
も
定
離
を
減
じ
､
そ
の
特
長
を
詮
揮
し
得
る
鉄
鍋

･
釘
を

王
た
る
分
野
と
せ
ざ
る
を
得
な
-
衣

っ
た
O
攻
に
'
生
産
費
は
低
廉
で
あ
つ
て
も
'
普
通
纏

･
贋
に
よ
っ
て
長
距
離
を
粧
出
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
た
め
'
返
送
費
を
要
す
る
と

と
多
-
'
従
っ
て
蓬
途
費
関
係
で
外
転
製
革

か
ら
保
護
さ
れ
て
ゐ
る
石
太
線
結
線
'
山
田
省
か
ら
丙
北
方
の
奥
地
を
市
場
と
し
た
o

戯
ら
ぼ
~
山
西
製
錬
の
牌
葬
は
如
何
と
云
ふ
に
､
徒
死
の
生
産
方
法

･
経
営
形
態
を
維
持
す
る
場
合
と
､
近
代
的
な
溶
錬
蛙
そ
の

他
に
よ
る
場
合
と
に
よ
っ
て
'
自
ら
観
察
が
具
ら
う
｡

第

1
に
'
徒
弟
の
生
産
方
法

･
経
営
形
態
を
維
持
す
る
も
の
と
す
る
.
す
る
と
､
尭
づ
'
何
ら
資
材
を
他
か
ら
供
給
せ
ず
･t'も
'

あ
る
程
度
産
額
増
加
の
可
能
性
が
あ
る
.
攻
に
､
現
在
は
t

l
塊
の
鱗
も
需
要
さ
れ
'
ヰ
蒜

'
石
太
線
の
蕨
軌
改
築
'
東
胡
線
の
建

設
､
潤
樺
地
方
か
ら
京
漠
線
方
面
に
出
る
道
路
の
改
修
等
が
行
ほ
れ
て
ゐ
る
か
ら
､
棟
充
に
は
大
い
に
有
利
に
な
っ
た
ヵ
躍
っ
て
'

治
安
の
確
保
'
償
格
の
引
上
､

一
般
物
債
の
抑
制
'
食
料
の
供
給
が
行
は
れ
る
な
ら
ば
'
産
額
は
か
な
11
埠
i(
L
や
う
0
併
し
品
質

の
不
良

･
不
統

1
を
改
善
す
る
に
は
'
微
衷
的
な
指
導
監
督
を
柴
す
る
が
､
散
在
が
そ
の
障
害
と
な
り
.
ま
た
甫
支
那
の
錫

･
タ
ン

グ
ス
テ
ン
に
つ
い
て
生
じ
た
や
う
に
'
結
石
托
萩

･
製
紙
の
窄
働
が
事
実
化
し
'
章
票
芸
責

下
で
諾
達

し
得
ワ′京

如
き
欺
態
は
饗



化
し
､
若
干
高
債
に
な
る
と
預
想
さ
れ
る
.

第
二
に
'
錦
石
或
は
生
飯
の
収
貫
に
よ
る
大
規
模
製
銑

･
製
鋼
の
可
能
性
如
何
と
云
ふ
に
'
発
づ
.
山
関
銭
の
品
質
の
特
殊
性
及

び
不
統

1
は
､
碑
石

･
石
未
に
よ
る
も
の
で
な
-
'
製
錬
方
法
に
基
-
も
の
で
あ
る
.
躍
っ
て
'
夙
に
'
淳
州
の
織
錆
を
原
料
に
､

普
通
の
溶
錬
塩
で
製
錬
L
t
J'
何
ら
特
殊
な
鮎
の
な
い
銭
が
得
ら
れ
て
居
り
'
ま
た
､
民
望

右

か
ら
ほ
'
保
晋
公
司
の
陽
兵
親

戚
で
は
'
附
近
産
の
錦
石
を
故
買
L
t
日
蓬
能
力
二
〇
旧
の
溶
錦
嘘
を
利
鞘
し
て
'
普
通
珠
を
生
産
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

THIJ温 石 放

:ド:■;1'

憎 炭 炭

第

二

義

揮
州
産
頗
石
に
ょ
る
溶
頚
頒
鉄
の
組
成

(形
)

九
二
二

｣へ

三
･;∵

･

｢
ノ
小
二
r

O

エ
ハ
○

式 敷

7
2Lt
印
能
性
-I-I.封
印
や

′L

T
.R
は

土
決

裂

拭

い捌
光

代
/
レ
て
TSJ
(
k=.瑠
項
の
竹
､
支
那
に
於
け
ち
近
代
的
な
製
戟

一
般
に

つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
骸
洪
供
給
'
資
材
の
調
琴

及
び
;
山

門
に
荷
殊
な
錦
石
の
集
中
'
こ
の
三
間
題
の
解
決
を
要
し
'
ま
&
.
鶴

石

･
生
鏡
の
故
買
量
増
加
に
は
､
あ
る
程
度
の
憤
格
騰
貴
を
免
れ
得
な
い
で
あ
ら
う
｡

故
に
'
祐
乗
の
山
西
土
法
製
錬
の
里
な
る
損
充
は
'
美
音

つ
て
雫
田
が
容
易
な
代
-
に
､
得
ら
れ
る
製
品

の
質
に
難
鮎
が
あ
り
'

山
西
の
錦
石

･
生
織
を
原
料
に
大
規
模
の
製
銑

･
製
鋼
を
讐
行
す
る
場
合
に
は
'
山
師
.に
特
殊
な
生
産
保
件
を
括
用
し
得
な
い
と
云

ふ
こ
と
に
な
る
｡

桔

山
la
の
土
法
製
紙

第
三
番

二
九

五

第
二
航

九
九

22) FFr開披解語,二=九頁o
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山
西

C,l土
法
製
蛾

第
三
番

二
九
六

第
二
折

1
0
0

山
西
土
法
製
織
と
そ

の
倣
件
並
に
制
約
と
の
関
係
を
､
以
上
の
如
-
観
察
し
来
る
と
'
大

喝

攻
の
結
論
が
得
ら
れ
る
.

土
法
製
織
は
'
尤
づ
､
自
然
的

･
社
命
的

な
債
件
に
よ
-
適
合
し
'
殊
に
､
散
在
す
る
銑
鋸
､
骸
米
製
送
に
鵡
し
な
い
無
煙
淡
の

利
用
に
就
い
て
然
り
と
し
､
我
々
を
し
て
東
茄
の
特
殊
な
資
源
の
す
べ
て
に
つ
い
て
か
-
あ
り
た
し
と
の
希
望
を
切
な
ら
し
め
る
.

次
に
'
製
品
の
品
質

･
数
量
も
'
地
方
的
な
需
要
を
充
た
す
に
は
略
々
十
分
で
あ
り
'
殊
忙
偶
格
の
低
廉
が
非
常
な
強
味
で
あ
っ
た
O

何
■雪

飴
-
拝
辞
lTIJ伯
仲
忙
pi･;-
親
告
し
-p--八
神
物
は
.
時
代
が
嘩
JEj

硯
鮎
か
真

に
か
叫ノじ-(

.iEB
♂
佃
何
代
ヰ
-
顛
八=
し
わ
ゞ
Hi
,

,～
.P
】-｣
)
･1･,

に
却
っ
て
多
-
の
問
題
の
解
決
を
婁
す
る
場
合
が
多
い
.
山
西
の
士
法
製
銭
も
'
AJ
の
榎

の
事
例
に
展
す
る
や
う
で
p.
現
在
の
ま
･･･

旗
充
す
る
と
す
れ
ば
'
相
雷
の
工
作
が
要
-
､
し
か
も
従
来
の
長
所
の
若
干
は
共
は
れ
ざ
る
を
得
ず
'
大
規
模
の
製
銑

･
製
鋼
に
勃

啓

へ
る
と
す
れ
ば
.
支
那
に
於
け
る
製
錬
所

l
殿
の
問
題
と
山
西
に
特
殊
な
問
題
を
解
決
し
'
更
に
'
従
来
の
利
鮎
が
大
部
分
拍
城

▲t

す
る
と
と
を
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
而
う
し
て
.
こ
れ
ら
個
々
の
且
塵

的
な
問
題
の
解
決
に
先
立
ち
ー
上
記
二
方
途
の
何
れ
を
選
ぶ

べ
き
か
と
云
ふ
絶
穂
的
な
問
題
が
あ
り
'
そ
の
決
定
に
は
'
我
が
国
が
指
導
し
て
行
ふ
東
韮
の
経
済
新
秩
序
の
内
容
は
'
社
葬
の
東

洋
的
な
方
法
の
復
興

･
蹟
充
た
る
べ
き
か
､
所
謂
近
代
的
な
方
法
の
徹
底
的
な
推
進
た
る
べ
き
か
'
そ
れ
と
も
両
者
の
綜
合
た
る
べ

き
か
に
つ
き
'
態
度
を
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ず
'
ま
た
'
個
別
的
問
題

･
紙
箱
的
問
題
'
共
に
'
他
種
産
業

･
交
通

･
食
緯
等
と
の
閲

聯
に
於
い
て
の
考
桑
を
要
請
す
る
.

か
く
理
論
上

･
菅
際
上
多
-
の
問
題
を
包
寂
す
る
と
は
云
へ
'
現
在
の
時
局
が
山
tEI土
法
製
錬
の
活
用
を
要
請
す
る
以
上
'
我
が

経
稗
は
そ
の
穂
ぺ
て
を
見
事
に
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
し
て
JJ
れ
を
成
就
す
れ
ば
'
昔
中
.TEE
公
司
が
企
囲
し
て
断
念
し
'
保
晋
公

司
が
部
分
的
に
し
か
管
現
し
得
な
か
っ
た
事
兼
皇

蒜

す
る
こ
と
忙
な
っ
て
'
現
在
の
戟
カ
に
賓
す
る
は
勿
論
'
将
来
の
支
那
経
済

仝
髄
の
関
韓
に
も
多
-
の
示
唆
を
興

へ
る
で
あ
ら
う
.



輸El鵬 ∃租3鑑頭韻副.84Li産+to恥11点撃

寧柵 ♯Jn載噸嘩昏々 L!JI,QD


