
鉱
山
稼
行
と

そ
の
周
辺

一
若
狭
、
三
光
銅
山
の
場
合
一

小

葉

田

仙浮

鉱山稼行とその周辺（小葉田）

〔
要
約
）
　
若
狭
の
三
光
銅
山
は
近
世
後
期
産
銅
の
減
少
し
た
時
代
に
開
発
さ
れ
、
し
か
も
諸
国
銅
山
中
で
屈
指
の
産
銅
が
あ
っ
た
珍
ら
し
い
鉱
山
の
例
で

あ
る
。
は
じ
め
小
浜
藩
が
直
営
し
か
な
り
の
産
銅
を
見
た
に
か
か
わ
ら
ず
休
毒
し
た
。
そ
の
お
も
な
原
因
に
周
辺
の
村
落
に
与
え
た
煙
害
・
銅
水
害
の
問

題
が
あ
っ
た
。

　
幕
府
は
明
和
三
（
一
七
六
七
）
年
銅
座
を
再
興
し
銅
に
つ
い
て
す
べ
て
の
統
制
を
強
化
し
、
産
銅
減
少
の
状
勢
下
に
あ
っ
て
輸
出
御
用
銅
の
確
保
に
努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ

め
た
。
御
用
銅
は
産
銅
高
の
約
三
分
の
二
、
と
き
に
そ
れ
以
上
の
割
合
を
占
め
て
、
主
力
銅
山
の
秋
田
・
南
部
・
別
子
立
川
の
産
銅
が
充
当
さ
れ
た
。
御

用
銅
以
外
の
余
銅
即
ち
地
上
銅
は
、
年
々
の
産
銅
状
況
や
鋳
銭
用
な
ど
臨
時
の
大
量
需
要
あ
る
場
合
な
ど
、
相
場
が
高
騰
し
た
。
銅
山
山
元
の
銅
生
産
費

は
著
し
く
膨
張
し
、
幕
府
は
御
用
銅
買
上
に
季
野
里
を
増
し
た
り
し
た
が
、
地
売
銅
買
上
代
価
と
の
較
差
は
、
し
ば
し
ば
顕
著
と
な
り
、
地
売
銅
の
増
産

を
計
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
最
大
の
銅
山
業
者
で
あ
る
住
友
（
泉
屋
）
は
稼
豊
山
の
伊
予
別
子
銅
山
の
産
銅
は
御
用
銅
に
充
用
さ
れ
て
経
営
は
順
調
で

な
く
、
藩
営
時
代
か
な
り
の
実
績
を
示
し
た
三
光
銅
山
の
再
開
発
に
熱
意
を
示
し
た
。
小
浜
藩
は
、
か
つ
て
の
当
山
が
公
害
問
題
に
か
か
わ
っ
た
事
情
か

ら
一
型
は
再
開
発
に
慎
重
な
態
度
を
と
り
な
が
ら
、
藩
財
政
の
窮
迫
化
に
つ
れ
救
済
策
を
銅
山
開
発
と
住
友
か
ら
の
金
融
通
に
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
再

開
発
に
当
た
り
公
害
に
対
し
住
友
の
対
策
は
、
明
治
以
前
に
お
い
て
殆
ど
実
施
し
得
る
限
り
の
方
法
を
示
し
て
お
り
、
開
発
と
と
も
に
そ
れ
ら
が
実
行
に

移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
三
光
銅
山
は
地
売
方
の
銅
山
中
で
屈
指
の
産
銅
を
見
た
が
、
経
営
内
容
は
悪
化
し
て
い
っ
た
。
鉱
石
の
性
状
か
ら
尻
銅
製
錬
が

大
都
分
で
精
銅
に
吹
く
と
き
掛
減
が
大
き
く
、
銅
座
の
買
上
値
段
が
安
い
こ
と
、
煙
害
防
止
の
た
め
夏
秋
の
焼
鉱
を
休
止
し
製
錬
上
の
効
率
を
い
ち
じ
る

し
く
低
く
し
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
主
な
原
因
で
あ
る
。
か
く
て
経
営
は
住
友
本
家
を
離
れ
て
そ
の
支
配
人
が
引
請
け
、
支
配
人
の
死
と
と
も
に
小
浜
藩
の

直
営
に
移
っ
た
。
し
か
し
鉱
山
事
務
や
採
鉱
、
製
錬
は
殆
ど
住
友
経
営
以
来
の
組
織
が
、
そ
の
ま
ま
引
継
が
れ
た
。
明
治
に
な
る
と
産
銅
状
況
は
い
よ
い

よ
悪
く
な
り
、
政
治
体
制
の
改
変
す
る
と
と
も
に
休
山
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
七
巻
【
号
　
一
九
七
四
年
一
月

（1）1



は
　
じ
　
め
　
に

2　（2）

　
三
光
銅
山
は
若
狭
国
大
飯
郡
野
尻
村
（
現
在
の
福
井
県
大
飯
町
野
尻
）
に
お
い
て
近
世
後
期
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
稼
行
さ
れ
た
銅
山
で
あ
る
。

明
治
以
後
も
数
回
に
わ
た
り
試
掘
や
採
掘
製
錬
が
行
な
わ
れ
た
。
最
初
に
掘
ら
れ
た
銅
山
の
基
幹
と
な
っ
た
鉱
坑
を
三
光
高
歩
と
い
う
が
、
お

そ
ら
く
そ
の
闘
歩
名
か
ら
三
光
銅
山
を
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
白
銅
山
と
記
す
場
合
も
多
い
し
、
ま
た
所
在
地
に
ち
な
ん
で
野
尻
銅
山
と
呼

ぶ
こ
と
も
あ
る
。

　
三
光
銅
山
は
は
じ
め
小
浜
藩
が
御
手
山
と
し
て
直
営
し
た
が
休
了
し
て
、
七
〇
年
余
の
後
大
阪
の
住
友
家
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
て
明
治
初
年

ま
で
稼
行
さ
れ
た
。
か
な
り
の
産
銅
が
あ
っ
て
、
幕
末
期
で
は
有
数
の
銅
山
で
あ
っ
た
。
近
世
後
期
に
開
発
さ
れ
て
、
し
か
も
こ
れ
だ
け
の
産

銅
を
示
し
た
鉱
山
は
稀
有
の
例
で
も
あ
る
。

　
小
浜
藩
が
産
銅
高
で
は
か
な
り
の
好
成
績
を
見
た
同
山
を
鳥
山
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
主
要
な
理
由
の
一
は
煙
害
お
よ
び
銅
水
に
よ
る
被
害

め
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
幕
府
に
お
い
て
は
銅
座
を
通
し
て
、
長
崎
輸
出
銅
を
確
保
す
る
問
題
を
含
め
て
産
銅
政
策
を
概
し
て
強
く
推
進
し

た
。
住
友
家
に
お
い
て
は
銅
山
経
営
の
一
環
と
し
て
三
光
銅
山
開
掘
を
希
望
す
る
事
情
に
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
幕
府
の
産
銅
政
策
を
平
調
と

し
て
、
さ
ら
に
促
進
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
小
浜
藩
が
銅
山
再
興
に
踏
み
切
っ
た
根
底
に
は
、
殆
ど
破
綻
に
瀕
し
た
同
藩
の
財
政
難
の
救
済
策
が

あ
っ
た
と
い
え
る
。
住
友
家
が
銅
山
を
再
興
す
る
に
当
た
っ
て
、
煙
害
・
銅
水
害
に
対
し
て
当
時
代
に
お
い
て
考
慮
し
実
施
し
得
る
限
り
の
、

ど
の
よ
う
な
対
策
を
と
っ
た
か
は
注
意
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

　
三
光
銅
山
の
沿
革
に
つ
い
て
は
殆
ど
世
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
福
井
県
史
に
簡
単
な
記
述
が
あ
る
ほ
か
、
近
年
、
山
口
久
三
氏
が
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

元
の
史
料
に
よ
っ
て
、
銅
山
稼
行
が
地
元
の
村
落
に
与
え
た
産
業
上
の
影
響
や
公
害
の
問
題
を
述
べ
て
い
る
。
自
分
は
昭
和
四
十
六
年
五
月
大

飯
町
に
赴
い
て
地
元
の
文
書
を
採
集
し
、
本
年
五
月
南
浜
市
立
図
書
館
を
訪
ね
て
藩
関
係
史
料
を
渉
猟
し
た
が
、
藩
史
料
に
つ
い
て
は
さ
ら
に

検
討
を
要
す
る
。
し
か
し
三
光
銅
山
史
料
と
し
て
主
要
な
も
の
は
住
友
修
史
室
所
蔵
の
文
献
で
あ
る
。
彪
大
な
同
文
献
に
お
い
て
、
な
お
洩
れ



た
も
の
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

同
山
の
詳
細
な
報
告
が
将
来
現
わ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
自
分
と
し
て
は
一
応
一
文
を
ま
と
め
て
お
き

一
　
銅
山
開
発
と
直
営

鉱山稼行とその周辺（小葉田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
明
和
年
間
に
書
か
れ
た
「
稚
七
賢
」
に
、
野
尻
村
の
銅
山
は
宝
暦
九
（
一
七
五
九
）
年
開
か
れ
、
今
は
男
女
二
百
人
余
も
銅
山
に
住
む
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
よ
し

当
時
の
領
主
は
小
浜
藩
八
代
の
酒
井
忠
興
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
十
八
（
一
七
七
一
）
歳
卯
五
月
間
屡
新
介
が
し
る
し
た
「
野
尻
銅
山
覚
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

野
尻
銅
山
は
「
宝
暦
十
雲
上
ヨ
リ
初
リ
候
由
」
と
あ
る
。
実
際
に
銅
山
の
普
請
に
着
手
煮
た
の
は
宝
暦
十
年
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
覚
に
よ

る
と
、
両
三
年
間
中
絶
し
て
宝
暦
十
四
年
か
ら
本
格
的
に
着
工
す
る
こ
と
に
な
り
、
御
用
人
鹿
野
甲
介
・
銅
山
世
話
人
佐
々
久
万
蔵
が
管
理
に

当
た
っ
た
と
あ
る
。
そ
し
て
佐
々
か
ら
銅
荷
等
輸
送
の
た
め
本
郷
に
お
い
て
問
屋
を
申
し
付
け
た
い
と
告
げ
ら
れ
、
新
介
は
野
尻
村
六
郎
右
衛

門
と
と
も
に
五
月
に
願
書
を
差
し
出
し
、
鹿
野
が
銅
山
に
出
役
し
新
介
等
は
銅
山
御
用
の
世
話
方
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
た
生
野
銀
山
か

ら
柏
村
理
兵
衛
が
外
財
と
と
も
に
来
て
い
る
が
、
柏
村
は
藩
が
招
致
し
た
山
師
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
頃
、
銅
山
役
人
と
し
て
、
奉
行
に
土
田

安
左
衛
門
・
武
藤
嘉
十
郎
、
下
奉
行
に
黒
瀬
徳
助
外
四
名
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
九
月
新
介
等
を
銅
山
へ
呼
び
、
銅
荷
の
駄
賃
・
船
賃
を

指
定
し
た
。

　
　
野
尻
か
ら
本
郷
ま
で
駄
賃
　
一
駄
に
つ
き
　
銀
一
匁

　
　
本
郷
か
ら
小
浜
ま
で
船
賃
　
一
駄
に
つ
き
　
銀
一
匁

　
翌
明
和
二
年
十
月
に
な
っ
て
新
介
等
は
銅
管
を
運
ぶ
伝
馬
を
準
備
す
る
よ
う
命
を
受
け
た
。
そ
し
て
こ
の
頃
大
坂
四
つ
橋
工
右
衛
門
町
大
塚

屋
甚
右
衛
門
枠
の
新
次
郎
が
手
代
等
を
連
れ
て
き
て
、
鹿
野
が
同
道
し
銅
山
を
訪
れ
て
い
る
。
大
塚
屋
は
泉
屋
（
住
友
）
・
大
坂
屋
に
つ
づ
く
有

力
な
大
坂
銅
葦
屋
仲
間
の
一
人
で
あ
る
。
天
保
三
年
に
大
坂
銅
吹
弾
が
、
明
和
年
間
の
三
光
銅
山
の
鵬
高
を
銅
座
へ
照
会
し
書
き
写
し
た
書
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
、
明
和
三
年
以
後
の
出
高
を
挙
げ
、
そ
の
下
部
に
大
塚
六
畜
右
衛
門
と
し
る
し
て
い
る
。
こ
れ
は
大
塚
屋
が
三
光
銅
を
引
き
請
け
て
銅
座
へ

3　（3）



売
上
げ
る
取
次
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
銅
代
銀
に
応
ず
る
所
定
の
好
銀
を
与
え
ら
れ
て
、
三
光
銅
の
取
次
を
請
負
う
た
の
で

あ
る
。

　
さ
て
、
宝
暦
十
四
（
明
和
元
）
年
三
月
泉
屋
の
鯛
家
伝
右
衛
門
か
ら
三
光
銅
山
世
話
人
佐
々
久
満
（
万
）
蔵
に
「
稼
方
大
概
書
付
」
を
送
り
届
け

　
　
⑥

て
い
る
。
こ
れ
は
同
年
二
月
御
用
人
鹿
野
勘
介
か
ら
「
若
州
大
飯
郡
野
尻
村
新
山
三
品
銅
山
御
開
発
縁
付
」
、
泉
屋
に
依
頼
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
っ
た
。
即
ち
銅
山
経
営
に
豊
富
な
経
験
と
実
績
を
有
す
る
泉
屋
に
対
し
、
ま
た
泉
屋
が
酒
井
家
に
以
前
か
ら
金
子
調
達
等
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
出
入
関
係
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
、
三
光
銅
山
の
開
発
に
当
た
っ
て
稼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
法
の
意
見
を
尋
ね
た
の
で
あ
る
。
　
「
山
方
大
概
書
付
」
に
は
、
諸
国
鉱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
の
仕
法
は
支
配
の
方
針
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
一
律
に
は
論
ず
る
わ
け
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ゆ
か
ぬ
と
し
な
が
ら
も
、
大
体
の
要
領
は
泉
屋
の
経
営
す
る
別
子
銅
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
稼
方
を
簡
略
化
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ
が
多
い
の
も
当
然
と
い
え
る
。
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
銅
山
支
配
人
は
器
量
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
支
配
人
の
下
に
錦
石
揚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
座
・
十
二
方
・
諸
色
稼
人
へ
売
渡
し
方
が
あ
る
が
、
そ
の
役
頭
は
鉱
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
功
者
で
、
ま
た
緻
密
な
人
柄
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
。
こ
れ
を
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
で
い
え
ば
、
鈷
石
揚
ケ
座
以
下
は
そ
れ
ぞ
れ
二
方
・
二
方
・
勘
場
の
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
所
に
該
当
し
、
各
役
所
に
は
役
頭
が
詰
め
る
。
十
方
は
鋪
を
管
理
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
頭
の
下
に
鉋
買
・
鈷
貫
目
帳
方
・
山
留
等
が
お
り
、
坑
木
等
の
掛
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
が
こ
れ
は
山
留
が
兼
帯
す
る
場
合
も
あ
る
。
十
方
は
製
錬
を
取
り
扱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
、
役
頭
の
下
に
吹
大
工
や
製
錬
薦
の
焼
木
・
二
十
の
請
け
渡
し
、
吹
銅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
貫
目
改
め
役
等
が
あ
る
。
勘
場
に
お
い
て
は
、
米
・
味
噌
・
酒
・
塩
。

O 上
野
若

黶
@
井
謝
り
徽
＼
…
〆

福

　
　
禦
賀
　
仮
　
才
よ
よ
r
謝
　
　
ノ
滋
　
帳
　
！
嶺
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鉱山稼行とその周辺（小葉田）

三光銅山の位置

　　　濾　爵蟻壕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
乏
義
●
・

・
謝

　　

@
認
懇

油
・
鉄
道
具
等
の
生

活
品
や
稼
行
用
品
を

売
り
渡
す
の
で
あ
る
。

掘
大
工
に
お
い
て
は

三
代
、
そ
の
他
の
稼

人
に
お
い
て
は
賃
銀

と
、
右
の
諸
品
売
代

銀
と
、
　
一
般
に
月
々

の
晦
日
に
差
引
勘
定

す
る
こ
と
が
行
な
わ

れ
た
が
、
そ
の
た
め

各
人
の
名
前
・
番
号

を
記
入
し
た
通
帳
が

渡
さ
れ
る
。
別
子
で

は
高
峻
な
山
地
で
あ

る
こ
と
に
も
よ
る
が
、

殆
ど
の
諸
教
は
経
営

者
か
ら
配
給
せ
ら
れ
、

一
部
の
食
品
の
販
売
の
た
め
少
数
の
行
商
人
が
出
入
り
す
る
程
度
で
あ
っ
た
。
　
「
山
内
諸
稼
人
入
用
之
品
一
切
他
所
よ
り
買
調
思
遣
堅
ク
禁
制

5　（5）



仕
候
、
但
魚
鳥
青
物
豆
腐
乾
物
常
磁
ハ
山
内
出
入
之
老
相
定
置
売
出
申
候
事
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
三
光
銅
山
の
よ
う
に
集
落
と
殆
ど
接
続
し

て
い
る
状
況
の
下
で
は
、
そ
の
と
お
り
の
実
施
は
困
難
か
も
知
れ
ぬ
。
出
銅
は
一
箇
＝
ハ
貫
目
に
つ
き
入
目
百
目
を
加
え
て
荷
作
り
し
、
山
下

げ
・
津
出
し
の
と
き
国
方
を
掛
け
改
め
る
が
、
駄
賃
・
船
賃
は
予
め
相
対
定
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
鈷
に
上
中
下
が
あ
り
、
鈷
買
の
と
き
素
石
を
除
い
て
貫
目
を
改
め
、
鉛
一
〇
貫
目
に
つ
き
銀
一
匁
二
、
三
分
を
上
北
値
段
と
し
、
中
止
の
鉛

は
適
当
に
値
下
げ
す
る
。
鋪
が
深
く
な
れ
ば
鈷
値
段
を
多
少
増
す
の
は
常
法
で
あ
る
。
採
鉱
・
吹
方
用
の
鉄
道
具
は
稼
人
が
負
担
す
る
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
ぶ
　
　
　
　
か
な
め

鍛
冶
小
屋
を
建
て
鉄
道
具
の
鍛
冶
賃
銀
を
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
吹
大
工
・
吹
手
子
・
水
引
・
得
歩
引
・
砕
女
等
か
ら
荷
物
中
持

々
ま
で
一
切
の
稼
人
の
賃
銀
定
法
、
炭
木
山
仕
法
、
諸
建
造
物
等
に
つ
い
て
も
記
述
し
、
ま
た
仕
切
（
歯
切
・
間
切
と
も
い
う
）
の
方
法
等
も

説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
出
銅
を
大
坂
の
銅
問
屋
へ
送
る
の
は
口
銀
・
蔵
敷
等
の
か
か
り
も
の
の
出
費
多
く
、
曲
屋
方
へ
直
送
す
る
の
が
よ
い

と
も
勧
め
て
い
る
。
大
坂
に
は
諸
国
の
銅
に
つ
い
て
そ
れ
を
取
次
ぐ
問
屋
が
あ
り
、
ま
た
銅
吹
屋
へ
の
直
送
も
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
面
影
銀

に
応
ず
る
口
渇
は
銅
問
屋
は
三
分
、
銅
吹
屋
は
一
分
五
厘
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
大
塚
屋
が
招
か
れ
た
の
は
、
こ
の
勧
告
に
添
っ
た
た
め
か
も

知
れ
な
い
。
　
「
稼
方
大
概
書
付
」
は
結
語
と
し
て
、
銅
山
経
営
に
は
予
想
外
の
出
費
も
多
く
殊
に
老
山
と
な
れ
ば
失
費
が
い
ち
じ
る
し
く
増
す

も
の
で
「
最
初
よ
り
霊
前
心
得
を
以
大
坂
相
場
荒
二
百
盛
代
銀
百
五
六
拾
匁
を
的
二
被
成
、
諸
賃
銀
の
御
定
法
御
立
可
被
成
年
事
」
と
い
い
、

採
掘
を
急
い
で
無
計
画
な
稼
行
を
戒
め
、
有
望
と
見
れ
ば
水
抜
・
煙
抜
の
普
請
も
実
施
し
、
軍
内
の
鈷
は
何
時
で
も
採
掘
で
き
る
こ
と
ゆ
え
急

ぐ
に
及
ば
ぬ
と
述
べ
て
い
る
。

　
三
光
銅
山
は
明
和
八
（
一
七
七
一
）
年
五
月
休
賦
す
る
ま
で
、
小
浜
藩
の
御
手
山
と
し
て
稼
行
さ
れ
た
。
稼
行
の
内
容
に
つ
い
て
は
よ
く
分
ら

ぬ
が
、
藩
か
ら
任
命
さ
れ
た
奉
行
・
下
奉
行
が
管
理
に
当
た
り
、
生
野
か
ら
招
か
れ
た
山
師
等
が
稼
行
の
実
際
面
を
担
当
し
た
で
あ
ろ
う
。
稼

人
の
賃
銀
・
食
料
・
採
掘
製
錬
等
の
諸
資
材
等
は
藩
か
ら
支
給
さ
れ
、
田
野
は
藩
へ
納
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
諸
坑
の
状
況
等
に
つ
い
て
は
、
休
山
直
後
の
安
永
三
（
一
七
七
三
）
年
四
月
泉
屋
の
別
家
泉
屋
半
兵
衛
、
同
茂
兵
衛
が
、
大
坂
の
本
家
手
代
・

別
子
の
山
留
と
同
行
し
、
御
手
山
の
山
師
の
一
人
と
推
定
さ
れ
る
治
郎
右
衛
門
が
案
内
人
と
な
り
、
三
光
銅
山
を
見
分
し
て
い
て
そ
の
報
告
が
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⑦

あ
る
。
ま
た
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
八
月
住
友
家
が
同
山
を
再
開
す
る
に
当
た
り
、
支
配
人
与
兵
衛
（
秦
氏
）
、
錨
買
慶
蔵
が
調
製
し
た
「
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

光
銅
山
絵
図
」
が
あ
っ
て
、
坑
の
内
外
の
状
況
が
精
密
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
御
手
山
時
代
の
原
図
を
基
に
、
与
兵
衛
等
の
調
査
を
加
え

て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
明
和
八
年
の
黒
山
以
後
、
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
、
手
を
加
え
ら
れ
た
形
跡
も
な
い
か
ら
、
こ
の
絵
図
は
御
手
山

時
代
の
状
況
を
忠
実
に
描
出
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

　
安
永
二
年
の
見
分
報
告
に
、
野
尻
村
銅
山
は
鉱
脈
が
東
西
に
走
り
焼
ケ
（
露
頭
）
幅
は
一
尺
ほ
ど
あ
り
、
即
ち
西
端
は
野
尻
村
寺
ノ
上
か
ら

焼
ケ
が
東
に
向
っ
て
峯
を
通
り
、
さ
ら
に
峯
越
し
に
鉱
脈
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
野
尻
村
集
落
の
西
南
、
山
の
北
龍
に
西
広
（
光
）
寺
と

い
う
禅
寺
が
あ
り
、
そ
の
北
側
を
寺
ノ
下
と
呼
ぶ
か
ら
、
寺
ノ
上
は
南
側
即
ち
寺
背
面
の
山
地
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
野
尻
川
は
北
流
し
て
野

尻
村
集
落
を
過
ぎ
て
佐
分
利
川
に
入
り
、
こ
こ
か
ら
佐
分
利
川
は
約
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
半
で
小
浜
湾
西
部
の
小
湾
青
戸
入
江
の
狭
い
江
口
に
注

ぐ
。
野
尻
川
の
浅
い
谷
口
か
ら
東
西
に
山
麓
に
沿
い
野
尻
村
の
民
家
が
所
在
す
る
。
野
尻
川
の
谷
口
を
三
、
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
南
へ
進
む
と
、

宮
代
（
城
）
川
の
小
流
が
東
か
ら
流
れ
て
野
尻
川
に
落
合
う
。
野
尻
・
宮
代
二
川
と
も
に
近
年
改
修
工
事
が
行
な
わ
れ
た
が
、
御
手
山
時
代
に

も
新
川
が
掘
ら
れ
、
野
尻
川
の
新
川
は
西
方
に
山
地
寄
り
に
掘
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
宮
代
川
の
御
手
山
時
代
以
前
の
古
川
筋
は
む
し
ろ
現
在

の
川
筋
に
該
当
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
現
在
の
こ
の
両
川
の
落
合
点
か
ら
近
距
離
に
東
南
に
、
今
は
埋
没
し
て
い
る
古
態
が
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
三
光
間
歩
坑
口
の
跡
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
見
分
報
告
に
は
諸
酔
歩
名
を
挙
げ
、
鋪
の
高
下
の
関
係
や
鋪
の
状
況
等
も
説
明
し
て

い
る
。
西
南
部
の
上
方
と
下
方
に
由
右
衛
門
口
（
間
歩
）
、
谷
の
端
に
三
光
間
歩
、
東
谷
の
下
部
に
治
郎
右
衛
門
鋪
・
清
五
郎
鋪
、
さ
ら
に
東

谷
で
あ
る
が
そ
の
東
方
の
下
部
と
上
部
に
平
六
口
、
惣
谷
の
裾
に
大
切
を
し
る
し
て
い
る
。
鋪
・
口
と
い
う
も
配
意
と
同
じ
で
、
由
右
衛
門
間

歩
・
平
六
閾
歩
に
は
上
下
に
二
間
歩
が
あ
っ
た
。
由
右
衛
門
・
平
六
・
清
五
郎
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
名
を
負
う
た
間
歩
を
普
請
し
た
山
師
で
、

安
永
二
年
半
兵
衛
等
を
案
内
し
た
治
郎
右
衛
門
は
見
分
報
告
に
無
才
（
外
業
）
と
書
い
て
い
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
山
師
で
治
郎
右
衛
門
鋪

を
掘
っ
た
当
人
に
相
違
な
い
。
鉱
脈
の
東
端
は
尾
根
を
越
え
て
大
津
呂
川
谷
筋
の
斜
面
に
及
ん
だ
の
で
、
見
分
報
告
に
峯
越
に
吉
舎
が
現
わ
れ

る
と
い
う
の
は
、
そ
の
事
実
を
指
す
の
で
あ
る
。
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天
保
の
絵
図
に
、
三
光
問
歩
を
墓
準
と
し
、
専
断
歩
の
四
ツ
留
口
と
の
間
の
明
り
道
法
即
ち
地
表
面
の
距
離
と
高
低
の
差
を
詳
記
し
て
い
る
。

従
三
光
間
歩
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（
歩
）

　
治
郎
右
衛
…
門
問
鰭
付
也
迄
　
　
明
り
道
法
　
　
三
拾
四
［
間
　
　
　
但
此
・
上
り
蝋
弐
丈
六
歩
　
　
　
　
　
　
‘

　
清
五
郎
間
符
迄
　
　
　
同
　
　
　
　
八
拾
五
間
　
　
但
此
上
り
八
丈
四
寸
三
歩

　
下
平
六
間
符
迄
　
　
　
同
　
　
　
　
百
七
拾
三
間
　
但
此
上
り
拾
三
丈
壱
尺
四
寸
三
分

　
上
平
六
間
符
迄
　
　
　
同
　
　
　
　
弐
百
拾
間
半
　
但
此
上
り
弐
拾
四
丈
九
尺
四
寸
三
歩

　
右
四
ケ
所
宮
代
谷

　
下
由
右
衛
門
間
符
迄
　
同
　
　
　
　
八
拾
間
　
　
　
但
此
上
り
七
丈
八
寸

　
上
由
右
衛
門
間
符
迄
　
同
　
　
　
　
百
壱
間
半
　
　
但
此
上
り
拾
壱
丈
弐
寸

　
・
石
弐
ケ
所
西
寺
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲

西
寺
山
と
は
現
在
は
通
称
を
西
山
と
い
い
、
宮
代
谷
方
面
は
東
山
或
は
東
宮
代
（
城
）
と
呼
ん
で
い
る
。
西
山
に
は
西
一
番
坑
と
呼
ば
れ
る
旧

坑
跡
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
部
に
西
二
番
坑
の
導
坑
跡
が
あ
り
、
西
山
の
西
側
は
即
ち
西
広
寺
の
裏
山
に
な
る
。
こ
れ
ら
旧
坑
は
明
治
以
後
に
も

採
掘
さ
れ
た
が
、
西
一
番
坑
は
下
男
右
衛
門
間
歩
、
西
二
番
坑
は
上
由
右
衛
門
間
歩
の
跡
に
該
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
絵
図
に
は
さ
ら
に

行
地
即
ち
切
り
詰
ま
で
の
鋪
内
の
距
離
等
も
詳
し
く
注
記
し
て
い
る
。
三
光
・
治
郎
右
衛
門
・
清
五
郎
の
諸
間
歩
は
鋪
内
で
抜
け
合
い
、
習
弊

の
先
端
は
峯
境
を
越
え
て
延
び
て
い
る
。
ま
た
中
ノ
水
抜
の
ほ
か
に
も
大
規
模
の
水
抜
が
切
ら
れ
悪
水
水
抜
間
歩
と
呼
ば
れ
、
そ
の
取
駆
け
の

詰
は
峯
境
を
越
え
て
い
て
延
長
三
四
〇
間
に
及
ん
だ
。
悪
水
水
抜
間
蔭
口
は
野
尻
川
新
砂
川
と
宮
代
川
新
製
川
の
落
合
点
付
近
に
開
口
し
て
い

て
、
現
在
も
鉱
泉
宿
付
近
に
残
っ
て
い
る
旧
疎
水
坑
跡
が
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
見
分
報
告
に
、
鋭
の
出
銅
分
を
列
記
し
て

　
三
光
本
口
　
　
　
鈷
一
〇
〇
貫
目
に
つ
き
　
銅
四
三
〇
〇
匁

　
治
郎
右
衛
門
口
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
九
七
〇
〇
匁

　
金
林
清
五
郎
口
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
同
九
八
○
○
匁

碧
衛
轡
同
　
」
　
同
瓶
。
。
。
。
。
。
鰍
－
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平
六
・
　
同
　
　
　
同
驚
。
。
。
。
解

　
　
　
　
　
　
　
　
り
ゅ
う
ず

と
し
、
清
五
郎
口
の
龍
頭
の
鉛
は
一
〇
〇
貫
目
に
つ
き
銅
三
四
、
五
貫
目
と
い
う
高
品
位
の
黒
月
で
あ
る
と
付
記
し
て
い
る
。
製
錬
法
は
別
子

等
で
見
ら
れ
る
当
時
の
一
般
的
な
方
法
と
は
や
や
相
違
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
生
意
一
〇
〇
貫
屋
は
砕
桝
八
杯
に
相
当
し
薪
木
を
も
っ
て
焼
釜
で

焼
醒
す
る
が
、
八
杯
を
三
吹
に
す
る
。
焼
鉱
三
杯
分
を
錆
吹
床
で
炭
を
も
っ
て
吹
き
溶
か
し
て
鍍
を
採
る
。
鍍
を
採
っ
た
あ
と
、
ま
た
焼
鉱
三

杯
分
を
吹
き
溶
か
し
、
か
膨
み
（
鉱
鐸
）
を
除
去
し
て
、
そ
こ
へ
先
き
に
採
っ
た
鍍
の
全
部
と
、
残
り
の
焼
鉱
二
杯
分
を
加
え
て
吹
き
溶
か
し

鍍
と
す
る
。
こ
の
鍍
を
真
吹
き
し
て
荒
銅
と
す
る
が
、
鎗
吹
・
真
吹
は
一
日
で
行
な
う
と
い
う
。
別
子
等
で
は
焼
鈷
五
〇
〇
貫
目
ほ
ど
が
一
仕

舞
の
量
で
、
こ
れ
を
戸
吹
は
五
吹
ほ
ど
と
し
、
錆
吹
に
よ
っ
て
鍍
を
採
り
そ
の
あ
と
に
床
尻
銅
が
残
り
、
鍍
は
真
吹
き
し
て
荒
銅
と
す
る
の
で
、

一
仕
舞
の
量
に
大
小
あ
る
こ
と
は
と
も
か
く
、
製
錬
の
過
程
が
や
や
異
っ
て
い
る
。

　
見
分
報
告
に
ま
た
荒
銅
を
大
坂
へ
輸
送
す
る
運
賃
を
次
の
よ
う
に
し
る
し
て
い
る
。

　
野
尻
よ
り
本
郷
ま
で
　
一
駄
に
つ
き
駄
賃
銀
四
匁
五
分

　
本
郷
よ
り
小
浜
ま
で
　
一
丸
に
つ
き
船
賃
　
　
　
　
　
一
分
ほ
ど

　
小
浜
よ
り
熊
川
ま
で
　
一
駄
に
つ
き
駄
賃
　
米
六
升
五
合
ほ
ど

　
熊
川
よ
り
今
津
ま
で
　
同
　
　
　
　
　
　
　
六
升
一
合
五
勺

辮
撫
攣
麓

　
こ
れ
に
よ
っ
て
大
坂
ま
で
の
輸
送
路
が
明
か
で
あ
る
。
銅
一
丸
は
一
六
貫
目
、
一
二
は
野
並
で
あ
ろ
う
。

　
御
手
山
時
代
の
三
光
銅
山
の
産
銅
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
明
和
三
年
に
大
坂
銅
会
所
を
銅
座
と
し
て
、
諸
国
荒
銅
は
す
べ
て
銅
座
に
売

上
げ
ら
れ
、
銅
座
か
ら
吹
賃
を
与
え
ら
れ
て
大
坂
の
吹
屋
が
御
用
樟
銅
（
輸
出
銅
）
や
地
売
向
き
諸
型
銅
に
吹
き
、
長
崎
廻
銅
も
地
獄
銅
銭
下

le （10）
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げ
も
銅
座
よ
り
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
三
光
銅
は
大
塚
屋
が
取
り
次
い
で
銅
座
へ
売
上
げ
ら
れ
た
。
即
ち
銅
座
か
ら
買
上
代
銀
が
大
塚
屋

へ
下
げ
渡
さ
れ
、
大
塚
屋
は
諸
経
費
（
運
賃
・
水
揚
げ
蔵
入
料
・
問
屋
口
銀
等
）
を
控
除
し
て
荷
主
即
ち
こ
の
場
合
は
藩
へ
支
払
う
こ
と
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
塚
屋
は
凝
屋
で
も
あ
る
が
、
必
ず
し
も
三
光
銅
を
吹
い
た
と
は
限
ら
ぬ
。
三
光
銅
は
御
用
銅
で
は
な
く
地
雷
銅
に
吹
か

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
吹
屋
へ
は
銅
座
か
ら
所
定
の
毒
忌
が
与
え
ら
れ
る
。
住
友
か
ら
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
小
浜
藩
京
都
屋
敷
留
守
居
役
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

提
出
し
た
三
光
銅
山
稼
方
の
願
書
に
、
野
尻
村
銅
山
の
先
年
の
銅
は
大
坂
へ
送
ら
れ
て
住
友
が
吹
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
て
明
和
三
年
以
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

銅
座
が
買
入
れ
た
三
光
銅
高
と
代
銀
高
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

年
次

明
和
三

同同同同同
八七六五四

買
入
銅
高
（
斤
）

　
三
七
七
七
三
・
九

　
四
〇
六
七
九
・
九

一一

�
Z
一
六
四
・
九

二
二
六
九
一
〇
・
四

一
八
一
二
九
二
七
・
八

　
四
八
九
四
三
・
三

代
銀
高
（
匁
）

　
五
九
五
〇
五
・
八
〇
四

　
六
五
四
九
四
・
六
三
九

二
〇
九
五
六
五
・
四
八
九

コ一

Z
五
三
二
五
。
七
四
四

二
九
六
＝
一
三
・
七
五
八

　
七
八
七
九
八
・
七
一
三

一
〇
〇
斤
に
つ
き
値
段
（
匁
）

一
五
七
・
五
三
余

一
六
一

一
六
一

一
六
一

二
会

一
六
一

な
お
、
明
和
六
年
に
は
別
に
一
八
○
○
斤
、
代
銀
三
貫
二
四
〇
匁
を
売
上
げ
て
い
る
。

　
明
和
五
、
六
、
七
年
の
買
入
銅
高
は
長
野
御
用
銅
を
分
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
三
銅
山
（
秋
田
・
南
部
・
別
子
立
川
）
は
別
格
と
し
、
そ
れ

以
外
の
地
売
銅
向
き
荒
馬
を
売
上
げ
た
諸
国
銅
山
中
で
は
、
但
馬
生
野
・
出
羽
永
松
に
次
ぐ
額
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
明
和
八
年
五
月
休
嘉
し
た

の
は
急
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
見
分
報
告
に
も
「
色
体
鑓
七
重
太
ク
、
殊
二
急
二
相
止
メ
豊
山
ニ
テ
未
配
釜
二
忍
石
モ
彩
、
焚
捨
有
之
」

と
述
べ
て
い
る
。

　
休
山
に
追
い
込
ま
れ
た
事
情
に
は
、
小
浜
藩
は
そ
の
頃
財
政
難
に
陥
っ
て
い
て
御
手
山
と
し
て
仕
入
に
手
詰
り
と
な
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
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る
。
天
保
年
間
幕
府
巡
検
使
に
対
す
る
応
答
の
趣
意
を
示
し
た
記
録
に
、
　
「
出
方
宜
し
か
ら
ず
、
雑
用
引
合
申
さ
ず
、
其
迄
村
方
に
て
其
害
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

み
出
来
仕
り
候
に
付
、
其
後
明
和
八
年
豊
山
に
相
成
申
候
」
と
あ
る
に
も
、
そ
れ
が
示
唆
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
も
述
べ
ら

れ
る
よ
う
に
、
農
作
物
・
山
林
及
び
漁
猟
に
対
す
る
煙
警
・
銅
水
害
の
発
生
が
鋸
山
の
主
要
な
原
因
と
な
っ
た
ら
し
い
。
天
保
十
一
年
三
月
住

友
の
支
配
人
泉
屋
源
兵
衛
は
、
三
光
銅
秘
の
再
興
の
下
交
渉
や
銅
山
見
分
の
た
め
、
小
浜
藩
へ
出
張
し
た
。
藩
の
御
用
人
岩
間
五
郎
八
は
源
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

衛
を
旅
宿
に
訪
れ
、
　
「
先
年
休
山
相
成
候
故
障
と
申
老
種
々
有
之
」
と
語
り
、
特
に
次
の
事
項
が
休
山
の
理
由
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

一
、
国
産
の
油
木
数
万
本
が
煙
害
の
た
め
枯
死
し
た
と
い
う
。

一
、
野
尻
村
近
辺
の
田
畑
が
銅
水
の
た
め
不
毛
と
な
り
、
酉
姓
の
愁
訴
が
続
い
た
。

一
、
本
郷
の
川
筋
、
つ
ま
り
野
尻
川
か
ら
佐
分
利
川
へ
如
水
が
流
れ
て
海
に
入
る
た
め
に
、
漁
業
に
障
害
を
与
え
た
。
草
木
魚
類
を
害
す
る
こ

　
と
ゆ
え
、
人
体
に
も
影
響
が
あ
ろ
う
。

一
、
諸
国
か
ら
稼
人
が
入
り
込
み
、
遊
芸
流
行
し
て
百
姓
の
風
俗
を
乱
し
国
風
を
害
し
た
。
農
業
を
捨
て
銅
山
に
入
る
百
姓
も
出
来
て
、
本
業

　
の
妨
げ
と
も
な
っ
た
。

一
、
休
山
後
に
鋪
内
を
見
分
す
る
に
、
龍
頭
が
破
損
し
上
部
か
ら
鉛
が
崩
れ
落
ち
て
い
る
状
態
で
あ
る
か
ら
、
底
方
を
続
け
れ
ば
怪
我
人
・
死

　
人
が
い
か
ほ
ど
出
る
か
計
り
難
い
状
況
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。

一
、
銅
山
は
始
め
は
歩
付
良
好
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
深
鋪
と
な
っ
て
出
費
増
加
し
損
失
が
多
く
な
っ
た
と
伝
え
る
。

　
御
手
山
稼
行
に
お
い
て
藩
は
煙
害
や
銅
水
害
に
対
す
る
処
置
を
、
ど
の
よ
う
に
採
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
対
策
ら
し
い
も
の
の
形
跡
を

見
出
し
得
な
い
。
三
光
銅
山
の
立
地
は
諸
国
銅
山
の
多
く
と
は
相
違
し
て
、
集
落
・
耕
地
と
至
近
の
距
離
で
稼
行
さ
れ
た
。
野
尻
村
の
集
落
か

ら
三
、
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
も
浅
い
谷
を
進
め
ば
、
野
尻
・
宮
代
の
両
川
の
岸
に
焼
釜
が
並
ん
で
い
た
。

　
ま
た
、
藩
と
し
て
は
か
な
り
の
規
模
を
持
つ
鉱
山
経
営
は
初
め
て
の
経
験
で
、
錬
達
し
た
業
者
の
単
独
稼
行
と
は
事
情
が
異
り
、
諸
国
の
稼

人
が
流
入
混
在
し
て
統
制
を
欠
き
棄
乱
し
た
生
活
が
見
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
身
内
の
保
安
状
況
の
悪
い
こ
と
は
、
龍
頭
の
鈷
が
割
れ
て
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落
ち
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
半
兵
衛
等
の
見
聞
報
告
に
、
清
五
郎
間
歩
の
龍
頭
錆
は
一
〇
〇
貫
目
に
つ
き
銅
三
四
、

五
貫
目
の
高
品
位
の
黒
鋪
で
あ
る
と
す
る
が
、
鉱
山
で
は
広
く
禁
忌
と
さ
れ
る
龍
頭
の
採
掘
す
ら
手
が
け
た
の
で
な
い
か
と
思
う
。
一
般
に
鋪

の
深
く
な
る
に
つ
れ
、
諸
経
費
は
累
積
す
る
が
、
墨
継
に
計
画
性
を
欠
い
た
こ
と
は
経
営
の
困
難
化
を
さ
ら
に
促
進
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
吹
屋
へ
直
送
し
て
も
、
吹
屋
が
取
り
次
い
で
銅
座
へ
売
上
げ
る
こ
と
に
な
る
か

　
①
　
「
福
井
県
史
」
第
二
編
第
二
冊
　
四
七
六
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
、
問
屋
口
銀
が
か
か
る
が
、
銅
問
屋
の
半
分
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
宝
暦
三
年

　
　
山
口
久
三
「
野
尻
鋼
山
と
地
方
産
業
」
（
「
若
立
郷
土
研
究
」
一
五
の
三
、
昭
和
四
　
　
　
　
　
か
ら
同
五
年
ま
で
の
、
大
塚
屋
甚
右
衛
門
の
飛
騨
中
洞
銅
山
の
荒
銅
仕
切
書
を
見

　
　
五
年
六
月
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
も
明
か
で
あ
る
。
　
（
「
神
岡
鉱
山
史
」
七
四
頁
）

　
②
板
屋
一
助
「
稚
尊
翁
」
第
七
、
こ
の
書
に
明
和
丁
亥
（
四
）
年
十
月
の
序
文
が
　
　
⑦
住
友
修
史
室
所
蔵
「
諸
国
銅
山
見
分
控
」
、
元
文
四
（
｝
七
三
九
）
旧
年
か
ら
文

　
　
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
十
三
（
天
保
元
、
一
八
三
〇
）
寅
年
ま
で
、
住
友
の
奉
公
人
・
使
用
人
に
よ
る

③
　
福
井
県
大
飯
郡
大
飯
町
本
郷
　
荒
木
政
吉
氏
所
蔵

④
　
住
友
修
史
室
に
は
、
無
点
家
の
一
種
の
日
記
と
も
い
う
べ
き
宝
永
以
来
の
「
年

　
々
肥
帳
」
（
宝
永
四
年
正
月
…
明
治
十
年
三
月
）
、
　
一
六
番
田
一
出
馬
m
捕
、
　
他
に
蕪
細
番
…
鳳
剛

　
の
ほ
か
、
　
「
年
々
記
」
　
「
諸
用
留
」
な
ど
と
題
記
す
る
も
の
が
数
種
あ
る
が
、
四

　
二
本
の
「
年
・
々
記
」
天
保
三
歳
正
月
の
条
に
見
え
る
。

⑤
住
友
修
史
室
所
蔵
「
若
州
三
幸
銅
山
諸
雑
記
納
」
と
表
記
さ
れ
る
包
袋
の
中
に

　
収
め
た
記
録
の
一
、
以
下
、
特
記
し
な
い
同
室
所
蔵
の
史
料
は
、
こ
の
包
袋
中
の

　
も
の
。

二
　
銅
山
再
開
へ
の
動
き

　
お
も
に
近
畿
以
西
の
諸
國
銅
山
の
見
分
報
告
を
集
成
し
た
記
録
。

⑧
縦
三
〇
八
㎝
横
一
七
六
㎝
、
「
曲
尺
四
歩
ヲ
以
壱
間
二
準
ス
」
と
あ
る
。

⑨
佐
友
修
史
室
所
蔵
「
年
々
帳
」
十
二
番

⑩
「
大
意
書
」
巻
四
明
和
三
盆
年
以
来
大
坂
地
売
銅
御
買
入
高
井
銅
座
に
て
売

　
捌
方
訳
書
、
　
「
年
々
記
」
天
保
三
歳
正
月
条
の
「
銅
座
ニ
テ
聞
合
候
」
三
光
出
銅

　
高
も
全
く
一
致
す
る
。

⑪
大
飯
町
本
郷
渡
辺
丈
男
氏
所
蔵
渡
辺
氏
は
代
々
源
右
衛
門
を
称
し
た
。

⑫
　
天
保
十
一
子
年
三
月
　
源
兵
衛
稿
「
若
務
鋼
山
掛
合
一
件
」

　
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
十
一
月
に
住
友
か
ら
三
光
銅
山
墨
継
の
願
書
を
小
浜
藩
京
都
留
守
居
役
へ
差
し
出
し
た
。
そ
れ
に
は
、
二
〇
年
以
前

小
浜
城
下
の
米
屋
植
田
勘
左
衛
門
の
取
次
で
住
友
の
手
代
か
ら
同
山
稼
方
を
願
い
出
て
退
け
ら
れ
た
が
、
他
か
ら
出
願
あ
れ
ば
住
友
と
し
て
は

二
〇
年
前
出
願
の
手
前
も
あ
り
、
ま
た
年
来
金
銭
の
用
立
な
ど
酒
井
家
出
入
り
の
関
係
か
ら
も
、
外
聞
に
も
か
か
わ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら

に
翌
十
二
月
つ
づ
け
て
願
書
を
差
し
出
し
、
近
年
諸
国
の
鋼
出
方
減
じ
、
文
化
五
年
銅
座
は
銅
買
上
値
段
を
増
し
増
産
を
計
り
休
山
中
の
銅
山
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も
し
だ
い
に
再
開
さ
れ
る
時
節
で
あ
っ
て
、
野
尻
村
銅
山
稼
方
の
免
許
の
場
合
は
住
友
に
命
ぜ
ら
れ
た
い
と
あ
る
。
し
か
し
留
守
居
役
か
ら
は
、

事
情
あ
っ
て
何
方
か
ら
出
願
あ
る
も
銅
山
稼
方
は
認
め
ら
れ
ぬ
と
し
、
も
し
将
来
再
開
す
る
こ
と
あ
れ
ば
、
も
と
よ
り
住
友
を
措
い
て
他
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

許
さ
ぬ
と
い
う
添
状
を
付
し
て
差
し
戻
さ
れ
た
。
ご
○
年
以
前
勘
左
衛
門
の
取
次
で
出
願
し
た
と
い
う
の
は
、
寛
政
二
年
二
月
勘
左
衛
門
か
ら

の
連
絡
に
よ
っ
て
、
　
「
先
年
半
兵
衛
・
茂
兵
衛
等
見
分
い
た
し
仕
当
二
三
リ
候
様
相
見
立
場
所
二
酉
」
住
友
か
ら
人
を
や
り
再
見
分
し
た
と
こ

ろ
、
以
前
見
分
の
結
果
と
同
様
よ
ほ
ど
良
好
な
銅
山
な
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
が
、
当
時
は
藩
は
再
開
を
認
め
ぬ
方
針
で
、
た
だ
勘
左
衛
門
が

そ
の
間
を
斡
旋
に
努
め
た
だ
け
に
終
わ
っ
た
事
実
を
指
す
の
で
あ
る
。

　
小
浜
藩
が
三
光
銅
山
の
再
開
を
認
め
ぬ
姿
勢
を
一
応
堅
持
し
な
が
ら
、
や
が
て
再
開
へ
と
動
い
て
い
く
が
、
そ
れ
に
は
幕
府
の
産
銅
政
策
の

展
開
と
、
そ
れ
を
背
景
に
し
て
住
友
の
銅
山
業
者
と
し
て
の
新
銅
山
獲
得
の
要
請
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
対
応
し
て
小
浜
藩
は

財
政
窮
追
打
開
の
一
途
と
し
て
強
く
銅
山
開
発
に
希
望
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

　
明
和
三
年
幕
府
は
銅
座
を
再
興
し
、
諸
国
出
漁
を
一
手
に
買
上
げ
賃
吹
さ
せ
て
、
長
崎
御
用
銅
の
廻
送
と
と
も
に
、
地
売
銅
は
値
段
を
公
定

し
払
い
下
げ
、
問
屋
口
写
一
分
五
厘
と
二
分
を
地
売
銅
の
払
下
を
受
け
る
番
屋
と
仲
買
に
そ
れ
ぞ
れ
与
え
た
。
当
時
長
崎
御
用
銅
は
秋
田
・
南

部
・
別
子
立
川
の
三
銅
山
の
出
銅
を
も
っ
て
当
て
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
地
若
鷺
向
き
諸
国
荒
銅
の
買
上
高
は
明
和
三
年
以
来
安
永
年
間
に

か
け
、
一
〇
〇
万
斤
一
一
八
○
万
斤
で
、
買
上
値
段
は
一
〇
〇
斤
に
つ
い
て
銀
一
四
〇
1
一
八
○
匁
で
平
均
一
五
二
一
一
六
一
匁
ほ
ど
と
な
っ

て
い
る
。
諸
国
荒
銅
は
銅
座
が
大
坂
の
吹
屋
中
よ
り
命
じ
た
糺
筏
師
に
よ
っ
て
、
天
福
り
（
灰
吹
銀
の
出
方
）
や
吹
減
の
状
態
を
改
め
、
買
上

値
段
が
定
め
ら
れ
た
。
明
和
三
年
の
例
で
は
、
荒
起
一
〇
〇
斤
に
つ
き
銀
一
四
二
匁
余
か
ら
一
八
八
匁
余
と
格
差
が
あ
る
。
殊
に
日
向
の
土
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

呂
銅
や
比
平
銅
は
、
四
〇
匁
か
ら
五
〇
匁
と
い
う
安
値
段
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
芋
竃
が
多
い
結
果
で
あ
る
。

　
地
売
半
払
下
値
段
は
一
〇
〇
斤
に
つ
き
銀
二
一
〇
匁
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
七
匁
を
増
し
、
そ
の
内
二
匁
は
吹
賃
増
、
荒
壁
買
上
の
増
分
即

ち
山
元
へ
の
増
分
は
代
銀
一
〇
〇
匁
に
つ
き
一
匁
五
分
と
し
、
残
り
を
銅
座
の
余
利
と
し
た
。
し
か
し
天
明
九
（
一
七
八
九
）
年
正
月
、
高
志
出

銅
が
少
な
く
証
書
銅
に
差
支
が
あ
り
御
用
銅
に
も
支
障
が
起
こ
る
と
し
、
大
坂
の
銅
問
屋
・
吹
屋
・
仲
買
及
び
京
都
の
仲
買
等
を
銅
座
へ
集
め
、
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下
墨
買
上
値
段
一
〇
〇
斤
に
つ
き
銀
六
匁
を
増
す
こ
と
と
し
、
こ
の
増
分
は
山
元
へ
還
元
さ
れ
る
こ
と
ゆ
え
、
早
便
で
山
元
へ
連
絡
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
き

に
指
示
し
た
。
こ
の
頃
、
地
売
難
壁
荒
銅
の
買
上
高
は
三
〇
万
斤
余
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
地
上
銅
払
下
値
段
は
一
〇
〇
斤
に
つ
き
銀
二
二
三
匁
と

な
る
が
、
末
端
の
商
人
問
で
は
四
二
〇
一
四
六
〇
匁
の
高
相
場
で
取
引
さ
れ
た
と
い
う
。
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
五
月
銅
座
へ
大
坂
の
吹
屋
・

仲
買
を
呼
び
、
御
定
値
段
以
上
に
売
買
す
る
こ
と
を
、
き
び
し
く
禁
止
し
た
。
さ
ら
に
同
九
年
に
は
地
響
銅
の
鼠
壁
買
受
や
仲
買
を
や
め
て
、

銅
座
の
直
売
と
し
、
従
っ
て
問
屋
口
銀
は
廃
止
さ
れ
た
。
文
化
五
（
｝
八
○
八
）
年
二
月
荒
銅
買
上
値
段
を
荒
銅
の
性
合
に
よ
っ
て
一
〇
〇
斤
に

つ
き
銀
盤
、
八
匁
か
ら
二
〇
匁
増
し
、
払
下
値
段
を
二
七
匁
増
し
て
二
五
〇
匁
と
し
た
。
住
友
が
三
光
銅
山
双
方
の
願
書
に
、
銅
座
が
辰
年
値

増
に
よ
っ
て
産
銅
の
た
め
の
仕
法
を
立
て
た
と
い
う
の
は
こ
の
値
段
増
を
指
し
て
い
る
。
文
化
八
年
分
ら
に
荒
銅
買
上
値
段
、
地
売
上
払
下
値

段
と
も
に
銀
鮒
〇
匁
を
増
し
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
は
山
元
の
増
産
を
促
し
て
、
払
下
思
高
に
比
べ
て
買
上
荒
聖
高
が
増
し
て
銅
座
の
髪
上
が
多

く
な
り
、
銅
座
の
買
上
代
銀
の
支
払
が
延
滞
し
た
。
同
十
四
年
に
払
下
値
段
を
三
〇
匁
、
翌
文
政
元
（
一
八
一
八
）
年
ま
た
三
〇
匁
値
下
げ
し
て

二
四
〇
匁
と
し
た
が
、
買
請
人
が
少
な
く
入
札
払
に
改
め
た
。
文
政
元
年
に
は
荒
聖
買
上
値
段
も
三
〇
匁
下
げ
て
、
文
化
十
－
十
四
の
五
ケ
年

の
諸
銅
山
廻
銅
一
ケ
年
平
均
高
を
目
当
に
買
上
げ
、
余
分
は
次
年
に
廻
わ
す
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
地
売
銅
入
札
払
の
値
段
は
い
っ
こ
う
引
き

立
た
ぬ
。
住
友
か
ら
銅
座
へ
金
売
西
向
荒
銅
買
上
代
銀
の
立
替
高
が
す
で
に
銀
二
〇
〇
貫
目
に
及
ん
だ
。
翌
文
政
二
年
大
坂
西
町
奉
行
の
家
老

朝
比
奈
忠
兵
衛
か
ら
そ
の
対
策
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
に
対
し
、
住
友
本
家
一
同
評
議
の
上
で
別
家
泉
屋
与
三
兵
衛
の
名
で
銅
座
あ
て

次
の
よ
う
に
答
申
し
て
い
る
。

　
文
政
元
年
中
の
地
売
単
向
荒
土
の
買
上
高
は
一
、
六
九
六
、
二
六
四
斤
二
分
こ
れ
を
真
吹
し
て
一
、
五
六
〇
、
五
六
三
斤
と
な
る
が
、
こ
の

う
ち
秋
田
銅
鐸
七
五
、
七
八
七
斤
、
熊
沢
（
陸
奥
）
銅
三
五
、
○
○
○
斤
を
御
用
銅
に
買
上
げ
残
り
の
う
ち
｛
○
万
寿
は
朝
鮮
輸
出
、
一
〇
万
斤

は
銅
廃
の
三
号
に
あ
て
、
残
り
八
○
万
斤
を
四
度
に
入
札
し
臨
時
の
売
出
を
差
し
止
め
た
な
ら
ば
入
札
値
段
も
引
き
立
つ
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、

先
月
（
五
月
）
一
五
万
斤
入
札
し
て
銀
二
二
七
匁
に
落
札
さ
れ
る
と
即
座
に
同
値
段
を
も
っ
て
そ
の
上
に
一
五
万
斤
を
落
札
人
と
二
番
札
の
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

仰
せ
渡
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
無
定
見
の
落
札
仕
法
で
は
相
場
は
引
き
立
た
ぬ
と
い
っ
て
い
る
。
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文
政
元
年
の
荒
銅
買
上
値
段
引
下
の
後
、
響
銅
の
大
坂
廻
着
流
は
し
だ
い
に
減
少
し
た
。
文
政
七
年
買
上
値
段
を
銀
二
〇
匁
増
し
、
さ
ら
に

同
九
年
七
月
か
ら
は
銀
三
〇
匁
を
加
え
て
、
点
き
に
定
め
た
五
ケ
年
の
諸
銅
山
の
平
均
高
に
か
か
わ
ら
ず
、
産
銅
は
す
べ
て
買
上
げ
る
こ
と
に

し
た
。
し
か
も
挙
上
は
進
ま
ず
、
地
売
銅
入
札
立
値
段
は
高
騰
し
て
い
る
。
文
政
九
年
以
来
の
大
坂
に
お
い
て
山
田
屋
平
七
が
落
札
し
た
地
売

銅
高
・
銅
一
〇
〇
斤
に
つ
い
て
の
落
札
値
段
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
文
政
九
、
四
、
二
九
　
　
吹
銅
三
〇
万
斤
銀
三
四
五
・
一
八
匁

　
同
一
〇
、
四
、
一
　
　
同
　
三
〇
万
斤
　
同
三
二
二
・
三
三

　
同
一
〇
、
一
一
、
　
　
　
同
　
二
〇
万
斤
　
同
三
五
三
・
六
三

　
同
一
二
、
　
四
、
　
二
五
　
　
　
關
囚
　
三
〇
万
斤
　

同
三
一
二
七
・
六
七

　
ま
た
、
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
二
月
江
戸
で
銅
屋
定
七
が
落
札
し
た
値
段
は
三
二
六
・
七
五
匁
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
天
保
二
年
八
月
銅
座

は
五
ケ
年
問
さ
ら
に
買
上
値
段
を
銀
一
〇
匁
増
す
と
し
、
近
年
ま
で
廻
腸
が
あ
っ
た
が
現
在
は
薄
黒
し
て
い
る
肥
後
大
河
内
銅
山
な
ど
六
ケ
国

銅
山
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
銅
問
屋
等
か
ら
特
に
当
選
に
努
め
る
よ
う
に
連
絡
さ
せ
た
。
し
か
も
馬
繋
は
さ
ら
に
進
ま
ず
、
地
区
銅
鐸
荒
締
の

大
坂
銅
座
へ
廻
わ
っ
た
分
は

　
天
保
＝
一
　
四
八
四
、
九
九
六
斤
一

　
同
　
　
一
一
二
　
　
　
六
九
〇
、
　
一
〇
三
斤
二

　
同
　
一
四
　
　
七
〇
八
、
六
〇
八
斤
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
あ
る
が
、
天
保
十
四
年
分
に
は
三
光
銅
六
四
、
八
六
〇
斤
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
注
意
し
た
い
。

　
長
崎
輸
出
の
御
用
銅
（
古
銅
）
は
延
享
三
（
一
七
四
六
）
年
御
定
高
三
一
〇
万
斤
と
決
ま
り
、
秋
田
・
南
部
・
別
子
立
川
の
三
山
の
ほ
か
吉
岡
・

生
野
・
多
田
銅
管
を
も
っ
て
銅
座
が
買
上
げ
た
。
寛
延
三
（
一
七
五
〇
）
年
銅
座
廃
止
さ
れ
て
大
坂
に
銅
会
所
が
設
け
ら
れ
、
長
崎
会
所
か
ら
役

人
が
出
役
し
て
買
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宝
暦
四
（
一
七
五
四
）
年
秋
田
等
の
三
山
の
出
営
を
も
っ
て
当
て
る
こ
と
と
な
り
、
御
定
高
は
秋
田
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一
六
五
万
、
南
部
七
三
万
斤
、
別
子
立
川
四
二
万
斤
翌
宝
暦
五
年
か
ら
七
二
万
斤
と
し
計
三
一
〇
万
華
で
あ
る
。
こ
れ
は
樟
銅
計
算
で
あ
る
か

ら
大
坂
へ
送
ら
れ
る
雪
隠
高
で
は
、
吹
減
分
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
こ
の
ほ
か
に
、
吉
岡
銅
な
ど
多
少
の
銅
高
が
御
用
銅
樟

銅
と
し
て
買
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
秋
田
・
南
部
銅
は
御
定
高
の
廻
送
を
円
滑
に
廻
送
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
秋
田
銅
は
明
和
元
年
か
ら

一
〇
〇
万
象
、
南
部
銅
は
明
和
三
年
か
ら
六
三
万
斤
の
御
定
高
に
減
じ
た
。
し
か
し
秋
田
銅
は
明
和
八
年
か
ら
四
二
五
、
○
○
○
斤
を
、
南
部

銅
は
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
か
ら
四
〇
〇
、
○
○
○
斤
を
増
し
た
。
秋
田
・
南
部
銅
と
も
に
そ
の
う
ち
四
〇
万
年
を
地
鳥
向
に
廻
わ
さ
れ
た
が
、

南
部
銅
は
天
明
四
（
一
七
八
一
6
年
か
ら
御
定
高
七
三
万
斤
に
戻
り
、
同
六
コ
口
ら
七
〇
万
言
に
、
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
か
ら
五
三
万
斤
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

秋
田
銅
は
寛
政
三
年
か
ら
六
〇
万
斤
と
な
っ
た
。

　
御
用
銅
の
買
上
代
銀
は
三
銅
山
に
よ
っ
て
異
る
が
、
別
子
立
川
銅
は
宝
暦
か
ら
明
和
初
年
に
か
け
て
一
〇
〇
斤
（
樟
銅
）
に
つ
き
銀
ニ
ニ
九

匁
四
分
八
厘
で
あ
る
。
明
和
五
年
御
定
高
七
二
万
斤
に
対
し
銀
雪
〇
貫
目
の
手
当
銀
が
つ
き
、
一
〇
〇
斤
に
つ
き
一
五
八
匁
九
分
八
厘
と
な
る
。

寛
政
十
一
年
七
二
万
斤
の
ほ
か
四
万
斤
を
売
上
げ
、
な
お
そ
の
余
銅
は
地
売
銅
に
売
上
を
願
い
、
五
ケ
年
を
期
限
と
し
た
。
し
か
し
こ
の
余
銅

鉱山稼行とその周辺（小葉田）

地売方売上別子銅（斤）

寛政　11 42，000 文化　13 110，200

12 94，500 14 110，200

享和　1 149，600 文政　1 136，500

2 148，000 2 110，200

3 147，000 3 110，200

文化　1 42，000 4 107，100

2 94．50G・ 5 107，100

3 68，200 6 107，100

4 42，000 7 152，200

5 工47，000 8 5，200

6 120，700

7 120，700 天保　4 41，300

8 147，000 5 67，800

9 120，700 6 67，800

10 147，000 7 91，100

11 84，000 8 99，100

の
地
売
繋
売
上
は
期
限
ご
と
に
出
願
し
て
継
続
し
て
許
さ
れ
た
。
別
子
立
川
銅

（
響
銅
）
の
寛
政
十
一
年
以
来
の
地
売
方
莞
上
高
を
表
示
し
て
お
く
。

　
文
化
元
（
一
八
〇
四
）
年
耳
門
〇
貫
目
の
手
当
が
増
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
御
用
銅

と
薄
紫
銅
筆
荒
銅
で
は
売
上
代
銀
に
大
き
な
差
が
あ
る
。
文
政
九
年
住
友
か
ら
地

売
方
売
上
に
比
較
し
て
御
用
銅
（
樟
銅
）
売
上
の
損
銀
の
大
き
い
こ
と
を
述
べ
、

御
用
銅
増
売
上
分
四
万
斤
を
地
売
方
に
廻
わ
す
こ
と
を
願
っ
て
い
る
が
、
こ
の
損

銀
の
計
算
は
次
表
の
よ
う
で
あ
る
。

　
表
記
中
の
買
請
米
と
い
う
の
は
元
禄
十
五
（
一
七
〇
二
）
年
以
来
、
別
子
銅
山
に

対
し
て
伊
予
・
讃
岐
・
備
中
・
備
後
等
の
旧
領
貢
米
を
六
千
石
ほ
ど
年
々
払
い
下

17　（let　）



別子銅地売方・樟鋼売上値段（匁）（100斤ニッキ）

地売銅10万斤以上ノトキ増銀分

文政6より御手当増

179．6

10

47

236．6溺子荒三重売方売上値段

御手当銀150貫目定高72万斤二割当高

買請米2割安ヲ止メ代リ＝銀69貫目ヲ支給、

増売上銅4万七二別段支給ナキニツキ76万二二

割当高

荒銅1G5斤ノ等割雑用，100斤ニッキ9．7匁ノ割

箱縄釘代（1箱分）

吹減銅5三代，元値段1斤ニッキ2匁ノ積り

御用樟銅トナル荒誕100斤ノ正当銀二当ル

48

R
㎜

㎜
蹄
9

169．392別二棟銅売上値段

10．185

L55

10

21．735

147．651残

げ
、
一
石
に
つ
き
銀
五
〇
匁
の
定
値
段
で
一
〇
ケ
月
延
納
と
し
た
が
、
新
銀
通
用
に
よ
り
享

保
六
（
一
七
二
」
）
年
頃
か
ら
米
の
所
構
場
に
応
じ
て
値
段
の
交
渉
が
年
々
行
な
わ
れ
、
二
割

五
分
か
ら
三
割
程
の
割
引
相
場
で
や
は
り
一
〇
ケ
月
延
納
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
寛
延
元

（一

ｵ
四
八
）
年
頃
か
ら
所
相
場
の
二
割
安
と
定
め
ら
れ
、
ま
た
立
川
銅
山
の
合
併
に
よ
っ
て

ほ
ぼ
八
千
石
の
買
黒
米
と
な
っ
た
が
、
寛
政
以
後
は
割
引
を
改
め
て
所
相
場
に
準
ず
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
以
上
に
よ
っ
て
樟
銅
・
地
売
方
の
売
上
に
つ
い
て
荒
銅
一
〇
〇

斤
に
つ
き
銀
八
八
匁
九
分
四
厘
二
毛
の
差
が
あ
り
、
戦
陣
増
売
上
四
万
斤
に
つ
い
て
銀
三
五

貫
目
余
、
寛
政
十
一
年
以
来
一
五
ケ
年
の
増
売
上
で
銀
五
二
七
貫
目
余
の
損
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
別
子
樟
銅
一
〇
〇
斤
の
天
保
七
－
十
一
年
五
ケ
年
の
平
均

生
産
費
は
銀
二
五
三
匁
五
分
三
厘
一
毛
と
し
、
売
上
代
銀
は
一
七
〇
匁
三
分
一
厘
三
毛
余
に

過
ぎ
ぬ
の
で
、
二
二
二
匁
程
度
に
増
加
を
銅
座
へ
願
い
出
て
い
る
。
こ
の
御
用
銅
代
銀
は
一

三
九
匁
四
分
八
厘
と
手
当
二
〇
匁
八
分
三
厘
三
毛
に
、
文
政
十
年
か
ら
五
ケ
年
間
、
当
時
別

子
の
涌
水
処
理
の
た
め
増
手
当
と
し
て
金
＝
一
〇
〇
両
ず
つ
を
与
え
た
も
の
を
七
二
万
斤
に

割
当
て
銀
一
〇
匁
と
し
て
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
天
保
十
五
年
五
月
さ
ら
に
御
用
銅
代
の
増

加
を
願
い
出
て
、
明
年
（
弘
化
元
）
か
ら
五
ケ
年
間
、
銀
七
〇
貫
目
ず
つ
の
増
手
当
を
与
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
と
き
天
保
七
－
十
一
年
の
平
均
悼
銅
生
産
費
二
五
三
匁
五
分

三
厘
一
毛
に
対
し
、
天
保
十
二
一
十
四
年
の
そ
れ
を
二
七
四
匁
三
分
二
毛
と
し
、
当
時
の
樟

銅
売
上
代
銀
一
七
三
匁
六
分
六
厘
一
毛
で
あ
る
か
ら
一
〇
〇
斤
に
つ
き
一
〇
〇
匁
六
分
四
厘

一
毛
、
御
定
高
七
二
万
斤
で
は
七
二
四
貫
六
一
五
匁
二
分
の
損
失
に
な
る
と
計
算
し
て
い
る
。
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鉱山稼行とその周辺（小葉田）

をを木　　　三銅山御用銅・地売方荒銅売値段（匁）（100斤ニツキ）

等
の
消
費
が
多
く
て
、
そ
の
調
達
供
給
地
は
し
だ
い
に
遠
距
離
と
な
る
。
ま
た
、
小
屋
・
叢
誌
等
の
諸
施
設
は
別
子
で
は
海
抜
一
〇
〇
〇
米

越
え
る
急
斜
地
に
あ
っ
て
、
毎
年
の
よ
う
に
甚
大
な
風
水
の
被
害
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
点
を
詳
述
す
る
こ
と
は
省
く
が
、
そ
の
一
、
二

紹
介
し
て
お
く
。

ゆ（19

別子　　定高　72万斤

　御用銅　　214．48

　　　　22．2
　　残　192．28
地売銅　　　　239．6

秋田　　定高　60万斤

　御用銅　　212．353

地売銅　　　　240．6

南部鞭ぎ定高　　53万斤

　御用銅　　213．78

地売銅　　2393

139．48　御定値段

75　　弘化2より300貫目増手当，都合540貫目手当

吹減，吹賃，箱縄釘代とも

銅座買上正値段

189．6　　御定値段

40　　手当銀

10　　助成銀

工56．52

33．333

22．5

200．6

40

御買上値段

1ケ年手当150貫自，別二嘉永3から5ケ年間，

1ケ年ノ別段増手当

嘉永6より3ケ年間，1ケ年ノ別段増手当、

買上値段

手当銀

139．48

28．3

22

24

199．3

40

御買上値段

1ケ年手当150貫目

嘉永3より5ケ年間，1ケ年ノ別段増手当

嘉永6より3ケ年間，エケ年ノ別段増手当

買上値段

手当銀

な
お
、
一
七
三
匁
六
分
六
厘
一
毛
の
代
銀
は
、
天
保
十
四
年

か
ら
金
一
二
〇
〇
両
の
御
手
当
が
一
五
〇
〇
両
に
増
加
し
、

棟
二
一
〇
〇
斤
に
つ
き
銀
一
三
匁
三
分
四
厘
鳳
毛
が
割
当
て

ら
れ
て
計
上
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
嘉
永
・
安
政
頃
の
三
銅

山
の
御
用
銅
・
地
売
向
荒
銅
の
銅
座
売
上
値
段
を
衰
示
し
て

お
く
。

　
秋
田
・
南
部
御
用
銅
代
銀
に
お
い
て
も
、
吹
減
・
吹
賃
以

下
の
経
費
が
含
ま
れ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
安
政
以
後
、

諸
物
価
の
変
動
と
同
様
に
銅
値
段
も
大
き
く
騰
貴
す
る
が
、

こ
こ
に
は
述
べ
な
い
。

　
天
保
後
半
期
に
別
子
銅
の
生
産
費
が
極
め
て
高
く
計
箪
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
前
に
述
べ
た
。
一
般
に
鉱
山
で
は
開
発
か

ら
年
代
を
経
る
と
稼
場
即
ち
採
鉱
場
が
深
く
な
り
、
ま
た
鉱

石
の
品
位
は
低
下
し
、
金
属
の
生
産
費
は
増
加
す
る
。
涌
水

に
対
す
る
処
理
費
が
か
さ
み
、
し
ば
し
ば
休
山
に
追
い
込
ま

れ
る
。
別
子
の
よ
う
な
大
鉱
山
で
は
坑
木
や
炭
木
或
は
小
屋



　
別
子
立
川
の
露
頭
は
銅
山
越
を
挾
み
、
西
北
西
か
ら
東
南
菓
の
方
向
に
現
わ
れ
、
鉱
床
の
巾
一
五
〇
〇
米
、
こ
れ
が
一
枚
の
板
状
と
な
っ
て

東
北
東
の
方
向
に
六
、
七
〇
度
の
傾
斜
を
も
っ
て
深
く
地
下
へ
続
い
て
い
る
。
別
子
本
鋪
の
坑
口
で
あ
る
海
抜
＝
一
〇
〇
米
の
歓
東
間
歩
口
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
す
ま

ら
最
深
の
稼
場
ま
で
の
鋪
道
の
距
離
は
、
正
徳
頃
に
は
三
〇
〇
間
、
宝
暦
頃
に
は
六
〇
〇
間
、
文
政
頃
に
は
千
間
余
の
三
角
に
達
し
て
い
た
と

い
う
。
三
角
は
現
在
の
第
三
通
洞
海
抜
約
七
五
〇
米
の
水
準
に
近
い
と
聞
く
。
稼
人
の
鋪
内
出
入
も
鉱
石
の
搬
出
も
、
歓
東
霞
歩
口
よ
り
行
な

わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
切
り
詰
、
つ
ま
り
最
深
の
根
戸
の
涌
水
に
宝
暦
頃
に
は
一
四
〇
五
悪
、
天
明
頃
に
は
一
五
〇
丁
余
の
樋
を
継
ぎ
立
て
揚
水
し
て
坑
外
に
流
出

さ
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
頃
別
子
側
の
涌
水
は
海
抜
一
、
〇
九
五
米
の
代
々
水
抜
か
ら
、
立
川
側
は
海
抜
一
、
〇
一
二
米
余
の
寛
永
水
抜

か
ら
落
し
た
。
立
川
側
の
都
閥
歩
等
の
水
抜
と
な
っ
て
い
た
太
平
間
歩
と
そ
の
下
部
に
あ
る
寛
永
立
歩
と
が
安
永
五
年
に
貫
通
し
た
の
で
あ
る
。

天
明
七
年
夏
な
っ
て
別
子
本
鋪
内
の
中
事
と
い
う
場
所
で
寛
永
水
抜
と
の
疏
通
が
成
功
し
て
、
代
凌
水
抜
か
ら
落
し
た
水
を
、
寛
永
水
抜
か
ら

流
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
樋
三
八
丁
を
減
し
得
た
と
い
う
。
天
明
六
年
に
大
き
な
涌
水
が
あ
り
、
翌
七
年
水
替
費
と
し
て
銀
二
〇
〇
貫

目
を
、
寛
政
二
年
に
同
じ
く
銀
一
〇
〇
貫
目
を
幕
府
か
ら
拝
借
し
て
排
水
に
努
め
、
ま
た
寛
永
水
抜
へ
の
疏
水
も
効
果
を
あ
げ
た
と
見
え
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

だ
い
に
増
水
分
の
湛
水
が
減
じ
、
享
和
頃
に
は
常
水
（
常
態
の
涌
水
）
の
み
の
排
水
に
戻
っ
た
。
し
か
し
住
友
で
は
抜
本
的
な
涌
水
対
策
と
し

て
、
寛
政
四
年
に
小
足
谷
の
海
抜
九
一
四
米
の
線
に
大
水
抜
工
事
に
着
手
し
た
。
秘
図
〇
〇
貫
目
拝
借
を
願
っ
た
が
、
同
八
年
に
い
た
り
三
〇

〇
貫
目
を
許
さ
れ
た
。
こ
れ
は
寛
政
水
抜
と
よ
ば
れ
て
完
成
し
た
の
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
文
政
八
年
三
月
、
別
子
本
鋪
下
り
詰
の

稼
場
に
急
に
大
出
水
が
あ
っ
た
。
天
明
の
出
水
時
代
か
ら
こ
の
時
ま
で
に
、
三
角
ま
で
掘
り
下
っ
て
い
て
、
樋
四
七
丁
が
増
加
し
て
い
た
と
い

う
。
そ
し
て
こ
の
大
出
水
の
た
め
樋
二
八
丁
が
水
没
し
た
。
幕
府
は
文
政
十
年
か
ら
天
保
二
年
ま
で
毎
年
金
＝
一
〇
〇
両
ず
つ
御
用
銅
代
に
増

手
当
を
与
え
る
こ
と
に
し
た
が
、
天
保
二
年
八
月
住
友
か
ら
は
増
手
当
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
年
々
銀
八
、
九
〇
貫
目
の
欠
損
で
、
文
政
十
二
年

は
米
価
謄
貴
で
一
八
○
貫
目
余
、
天
保
元
年
一
二
〇
貫
目
余
、
本
年
も
米
高
値
で
損
銀
過
分
の
見
込
で
あ
る
と
し
、
秋
闘
・
南
部
銅
は
定
高
少

な
く
地
売
方
と
な
る
余
銅
多
く
、
鯛
子
も
南
部
銅
同
様
五
三
万
斤
の
定
高
と
し
余
銅
の
地
売
方
廻
し
を
願
い
出
て
い
る
。
文
政
八
年
大
出
水
の
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た
め
出
組
減
少
し
、
御
用
銅
定
高
七
二
万
斤
は
つ
い
に
最
後
ま
で
納
め
た
が
、
天
保
三
年
ま
で
地
売
方
余
銅
を
全
く
欠
い
た
こ
と
も
打
撃
で
あ

っ
た
。
天
保
後
期
に
は
銅
の
生
産
費
が
す
こ
ぶ
る
高
騰
し
て
い
る
こ
と
を
前
述
し
た
。
買
請
米
代
銀
の
以
前
の
有
利
な
条
件
が
失
わ
れ
た
の
み

な
ら
ず
、
天
保
年
間
に
は
不
作
の
た
め
米
価
暴
騰
し
諸
物
価
も
上
昇
し
た
こ
と
も
稼
行
を
さ
ら
に
困
難
と
し
た
。
天
保
十
三
年
御
用
銅
定
高
四

〇
万
斤
に
減
少
し
、
そ
の
余
銅
を
地
一
方
へ
廻
わ
し
、
御
用
黒
鍵
銀
増
加
と
緒
方
手
当
銀
増
加
を
願
い
、
こ
れ
が
容
れ
ら
れ
ず
は
休
業
す
る
ほ

か
は
な
い
が
そ
の
と
き
は
稼
人
手
当
銀
と
し
て
銀
五
〇
〇
貫
目
の
拝
借
を
請
う
た
。
し
か
し
幕
府
は
翌
十
四
年
手
当
金
一
二
〇
〇
両
を
一
五
〇

〇
両
と
す
る
ほ
か
は
、
諸
願
及
び
休
山
は
聞
き
届
け
が
た
い
と
却
下
し
、
住
友
の
当
主
は
自
ら
別
子
に
赴
き
銅
山
継
続
の
た
め
諸
事
節
約
を
旨

と
す
る
仕
法
の
改
革
を
申
し
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
近
世
後
期
に
な
る
と
住
友
の
主
力
稼
行
銅
出
の
別
子
立
川
の
経
営
は
必
ず
し
も
順
調
で
は
な
く
、
殊
に
文
政
・
天
保
期
に
は
極
め
て
困
難
な

状
況
と
な
っ
た
。
長
崎
御
用
銅
の
御
定
高
は
苦
心
し
て
減
額
す
る
こ
と
な
く
売
上
げ
た
が
、
地
売
方
の
余
銅
を
増
す
こ
と
が
苦
境
を
緩
和
す
る

一
方
途
で
も
あ
っ
た
。
相
当
な
産
銅
が
期
待
さ
れ
、
し
か
も
稼
楼
上
に
な
る
べ
く
好
条
件
の
銅
肉
の
開
発
が
望
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
住
友
は
寛

政
年
間
に
越
前
の
面
谷
銅
山
、
文
化
十
二
年
か
ら
備
中
の
小
泉
銅
山
の
経
営
に
も
当
た
っ
た
が
、
成
功
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
多
額
の
出
費
に

　
　
　
　
　
　
　
⑦

終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
光
銅
山
は
両
度
の
見
分
の
結
果
も
有
望
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
御
手
山
時
代
か
な
り
産
銅
高
を
見
た
実
績
も
あ
り
、

焼
鉱
や
残
鉱
も
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
再
開
発
に
住
友
と
し
て
は
相
当
の
期
待
を
寄
せ
た
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
小
浜
藩
は
三
光
銅
山
休
山
以
後
、
再
開
を
堅
く
拒
否
し
て
き
た
が
、
や
が
て
再
興
に
傾
い
て
き
た
に
つ
い
て
は
、
そ
の
背
景
に
藩
財
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ぎ

の
窮
迫
が
あ
る
。
小
浜
藩
十
代
の
藩
主
駒
形
は
文
化
三
年
三
月
家
督
を
継
ぎ
翌
四
年
四
月
封
に
就
い
た
が
、
財
政
の
補
足
の
た
め
国
産
を
奨
励

し
絹
織
を
興
し
小
浜
に
会
所
を
設
け
小
浜
町
人
に
世
話
方
を
命
ず
る
な
ど
努
め
た
が
、
文
政
三
年
頃
に
は
上
方
年
賦
調
達
送
済
銀
高
は
金
二
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り

両
に
達
し
た
。
十
一
代
忠
順
は
文
政
十
一
年
六
月
家
督
を
継
ぎ
翌
十
二
年
半
封
し
た
が
、
先
代
以
来
の
藩
の
借
財
は
三
〇
万
両
に
及
ぶ
を
告
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き

し
、
諸
事
に
き
び
し
い
節
約
を
命
じ
た
。
十
二
代
忠
義
は
天
保
五
年
襲
封
、
翌
六
年
入
離
し
た
が
、
先
代
忠
順
の
末
年
か
ら
忠
義
時
代
に
か
け

て
、
鱗
鐘
と
物
価
暴
騰
に
よ
っ
て
小
浜
城
下
の
打
こ
わ
し
や
領
内
各
地
に
一
揆
が
続
発
し
た
。
天
保
十
四
年
十
一
月
忠
義
が
京
都
所
司
代
に
任
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じ
た
こ
と
は
、
出
費
を
増
し
て
藩
財
政
は
ま
す
ま
す
窮
迫
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
住
友
は
以
前
か
ら
小
浜
藩
に
対
し
て
有
力
な
融
資
元
と
な
っ
て
い
た
。
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
三
月
藩
の
古
い
借
用
証
文
六
通
を
小
浜
藩
京

都
留
守
居
役
の
も
と
へ
差
し
出
し
、
返
済
方
を
求
め
た
。
こ
れ
は
享
保
十
五
（
」
七
二
〇
）
年
の
鼻
血
合
計
銀
三
二
貫
目
の
借
用
証
文
で
あ
る
が
、

十
月
に
な
っ
て
留
守
居
役
か
ら
国
元
は
不
作
に
加
え
て
孟
春
に
は
火
災
が
あ
り
返
済
で
き
ぬ
と
い
う
添
状
を
付
し
て
、
借
用
証
文
を
返
し
て
い

る
。
文
政
六
年
に
は
小
浜
藩
は
講
を
起
こ
し
、
銀
の
調
達
を
計
画
し
て
い
る
。
人
数
六
〇
人
を
も
っ
て
一
壷
と
し
、
初
年
に
一
人
が
銀
五
貫
目

ず
つ
出
し
、
翌
年
か
ら
一
〇
ケ
年
間
に
、
毎
年
七
朱
利
付
で
振
爾
を
も
っ
て
返
還
し
て
い
く
と
定
め
て
い
る
。
藩
か
ら
銀
五
貫
図
利
足
年
心
心
、

大
津
蔵
米
百
石
分
の
切
手
を
引
当
と
す
る
と
い
う
預
り
証
文
が
渡
さ
れ
た
。
住
友
に
は
丁
亥
（
文
政
十
）
十
一
月
払
い
の
百
俵
の
米
切
手
一
一
枚
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

二
五
俵
の
米
切
手
二
枚
が
残
っ
て
お
り
、
合
計
四
六
〇
石
（
四
斗
俵
）
と
な
り
、
少
な
く
と
も
四
、
五
口
の
出
走
を
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
藩

は
三
光
銅
山
再
興
に
は
そ
の
後
も
一
応
慎
重
な
態
度
を
持
し
た
が
、
内
実
は
銅
山
稼
行
に
よ
る
収
入
と
住
友
か
ら
の
借
財
に
対
す
る
期
待
が
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
再
興
を
め
ぐ
る
住
友
と
藩
と
の
間
の
晶
々
の
経
過
に
も
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
。

　
注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤
長
綺
市
立
博
物
館
所
蔵
「
安
政
六
年
一
定
高
蚊
手
当
銀
書
付
」

①
　
　
「
年
々
帳
」
十
一
番
　
文
化
六
巳
年
十
一
月
及
び
巳
十
二
月
「
泉
屋
吉
次
郎
願

　
書
」

②
「
大
意
書
」
巻
四
明
和
三
戌
年
以
来
大
坂
地
墨
銅
御
買
入
高
井
鋼
座
に
て
売

　
捌
方
訳
高
に
明
和
三
－
安
永
三
年
の
地
売
銅
買
入
高
・
代
銀
高
・
百
斤
に
つ
き
買

　
入
値
段
平
均
が
あ
る
。

③
　
　
「
別
子
銅
山
公
用
帳
」
　
一
㎡
蕾
　
文
胤
以
一
一
年
六
四
刀
二
十
一
血
日
　
　
泉
屋
与
冒
一
兵
衛
由
・

　
上
書

④
　
向
山
源
太
夫
　
　
「
誠
斎
雑
記
」
㈹
甲
辰
雑
記

⑥
　
文
政
九
酉
「
杉
山
様
江
差
出
候
書
付
之
内
心
得
筆
記
」
、
杉
山
戸
右
衛
門
は
大
坂

　
銅
座
詰
、
文
政
九
年
出
水
見
分
に
別
子
に
赴
い
た
。

⑦
　
　
「
面
谷
鋼
山
」
　
（
「
若
越
郷
土
研
究
」
六
の
三
）
、
　
「
備
中
小
泉
銅
当
山
史
に
つ

　
い
て
」
　
（
「
高
梁
川
」
二
〇
号
）

⑧
「
若
州
講
五
貫
目
懸
証
文
井
引
当
米
切
手
十
三
枚
仕
法
帳
」

⑨
本
節
は
「
年
々
帳
」
、
「
年
々
記
」
等
に
よ
っ
て
述
べ
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
注

　
記
は
省
略
す
る
。
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柱
友
の
銅
山
再
興

鉱山稼行とその周辺（小葉田）

　
天
保
十
一
年
三
月
住
友
の
支
配
人
泉
屋
（
鷹
藁
）
源
兵
衛
は
、
山
留
重
右
衛
門
・
鱈
子
彦
四
郎
ほ
か
一
人
を
連
れ
、
案
内
人
丸
屋
半
兵
衛
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
下
男
二
人
と
同
道
し
て
小
浜
に
赴
い
た
。
源
兵
衛
か
ら
は
か
ね
て
三
光
銅
馬
首
方
の
件
を
申
し
入
れ
て
お
り
、
藩
で
は
彼
の
若
州
出
張
を
待

ち
そ
の
申
分
を
聞
く
こ
と
に
な
り
、
源
兵
衛
は
序
を
も
っ
て
銅
山
の
見
分
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。
十
八
日
小
浜
着
、
産
物
会
所
木
谷
宅
に
入

り
、
喜
兵
衛
は
滞
在
中
藩
か
ら
賄
を
給
与
さ
れ
、
重
右
衛
門
等
三
人
は
別
用
件
で
訪
れ
た
こ
と
と
し
旅
宿
も
別
と
し
た
。
二
十
日
源
兵
衛
は
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
え
ん
ば

主
に
謁
見
し
城
内
御
作
遠
隔
で
酒
肴
を
受
け
、
二
十
一
日
御
用
人
岩
間
五
郎
八
・
御
勝
手
掛
木
戸
権
九
郎
の
案
内
で
船
で
本
郷
に
赴
き
、
郡
奉

行
の
案
内
で
本
郷
船
着
場
か
ら
一
八
町
の
距
離
に
あ
る
銅
山
を
見
分
し
た
。
重
右
衛
門
等
を
銅
山
に
残
し
、
源
兵
衛
は
上
下
村
上
太
夫
（
村
松

氏
）
宅
に
一
泊
し
、
木
戸
・
岩
間
と
と
も
に
小
浜
に
戻
っ
た
。
同
日
岩
間
は
源
兵
衛
を
訪
ね
て
、
藩
の
御
手
山
を
休
重
し
た
事
情
を
告
げ
（
前

述
し
た
）
、
源
兵
衛
は
こ
れ
に
対
し
て
一
応
の
所
見
を
述
べ
た
。
血
煙
の
た
め
油
木
を
は
じ
め
近
山
近
村
の
草
木
に
い
た
る
ま
で
枯
死
し
た
と

い
う
に
対
し
て
、
よ
ほ
ど
盛
山
と
な
れ
ば
喜
々
数
十
ケ
所
と
な
り
銅
煙
に
よ
る
草
木
の
被
害
も
多
く
な
る
が
、
通
常
は
近
山
に
ま
で
枯
害
が
及

ぶ
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。
銅
水
の
た
め
作
毛
で
き
ぬ
と
い
う
に
対
し
て
、
塩
浜
の
亀
頭
を
銅
水
に
入
れ
る
こ
と
、
ま
た
は
愈
愈
・
海
藻
等

を
投
入
し
て
も
効
果
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
塩
浜
の
釜
売
を
ま
た
塩
釜
の
売
物
と
も
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
銅
水
に
入
れ
る
と
い
う
意
味

は
明
ら
か
で
な
い
。
塩
釜
は
鉄
釜
で
あ
る
か
ら
そ
の
破
砕
し
た
も
の
を
銅
水
中
に
入
れ
、
硫
酸
銅
分
か
ら
露
分
を
還
元
沈
澱
す
る
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
に
よ
っ
て
確
か
に
下
流
の
鉱
毒
を
減
少
さ
せ
得
る
と
思
う
が
、
明
治
以
前
に
銅
山
で
鉄
屑
を
利
用
す
る
収
銅
が
行
な
わ
れ
た
形
跡

は
現
在
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
ぬ
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
細
々
・
海
藻
も
悪
気
の
毒
を
消
す
と
も
説
明
し
て
い
る
。
源
兵
衛
は
、
な
お
銅
水

流
筋
は
年
貢
を
何
程
か
減
免
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
上
支
障
あ
れ
ば
至
心
を
佐
分
利
川
に
落
さ
ず
、
一
八
町
の
間
別
に
樋
を
作
り
流
せ

ば
田
畑
を
害
せ
ぬ
と
も
い
っ
て
い
る
。
孫
枝
が
海
に
注
い
で
漁
猟
に
障
り
、
殊
に
佐
分
利
川
口
は
狭
い
入
江
に
臨
ん
で
い
て
魚
類
が
絶
え
る
と

い
う
に
対
し
て
、
場
合
に
よ
り
野
尻
の
裏
山
へ
水
抜
を
掘
る
か
、
或
は
海
辺
に
溜
池
を
掘
り
銅
水
を
流
せ
ば
海
に
浸
出
し
て
も
砂
出
し
と
な
つ
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、

て
毒
気
を
除
き
得
る
と
し
、
臨
機
応
変
の
対
策
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
他
国
者
が
入
り
込
み
風
儀
を
乱
す
と
い
う
危
惧
に
対
し
て
、
御

手
山
の
と
き
は
諸
国
か
ら
の
来
集
人
に
稼
方
を
命
じ
た
の
で
無
頼
の
も
の
も
入
り
込
ん
だ
と
思
う
が
、
別
子
で
は
山
内
の
掟
も
あ
り
無
頼
者
の

入
る
余
地
は
な
く
風
儀
の
乱
れ
は
見
ら
れ
ぬ
と
し
、
住
友
の
稼
行
ず
る
場
合
は
別
子
銅
山
育
ち
の
も
の
で
当
た
る
か
ら
そ
の
心
配
は
な
い
と
し

た
。
北
山
後
に
崩
落
が
あ
り
課
内
が
危
険
で
あ
る
よ
う
に
伝
え
る
が
、
そ
れ
は
古
く
か
ら
鉱
山
で
禁
忌
と
さ
れ
る
龍
頭
鋪
を
切
り
取
っ
た
か
ら

だ
と
思
わ
れ
る
と
い
っ
て
い
る
。
先
年
御
手
山
は
仕
当
に
合
わ
ず
休
指
し
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
銅
山
経
営
に
不
馴
れ
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
し
、

吹
方
に
も
問
題
が
あ
り
、
失
陥
で
な
く
賃
銀
制
と
し
た
の
も
採
鉱
の
効
率
を
低
下
さ
せ
た
な
ど
の
諸
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
岩
間
は
ま
た
著
者
の
と
き
領
民
に
支
障
あ
る
こ
と
を
藩
か
ら
幕
府
へ
届
け
て
お
り
、
い
ま
盗
掘
を
属
け
る
の
は
不
都
合
と
な
ら
な
い
か
と
い

う
に
対
し
、
源
兵
衛
は
明
和
三
年
銅
座
が
再
興
さ
れ
寛
政
年
中
に
も
諸
国
出
塁
が
進
ま
ず
新
山
間
掘
等
に
努
め
少
し
で
も
多
く
銅
を
銅
座
へ
売

上
げ
る
よ
う
に
触
れ
ら
れ
、
三
光
銅
山
濫
掘
に
も
届
け
の
必
要
は
な
い
と
思
う
と
述
べ
、
以
前
に
藩
が
休
山
を
属
け
た
手
前
、
不
安
心
と
思
わ

れ
る
な
ら
ば
、
住
友
が
別
子
の
寒
雷
減
り
御
用
銅
御
定
高
を
補
充
す
る
た
め
問
掘
を
願
い
出
た
の
で
許
可
し
た
と
届
け
ら
れ
て
よ
く
、
そ
れ
も

面
倒
な
れ
ば
住
友
か
ら
届
け
て
も
済
む
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

　
翌
二
十
三
目
木
戸
の
依
頼
で
源
兵
衛
は
右
の
説
明
を
一
書
に
認
め
岩
間
の
許
へ
持
参
し
、
二
十
四
日
に
年
寄
岡
新
右
衛
門
を
訪
ね
て
岩
間
・

木
戸
列
座
の
席
で
、
右
の
一
書
の
内
容
に
つ
い
て
質
聞
に
答
え
、
ま
た
銅
山
運
上
等
に
つ
い
て
も
説
明
し
た
。
二
十
五
日
岩
間
は
源
兵
衛
に
告

げ
て
、
藩
主
に
一
書
の
内
容
を
言
上
し
国
元
で
は
銅
山
再
開
に
ほ
ぼ
傾
い
て
い
る
が
、
江
芦
の
家
臣
の
考
え
も
あ
り
、
隠
居
の
忠
順
に
も
伺
う

必
要
が
あ
り
、
住
友
で
急
が
ぬ
よ
う
で
あ
れ
ば
五
月
藩
主
は
出
府
し
岩
間
も
供
す
る
か
ら
意
見
を
ま
と
め
て
帰
国
の
途
に
直
接
大
坂
へ
出
て
返

答
す
る
と
い
っ
て
い
る
。
岩
井
は
ま
た
若
狭
は
一
国
領
地
で
他
国
人
の
影
画
稼
方
は
出
来
ぬ
土
地
柄
ゆ
え
、
住
友
を
家
中
と
し
用
人
の
格
式
と

し
て
よ
い
か
と
尋
ね
、
源
兵
衝
は
他
の
大
名
屋
敷
で
も
そ
の
例
が
あ
り
時
宜
に
よ
っ
て
適
当
の
取
扱
は
差
支
な
い
と
答
え
た
。
か
く
て
源
兵
衛

一
行
は
二
十
七
日
小
浜
を
立
っ
た
。

　
木
戸
は
四
月
十
五
日
発
の
書
状
で
運
上
等
に
つ
い
て
返
書
を
求
め
、
源
兵
衛
は
岩
間
あ
て
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
た
。
一
ケ
年
一
〇
吊
手
の
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出
銅
と
し
て

　
出
来
銅
運
上
銀
　
　
　
　
　
一
三
貫
目
　
　
鵬
肝
鋤
山
○
断
叙
の
っ
避
ト
三
匁

　
吹
炭
九
万
貫
運
上
銀
　
　
四
・
五
貫
匿
　
　
嵌
き
㈲
獺
帽
駄
釦
階
臨
齢
が
瀬
融
齢
鰍
脳
髄
幟

　
以
上
の
計
一
七
貫
五
〇
〇
匁
と
計
算
し
、
下
札
を
も
っ
て
所
在
の
住
民
に
人
足
・
牛
馬
駄
送
・
樵
・
炭
焼
等
の
仕
事
を
与
え
、
ま
た
国
産
物

が
銅
山
内
で
売
り
捌
か
れ
、
藩
札
の
通
用
が
激
増
し
て
国
益
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
次
に
野
尻
山
・
本
郷
浜
・
銅
水
流
れ
筋
の
諸
税
の
欠
損

分
補
償
と
し
一
ケ
年
金
二
〇
〇
両
程
度
を
上
納
す
る
。
一
ケ
年
一
〇
万
斤
の
出
銅
と
し
、
山
入
の
人
数
三
五
人
ほ
ど
と
な
り
、
盛
山
と
な
れ
ば

人
数
は
増
す
こ
と
に
な
る
。
藩
に
差
支
な
け
れ
ば
八
月
中
旬
頃
か
ら
着
手
し
、
当
年
中
は
捨
か
ら
み
を
少
し
吹
き
試
み
、
そ
の
間
に
間
歩
ロ
ー

ケ
所
ほ
ど
取
り
明
け
錨
所
を
見
届
け
た
く
、
こ
の
程
度
の
稼
方
で
あ
れ
ば
銅
瓶
も
流
れ
ず
、
銅
煙
の
か
か
る
問
題
も
起
き
ぬ
と
し
て
い
る
。
ま

た
田
畑
・
山
林
・
漁
業
の
損
害
に
つ
い
て
、
小
な
る
と
き
は
前
述
の
補
償
金
を
も
っ
て
藩
が
貢
納
を
適
当
に
減
免
さ
れ
た
く
、
も
し
予
想
外
の

損
害
を
生
じ
領
民
の
不
利
益
と
な
れ
ば
銅
山
稼
方
の
中
止
を
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
場
合
の
損
害
は
住
友
か
ら
補
償
す
る
と
も
い
っ
て
い
る
。

　
藩
主
忠
義
は
参
府
の
た
め
五
月
十
九
日
小
浜
を
立
ち
二
十
一
日
大
津
着
、
住
友
の
当
主
友
聞
は
源
兵
衛
と
と
も
に
同
地
へ
赴
い
て
忠
義
に
謁

見
し
た
。
岩
間
は
源
兵
衛
に
告
げ
て
、
年
寄
岡
新
左
衛
門
に
先
日
の
来
書
も
渡
し
て
あ
り
、
岡
は
出
物
し
懇
談
し
た
上
で
出
府
し
、
江
戸
屋
敷

の
評
定
の
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
い
、
な
お
三
光
銅
は
多
分
の
金
を
含
む
と
在
地
の
も
の
が
噂
す
る
が
、
そ
れ
で
は
上
知
さ
せ
ら

れ
ぬ
か
と
も
尋
ね
て
い
る
。
源
兵
衛
は
明
和
六
年
三
光
銅
二
二
万
斤
余
が
大
坂
へ
送
ら
れ
糺
吹
の
結
果
は
銅
一
〇
〇
斤
に
つ
き
灰
吹
銀
二
匁
七

分
五
厘
で
、
こ
の
程
度
で
は
灰
吹
銀
製
錬
費
も
出
ず
、
出
血
七
匁
以
下
は
間
吹
物
と
称
し
て
銀
薫
り
の
対
象
と
な
ら
ず
、
三
光
銅
は
金
は
も
と

よ
り
銀
気
す
ら
僅
か
で
あ
る
と
答
え
た
。
岡
は
二
十
二
日
大
坂
に
来
て
出
府
評
定
の
心
得
の
た
め
と
い
う
こ
と
で
源
兵
衛
と
談
合
し
、
金
二
〇

〇
両
の
年
貢
補
償
金
は
相
当
の
金
額
だ
が
、
こ
れ
は
省
き
た
だ
障
り
に
な
ら
ぬ
よ
う
努
め
る
と
書
く
方
が
好
都
合
だ
と
告
げ
、
さ
ら
に
銅
山
稼

方
を
任
か
す
と
き
、
融
通
用
立
て
て
も
ら
い
得
る
金
額
を
承
知
し
て
お
く
方
が
、
江
戸
の
評
定
に
好
便
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
金
子
調
達
に

藩
の
切
実
な
目
標
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
源
兵
衛
が
渡
し
た
覚
書
に
は
、
O
御
屋
敷
内
限
り
家
臣
の
取
扱
を
う
け
る
、
◎
田
畑
・
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由
林
・
漁
業
の
障
り
と
な
ら
ぬ
よ
う
努
め
、
藩
の
不
利
益
筋
が
生
じ
た
ら
出
来
る
限
り
補
償
す
る
、
㊨
銅
山
玉
璽
不
首
尾
と
な
り
休
山
す
る
と

き
、
藩
の
損
失
と
な
ら
ぬ
よ
う
処
置
す
る
、
画
運
上
は
前
書
状
の
と
お
り
、
㈲
一
〇
ケ
年
上
方
を
任
せ
ら
れ
た
と
き
冥
加
金
五
千
両
を
上
納
す

る
と
認
め
た
。
岡
は
六
月
四
日
大
坂
を
立
っ
て
江
戸
へ
下
っ
た
。

　
十
一
月
十
四
日
岩
間
は
出
満
し
て
、
江
戸
に
お
い
て
の
三
光
銅
山
再
開
を
め
ぐ
る
評
定
の
状
況
を
報
告
し
、
金
子
調
達
に
よ
っ
て
藩
財
政
を

救
援
す
る
こ
と
が
銅
山
再
開
へ
導
く
有
力
な
方
法
と
な
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
岩
間
に
よ
る
と
、
天
保
八
年
か
ら
七
ケ
年
半
知
借
り
上
げ
て
藩

は
借
財
返
済
の
仕
法
を
立
て
て
お
り
、
家
中
一
統
は
困
窮
を
極
め
て
い
る
。
そ
れ
で
格
安
の
利
足
の
金
子
用
立
か
、
ま
た
は
急
場
に
は
何
時
で

も
い
か
ほ
ど
の
金
子
を
引
請
け
ら
れ
る
か
、
聞
き
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
岩
間
は
捨
か
ら
み
、
捨
鋭
八
箇
を
持
参
し
住
友
で
野
望
を

し
た
。

三
光
銅
山
鈷

　
こ
の
燃
鈷

　
　
床
鋼

　
　
平
銅

計
荒
銅

七
六
、

六
九
、

　
一
、

　
二
、

四
、

八
○
○
匁

八
○
○
匁

二
〇
〇
匁

六
〇
〇
匁

八
○
○
匁

六
〇
〇
匁

繊
来
鍍
八
、
六
〇
〇
匁
か
ら
真
吹

真
吹
床
羽
口
鉄
蓋
鰯
ゆ
り
立
、
出
銅
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こ
の
業
念
か
ら
灰
吹
銀
一
匁
三
分
と
正
か
ら
み
銅
（
抜
銀
銅
）
四
、
三
六
〇
匁
を
得
た
。
風
吹
の
結
果
は
影
野
り
は
無
い
け
れ
ど
も
歩
合
は

か
な
り
良
好
と
判
定
さ
れ
た
。
源
兵
衛
か
ら
藩
の
仕
法
補
助
に
金
五
千
両
程
度
ま
で
用
立
て
、
ま
た
急
場
臨
時
の
調
達
に
は
年
々
の
銅
山
仕
送

金
の
中
か
ら
出
金
し
て
も
よ
い
と
告
げ
ら
れ
、
岩
間
は
大
い
に
喜
び
評
定
に
も
好
都
合
で
あ
る
と
し
て
、
十
二
月
四
日
帰
国
し
た
。

　
年
を
越
え
て
天
保
十
二
年
三
月
岩
間
は
源
兵
衛
あ
て
の
書
状
で
、
江
戸
・
国
表
の
評
定
一
決
し
領
民
に
対
す
る
諭
告
が
す
み
し
だ
い
に
出
坂

し
て
談
合
す
る
旨
を
報
じ
た
。
四
月
に
岩
間
は
御
積
方
原
田
雷
獣
助
・
京
都
留
主
居
役
嶋
田
小
八
郎
と
と
も
に
出
著
し
、
江
戸
御
勘
定
所
へ
の
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届
書
案
を
示
し
て
源
兵
衛
の
意
見
を
求
め
た
。
案
の
内
容
は
、
野
尻
村
銅
山
の
先
年
鷺
山
の
事
情
を
述
べ
て
、
近
年
藩
財
政
が
不
如
意
の
と
こ

ろ
先
年
凶
作
の
た
め
さ
ら
に
困
難
と
な
り
家
中
扶
助
も
ゆ
き
届
か
ず
、
銀
主
の
一
人
住
友
か
ら
「
銅
座
御
用
達
相
勤
候
二
付
、
近
来
銅
山
方
竜

無
数
候
訳
筆
問
堀
之
義
相
器
出
」
た
の
で
先
年
休
山
の
事
情
を
告
げ
た
と
こ
ろ
、
支
障
な
き
よ
う
対
策
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

藩
と
し
て
は
銀
主
と
の
関
係
か
ら
も
、
捨
か
ら
み
・
捨
錨
を
吹
か
せ
支
障
な
き
場
所
を
試
掘
さ
せ
、
そ
の
上
で
故
障
な
く
は
し
だ
い
に
採
掘
さ

せ
て
、
若
し
先
年
の
よ
う
に
損
害
起
こ
れ
ば
綿
甲
に
す
る
と
い
う
趣
意
の
も
の
で
あ
っ
た
。
源
兵
衛
は
予
州
御
用
銅
補
充
の
た
め
の
写
方
の
よ

う
に
幕
府
が
解
釈
す
る
と
御
用
銅
値
段
に
よ
っ
て
買
上
げ
ら
れ
、
地
響
銅
売
上
に
比
べ
て
値
段
違
い
と
な
る
と
し
、
こ
の
部
分
は
削
除
す
る
よ

う
に
求
め
た
。

　
酒
井
忠
義
か
ら
水
野
老
中
あ
て
に
、
住
友
か
ら
の
出
願
に
よ
っ
て
、
三
光
銅
山
の
捨
か
ら
み
を
吹
か
せ
、
か
つ
差
障
な
き
よ
う
手
当
さ
せ
試

掘
さ
せ
る
旨
の
届
書
を
五
月
十
日
付
で
提
出
し
、
六
月
二
十
二
日
倭
錦
を
も
っ
て
伺
い
の
旨
を
承
知
し
、
出
銅
の
と
き
取
扱
方
、
稼
方
中
止
す

れ
ば
そ
の
段
を
、
届
け
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
。
翌
二
十
三
日
江
戸
詰
の
家
臣
か
ら
勘
定
奉
行
梶
野
良
材
に
、
水
野
老
中
へ
の
届
け
と
指
示
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
。

あ
っ
た
旨
を
届
け
て
い
る
。

　
こ
れ
よ
り
先
き
、
三
月
に
源
兵
衛
か
ら
岩
間
あ
て
返
信
に
「
自
然
不
治
リ
ニ
而
ハ
御
政
事
愚
闇
キ
に
も
相
成
候
儀
」
と
な
し
、
再
開
に
つ
い

て
は
領
民
を
説
得
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
月
に
大
飯
郡
の
銅
山
地
元
の
一
一
ケ
村
の
庄
屋
・
惣
百
姓
の
名
で
、
郡
奉
行
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

郷
方
奉
行
あ
て
、
三
光
銅
山
再
開
の
反
対
と
頑
強
な
対
策
を
述
べ
て
願
書
を
差
し
出
し
た
。

　
こ
れ
に
は
銅
山
二
方
が
始
ま
る
と
山
林
㌔
田
畑
・
漁
業
に
大
害
を
及
ぼ
し
、
か
つ
世
間
の
噂
に
上
知
と
な
る
と
伝
え
、
ま
た
風
気
の
棄
乱
す

る
こ
と
は
先
年
か
ら
伝
聞
す
る
と
こ
ろ
で
、
大
坂
銀
主
管
へ
稼
方
委
任
と
す
る
な
ら
ば
、
一
一
ケ
村
の
田
畑
・
山
林
等
を
藩
が
買
上
げ
銀
面
か

ら
代
金
を
上
納
さ
せ
る
よ
う
に
願
い
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
一
一
ケ
村
持
高
は
外
高
と
も
に
約
四
〇
〇
〇
石
、
産
米
高
は
約
五
二
〇
〇

石
こ
の
う
ち
上
納
分
を
控
除
し
作
徳
分
は
約
二
四
〇
〇
石
こ
の
代
銀
一
五
〇
貫
目
、
ほ
か
に
写
実
・
泣
輪
・
樹
木
・
菜
風
輪
の
代
銀
五
〇
貫
目

で
計
二
〇
〇
貫
目
、
こ
れ
を
年
利
四
歩
廻
し
に
見
積
り
元
銀
五
〇
〇
〇
貫
目
、
六
三
匁
替
え
と
し
て
金
七
九
、
三
六
五
両
余
と
計
算
し
、
こ
の

27　（27）



金
子
を
下
げ
渡
さ
れ
て
軒
別
に
配
分
し
渡
世
の
元
手
と
し
た
い
と
い
い
、
ま
た
銅
山
用
地
以
外
は
不
用
で
あ
ろ
う
か
ら
下
作
を
命
ぜ
ら
れ
免
一

つ
物
成
の
取
立
を
願
う
な
ど
と
も
い
っ
て
い
る
。
七
月
に
な
っ
て
、
郡
方
・
郷
方
面
役
所
か
ら
願
書
の
趣
意
は
取
上
げ
が
た
く
下
げ
渡
す
こ
と

と
し
、
銅
水
・
煙
か
か
り
等
を
取
り
締
ま
る
は
も
と
よ
り
、
時
々
見
分
の
上
処
置
を
講
じ
、
風
儀
は
き
び
し
く
申
し
付
け
、
ま
た
先
年
銅
山
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

用
品
が
高
値
と
な
っ
た
の
は
不
都
合
な
り
と
し
、
心
得
違
い
な
き
よ
う
に
諭
示
し
た
。
一
一
ケ
村
で
は
領
内
の
大
社
の
く
じ
を
引
い
て
、
そ
れ

に
領
主
の
意
に
任
か
せ
よ
と
出
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
反
対
の
態
度
を
改
め
た
と
伝
え
る
。

　
か
く
て
幕
府
へ
の
届
書
、
領
民
の
対
策
も
一
応
出
来
た
の
で
、
議
定
取
替
の
用
意
な
ど
の
た
め
、
岩
間
等
と
源
兵
衛
の
間
に
次
の
よ
う
な
相

談
が
持
た
れ
た
。

一
　
住
友
当
主
出
浜
し
て
藩
主
・
家
老
に
挨
拶
す
る
こ
と
。

一
　
岩
間
が
銅
山
掛
り
と
な
り
、
時
々
銅
山
を
も
見
廻
わ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
　
銅
山
付
の
足
軽
二
人
を
召
抱
え
、
炭
木
・
米
・
酒
・
塩
・
味
噌
等
の
諸
品
購
入
方
を
藩
か
ら
世
話
し
、
雇
下
人
・
運
送
等
の
賃
銭
値
段
に

つ
き
不
当
な
き
よ
う
に
取
計
う
。
し
か
し
稼
主
に
と
り
不
便
が
あ
れ
ば
、
諸
品
買
入
方
の
世
話
な
ど
は
止
め
る
。

一
　
本
郷
庄
屋
源
右
衛
門
（
渡
辺
氏
）
は
手
広
く
炭
の
販
売
を
し
て
お
り
、
銅
山
用
炭
木
何
ほ
ど
で
も
引
受
け
を
希
望
し
て
い
る
の
で
、
試
み
に

同
人
か
ら
炭
木
を
買
受
け
る
積
り
で
あ
る
。
（
後
段
参
照
）

一
　
九
月
頃
入
山
の
予
定
、
秋
作
収
獲
も
す
ん
で
お
り
、
当
面
支
障
も
起
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
人
数
三
〇
人
ほ
ど
で
妻
子
も
つ
き
、
予
州
で
使
用

の
も
の
を
入
山
さ
せ
る
が
、
手
不
足
か
ら
他
国
か
ら
召
抱
え
る
と
き
も
住
友
の
銅
山
仕
法
に
よ
っ
て
詰
め
さ
せ
る
し
、
も
と
よ
り
藩
の
掟
を
守

ら
せ
る
。

一
　
野
尻
山
は
村
有
ゆ
え
住
友
で
買
取
る
か
藩
が
買
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
後
面
の
場
合
は
山
手
を
上
納
す
る
。
前
者
の
場
合
も
い
っ
た
ん
藩

が
買
上
げ
て
払
い
下
げ
る
こ
と
と
し
、
こ
の
と
き
は
山
手
は
不
要
と
な
る
。

一
　
本
郷
浜
辺
に
銅
鉛
の
倉
を
当
分
借
り
や
が
て
建
て
る
。
銅
山
か
ら
運
ん
だ
銅
を
船
積
み
し
、
諸
色
を
銅
山
へ
運
送
す
る
た
め
、
役
場
を
建
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て
る
必
要
が
あ
る
。

一
　
銅
の
船
積
に
足
軽
が
立
会
い
箇
数
を
改
め
、
船
賃
は
諸
品
と
の
振
合
上
ほ
ぼ
一
箇
（
一
六
貫
目
）
に
つ
き
銀
三
匁
四
、
五
分
と
思
わ
れ
る
が
、

藩
が
銅
山
・
本
郷
間
の
駄
賃
・
人
足
賃
と
と
も
に
定
め
て
ほ
し
い
。

一
　
水
抜
の
銅
水
を
川
筋
へ
落
さ
ぬ
よ
う
工
夫
す
る
が
、
そ
の
た
め
一
八
町
の
姫
離
を
豊
年
を
掘
る
か
、
樋
を
か
け
る
か
、
い
ず
れ
か
を
考
え

る
。　

七
月
九
日
付
書
状
で
岩
間
は
、
同
臼
帰
国
し
た
藩
主
が
銅
山
の
こ
と
を
下
問
し
た
こ
と
を
告
げ
、
源
兵
衛
に
入
山
の
も
の
を
同
道
し
早
々
に

来
る
よ
う
促
が
し
た
。
源
兵
衛
は
先
ず
予
州
か
ら
呼
び
寄
せ
た
与
兵
衛
・
松
兵
衛
と
大
工
武
助
を
赴
か
し
、
そ
の
う
ち
に
自
分
は
当
主
と
と
も

に
参
る
旨
を
返
答
し
た
。
与
兵
衛
は
別
子
銅
山
で
炭
方
役
所
の
役
頭
な
ど
を
勤
め
当
時
元
締
と
な
っ
て
お
り
、
三
光
銅
山
支
配
人
と
な
る
の
で

あ
る
。

　
八
月
二
十
一
日
住
友
甚
兵
衛
（
野
天
）
は
源
兵
衛
は
じ
め
供
覧
五
人
と
と
も
に
大
坂
を
立
ち
、
や
は
り
丸
屋
半
兵
衛
の
案
内
で
二
十
五
日
小
浜

に
着
き
産
物
会
所
木
谷
屋
に
入
っ
た
。
翌
同
甚
兵
衛
次
で
源
兵
衛
も
藩
主
に
目
通
り
し
、
奥
御
水
殿
で
酒
肴
を
与
え
ら
れ
、
藩
主
出
座
し
甚
兵

衛
へ
手
つ
か
ら
酌
す
る
と
い
う
饗
応
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
晦
日
源
兵
衛
は
銅
山
見
分
に
行
き
、
九
月
二
号
と
も
に
小
浜
を
立
ち
五
日
帰
重
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

甚
兵
衛
に
は
従
来
の
八
人
扶
持
に
加
増
し
て
一
五
人
扶
持
を
、
源
兵
衛
に
は
新
に
五
人
扶
持
が
与
え
ら
れ
た
。

　
九
月
予
州
か
ら
稼
人
二
七
人
が
大
坂
へ
登
り
、
野
尻
村
出
身
と
い
う
藤
助
が
付
添
う
て
、
二
十
七
日
若
狭
へ
立
っ
た
。
同
じ
頃
に
住
友
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

銅
座
あ
て
、
野
尻
村
の
銅
山
で
捨
か
ら
み
を
問
掘
す
る
計
画
で
あ
る
こ
と
を
届
け
た
。

　
以
上
三
光
銅
山
再
開
に
い
た
る
ま
で
の
経
過
に
つ
い
て
冗
長
な
記
述
を
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
住
友
の
稼
方
に
対
す
る
熱
意
の
ほ
ど
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
小
浜
藩
が
領
民
と
の
関
係
に
慎
重
な
態
度
を
装
い
つ
つ
も
、
・
財
政
上
に
期
待
す
る
こ
と
強
く
積
極
的
に
再
開
へ
と
動
い
て

ゆ
く
実
情
が
窺
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
甚
兵
衛
出
浜
の
と
き
藩
と
取
替
わ
し
た
約
定
は
、
天
保
十
五
（
弘
化
元
）
年
五
月
に
書
付
と
し
て
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。

29　（29）



　
　
　
　
　
覚

一
　
此
度
三
光
銅
山
願
之
通
相
任
せ
野
間
、
銅
山
近
郷
之
難
儀
筋
無
深
謝
被
取
斗
、
煮
方
出
情
群
言
致
買
置

一
　
銅
山
調
量
定
法
界
有
之
事
故
、
却
而
稼
人
作
法
如
何
之
儀
無
思
様
鳥
撃
申
付
候
、
其
上
難
捨
置
事
故
有
之
節
者
、
此
方
存
寄
通
取
斗
、
追

而
申
入
候
義
茂
可
有
之
事

一
　
稼
人
被
召
抱
候
義
時
≧
此
方
江
届
二
不
及
候
間
、
宗
旨
人
別
帳
回
付
郷
方
役
場
江
相
面
構
様
、
屹
度
可
被
付
置
脇
塞

一
　
運
上
之
儀
出
来
銅
几
拾
万
斤
二
付
帯
三
拾
貫
目
位
之
割
合
を
以
年
々
可
被
陰
型
候
、
銭
無
第
二
鈷
性
青
鷺
成
候
バ
バ
、
猶
糞
土
増
可
被
完

納
候
事

　
但
出
来
銅
舟
積
之
節
箇
数
相
改
、
其
高
を
以
運
上
可
被
相
納
事

一
　
銅
山
矢
木
内
建
物
地
面
年
貢
米
之
儀
、
年
々
拾
九
俵
ツ
ツ
可
被
結
納
候
間
、
其
節
代
銀
二
許
可
被
相
差
候
、
山
手
銀
・
畑
物
煙
掛
り
補
之

義
も
年
々
模
様
見
斗
可
申
入
候
間
、
右
同
様
可
被
相
心
得
候
事

一
　
銅
出
血
宜
相
豊
野
共
国
風
指
墨
候
鰍
、
田
畑
・
山
林
・
漁
猟
等
格
別
差
支
候
バ
バ
、
何
時
相
藩
候
義
可
有
之
間
、
其
節
者
痛
ミ
ケ
条
補
方

都
而
此
方
ず
申
入
候
通
り
可
被
取
斗
事

一
　
銅
山
稼
方
書
任
せ
候
門
付
、
御
家
臣
籍
御
取
扱
二
被
仰
付
点
上
者
、
御
上
御
勝
手
向
御
器
通
語
十
分
可
富
力
長
腎
御
蓋
才
有
間
鋪
事

　
倶
先
年
煙
明
ケ
候
跡
故
新
二
煙
明
候
と
者
格
別
早
能
キ
三
石
茂
出
候
様
相
軍
事
二
候
条
、
此
上
者
人
数
被
相
増
盛
山
候
様
早
々
被
取
斗
、
御

為
筋
可
塑
尽
精
力
候
、
右
様
早
々
益
方
も
有
之
事
二
相
成
候
上
老
、
御
融
通
翠
巌
格
別
二
骨
折
鴬
舌
相
勤
候
、
万
一
左
も
無
調
御
手
前
稼
二
相

成
候
方
益
筋
二
相
見
江
候
節
者
取
斗
方
可
有
之
候

一
　
野
尻
貰
下
註
脚
而
痛
之
ケ
愚
者
夫
々
写
方
網
取
斗
星
事
故
聯
安
心
二
候
、
肝
煎
百
姓
共
銅
煙
之
中
二
住
居
外
耳
候
事
故
、
老
幼
婦
人
致
迷

惑
病
気
等
之
導
者
、
別
蒲
致
難
義
不
便
異
事
二
候
問
、
近
郷
之
内
二
軍
霜
穴
場
所
有
之
候
間
、
替
地
普
請
乖
離
、
右
難
儀
二
輪
候
義
無
嘉
事
二

可
被
取
斗
候
事

30　（30）



右
之
通
及
規
定
候
所
相
違
無
之
、

天
保
十
五
甲
辰
年
五
月

　
　
　
　
　
住
友
甚
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
同
　
万
太
郎
殿

為
後
証
一
札
相
渡
置
者
也

　
　
　
　
（
藩
家
老
）

　
　
　
　
酒
井
伊
織
　
在
判

　
　
　
○
＝
人
署
判

鉱山稼行とその周辺（小葉田）

　
　
　
　
　
覚

一
　
此
度
三
光
銅
山
稼
弟
御
打
任
被
成
下
候
二
付
医
者
、
以
来
御
家
臣
被
仰
付
難
有
奉
存
候
、
右
二
付
弥
御
為
第
＝
挙
存
調
薬
相
盛
可
申
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
て
あ
て
）

一
　
田
畑
・
山
林
・
漁
猟
等
御
差
支
二
不
相
全
週
成
丈
ケ
手
上
昇
仕
候
、
其
上
御
不
全
筋
違
立
脚
半
者
金
力
二
重
爆
弾
ケ
相
即
渡
来
、
御
差
支

出
来
不
仕
候
様
取
斗
可
仕
候
薯

一
　
田
畑
・
山
林
・
漁
猟
等
格
別
御
壁
支
二
網
成
候
鰍
、
溝
型
御
国
風
二
格
別
耳
障
り
之
義
御
座
候
節
、
仮
令
煙
出
方
宜
過
分
二
益
御
座
候
共
、

御
差
図
次
第
早
速
根
止
メ
可
申
事

一
　
銅
出
方
存
外
二
薄
相
止
メ
野
次
第
二
お
よ
び
、
其
節
御
損
失
之
ケ
条
而
已
相
強
奪
様
相
成
候
得
者
、
私
引
請
御
損
失
不
相
成
型
取
斗
酒
申

事
一
　
山
稼
仕
候
老
二
軍
宅
地
面
上
高
之
型
幅
御
座
尊
堂
者
、
高
役
・
村
諸
掛
り
物
選
分
年
々
御
記
図
次
第
上
納
可
仕
事

一
　
山
手
米
年
々
御
差
図
次
第
上
納
可
仕
事

一
　
出
来
銅
二
応
シ
御
運
上
之
儀
ハ
凡
拾
万
斤
二
風
脚
三
拾
貫
ほ
副
馬
割
合
を
以
上
納
可
仕
積
り
御
座
候
事

　
但
銅
之
位
二
応
シ
右
♂
茂
相
増
上
納
可
仕
式
、
追
々
盛
山
増
様
次
第
可
申
慰
事

一
　
出
来
銅
箇
数
舟
積
之
節
御
改
請
、
其
員
数
を
以
御
運
上
相
二
軍
申
事

一
　
山
稼
仕
候
人
数
宗
旨
二
軍
者
、
予
州
♂
送
り
手
形
請
取
参
り
、
野
尻
井
近
郷
之
寺
院
宗
門
帳
脚
付
可
申
事
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但
宗
旨
人
別
年
々
御
改
ヲ
請
、
御
国
法
相
守
可
申
事

一
　
山
稼
仕
候
人
数
万
一
手
支
え
節
殊
二
四
他
国
人
相
雇
候
共
、
御
国
法
通
り
被
爆
付
帯
下
度
、
其
節
異
儀
申
上
二
瀬
候
事

一
　
山
稼
仕
記
者
勿
論
都
而
山
江
入
組
者
共
暮
方
入
用
之
外
、
商
頂
物
舟
積
等
相
願
壁
間
鋪
は
勿
論
抜
荷
等
ハ
一
切
仕
置
鋪
候
、
万
一
心
得
違

も
の
出
来
仕
候
バ
バ
如
何
程
二
も
曲
事
二
可
被
仰
付
候
事

一
　
此
度
山
稼
御
任
被
成
下
其
上
御
家
臣
被
仰
付
帯
回
付
、
以
来
御
上
御
勝
手
向
御
為
相
成
苗
儀
ハ
、
蘇
方
力
一
杯
之
御
融
通
相
勤
可
申
事

　
右
之
通
此
度
御
規
定
仕
候
所
相
違
無
御
座
候
、
為
後
来
　
札
差
藩
候
所
、
依
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
配
人

天
保
十
五
年
甲
辰
年
五
月
　
　
　
　
　
泉
屋
源
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
友
万
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
友
甚
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
酒
井
伊
織
殿

　
　
　
　
　
　
　
○
他
一
一
人
宛
名

　
注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
拾
壱
ケ
村
　
庄
屋
惣
百
姓
中
連
判
願
書
」

　
①
　
源
兵
衛
の
若
州
出
張
の
日
程
は
「
子
年
三
月
　
重
兵
衛
若
弱
出
勤
日
記
」
に
、
　
　
　
　
④
　
昆
劇
　
　
　
　
天
保
十
二
辛
豊
年
七
月
　
「
母
方
御
役
所
・
郡
方
御
役
所
達
」

　
　
ま
た
三
光
銅
山
再
開
ま
で
の
藩
と
の
交
渉
等
の
経
過
は
「
天
保
十
一
子
胤
三
月
　
　
　
　
　
⑤
　
天
保
十
二
雪
年
入
御
ご
十
一
日
　
「
源
兵
衛
　
若
錫
旅
日
記
」

　
　
源
兵
衛
稿
若
溺
銅
山
掛
合
一
件
」
に
詳
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
「
別
子
銅
山
公
用
帳
」
十
三
番
　
天
保
十
二
丑
年
九
月
　
「
住
友
甚
兵
衛
若
州

　
②
　
小
浜
市
立
図
書
館
所
蔵
「
忠
禄
公
御
代
雑
種
」
、
水
野
老
中
へ
届
書
の
文
を
収
　
　
　
　
　
銅
山
請
負
ユ
付
銅
座
江
届
書
」

　
　
め
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑦
「
年
々
帳
」
十
四
番

　
③
　
大
飯
町
本
郷
　
渡
辺
丈
男
氏
所
蔵
　
天
保
十
二
年
辛
丑
三
月
　
「
大
飯
郡
銅
山
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四
　
銅
山
稼
行
と
環
境
の
問
題

三
光
銅
山
は
天
保
十
二
年
八
月
頃
か
ら
操
業
の
準
備
に
か
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
別
子
か
ら
移
っ
た
支
配
人
与
兵
衛
と
言
納
啓
（
慶
）
蔵



の
手
で
銅
山
の
詳
密
な
絵
図
が
調
製
さ
れ
、
そ
れ
に
天
保
十
二
年
丑
年
八
月
開
発
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
住
友
本
家
支
配
人
佐
右
衛
門
（
三
木
氏
）
は
銅
山
稼
人
賃
金
を
定
め
る
な
ど
の
た
め
、
同
年
十
月
若
州
へ
下
向
し
た
。
十
一
月
十
四
日
付
で
賃

銀
・
諸
色
値
段
を
規
定
表
示
し
、
　
「
寒
山
元
仕
成
方
急
度
見
請
候
義
も
無
之
候
間
、
以
後
品
土
寄
諸
賃
銀
増
減
可
有
之
、
其
段
相
心
得
置
可
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

事
」
と
暫
定
的
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
三
光
銅
山
も
小
規
模
な
が
ら
別
子
銅
山
の
組
織
に
倣
っ
て
、
勘
庭
・
単
方
・
吹
方
・
木
方
の
諸
部
が
あ
る
。
勘
庭
は
庶
務

鉱山稼行とその周辺（小葉田）

稼　人　賃　銀（羽繕）

三方

山留・役人手子兼帯 給銀（月）75（定給銀60，役人手子15）

掘子（掘大工） 買多白　　10貫目壱こつき　　　1．2，　　日Ll切賃銀（日）2

鋪方平手子 賃銀（日）　甲　1，5～1．3，乙　1．1～0・9

日用 賃銀（臼）L6（倶，仕事により甲乙あり）

二女 賃銀（日）　0．7（但，甲乙あり）

吹方

錨吹　大工 賃銀2．8（2，58）

同　　前手子 同　　2．35（2．16）

同　　手子 同　　1．8（1．62）

同　　順当 同　　1．65（1．71）

真吹大工 同　2．75（2．53）

同　　手子2人 同　　2．95（2．75）

同　　炭灰 同　1，4（1．22ゲ

木方

釜（焼i釜）大工 給銀（月）50

同　　　手子 同　　　　15

お
よ
び
諸
色
販
買
を
、
鋪
方
は
採
鉱
を
、
吹
方
は
製
錬
を
、
木
方
は
焼
鉱
を
、

　
　
　
　
　
　
②

そ
れ
ぞ
れ
掌
っ
た
。
銅
山
稼
人
の
賃
銀
の
お
も
な
も
の
は
別
表
の
よ
う
で
あ

る
。　

鋪
方
の
役
人
手
子
と
は
、
支
配
人
の
補
佐
で
こ
こ
で
は
山
留
が
兼
帯
し
た

の
で
あ
る
。
鋪
方
道
具
の
つ
ち
・
の
み
は
掘
子
持
ち
で
、
ま
た
玄
能
や
孫
八

な
ど
は
貸
与
さ
れ
る
が
借
賃
を
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
の
み
は
毎
日
鍛
冶
屋
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ね

焼
く
の
で
、
焼
賃
は
追
て
定
め
る
と
あ
る
。
四
切
は
言
切
と
同
じ
で
、
探
鉱

な
ど
の
た
め
の
坑
道
掘
で
あ
る
。
ま
た
「
取
明
給
銀
鋪
内
弐
匁
、
明
り
遣

い
壱
匁
八
分
」
と
あ
っ
て
、
取
明
は
崩
落
し
て
い
る
鋪
内
を
採
鉱
で
き
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か

う
に
工
事
す
る
こ
と
で
鋪
内
取
明
は
山
切
と
賃
銀
は
同
額
で
あ
る
が
、
明
り

（
坑
外
）
は
一
割
方
安
い
。

　
吹
方
で
（
　
）
内
は
別
子
の
賃
銀
で
あ
る
が
、
鋪
方
平
手
子
の
場
合
も
別

子
で
一
匁
二
分
1
一
匁
を
三
分
増
し
、
九
分
一
六
分
を
二
分
増
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
す
ば
い

吹
曝
の
場
合
も
炭
灰
の
六
厘
減
の
ほ
か
は
増
し
て
い
る
。
仁
方
で
前
乎
子
と
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い
う
の
は
吹
子
差
の
こ
と
で
あ
ろ
う
．
炭
灰
は
毒
筆
を
作
る
に
用
い
る
炭
灰
を
つ
く
る
夫
で
あ
る
。
七
夕
の
野
蚕
で
は
別
子
の
例
で
は
、
ほ
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ

焼
錨
五
百
貫
を
床
一
間
に
つ
い
て
五
團
ほ
ど
に
分
け
て
一
昼
夜
で
吹
く
。
こ
れ
を
五
つ
吹
と
い
う
。
・
ま
た
釣
吹
に
よ
っ
て
得
た
鍍
は
、
百
貫
ほ

ど
を
単
位
と
し
真
吹
床
で
一
昼
夜
で
真
吹
し
荒
銅
を
採
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
そ
れ
ぞ
れ
鉛
吹
・
真
吹
の
一
仕
舞
と
よ
ん
で
稼
人
賃
銀
の
基
準

と
す
る
。
三
光
銅
山
で
は
、
焼
芋
四
百
八
十
貫
目
、
鈷
吹
給
銀
一
二
匁
五
厘
と
し
、
鍍
百
貫
目
定
、
真
吹
大
工
其
握
手
子
・
炭
灰
給
銀
一
〇
匁

五
厘
と
し
、
こ
れ
を
一
昼
夜
の
仕
事
、
即
ち
一
仕
舞
と
定
め
て
い
る
。
別
表
の
鈷
吹
・
真
吹
の
大
工
・
手
子
・
炭
灰
賃
銀
の
合
計
が
、
右
の
一

仕
舞
分
よ
り
少
額
で
あ
る
の
は
一
仕
舞
分
よ
り
作
業
量
を
割
引
い
て
示
し
た
も
の
と
見
え
る
。

　
別
子
か
ら
移
っ
た
も
の
に
支
配
人
与
兵
衛
の
ほ
か
に
橋
頭
の
松
兵
衛
と
鉛
買
本
役
の
啓
（
慶
）
蔵
が
あ
る
。
松
兵
衛
は
天
保
十
五
年
五
月
に

半
黍
給
銀
三
八
○
目
を
四
〇
〇
目
に
、
啓
蔵
は
同
じ
く
一
九
貫
目
を
一
二
〇
目
に
加
増
さ
れ
た
。
な
お
、
天
保
十
四
年
十
月
に
は
、
以
前
別
子

に
勤
め
暇
を
出
さ
れ
た
い
た
彦
四
郎
が
再
奉
公
を
願
っ
て
三
光
銅
山
へ
配
属
さ
れ
た
。

　
別
子
で
は
山
師
家
内
と
呼
ば
れ
る
住
友
家
奉
公
人
と
稼
人
即
ち
同
士
・
手
子
・
吹
大
工
・
樋
引
な
ど
の
現
業
人
の
区
分
が
あ
る
。
与
兵
衛
・

松
兵
衛
、
啓
蔵
等
は
奉
公
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
稼
人
二
七
人
が
九
月
に
は
別
子
か
ら
上
坂
し
て
若
州
へ
転
じ
て
い
る
。
十
一
月
遅
記
録

に
よ
る
と
、
山
留
常
太
郎
、
竈
大
工
友
三
郎
は
前
述
し
た
よ
う
に
給
銀
取
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
大
工
（
吹
大
工
）
善
右
衛
門
伜
民
之

助
以
下
一
七
人
に
つ
い
て
銀
宝
〇
匁
一
一
〇
匁
の
賃
銀
（
月
）
を
定
め
て
い
る
。
彼
等
は
里
方
・
吹
方
の
手
子
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
米
・
鯨
油
・
醤
油
・
味
噌
・
塩
・
桐
油
・
酢
・
酒
・
茶
等
の
貸
付
物
値
段
を
定
め
て
い
る
が
、
米
は
買
入
値
段
の
石
に
つ
き
五
匁
増

と
し
て
い
る
。
な
お
、
別
子
か
ら
移
っ
た
稼
人
に
対
し
、
別
子
で
の
貸
付
残
銀
お
よ
び
渡
海
の
と
き
取
り
替
え
た
銀
は
一
割
を
用
捨
し
て
、
月

々
一
二
光
銅
山
で
の
賃
銀
中
か
ら
適
宜
に
差
し
引
き
勘
定
す
る
と
し
て
い
る
。

　
天
保
十
三
年
七
月
十
八
β
か
ら
九
月
八
日
ま
で
に
次
の
よ
う
な
吹
立
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
鈷
吹
　
五
九
吹

　
　
床
銅
　
　
　
三
一
八
、
一
〇
〇
匁
　
一
吹
に
つ
き
　
　
　
五
、
三
九
」
匁
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鉱山稼行とその周辺（小葉田）

　
　
出
来
鍍
　
一
三
四
三
、
○
○
○
匁
　
同
　
　
　
　
　
　
二
二
、
七
六
二
匁

　
　
吹
炭
　

八
「
四
五
、
○
○
○
匁
同
　
　
　

一
三
八
、
〇
五
〇
虹

　
　
銅
（
平
銅
）
　
四
六
七
、
○
穴
九
匁
　
鍍
＝
二
四
三
、
○
○
○
匁
よ
り

　
　
計
　
銅
　
　
七
八
七
、
一
六
九
匁
　
一
吹
に
つ
き
一
三
、
三
四
七
・
七
匁
、
此
面
数
八
三
斤
三
八

　
こ
れ
は
別
子
の
歩
付
法
に
よ
る
と
六
歩
五
厘
に
当
た
る
と
し
、
一
吹
に
か
か
る
入
費
は
銀
一
四
一
匁
四
分
七
厘
で
内
訳
は
（
単
位
匁
）

　
五
七
・
六
　
焼
木
四
〇
荷

　
五
五
　
　
　
　
鈷
吹
炭
　
ご
二
八
、
〇
五
〇
匁

　
　
三
・
八
六
　
真
吹
炭
　
　
　
九
、
六
〇
〇
匁

　
二
五
・
〇
一
　
運
上
銀
　
一
〇
〇
斤
に
つ
き
三
〇
匁

と
な
り
、
荒
子
百
歩
で
は
一
七
〇
匁
と
な
る
。
こ
れ
に
は
製
錬
費
以
外
の
買
鉛
代
は
じ
め
銅
山
経
費
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
大
坂
ま
で
の
運
賃

も
か
か
る
。
銅
座
の
地
売
銅
怪
怪
銅
の
買
上
値
段
は
諸
国
銅
に
よ
っ
て
高
低
の
差
も
は
な
は
だ
し
い
が
、
ほ
ぼ
銀
二
三
〇
i
二
四
の
匁
と
見
ら

れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
報
告
に
は
「
御
運
田
翁
過
当
之
御
定
に
て
泣
所
之
愁
ひ
も
の
輪
廻
存
候
、
予
山
之
御
運
上
と
引
く
ら
べ
見
候
時
は
百
斤
二

至
当
弐
匁
だ
け
過
分
之
御
定
（
甥
子
の
運
上
は
出
銅
百
斤
に
つ
き
銀
九
匁
余
の
計
算
と
な
る
）
」
と
述
べ
、
盛
山
と
な
っ
て
よ
う
や
く
元
が
と
れ

る
ほ
ど
で
御
運
上
の
額
は
再
考
を
要
す
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は
次
の
よ
う
な
施
設
も
出
来
た
。

　
長
場
舗
諺
隔
蔵
媚
編
四
壁
。
稼
人
小
屋
服
赫
葛
藤
野
離
七
枚
半
碧
買
入
揚
蠕
臨
欄
配
籍
翻
鈷
吹
屋
二
軒
真

　
吹
屋
　
郷
珊
矧
レ
稠
鵬
螺
治
　
鍍
入
納
屋
　
断
胴
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
め

　
ま
た
、
人
員
は
山
中
家
内
即
ち
支
配
人
以
下
の
奉
公
人
が
五
人
で
、
稼
人
と
し
て
立
掛
り
三
八
人
、
砕
女
一
二
人
、
慰
籍
掛
り
・
木
方
の
も

の
ニ
ニ
人
で
合
計
六
八
人
と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
て
前
述
の
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
吹
き
立
て
ち
れ
た
中
に
は
、
捨
か
ら
み
を
も
含
む
ら
し
い
。
捨
か
ら
み
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
藩
の
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稼
行
休
止
の
と
き
採
掘
さ
れ
て
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
鈷
や
焼
鋭
で
あ
る
。
天
保
十
三
年
二
月
小
浜
藩
主
酒
井
氏
か
ら
水
野
老
中
あ
て
、
出
銅

あ
れ
ば
取
計
い
方
を
届
け
る
と
し
た
前
年
の
届
書
の
趣
意
に
従
っ
て
、
先
年
掘
っ
た
と
き
の
捨
か
ら
み
を
再
吹
さ
せ
、
ま
た
試
掘
を
命
じ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
ろ
、
両
方
と
も
少
し
ず
つ
出
銅
が
あ
り
大
坂
銅
座
へ
差
し
出
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
同
年
九
月
住
友
か
ら
銅
座
役
所
あ
て
、
野
尻
村
銅
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
し
ぶ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
だ
り

稼
ぎ
捨
て
の
か
ら
み
を
試
吹
し
、
ま
た
支
障
に
な
ら
ぬ
場
所
を
追
々
間
率
い
た
し
た
き
旨
を
届
け
て
い
る
が
、
翌
十
月
に
な
っ
て
「
捨
か
ら
み

の
吹
荒
銅
」
二
〇
箇
（
二
千
斤
）
が
廻
着
し
た
こ
と
を
報
告
し
、
捨
か
ら
み
吹
一
介
は
こ
の
度
限
り
の
こ
と
ゆ
え
、
見
積
り
の
う
え
買
上
方
を
願

　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
出
て
い
る
。
天
保
十
三
年
度
の
銅
座
廻
着
の
地
売
鋼
高
の
記
録
に
も
若
州
三
幸
捨
鋸
銅
二
千
斤
と
見
え
る
。

　
い
っ
ぽ
う
鋪
内
の
無
明
普
請
も
進
め
ら
れ
た
。
天
保
十
三
年
九
月
の
報
告
で
は
、
清
五
郎
坪
か
ら
土
鈷
を
少
々
採
掘
し
て
い
る
と
い
う
。
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
き
じ

は
鋪
内
の
掘
場
の
こ
と
で
、
清
五
郎
間
一
事
に
所
在
す
る
。
天
保
十
三
年
八
月
の
絵
図
に
よ
る
と
、
治
郎
右
衛
門
間
辛
口
か
ら
行
地
四
八
間
、

清
五
郎
聞
歩
口
か
ら
行
地
二
五
闘
の
と
こ
ろ
で
爾
間
歩
が
抜
け
合
っ
て
い
る
。
こ
の
抜
合
場
所
の
崩
落
し
た
と
こ
ろ
を
夕
明
普
請
し
て
い
て
、

近
く
抜
け
合
う
見
込
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
こ
の
所
以
外
に
望
み
を
か
け
得
る
鉱
脈
は
な
い
よ
う
だ
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
、
見
受
け
ら
れ

る
の
は
土
鈷
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
黒
鈷
と
称
す
る
の
は
別
子
で
は
お
は
ぐ
ろ
地
と
呼
ん
で
土
鉛
の
上
等
な
も
の
に
相
当
す
る
よ
う
だ
と
も
述

べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
し
ぶ
き

　
天
保
十
四
年
四
月
住
友
か
ら
銅
座
役
所
あ
て
に
、
一
昨
年
来
問
毒
し
少
々
の
生
唾
分
こ
の
節
二
五
箇
廻
着
し
、
糺
吹
を
命
ぜ
ら
れ
た
く
、
ま

た
銅
山
の
取
明
普
請
等
入
費
多
く
炭
木
等
も
高
値
で
元
値
段
も
高
く
な
っ
て
い
る
関
係
も
あ
り
、
一
手
吹
に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
い
と
願
い
出
て

い
る
。
大
坂
下
襲
屋
惣
代
か
ら
も
同
様
に
住
友
の
一
手
吹
の
願
書
を
差
し
出
し
た
。
ま
た
、
三
光
銅
山
の
姻
銅
を
銅
座
へ
売
上
げ
る
取
次
人
は

末
家
で
小
浜
藩
か
ら
扶
持
を
受
け
て
い
る
西
分
日
勤
の
泉
屋
（
鷹
藁
）
源
兵
衛
に
命
ぜ
ら
れ
た
い
と
住
友
お
よ
び
源
兵
衛
か
ら
大
坂
町
奉
行
役

所
と
銅
座
役
所
へ
願
書
を
提
出
し
た
。
売
上
取
次
人
の
件
は
五
月
は
じ
め
に
聞
き
届
け
ら
れ
、
住
友
の
一
手
吹
の
件
は
六
月
江
戸
御
勘
定
所
の

裁
定
を
経
て
認
め
ら
れ
た
。

　
三
光
銅
の
糺
吹
は
五
月
九
日
住
友
の
吹
所
に
お
い
て
銅
座
・
銀
座
諸
役
人
立
会
の
下
に
、
二
五
箇
二
五
〇
〇
斤
の
夏
着
銅
の
う
ち
か
ら
二
〇
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○
斤
に
つ
い
て
糺
吹
師
大
坂
屋
源
七
等
三
人
が
実
施
し
た
。
節
黒
は
精
銅
（
御
用
銅
・
地
売
銅
）
に
吹
き

立
て
る
と
き
の
吹
減
の
量
、
南
蛮
吹
に
よ
る
馬
鐸
り
の
蚤
を
試
験
す
る
の
で
、
そ
の
程
度
に
よ
っ
て
買
上

値
段
が
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
諸
国
荒
銅
は
た
と
え
手
山
（
稼
行
山
）
の
も
の
で
も
原
則
と
し
て
銅
座
か

ら
吹
屋
仲
間
に
割
吹
を
命
じ
た
の
で
、
一
手
吹
に
は
塩
屋
仲
間
の
同
意
と
江
戸
へ
の
経
伺
に
よ
る
銅
座
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

許
可
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
天
保
十
四
年
度
の
地
売
銅
廻
者
高
と
し
、
若
州
三
幸
銅
六
四
八
六
〇
斤
と
あ
る
。
ま
た
天
保
十
五
（
弘

化
元
）
年
中
に
、
本
郷
に
お
い
て
船
積
す
る
に
当
た
っ
て
目
方
を
掛
け
改
め
た
と
推
定
さ
れ
る
と
き
の
鋼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

荷
数
・
斤
高
は
別
表
の
よ
う
で
あ
る
。
一
箇
は
十
五
貫
六
、
七
百
目
か
ら
十
六
貫
目
ま
で
で
、
十
手
二
二

万
斤
に
及
ん
で
、
こ
の
産
銅
高
は
当
時
の
諸
国
銅
山
中
で
屈
指
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
銅
山
の
再
開
は
地
元
の
農
村
へ
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
開
坑
の
啄
が
伝
わ
る
と
、
天
保
十
二
年
六
月
に
上
下
村
の
新
助
は
、
先
年
御
手
山

時
代
に
新
助
（
父
祖
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
）
が
銅
製
運
送
の
馬
借
御
用
を
勤
め
た
先
例
を
引
き
馬
借
御
用
か
川
舟
支
配
を
、
ま
た
分
家
の
由

兵
衛
は
肴
問
屋
・
肴
煮
売
を
、
そ
れ
ぞ
れ
仰
せ
付
け
ら
れ
た
い
と
両
人
連
署
で
郡
奉
行
・
郷
方
代
官
あ
て
願
い
出
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
上
下

村
の
分
だ
け
で

　
政
右
衛
門
（
髪
月
代
）
　
庄
左
衛
門
（
薪
類
一
切
・
麺
類
一
切
・
草
履
草
堂
）
　
又
市
・
安
兵
衛
（
藁
屋
一
式
）
　
喜
兵
次
（
茶
・
菓
子
一
式
）
　
善

　
兵
衛
（
瀬
戸
物
一
式
）
安
右
衛
門
・
孫
右
衛
門
（
罵
借
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
願
書
を
差
し
出
し
て
い
る
が
、
市
場
村
・
」
野
尻
村
を
は
じ
め
諸
村
を
合
わ
せ
る
と
各
種
営
業
の
出
願
数
は
よ
ほ
ど
の
数
に
達
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
市
場
村
の
有
力
者
の
渡
辺
源
右
衛
門
は
、
天
保
十
三
年
九
月
銅
山
と
本
郷
方
面
と
の
交
通
に
人
馬
だ
け
で
は
不
足
で
、
荷
物
が
多
く
川
舟
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

隻
を
願
い
出
て
聞
き
届
け
ら
れ
、
川
舟
敷
板
用
と
し
て
高
森
山
付
近
の
八
分
枯
れ
の
松
二
本
の
払
下
を
申
請
し
て
い
る
。

　
天
保
十
二
年
十
月
の
「
諸
直
段
之
控
」
に
は
、
貸
器
物
値
段
書
と
し
て
米
な
ど
九
種
の
物
価
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
銅
山
の
勘
庭
で
販
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売
し
貸
付
け
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
諸
品
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
相
蜜
な
規
模
の
鉱
山
で
あ
っ
て
一
稼
行
主
の
経
営
す
る
と
こ
ろ
で
は
一
般

に
見
ら
れ
た
仕
法
で
あ
る
。
弘
化
三
年
中
郡
奉
行
・
吉
方
代
官
か
ら
藩
の
御
用
人
へ
あ
て
た
報
告
の
中
に
「
銅
山
相
愛
聖
節
、
都
而
銅
山
諸
色

入
用
之
品
直
買
と
申
義
心
不
相
成
義
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
直
買
と
い
う
の
は
藩
が
諸
商
品
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
引
請
販
売
を
免
許
し

た
商
人
か
ら
購
入
せ
ず
し
て
銅
山
が
生
産
者
な
ど
か
ら
直
接
に
仕
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
右
の
報
告
に
は
続
い
て
「
依
而
本
郷
村
二
而
炭
を
初
メ

種
々
入
用
之
品
物
夫
々
仕
訳
銘
々
引
受
申
付
有
之
儀
二
候
処
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
上
下
村
や
市
場
村
か
ら
多
く
の
も
の
が
諸

品
の
引
請
販
売
方
を
願
い
出
て
い
る
が
、
か
な
り
そ
れ
は
免
許
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
さ
ら
に
右
の
報
告
に
は
、
銅
山
で
は
高
値
だ

と
か
品
質
が
悪
い
と
称
し
て
こ
れ
ら
諸
商
人
を
排
除
し
て
他
か
ら
求
め
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
鋼
山
で
消
費
す
る
諸
物
中
、
重
要
品
の
一
つ
は
木
炭
で
あ
る
。
別
子
で
は
幕
領
の
山
地
で
は
炭
運
上
を
納
て
賃
焼
と
し
、
豊
強
の
山
地
で
は

請
負
炭
焼
さ
せ
た
り
購
入
し
た
り
し
て
い
る
。
三
光
銅
山
で
は
天
保
十
二
年
七
月
の
泉
屋
源
兵
爾
か
ら
六
七
あ
て
の
書
状
に
も
、
市
場
村
源
右

衛
門
が
手
広
く
炭
販
売
を
営
ん
で
お
り
、
銅
山
用
炭
の
引
請
方
を
願
い
出
て
い
る
か
ら
試
み
に
引
請
け
さ
せ
る
積
り
で
あ
る
と
見
え
て
い
る
。

こ
れ
に
は
源
右
衛
門
は
地
元
の
有
力
者
で
あ
り
関
係
を
持
た
す
こ
と
が
、
或
は
得
策
で
あ
ろ
う
と
い
う
思
わ
く
も
あ
っ
た
。

　
市
場
村
渡
辺
氏
は
源
右
衛
門
を
代
々
名
乗
る
が
、
明
禰
八
年
五
月
藩
営
の
三
光
銅
山
が
富
山
し
、
六
月
に
銅
山
納
の
残
り
炭
一
四
三
五
俵
を

川
上
村
の
佐
左
衛
門
か
ら
引
取
り
他
国
売
払
の
こ
と
を
願
い
出
た
。
佐
左
衛
門
は
そ
れ
ま
で
銅
山
用
炭
を
納
め
て
い
て
、
前
年
の
明
和
七
年
春

に
丹
波
の
小
和
木
村
の
山
を
炭
山
と
し
て
買
い
付
け
、
山
代
銀
は
源
右
衛
門
の
口
入
で
小
浜
の
商
人
か
ら
借
り
入
れ
た
。
し
か
し
急
の
銅
山
野

山
に
よ
っ
て
、
残
り
炭
の
代
銀
だ
け
で
は
借
銀
返
済
に
は
不
足
し
た
。
小
和
木
村
の
山
は
炭
木
が
多
く
、
佐
左
衛
門
は
続
け
て
炭
を
焼
き
、
安

永
二
年
閏
三
月
に
源
右
衛
門
は
そ
の
炭
を
引
請
け
向
う
三
ケ
年
他
国
売
の
許
可
を
さ
ら
に
出
願
し
た
。
安
永
四
年
十
一
月
に
小
浜
の
借
銀
が
ま

だ
残
っ
て
い
る
た
め
、
明
年
か
ら
ニ
ケ
年
続
け
て
源
右
衛
門
が
炭
を
引
取
り
他
国
売
の
こ
と
を
願
い
出
て
い
る
。
以
上
い
ず
れ
も
許
さ
れ
た
が
、

他
国
売
声
の
俵
数
は
郡
奉
行
・
郷
方
代
官
へ
届
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
他
国
売
の
年
期
の
最
終
年
の
安
永
六
年
十
二
月
の
報
告
に
よ
る
と
、

安
永
五
、
六
年
の
焼
炭
は
計
二
九
五
四
俵
、
安
永
四
年
度
に
小
和
木
炭
山
と
源
右
衛
門
方
に
残
存
し
た
炭
は
計
九
三
九
俵
あ
り
、
安
永
五
年
に
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九
六
〇
俵
、
同
六
年
に
一
〇
一
三
俵
を
販
売
し
て
い
る
。
炭
は
越
前
・
丹
後
の
船
に
売
っ
た
。

　
源
右
衛
門
は
ま
た
川
上
村
産
の
こ
ろ
び
（
桐
実
）
を
引
請
け
て
、
取
引
関
係
の
あ
る
小
浜
の
商
人
か
ら
川
上
村
へ
借
入
銀
を
世
話
し
て
、
こ

ろ
び
代
銀
と
差
引
勘
定
を
し
て
い
た
が
、
年
々
こ
ろ
び
が
減
産
し
て
安
永
七
、
八
年
に
は
減
少
い
ち
じ
る
し
く
、
小
浜
商
人
へ
の
返
済
が
困
難

と
な
っ
た
。
源
右
衛
門
は
川
上
村
庄
屋
等
と
も
相
談
し
て
岡
村
奥
山
で
炭
を
焼
い
て
、
源
右
衛
門
方
へ
送
り
届
け
、
他
国
売
の
許
可
を
願
い
出

て
、
炭
代
銀
を
借
銀
の
利
足
に
充
当
し
、
こ
ろ
び
の
増
産
を
待
つ
こ
と
と
し
た
。

　
寛
政
五
年
源
右
衛
門
は
小
麗
炭
（
名
田
庄
村
小
屋
の
焼
炭
）
問
屋
株
を
小
浜
の
高
塚
屋
庄
兵
衛
か
ら
銀
位
〇
〇
鼠
で
買
い
取
り
、
市
場
村
の

市
太
夫
と
と
も
に
問
屋
を
引
請
け
他
国
売
を
行
な
っ
た
。
小
屋
村
は
炭
焼
を
重
要
な
生
業
と
し
た
が
、
寛
政
十
二
年
頃
に
は
炭
の
売
れ
ゆ
き
が

悪
く
な
り
、
源
右
衛
門
は
小
量
の
難
渋
人
に
米
を
貸
与
し
た
り
、
年
貢
米
な
ど
を
仕
送
り
立
替
え
た
り
し
た
。
し
か
し
そ
の
返
済
も
出
来
な
い

の
で
、
市
太
夫
と
連
名
で
丹
波
上
村
筋
か
ら
炭
の
入
荷
を
禁
じ
て
大
飯
郡
内
で
は
両
人
だ
け
に
炭
の
他
國
売
問
屋
株
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

願
い
出
て
、
そ
の
場
合
は
運
上
銀
一
枚
を
上
納
す
る
と
い
っ
て
い
る
。

　
三
光
銅
山
が
再
開
さ
れ
て
、
源
右
衛
門
は
銅
山
納
の
炭
を
引
請
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
弘
化
三
年
閏
五
月
の
郡
奉
行
等
か
ら
藩
御
用
人
あ
て

の
報
告
に
、
源
右
衛
門
は
約
一
万
俵
の
炭
を
銅
山
へ
運
ん
だ
が
、
並
炭
で
役
に
立
た
ぬ
と
拒
否
さ
れ
損
失
少
な
く
な
か
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
は

天
保
十
四
年
の
こ
と
ら
し
い
。
ま
た
銅
山
で
は
炭
は
多
盤
を
必
要
と
す
る
か
ら
引
請
人
一
人
で
は
不
都
合
ゆ
え
二
、
三
人
に
増
し
た
い
心
底
で

あ
る
が
、
源
右
衛
門
は
最
初
か
ら
一
人
で
引
請
け
た
か
ら
そ
れ
に
反
対
し
て
い
る
と
も
書
い
て
い
る
。
し
か
し
弘
化
二
年
に
は
本
郷
の
庄
右
衛

門
が
三
ツ
谷
炭
を
本
郷
浜
へ
揚
げ
て
銅
山
へ
納
め
る
こ
と
を
郡
奉
行
等
へ
出
願
し
聞
き
届
け
ら
れ
た
と
い
う
。

　
な
お
、
右
の
報
告
に
よ
る
と
、
当
時
焼
鉱
は
夏
季
に
は
休
ん
で
い
て
冬
春
に
行
な
っ
て
い
て
堅
炭
払
底
の
た
め
焼
鉱
に
差
支
え
る
の
で
、
銅

山
か
ら
他
国
炭
直
買
を
望
み
試
み
に
二
千
俵
ほ
ど
求
め
る
こ
と
を
願
い
出
た
が
、
源
右
衛
門
か
ら
銅
山
直
濡
は
せ
ぬ
と
い
う
初
め
の
約
束
を
申

し
立
て
て
訴
え
、
郡
奉
行
等
も
決
定
し
か
ね
て
い
る
と
見
え
る
。
こ
の
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
源
右
衛
門
の
願
書
が
渡
辺
文
書
に
あ
る
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
三
年
前
（
天
保
十
四
年
）
多
蚤
の
炭
を
銅
山
の
都
合
で
請
取
っ
て
も
ら
え
ず
、
炭
竈
を
止
め
る
も
の
が
多
く
、
白
炭
（
堅
炭
）
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が
払
底
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
昨
年
か
ら
急
に
多
量
の
炭
の
納
入
を
求
め
ら
れ
、
種
々
苦
心
す
る
が
応
じ
切
れ
訟
、
そ
れ
は
世
間
に
麻
疹
流

行
す
る
に
加
え
て
石
灰
焼
が
付
近
に
行
な
わ
れ
、
そ
の
方
へ
炭
が
向
け
ら
れ
る
た
め
で
も
あ
る
、
石
灰
焼
は
黒
炭
を
用
い
る
が
、
黒
炭
に
比
較

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
て
白
炭
焼
は
割
が
合
わ
ず
値
段
に
も
問
題
が
あ
っ
て
、
銅
山
用
炭
に
余
裕
が
出
る
ま
で
石
灰
焼
を
禁
止
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
や
は
り
訓
じ
頃
の
源
右
衛
門
の
願
書
に
、
名
田
庄
の
小
倉
畑
村
か
ら
上
の
在
所
は
白
炭
の
み
を
焼
く
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
く
、
そ
う
で
な
い
と

黒
炭
ば
か
り
焼
く
と
い
い
、
白
炭
を
値
上
し
て
銀
三
匁
二
分
と
す
れ
ば
黒
と
均
衡
が
と
れ
る
と
し
、
ま
た
小
屋
村
は
古
来
黒
炭
地
売
免
許
の
村

で
あ
る
が
、
源
右
衛
門
か
ら
勧
め
て
も
黒
炭
ば
か
り
焼
く
の
で
、
白
炭
も
焼
か
ぬ
な
ら
黒
炭
も
差
し
留
め
ら
れ
た
い
と
願
い
出
て
い
る
。
さ
ら

に
野
尻
村
の
石
灰
は
免
許
さ
れ
て
い
る
が
、
銅
山
か
ら
奥
で
焼
く
と
炭
の
運
び
出
し
に
容
易
な
た
め
銅
山
炭
に
支
障
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か

ら
、
銅
山
か
ら
下
の
地
所
で
焼
く
よ
う
仰
せ
付
け
ら
れ
た
い
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
藩
の
御
手
山
時
代
に
大
き
い
問
題
と
な
っ
た
も
の
に
煙
害
と
銅
水
害
が
あ
る
。
煙
害
は
心
々
即
ち
焼
鉱
の
と
き
発
生
す
る
亜
硫
酸
ガ
ス
に
よ

る
も
の
が
主
で
あ
っ
て
、
三
光
銅
山
で
は
集
落
や
耕
作
地
に
接
近
し
た
谷
地
に
焼
亡
が
設
け
ら
れ
た
た
め
被
害
を
大
き
く
し
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
坑
内
の
水
が
野
尻
川
に
流
れ
、
佐
分
利
川
に
落
合
っ
て
、
流
域
の
水
田
に
被
害
を
多
く
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
被
害
に

対
し
て
藩
は
年
貢
等
を
多
少
減
免
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
ほ
か
は
、
対
策
ら
し
い
も
の
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ち
し

　
銅
山
下
の
村
と
呼
ば
れ
た
も
の
に
、
尾
内
・
上
下
・
市
場
・
下
薗
・
小
堀
・
山
田
・
芝
崎
・
岡
田
（
以
上
八
ヶ
村
本
郷
組
）
・
野
尻
・
父
子
（
佐

分
利
組
の
内
）
・
卓
見
（
下
薗
の
内
）
の
一
一
ケ
村
が
あ
る
。
明
治
十
二
年
に
上
下
・
市
場
・
下
薗
を
併
わ
せ
て
本
郷
村
と
し
、
岡
二
十
二
年

市
町
村
制
実
施
に
よ
っ
て
、
本
郷
と
前
述
の
八
ケ
村
を
も
っ
て
本
郷
村
を
編
成
し
た
。
こ
れ
ら
は
佐
分
利
川
下
流
の
狭
心
な
平
地
と
、
そ
れ
に

続
く
海
辺
に
分
布
し
た
集
落
で
、
犬
見
の
み
は
青
戸
入
江
を
隔
て
て
本
郷
の
対
岸
に
あ
る
。

　
元
禄
十
三
（
一
七
〇
〇
）
年
の
指
出
で
は
、
一
一
ケ
村
の
石
高
合
計
は
三
八
六
六
画
面
斗
二
升
、
文
化
四
（
」
八
〇
七
）
年
の
改
め
で
は
三
九
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

石
三
斗
三
升
五
合
、
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
の
走
出
は
三
九
四
三
石
四
斗
七
升
三
合
と
な
っ
て
い
る
。
天
保
十
二
年
三
月
銅
山
下
一
一
ケ
村
の

村
役
人
・
惣
百
姓
連
判
の
願
書
に
「
高
凡
四
千
石
拾
壱
ケ
村
酒
高
但
し
外
記
共
」
と
あ
る
。
貫
高
と
い
う
の
は
慶
長
検
地
・
寛
文
改
め
の
以
後
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の
新
田
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
村
で
は
蝋
実
・
桐
実
を
産
し
、
大
根
な
ど
野
菜
も
栽
培
し
て
い
て
、
山
地
の
材
木
と
合
わ
せ
て
、
一
ケ
年
は
ぼ
銀

五
〇
埋
土
の
収
入
が
あ
る
と
右
の
願
書
に
述
べ
て
い
る
。
近
世
に
お
い
て
若
狭
で
は
油
や
蠣
燭
が
国
産
に
数
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
油
は
桐

実
か
ら
製
す
る
桐
油
で
あ
る
。

　
天
保
十
四
年
に
な
っ
て
銅
山
操
業
が
い
よ
い
よ
本
格
化
す
る
と
、
煙
害
・
銅
水
害
の
問
題
が
再
燃
し
た
よ
う
で
あ
る
。
同
十
五
年
二
月
に
本

郷
村
讐
姓
憲
代
と
し
て
村
役
人
が
轟
し
て
訴
曇
空
郡
奉
行
●
郷
方
代
宮
あ
て
差
し
出
し
恥

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
銅
山
再
開
か
ら
二
、
三
年
で
未
だ
こ
れ
と
い
う
め
だ
っ
た
被
害
は
起
ら
ぬ
が
、
煙
か
か
り
銅
水
か
か
り
の
場
所
に
よ
っ
て

は
、
し
だ
い
に
田
畑
に
損
害
が
出
て
く
る
よ
う
だ
と
い
い
、
蝋
実
の
収
獲
に
多
少
の
差
が
あ
り
、
稲
作
は
苅
上
げ
る
ま
で
は
め
だ
た
ぬ
と
し
て

も
実
入
り
が
違
う
た
め
か
桝
数
が
少
な
い
と
し
て
い
る
。
特
に
困
る
の
は
銅
山
に
お
い
て
稼
仕
事
が
多
い
た
め
、
請
作
人
が
田
畑
を
戻
し
雇

人
・
奉
公
人
を
求
め
て
も
銅
山
稼
へ
廻
わ
り
人
手
が
な
く
、
地
主
は
手
余
り
地
を
抱
え
て
難
渋
し
て
い
る
と
述
べ
、
銅
山
か
ら
の
距
離
に
応
じ

て
年
貢
を
下
げ
て
い
た
だ
く
か
、
肥
料
代
と
し
て
銀
を
下
給
さ
れ
、
こ
の
銀
で
遠
方
か
ら
雇
人
等
を
求
め
た
い
と
い
っ
て
い
る
。

　
近
世
の
鉱
山
で
は
煙
害
や
銅
水
害
に
対
し
て
と
っ
た
対
策
を
見
る
と
、
煙
害
に
つ
い
て
は
越
前
大
野
郡
の
銅
鐸
山
で
は
養
蚕
を
守
る
た
め
桑

葉
の
成
育
を
妨
げ
ぬ
よ
う
夏
季
の
製
錬
を
止
め
た
例
も
あ
る
。
銅
水
害
の
た
め
開
坑
を
中
止
し
た
り
、
関
係
の
あ
る
忍
歩
を
留
め
た
り
し
た
例

も
あ
る
。
或
は
備
中
の
銅
山
の
よ
う
に
水
抜
が
完
成
し
坑
内
水
の
流
下
に
当
た
る
村
に
補
償
金
を
与
え
た
事
実
も
あ
る
。
ま
た
飛
騨
の
銅
鉛
山

で
、
付
近
の
渓
水
を
淫
水
と
し
て
い
る
た
め
別
に
溝
を
掘
り
坑
水
を
流
し
た
事
実
も
あ
る
。
鉱
山
間
掘
の
出
願
あ
れ
ば
、
幕
府
や
諸
藩
で
は
地

元
に
支
障
の
有
無
を
一
応
は
糺
す
こ
と
が
普
通
行
な
わ
れ
る
が
、
地
元
で
は
鉱
山
稼
行
に
よ
る
収
入
を
積
極
的
に
考
え
る
た
め
か
妨
げ
は
な
い

と
答
申
す
る
場
合
が
多
い
。

　
さ
て
三
光
銅
山
の
平
水
の
対
策
は
、
天
保
十
一
年
三
月
、
同
十
二
年
五
月
に
泉
屋
重
兵
衛
が
藩
役
人
と
銅
山
再
開
の
交
渉
中
に
も
示
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
野
尻
か
ら
本
郷
の
海
辺
ま
で
約
一
八
町
に
樋
を
仕
掛
け
る
か
溝
を
付
け
る
か
し
て
海
へ
落
す
な
ら
ば
田
畑
の
妨
げ
に
は
少
し

も
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
天
保
十
三
年
九
月
に
銅
山
の
経
過
報
告
と
所
見
を
述
べ
た
中
に
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上田

中々田1
中田
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中田

中々田

中田

中田

反　畝　歩

　9　1O

5　8
2　25
5

6

　20
3

2

3

与　太　夫

九郎右衛門

源　　　治

喜　太央
同

同

安　兵　衛

新　　　納

同

同

銀
六
六
八
二
匁
九
九

　
但
　
銅
山
よ
り
本
郷
迄
悪
水
抜
新
堀
川
井
二
井
溝
堀
或
は
芦
樋
橋
入
用
　
此
新
川
筋
几

銀
三
二
九
九
匁
二

　
但
悪
水
抜
堀
川
筋
田
畑
潰
れ
候
二
付
、
百
姓
へ
差
遣
二
分
、
御
役
所
へ
渡

一
〇
三
五
匁

　
三
二
匁

一
五
〇
〇
匁

七
〇
〇
匁

　
三
〇
匁

田
持
十
五
人

作
も
の
取
止
候
畠
主
四
人
へ

本
郷
組
へ

野
尻
村
中
へ

岡
田
村
田
兵
衛
へ

　
こ
の
鋼
水
を
流
す
た
め
の
堀
・
溝
の
工
事
が
、
天
保
十
三
年
九
月
に
は
す
で
に
上
下
村
地
内
で

は
着
手
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同
年
の
改
め
と
し
て
高
二
石
九
升
七
合
が
年
貢
捌
か
ら
除
か
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
内
訳
は
別
表
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
溝
は
現
在
は
そ

い
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
跡
を
留
め
ず
、
知
る
人
も
殆
ど
な
い
。
溝
の
完
工
に
つ
い
て
は
、
弘
化
三
年
閏
五
月
郡
奉
行
等

か
ら
藩
御
用
人
あ
て
の
書
状
に
「
当
年
♂
井
溝
堀
銅
水
ヲ
相
討
候
事
二
御
座
候
」
と
見
え
、
弘
化

二
年
中
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
煙
害
対
策
と
し
て
弘
化
二
年
八
月
本
郷
組
か
ら
夏
土
用
か
ら
秋
土
用
ま
で
の
農
作
物
成
育
期
に

煙
を
と
め
て
ほ
し
い
と
訴
願
し
た
よ
う
で
あ
る
。
煙
を
と
め
る
た
め
に
は
、
蒸
竃
操
業
即
ち
焼
鉱

を
休
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
前
掲
の
弘
化
三
年
五
月
の
郡
奉
行
等
の
書
状
に
「
金
肥
右
相
治
候

（
農
民
の
反
対
を
抑
え
る
）
二
軸
而
ハ
銅
水
川
別
段
二
三
、
真
夏
土
用
之
入
♂
蒸
鷹
為
相
止
候
約
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東
二
て
年
々
煙
為
相
止
候
事
二
御
座
候
」
と
あ
っ
て
、
藩
役
人
は
蒸
竈
休
止
の
態
度
を
と
っ
て
お
り
、
こ
の
訴
願
は
当
然
に
聞
き
届
け
ら
れ
た
。

弘
化
四
年
七
月
住
友
の
支
配
人
か
ら
銅
山
支
配
人
あ
て
書
状
に
、
当
時
磐
石
が
多
量
に
持
ち
囲
み
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
夏
黍
は
焼
隠
せ
ず
に
秋
の
終
り
か
ら
冬
春
に
か
け
て
焼
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
製
錬
上
効
率
は
は
な
は
だ
悪
く
な
る

が
、
焼
鉱
の
期
間
調
整
は
後
年
ま
で
遵
守
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
銅
山
引
請
の
契
約
の
一
と
し
て
、
野
尻
山
・
本
郷
浜
・
銅
水
流
筋
の
諸
年
貢
の
補
償
の
名
屋
で
金
二
百
両
程
度
を
年
々
藩
へ
上
納
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
油
桐
な
ど
銅
山
の
下
手
に
あ
た
る
場
所
で
、
桔
木
と
な
る
も
の
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
に
は
藩
か
ら
多
少
の

手
当
を
支
給
し
た
り
し
た
。

　
銅
山
稼
行
に
対
し
最
も
強
く
迷
惑
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
の
は
、
小
作
地
を
所
有
す
る
地
主
層
で
あ
っ
た
。
天
保
十
五
年
二
月
の
本
郷
組
村

役
人
の
願
書
に
も
そ
れ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
の
郡
奉
行
等
の
書
状
に
は
、
野
尻
・
柴
崎
両
説
で
は
銅
山
で
稼
ぐ
た
め
中
農
以
下
の
百
姓

は
暮
し
が
よ
ほ
ど
良
く
な
っ
て
お
り
、
　
「
中
以
上
高
持
者
山
持
之
者
共
に
迷
惑
致
候
者
多
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
請
作
人
も
田
を
戻
し
て

雇
人
も
な
く
な
り
、
彼
等
は
み
な
収
入
が
よ
い
た
め
銅
山
へ
稼
ぎ
に
出
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
銅
山
で
は
天
保
十
三
年
秋
頃
に
は
支
配
人
以

下
稼
人
を
合
わ
せ
て
十
七
〇
人
こ
れ
に
家
族
を
加
え
る
と
百
人
に
も
な
ろ
う
が
、
そ
の
は
か
近
隣
農
村
の
旦
麗
も
数
十
人
が
働
い
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
銅
山
で
消
費
さ
れ
る
二
品
の
販
売
や
銅
山
・
本
郷
浜
間
の
諸
品
品
懇
意
に
従
事
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
め
だ
っ
た
産
業
も
な
い
狭
長
な

こ
の
地
域
で
は
、
銅
山
稼
行
が
多
数
人
に
渡
世
の
途
を
与
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
。

注①
天
保
十
二
丑
年
十
一
月
「
若
州
銅
出
諸
色
直
段
之
控
」

②
　
励
子
銅
山
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
「
別
子
銅
山
の
発
見
と
闘
発
」
（
「
泉
屋
叢
考
」

　
第
十
三
輯
）
一
四
二
頁
以
下
に
見
え
る
。

③
寅
秋
九
月
「
着
州
銅
山
用
談
録
」

④
　
小
浜
市
立
図
霧
館
所
蔵
　
　
「
忠
禄
公
御
代
雑
業
」

⑤
⑦
　
　
「
年
々
御
用
留
」
十
四
番

⑥
⑧
　
向
山
源
太
夫
　
「
誠
斎
雑
器
」
㊨
甲
無
雑
認

⑨
天
保
十
五
辰
年
四
月
当
若
州
三
光
銅
掛
目
賑
」

⑩
山
口
久
二
氏
が
村
松
喜
太
夫
所
蔵
文
書
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
。

⑭
渡
辺
丈
男
氏
所
蔵
天
保
十
三
壬
寅
年
九
月
「
渡
辺
源
右
衛
門
願
書
」

⑫
同
　

明
和
八
辛
卯
年
六
月
、
問
九
辰
十
月
十
七
日
「
源
右
衛
門
指
上
申
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一
札
」
、
安
永
二
巳
酉
閏
三
月
、
安
永
四
年
乙
未
十
一
月
十
五
日
、
安
永
八
巳
亥

　
十
一
月
、
享
和
三
癸
亥
正
月
「
源
右
衛
門
産
額
上
口
上
之
覚
」
等
。

⑭
　
父
子
・
野
尻
の
山
で
文
政
以
来
、
父
子
の
生
母
の
手
で
石
灰
焼
が
行
な
わ
れ
た
。

　
（
「
福
井
県
大
飯
郡
誌
」
五
八
八
頁
）

⑭
「
福
井
県
史
」
第
二
百
附
録
若
狭
国
郷
帳
、
「
福
井
県
大
飯
郡
誌
」
五
四
〇

　
頁

⑯
　
村
松
氏
所
蔵
　
天
保
十
五
甲
辰
年
二
月
「
大
飯
郡
本
郷
村
願
主
惣
百
姓
中
惣
代

　
九
か
村
庄
屋
組
頭
連
判
奉
書
上
口
上
之
覚
」

⑯
同
　

天
保
十
三
壬
寅
九
月
日
「
銅
水
堀
井
溝
帳
上
下
村
」

⑰
大
飯
町
野
尻
の
城
谷
岩
太
郎
氏
談
に
よ
る
と
、
野
尻
川
の
佐
分
利
川
に
落
合
う

　
手
前
か
ら
佐
分
利
川
に
沿
う
て
溝
が
あ
っ
て
、
本
郷
の
小
学
校
付
近
で
佐
分
利
川

　
へ
溝
水
を
落
し
た
と
い
う
。
　
（
昭
和
四
十
六
年
五
月
聴
取
、
城
谷
氏
は
明
治
二
十

　
年
生
）
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五
　
経
営
内
容
の
悪
化

　
弘
化
元
年
分
の
三
光
銅
山
産
銅
高
は
二
二
万
斤
に
達
し
た
が
、
翌
弘
化
二
年
分
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
た
史
料
は
見
当
た
ら
ぬ
。
し

か
し
同
年
暮
に
小
浜
藩
京
都
留
守
居
役
零
点
小
八
郎
か
ら
住
友
あ
て
の
書
状
に
「
当
巳
年
分
銅
方
運
上
銀
」
と
し
銀
五
七
貫
目
を
請
取
っ
た
こ

と
が
見
え
る
か
ら
、
産
銅
一
〇
温
熱
に
つ
い
て
銀
三
〇
貫
目
の
運
上
定
か
ら
計
算
す
る
と
一
九
万
斤
の
産
銅
高
と
な
る
。

　
嘉
永
二
年
四
月
銅
座
は
諸
国
銅
の
取
次
問
屋
二
十
名
を
呼
び
出
し
て
、
諸
国
廻
銅
を
増
進
す
る
た
め
嘉
永
元
年
か
ら
三
ケ
年
間
荒
銅
百
斤
に

つ
い
て
手
当
銀
四
〇
目
ず
つ
を
与
え
る
こ
と
に
し
た
が
、
な
お
丁
霊
を
促
が
す
た
め
右
の
手
当
以
外
に
弘
化
三
－
嘉
永
元
年
三
ケ
年
出
汐
の
銅

座
買
上
高
の
諸
山
の
一
ケ
年
平
均
高
を
基
準
と
し
、
そ
れ
以
上
に
出
銅
売
上
げ
た
分
に
対
し
当
年
か
ら
三
ケ
年
間
は
別
段
に
荒
銅
百
斤
に
つ
き

銀
三
〇
目
値
増
を
し
、
か
つ
出
増
の
諸
山
の
平
均
高
に
対
し
て
も
荒
言
百
斤
に
つ
き
銀
五
匁
値
増
す
る
と
告
げ
、
右
の
趣
旨
を
山
元
へ
連
絡
し

山
元
か
ら
は
売
上
高
増
を
す
る
よ
う
出
情
す
る
旨
の
請
書
を
取
寄
せ
て
差
し
出
す
こ
と
を
命
じ
た
。
よ
っ
て
取
次
問
屋
連
判
し
て
そ
の
請
書
を

銅
座
へ
差
し
出
し
て
い
る
。
さ
て
弘
化
三
一
嘉
永
元
年
の
「
平
均
御
目
当
」
即
ち
平
均
一
ケ
年
銅
座
買
上
高
は
別
表
の
よ
う
で
、
こ
れ
は
余
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

即
ち
地
亮
銅
向
の
荒
銅
で
あ
る
。

　
三
光
銅
山
の
産
銅
高
は
、
取
置
影
向
の
銅
山
と
し
て
屈
指
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
経
営
内
容
は
良
好
と
は
い
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
悪
化
し
て
い

っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
諸
点
が
考
え
ら
れ
る
。
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　　弘化3一嘉永元
1ケ年平均銅座買上諸荒銅高

銅　　山　　名　1平均高（斤）

9874e，6

　　4136，7

i5457．1

26416．3

38496．3

133664．5

1e192

106131

114491．5

　　2773．6

32910．3

77554．3

32793．7

出羽

備中

摂津

同

紀伊

越前

但馬

出羽

若狭

陸奥

備中

紀伊

陸奥

秋田

小泉

多田

多田院

貝岐

大野

生野

大切沢

三幸（光）

乙密

吉岡

揚枝

盛岡（捨鰯）

多
く
な
り
、
鍍
の
真
吹
に
よ
る
平
銅
の
製
錬
は
は
な
は
だ
少
な
い

み
、
藩
へ
の
運
上
銀
も
割
高
で
ま
た
作
物
等
の
被
害
に
対
し
年
貢
補
償
の
名
屠
で
か
な
り
高
額
の
金
を
藩
へ
納
め
入
費
が
か
か
っ
た
。

　
以
上
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
記
述
に
逐
次
触
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
弘
化
二
年
十
一
月
、
さ
ら
に
翌
三
年
閾
五
月
、
日
勤
老
分
母
右
衛
門
が
若
狭
へ
出
張
し
て
運
上
銀
の
減
額
を
願
い
出
て
、
こ
の
年
か
ら
出
銅

一
〇
万
斤
に
つ
き
銀
三
〇
貫
目
の
運
上
を
二
〇
貫
目
に
減
額
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
さ
て
佐
右
衛
門
の
記
録
に
よ
る
と

　
焼
寵
　
四
一
枚
（
七
枚
半
）
　
鈷
吹
　
五
軒
（
二
軒
）
　
真
吹
　
一
軒
（
二
軒
）

と
あ
り
、
天
保
十
三
年
九
月
の
報
告
（
（
）
内
）
に
比
べ
て
焼
竃
・
鉛
吹
は
著
増
し
て
お
り
、
真
吹
は
二
軒
中
の
一
軒
は
鍛
冶
細
工
場
に
流
用

し
て
い
た
が
、
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
鈷
吹
に
よ
る
尻
（
床
）
銅
製
錬
が
多
く
、
鍍
の
真
吹
に
よ
る
平
銅
製
錬
が
僅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

か
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
銅
山
と
し
て
は
特
殊
な
例
で
、
一
般
に
は
諸
国
出
銅
は
平
七
分
、
床
三
分
の
割
合
と
い
わ
れ
て
い
た
。

　
佐
右
衛
門
は
閏
五
月
十
五
日
銅
山
へ
着
い
て
、
十
七
貝
与
兵
衛
等
と
と
も
に
鋪
内
を
見
分
し
た
。
当
時
の
主
要
な
採
鉱
場
と
思
わ
れ
る
清
五

郎
鋪
で
は
、
新
に
約
一
三
間
ほ
ど
奥
へ
銀
切
を
し
て
横
番
（
掘
大
工
）
八
人
を
も
っ
て
採
鉱
し
て
い
て
、
鑓
巾
は
三
尺
か
ら
一
尺
あ
る
が
先
き

一
　
鎗
の
歩
付
が
低
く
即
ち
鉱
石
の
品
位
が
落
ち
て
い
っ
た
。
荒
銅
の
性
合
が
悪
く
真

吹
し
地
墨
銅
と
す
る
と
き
吹
減
が
多
く
な
り
、
灰
吹
銀
の
確
り
も
僅
少
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
黒
蟻
は
買
上
値
段
が
よ
ほ
ど
安
く
な
る
。

一
　
煙
害
防
止
の
た
め
夏
土
用
入
り
か
ら
焼
鉱
層
止
め
る
た
め
冬
春
に
焼
鉱
す
る
こ
と

に
な
り
、
錨
お
よ
び
耳
管
を
多
量
に
持
ち
囲
み
製
錬
上
の
効
率
を
低
下
さ
せ
た
。

一
　
焼
鉱
・
鈷
吹
等
に
必
要
な
焼
木
・
木
炭
に
つ
い
て
直
買
が
少
な
く
供
給
に
円
滑
を

欠
く
の
み
で
な
く
、
錨
性
の
関
係
も
あ
っ
て
錨
吹
の
継
続
に
よ
る
尻
（
床
）
銅
製
錬
が

　
　
　
　
。
そ
の
た
め
木
炭
の
消
費
量
が
増
大
し
て
そ
の
経
費
を
は
じ
め
雑
費
が
か
さ
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が
絶
え
て
い
る
た
め
さ
ら
に
芝
切
普
講
中
で
あ
り
、
ま
た
清
五
郎
鋪
内
の
上
部
坑
に
黒
鈷
が
あ
っ
て
横
番
七
人
が
掘
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
中
ノ

水
抜
を
見
分
し
た
が
、
こ
こ
か
ら
入
坑
し
た
と
こ
ろ
に
次
郎
右
衛
門
鉛
所
が
あ
っ
て
横
番
九
人
が
採
掘
し
て
い
た
。
十
九
日
に
は
佐
右
衛
門
は
、

従
来
の
役
務
の
ほ
か
に
兼
役
や
転
役
を
次
の
よ
う
に
申
し
渡
し
た
。

　
勘
場
役
後
見
、
諸
帳
面
下
改
、
山
中
廻
勤
　
　
松
兵
衛

　
鏑
買
本
役
、
勘
定
場
兼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
啓
　
蔵

　
鈷
買
見
習
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
兵
衛

　
帳
庭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
藤

　
二
十
一
日
与
兵
衛
と
と
も
に
小
浜
へ
出
て
、
翌
日
御
積
方
役
原
田
厨
之
助
を
訪
ね
銅
山
方
算
出
書
と
運
上
減
の
願
書
下
書
を
届
け
、
さ
ら
に

原
田
と
同
道
し
御
積
悪
役
湊
吉
五
郎
と
産
物
会
所
に
参
会
し
て
、
銅
山
経
営
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
二
十
三
日
に
は
産
物
会
所
で
御
用
人
山
口

治
兵
衛
が
佐
右
衛
門
に
内
談
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
二
十
六
貸
佐
右
衛
門
は
小
浜
を
立
ち
帰
坂
の
途
に
つ
い
た
。
山
口
の
内
談
の
内
容
は
、
天

保
十
二
年
銅
山
再
開
に
あ
た
り
金
六
千
両
を
住
友
か
ら
藩
へ
融
通
し
月
報
朱
の
利
足
を
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
藩
主
が
入
京
し
（
酒
井

忠
義
は
天
保
十
四
年
十
一
月
京
都
所
司
代
と
な
る
）
支
出
が
増
し
て
い
っ
そ
う
財
政
難
と
な
っ
た
か
ら
幾
分
だ
け
で
も
容
赦
し
て
ほ
し
い
と
い

　
　
　
　
　
　
③

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
住
友
と
藩
の
間
に
、
同
年
か
ら
五
ケ
年
間
利
子
を
と
ら
ぬ
こ
と
と
し
、
他
方
に
銅
山
運
上
銀
を
出
番
百
斤
に
つ
い
て
一
〇

匁
を
減
ず
る
と
い
う
約
定
が
成
り
、
十
月
山
口
か
ら
住
友
あ
て
そ
の
内
容
の
規
定
覚
を
送
り
届
け
て
い
る
。

　
佐
右
衛
門
の
出
張
に
当
た
っ
て
与
兵
衛
は
稼
方
算
考
と
所
見
を
住
友
へ
書
き
送
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
銅
歩
付
が
良
く
な
ら
ず
地
銀
が

か
さ
み
、
そ
の
う
え
掛
役
人
か
ら
申
分
も
あ
っ
て
苦
慮
し
て
い
る
と
述
べ
、
旧
冬
か
ら
探
鉱
の
銀
切
を
し
当
年
三
月
頃
に
は
良
好
の
鋭
も
あ
ら

わ
れ
掘
ら
せ
た
が
、
半
巾
が
細
く
な
り
突
切
と
な
っ
て
絶
え
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
た
め
さ
ら
に
二
〇
間
ほ
ど
銀
魚
を
試
み
る

考
え
で
四
ケ
月
ほ
ど
で
そ
れ
は
達
成
さ
れ
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
う
え
見
込
な
け
れ
ば
そ
の
節
評
議
を
願
い
た
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
銀
切
は
前

述
の
佐
右
衛
門
の
記
録
に
見
え
る
清
五
郎
鋪
の
工
事
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
掛
役
人
の
申
分
と
は
郡
奉
行
・
書
方
代
官
か
ら
御
用
人
あ
て
書
状
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に
見
え
る
諸
語
、
即
ち
銅
山
諸
色
競
買
の
聞
題
、
特
に
源
右
衛
門
の
木
炭
納
入
に
関
す
る
請
願
や
山
林
煙
害
に
つ
い
て
の
山
持
人
の
処
置
な
ど

　
　
　
④

で
あ
ろ
う
。
さ
て
与
兵
衛
の
譜
面
鋒
考
に
よ
る
と
、
出
離
百
斤
に
つ
い
て
の
経
費
は
銀
二
〇
八
匁
四
厘
五
毛
、
こ
の
内
運
上
銀
二
〇
匁
が
含
ま

れ
、
こ
れ
を
控
除
し
た
一
八
八
匁
四
厘
五
毛
が
正
味
経
費
と
な
る
が
、
銅
座
買
上
の
三
光
銅
値
段
は
床
・
平
銅
を
平
均
し
て
一
七
三
匁
九
分
二

厘
で
あ
る
か
ら
、
正
味
経
費
に
対
し
す
で
に
一
四
匁
一
分
二
厘
五
毛
の
不
足
と
な
る
。
そ
こ
で
経
費
を
節
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
鉛
石

代
・
吹
賃
は
そ
の
余
地
は
な
く

　
手
代
其
外
共
遺
銀
、
鋪
内
入
用
、
普
請
邑
智
御
用
之
類
　
出
銅
百
里
に
つ
き
銀
七
四
匁
九
分

　
焼
木
・
炭
・
田
畑
痛
（
補
償
）
其
外
共
　
同
銀
六
九
匁
四
分
三
厘

こ
れ
を
、
前
者
で
二
九
匁
九
分
六
厘
、
後
者
で
一
割
分
を
節
約
し
計
三
六
匁
九
分
三
毛
を
捻
出
す
れ
ば
、
差
引
二
二
匁
七
分
七
厘
鼻
毛
が
残
る

と
し
て
い
る
。

　
弘
化
三
年
十
ゴ
一
月
与
兵
衛
は
銅
山
開
発
か
ら
の
勤
務
の
功
に
よ
っ
て
住
友
か
ら
本
家
支
配
人
格
に
の
ぼ
せ
豊
助
（
赤
峰
氏
）
の
次
席
に
序
せ

ら
れ
、
こ
の
う
え
と
も
銅
山
仕
法
を
勘
弁
し
勘
定
た
つ
よ
う
精
励
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
経
営
内
容
は
改
善
さ
れ
ず
、
翌
弘
化
四
年
六
月
老

分
政
右
衛
門
は
若
狭
へ
下
り
、
七
月
一
日
銅
山
着
五
爵
ま
で
諸
帳
簿
の
調
査
や
鋪
の
内
外
を
見
分
し
て
帰
坂
し
た
。
さ
き
の
与
兵
衛
の
報
告
と

今
圓
の
政
右
衛
門
の
調
査
に
基
づ
い
て
、
佐
右
衛
門
・
豊
助
か
ら
与
兵
衛
あ
て
次
の
よ
う
に
申
し
送
っ
た
。

一
　
探
鉱
と
錨
石
の
有
無
善
悪
に
よ
っ
て
銅
山
の
興
廃
が
決
定
さ
れ
る
の
で
、
見
込
を
付
け
た
銀
切
の
計
画
が
あ
る
か
ど
う
か
。

一
　
多
量
の
墨
壷
を
長
期
に
わ
た
り
持
ち
囲
み
資
金
不
融
通
と
な
る
の
で
、
現
有
の
鉋
石
を
吹
き
つ
く
す
ま
で
、
横
番
を
予
山
（
鋼
子
）
へ
差

し
向
け
る
旨
を
評
議
し
主
人
の
許
諾
を
え
た
。
血
石
は
約
一
ケ
年
半
吹
立
て
る
量
が
あ
り
そ
れ
が
吹
減
る
ま
で
予
州
へ
出
稼
ぎ
さ
せ
る
こ
と
と

し
、
藩
役
所
へ
も
そ
れ
を
申
し
入
れ
る
こ
と
。

一
　
鋪
稼
人
約
六
〇
人
賦
山
と
い
う
が
、
言
切
の
計
爾
が
あ
れ
ば
必
要
人
夫
だ
け
残
し
、
残
り
は
亀
山
へ
差
し
向
け
る
こ
と
。

一
　
大
坂
廻
着
の
三
光
銅
は
性
合
不
良
で
あ
る
た
め
、
政
右
衛
門
に
告
げ
た
与
兵
衛
の
意
見
と
し
て
、
当
確
廻
銅
か
ら
山
元
で
床
規
銅
を
さ
ら
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に
真
吹
し
大
坂
へ
登
せ
、
大
坂
の
吹
所
吹
方
と
立
会
い
急
減
・
吹
雑
用
を
算
考
の
う
え
で
吹
立
法
に
つ
い
て
談
じ
た
い
と
あ
り
、
そ
の
意
見
は

尤
も
で
あ
る
。

　
そ
し
て
以
上
の
諸
項
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
下
札
を
も
っ
て
所
見
を
述
べ
て
返
啓
し
て
ほ
し
い
と
い
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
万
一
休
山
の
と

き
は
藩
に
対
し
止
む
を
得
ぬ
事
情
を
了
解
さ
せ
故
障
な
く
引
払
い
で
き
る
よ
う
工
夫
し
お
か
れ
た
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
与
兵
衛
は

以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
が
、
こ
の
返
書
に
は
、
下
札
が
付
い
て
い
て
こ
れ
は
十
月
に
な
っ
て
与
兵
衛
が
上
坂
し
三
光
銅
を
立
会
い
糺
吹
し

た
と
き
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
　
昨
年
か
ら
の
摺
切
（
清
五
郎
鋪
）
は
四
〇
間
ほ
ど
進
み
途
中
に
群
体
の
も
の
ニ
ケ
所
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
論
叢
細
く
鑓
筋
が
諸
所
に
切

れ
て
い
る
。
切
詰
か
ら
一
〇
間
ほ
ど
手
前
で
天
井
下
に
涌
水
し
、
換
気
も
悪
く
螺
灯
の
火
が
消
え
る
た
め
、
銀
切
が
進
ま
ぬ
。
換
気
の
工
事
は

人
夫
費
が
多
い
た
め
、
現
在
は
し
ば
ら
く
然
諾
を
中
比
し
て
い
る
。
そ
こ
で
同
宗
内
の
上
鈷
の
あ
っ
た
場
所
で
あ
る
訳
本
に
切
り
下
げ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と
む
き

に
し
、
こ
こ
は
鑓
巾
二
尺
ほ
ど
あ
っ
て
鑓
の
模
様
も
見
込
よ
い
か
ら
、
脚
本
か
ら
跡
向
即
ち
手
前
の
方
へ
廻
り
銀
幕
す
れ
ば
約
二
〇
間
で
清
五

郎
鋪
内
へ
抜
け
合
う
は
ず
で
あ
る
。
秋
に
吹
立
立
会
の
た
め
上
坂
す
る
頃
ま
で
に
は
当
切
も
で
き
て
、
様
子
も
逐
一
報
告
で
き
る
と
思
う
。

〔
下
札
〕
　
右
の
鑓
巾
二
尺
ほ
ど
あ
ら
わ
れ
て
い
る
場
所
h
そ
の
下
方
は
三
、
四
尺
に
太
く
な
り
や
が
て
上
善
の
採
掘
も
増
し
、
十
一
月
頃
か
ら

吹
方
へ
廻
り
鍍
吹
（
真
吹
）
も
で
き
て
歩
付
も
良
く
な
ろ
う
。

一
　
稼
人
の
予
山
差
向
け
の
件
は
早
速
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
彼
等
は
近
村
の
店
で
反
物
類
や
魚
類
な
ど
借
金
し
て
い
て
出
入
り
が
起

こ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
藩
役
所
の
首
尾
も
悪
く
な
る
か
ら
、
出
立
に
は
時
間
を
か
け
九
、
十
月
頃
に
も
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
出
立
の

人
夫
名
前
は
、
前
も
っ
て
調
査
報
告
す
る
。

〔
下
札
〕
　
七
月
頃
か
ら
鋪
内
稼
人
一
〇
人
ほ
ど
減
る
こ
と
に
な
っ
て
、
採
掘
鉛
も
減
り
持
ち
囲
み
の
鋭
も
し
だ
い
に
減
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
、

三
山
へ
出
稼
に
差
し
向
け
る
こ
と
は
控
え
た
い
。

一
　
銅
性
不
良
の
こ
と
は
毎
度
承
わ
る
が
、
当
秋
の
廻
銅
分
を
別
段
二
度
吹
落
し
、
大
坂
で
の
精
銅
に
真
吹
す
る
と
き
立
会
い
そ
の
う
え
で
相
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呈
し
た
い
。
そ
れ
で
政
右
衛
門
に
話
し
た
こ
と
を
聞
き
届
け
ら
れ
指
示
さ
れ
た
委
細
は
承
知
し
た
。
廻
銅
の
大
坂
着
岸
の
と
き
当
山
の
吹
大
工

を
連
れ
て
登
坂
し
万
事
相
談
し
た
い
。

〔
下
札
〕
　
若
州
吹
大
工
を
連
れ
て
大
坂
で
試
吹
し
た
が
良
い
精
銅
に
は
な
ら
ぬ
。
や
は
り
大
坂
で
真
吹
大
工
の
手
で
精
銅
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。

　
糺
吹
は
十
月
二
十
八
日
行
な
わ
れ
て
、
与
兵
衛
か
ら
そ
の
結
果
と
銅
山
稼
方
に
つ
い
て
の
意
見
が
本
家
あ
て
差
し
出
さ
れ
た
。

　
一
平
銅
　
二
〇
〇
斤
　
　
　
　
此
真
吹
（
精
）
銅
　
一
七
九
斤
三
七
五

　
味
物
　
　
＝
二
斤
一
二
五
　
右
　
同
　
　
　
　
　
七
斤
八
七
五

　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七
斤
二
五

　
吹
減
　
一
二
斤
七
五
（
心
○
○
斤
に
つ
き
六
斤
三
七
五
）

　
吹
銅
ま
で
に
減
　
　
　
一
〇
〇
斤
に
つ
き
九
斤
二

吹計間味床
減　屑物銅

　
吹
銅
ま
で
に
減

　
味
物
と
い
う
の
は
真
吹
の
と
き
平
・
床
離
と
も
に
出
来
る
も
の
で
、
平
銅
二
〇
〇
斤
真
吹
に
味
物
二
二
斤
＝
一
五
こ
れ
を
六
歩
付
と
し
て
正

味
真
吹
銅
七
重
八
七
五
と
計
算
し
、
床
銅
二
〇
〇
斤
真
吹
に
九
斤
五
六
二
五
こ
れ
を
四
歩
付
と
し
て
三
斤
八
二
五
と
計
算
し
て
い
る
。
ま
た
間

屑
は
床
銅
真
吹
の
と
き
三
八
斤
＝
一
五
が
出
来
て
、
こ
れ
を
二
歩
付
と
し
正
味
真
吹
銅
七
玉
取
二
五
と
計
算
し
て
い
る
。
ま
た
吹
銅
は
地
墨
用

の
型
銅
に
吹
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
糺
吹
の
結
果
に
基
づ
き
「
登
銅
吹
銅
迄
平
均
」
と
し
て

二
〇
〇
斤
　
　
　
　
此
真
吹
（
精
）
銅
　
一
四
三
斤
＝
一
五

　
　
九
斤
五
六
二
　
右
　
同
　
　
　
　
　
　
三
斤
八
二
五

　
三
八
斤
一
二
五
　
右
　
同
　
　
　
　
　
七
斤
六
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四
斤
五
七
五

四
五
斤
四
（
一
〇
〇
斤
に
つ
き
二
二
斤
七
＝
一
五
）

　
　
　
　
　
一
〇
〇
斤
に
つ
き
二
五
斤
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平
銅
　
　
　
二
五
斤
　
此
減
銅
　
　
二
斤
三
　
　
一
〇
〇
斤
に
つ
き
九
斤
二

　
　
床
銅
　
　
　
七
五
斤
　
同
　
　
　
一
八
斤
七
五
　
右
　
同
　
　
　
二
五
斤

　
　
合
荒
銅
　
」
○
○
斤
　
同
　
　
　
二
一
斤

と
し
て
い
る
。
即
ち
当
時
の
三
光
銅
は
響
銅
三
、
平
銅
一
の
割
合
の
平
均
で
大
坂
へ
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
御
定
法
吹
銅
迄
吹
減
十

四
斤
二
歩
、
差
引
残
六
斤
八
歩
五
厘
減
退
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
御
定
法
網
減
と
は
弘
化
元
年
二
月
の
糺
吹
を
い
う
の
で
あ
る
。
騨
ち
そ
れ
に

比
べ
六
斤
八
歩
吹
減
が
増
し
て
い
る
。

　
さ
て
与
兵
衛
は
右
の
糺
吹
の
結
果
は
収
支
償
わ
ず
、
か
つ
山
元
で
製
錬
に
苦
心
し
木
炭
の
消
費
も
過
分
に
な
る
が
、
山
元
の
諸
施
設
も
整
い

焼
鉱
の
時
節
に
も
な
っ
て
お
り
、
急
に
は
休
賀
す
る
の
も
残
念
で
あ
る
と
述
べ
、
当
年
中
の
仕
込
銀
は
登
銅
五
〇
〇
丸
（
一
丸
は
一
〇
〇
斤
）

と
追
々
に
出
来
る
銅
を
見
く
ら
べ
て
支
出
し
て
も
ら
い
、
明
年
分
は
こ
の
節
少
し
は
上
鈷
の
場
所
の
見
当
も
つ
い
た
の
で
鍍
吹
に
よ
っ
て
平
銅

に
吹
き
大
坂
廻
着
の
う
え
立
会
糺
吹
し
受
け
渡
し
た
い
と
し
、
さ
ら
に
山
元
吹
立
を
出
来
る
だ
け
工
夫
し
精
銅
に
仕
上
げ
る
こ
と
と
し
、
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
ケ
年
は
稼
行
を
試
み
た
い
と
も
い
っ
て
い
る
。

　
明
和
三
年
六
月
銅
座
の
取
立
に
あ
た
り
大
坂
の
吹
屋
か
ら
糺
吹
に
つ
い
て
諸
山
荒
聖
定
例
書
上
を
提
出
し
た
。
こ
れ
は
従
来
の
諸
山
響
銅
に

つ
い
て
一
〇
〇
斤
の
真
吹
・
南
蛮
吹
に
よ
る
吹
込
・
出
灰
吹
銀
・
燃
鉛
（
消
費
さ
れ
る
鉛
量
）
の
定
例
を
し
る
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
三
光
銅
は
吹
減
が
七
斤
五
分
と
な
っ
て
い
て
、
ほ
ぼ
諸
山
避
難
吹
減
の
平
均
に
近
い
。
翌
七
月
か
ら
新
に
「
銅
座
御
糺
吹
定
例
」
が
実

、
施
さ
れ
て
、
年
々
の
諸
山
荒
銅
一
〇
〇
斤
に
つ
い
て
吹
減
・
出
灰
吹
銀
・
出
白
目
・
燃
鉛
の
糺
吹
の
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
銅
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

買
上
の
荒
銅
値
段
決
定
の
基
礎
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
三
光
銅
に
つ
い
て
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
吹
減
（
斤
）
　
灰
吹
銀
（
匁
）
　
　
燃
鉛
（
斤
）

　
　
明
和
六
、
六
　
　
五
・
ニ
　
ニ
・
七
五
五
　
七
・
八

　
　
天
保
皿
三
、
【
〇
　
三
光
鰯
吹
銅
冤
積
り
紀
州
見
岐
銅
に
准
ず
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慶同同嘉弘同同
応　　永化
三三同一一同四N　　）　．一　h　N

五二八六二

一
〇
・
六

「
六
・
一

一
四
・
二

三
一
・
一

一
〇
・
四

三
〇
・
八

五
八
・
「

三
・
四

（
床
銅
）

（
床
銅
）

（
床
銅
）

八
・
八

　
明
和
の
藩
営
時
代
に
は
吹
減
も
少
な
か
っ
た
が
、
天
保
以
来
は
そ
れ
が
増
加
し
て
い
る
。
三
光
銅
は
床
銅
が
大
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
吹
減

は
特
に
大
き
い
。
出
灰
吹
銀
は
微
量
で
、
弘
化
以
後
そ
の
報
告
を
欠
く
の
は
、
絞
り
銀
五
匁
以
内
は
間
（
真
）
吹
銅
と
称
し
て
　
般
に
南
蛮
吹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
行
な
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
銭
り
銀
五
匁
以
内
で
は
差
鉛
代
・
吹
賃
に
か
か
っ
て
値
段
引
合
わ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
嘉
永
三
年
五
月
三
光
乱
立
吹
を
命
ぜ
ら
れ
で
、
大
坂
屋
又
兵
衛
吹
所
に
お
い
て
床
銅
二
〇
〇
斤
ず
つ
四
〇
〇
斤
を
試
み
た
が
、
真
吹
（
精
）

銅
と
す
る
ま
で
に
三
三
斤
九
歩
余
の
掛
減
が
あ
っ
た
。
三
光
銅
の
取
次
人
は
泉
屋
源
兵
衛
か
ら
末
家
臼
勤
要
義
泉
屋
佐
右
衛
門
に
代
わ
っ
て
い

た
が
、
嘉
右
衛
門
か
ら
銅
座
あ
て
吹
減
増
加
の
た
め
買
上
値
段
の
引
下
げ
ら
れ
る
こ
と
を
心
痛
し
て
い
る
を
述
べ
、
妾
月
廻
着
銅
を
も
っ
て
再

度
の
糺
吹
を
願
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
六
月
住
友
吹
所
で
臨
○
○
斤
を
再
度
糺
吹
し
二
三
斤
三
歩
余
の
吹
落
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
住
友
か
ら
銅
座

へ
三
光
銅
は
性
合
不
良
で
不
同
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
両
度
の
糺
吹
を
平
均
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
取
次
人
と
熟
談
の
結
果
こ
れ

ま
で
と
格
別
の
吹
減
の
栢
違
も
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
定
法
と
お
り
据
置
き
買
上
げ
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
い
と
願
い
出
て
い
る
。
定
法
と
は
弘

化
元
年
の
糺
吹
の
吹
減
で
あ
る
。

　
注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
弘
化
三
午
年
壬
五
月
「
罠
勤
佐
右
衛
門
若
州
出
勤
日
記
路
用
拍
」
、
午
年
壬
五

　
①
「
年
々
記
」
三
羅
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
「
若
州
蓑
江
山
之
勤
之
節
山
口
様
汐
佐
右
衛
門
へ
御
渡
書
入
」

　
②
　
明
和
元
甲
申
年
極
月
十
　
日
「
諸
国
銅
山
惣
括
覚
書
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
午
壬
五
月
「
香
川
六
郎
右
籍
椚
等
書
状
」
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⑤
　
弘
化
四
未
五
月
「
政
右
衛
門
　
若
州
行
道
中
記
」

⑥
未
七
月
「
赤
峰
豊
助
三
木
佐
右
衛
門
轡
状
」
、
未
七
月
「
与
兵
衛
雷
状
」
、
未
十

　
月
「
与
兵
籍
書
状
」
　
（
「
若
州
銅
山
へ
掛
含
往
返
書
類
」
）

⑦
　
文
政
五
午
年
「
御
用
諸
山
銅
吹
込
帳
」

⑥
「
大
意
書
」
二
天
「
近
爆
社
会
経
済
叢
書
」
）
、

　
七
匁
以
内
は
間
吹
物
と
い
っ
て
い
る
。

天
保
十
　
年
源
兵
衛
は
鍍
り
銀
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六
　
支
配
人
経
蛍
か
ら
藩
経
営
へ

　
嘉
永
元
年
春
住
友
か
ら
三
光
銅
山
の
休
山
を
藩
へ
願
い
出
た
が
、
掛
り
役
人
と
の
間
に
折
衝
を
重
ね
た
結
果
は
支
配
人
与
兵
衛
が
銅
山
経
営

を
住
友
本
家
か
ら
譲
ら
れ
て
引
請
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
十
月
与
兵
衛
は
上
坂
し
、
翌
月
に
本
家
か
ら
次
の
よ
う
な
申
渡
書
を
渡
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
（
天
保
十
二
）

　
其
許
儀
去
ル
三
年
入
山
♂
已
来
種
々
尽
精
製
稼
方
出
精
者
致
候
得
共
、
元
来
銅
性
不
宜
、
継
続
難
出
来
、
来
て
当
用
御
領
主
様
へ
裾
山
之
儀

　
願
上
宝
処
、
御
掛
リ
御
役
人
中
色
々
御
配
慮
屋
下
、
以
後
底
方
其
許
へ
相
任
せ
蟻
掛
、
此
旨
相
心
得
、
御
国
法
相
守
、
細
緻
略
無
様
様
可
致
、

　
且
出
来
銅
勧
進
、
詰
雑
費
減
方
等
御
掛
江
御
相
談
申
上
、
是
迄
損
銀
入
合
候
様
可
取
斗
、
御
運
上
納
方
之
儀
者
割
方
之
積
リ
御
約
定
申
候
二

　
付
、
都
而
稼
益
二
つ
割
二
い
た
し
、
一
分
枳
納
可
申
、
其
外
方
万
事
入
念
取
置
可
被
副
署

　
　
　
申
　
十
一
月

　
こ
れ
に
対
し
与
兵
衛
か
ら
住
友
主
人
お
よ
び
細
分
あ
て
、
山
元
諸
入
用
を
出
来
る
限
り
節
約
し
、
益
筋
立
つ
よ
う
精
勤
す
る
旨
の
講
書
を
提

出
し
て
い
る
。
翌
十
二
月
与
兵
衛
は
小
浜
へ
下
り
、
藩
役
所
か
ら
は
今
回
住
友
と
相
談
し
銅
山
を
与
兵
衛
が
全
面
的
に
引
請
け
る
こ
と
に
な
っ

て
、
藩
・
住
友
の
た
め
よ
き
よ
う
に
規
定
書
を
取
替
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
与
兵
衛
に
三
人
扶
持
を
給
し
下
中
帯
刀
を
許
す
と
申
し
渡
さ

れ
た
。
こ
の
取
替
規
定
書
の
内
容
は
、
酒
井
伊
織
等
連
判
で
住
友
吉
次
郎
あ
て
、
こ
の
度
藩
・
住
友
栢
対
の
う
え
秦
与
兵
衛
が
銅
山
を
引
請
け
、

諸
雑
費
を
極
力
節
約
し
て
損
銀
の
分
を
埋
め
、
そ
の
う
え
多
少
と
も
益
銀
が
出
る
見
込
み
と
な
れ
ば
、
益
銀
は
二
分
し
一
分
を
藩
へ
納
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
を
定
め
た
も
の
で
、
嘉
永
二
年
正
月
日
付
で
あ
る
。



鉱山稼行とその周辺（小葉田）

　
三
光
銅
山
の
経
営
を
秦
与
兵
衛
に
委
譲
し
た
・
事
情
に
つ
い
て
は
、
嘉
永
四
年
四
月
多
田
銀
山
内
の
大
金
間
歩
・
喜
利
銅
山
の
稼
行
を
末
家
泉

屋
彦
助
に
譲
っ
た
経
緯
が
参
考
さ
れ
る
。
彦
助
は
住
友
下
代
と
し
て
弘
化
元
年
十
一
月
に
大
金
間
歩
稼
方
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
同
三
年
六
月
ま

で
に
仕
入
銀
五
〇
貫
目
余
が
損
銀
と
な
っ
て
、
翌
年
四
月
住
友
か
ら
休
山
を
指
示
し
た
。
し
か
し
彦
助
は
鋭
意
銀
切
の
結
果
良
好
の
採
鉱
場
に

あ
た
り
、
損
銀
を
埋
合
わ
せ
た
う
え
三
六
貫
目
ほ
ど
の
利
益
を
あ
げ
た
。
嘉
永
元
年
十
二
月
に
は
末
家
と
な
り
従
前
と
お
り
多
田
詰
め
を
命
ぜ

ら
れ
た
。
翌
二
年
五
月
国
噺
村
翁
利
銅
山
の
取
明
け
に
か
か
り
翌
四
年
三
月
ま
で
に
三
〇
貫
目
ほ
ど
入
費
を
投
じ
た
が
、
響
銅
僅
か
で
、
多
田

院
錨
の
買
入
、
門
屋
二
輯
の
借
入
れ
な
ど
の
計
画
も
資
金
不
融
通
の
た
め
困
難
で
あ
っ
て
住
友
か
ら
は
鉱
山
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
彦
助
は

こ
れ
ま
で
ど
お
り
当
山
を
彦
助
に
任
せ
ら
れ
金
子
融
通
を
工
夫
し
買
入
鈷
を
計
り
た
く
「
御
本
家
御
名
前
垂
鯉
山
之
沙
汰
不
相
成
、
詐
言
躰
茂

宜
敷
鰍
二
奉
存
候
」
と
い
い
、
錨
・
白
爵
・
鉛
・
灰
吹
銀
は
従
前
の
よ
う
に
本
家
吹
他
方
へ
送
り
着
岸
し
だ
い
算
用
の
う
え
融
通
を
う
け
た
い

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
取
替
銀
の
残
り
な
ど
は
当
暮
ま
で
に
上
納
し
、
そ
の
他
の
取
替
銀
は
追
々
取
立
て
し
だ
い
差
し
干
せ
た
い
と
い
っ
て
い

る
。
取
替
銀
残
り
と
い
う
の
は
主
と
し
て
彦
助
自
身
の
借
銀
ら
し
く
、
．
そ
の
他
の
取
替
銀
と
い
う
の
は
稼
人
等
へ
の
前
貸
銀
な
ど
を
指
す
よ
う

で
あ
る
。
さ
ら
に
彦
助
は
買
入
鈷
吹
立
の
益
銀
か
ら
冥
加
と
し
て
年
々
銀
五
〇
〇
目
ず
つ
上
納
し
、
ま
た
銀
切
の
結
果
盛
山
と
な
れ
ば
、
こ
れ

ま
で
の
損
銀
と
な
っ
て
い
る
元
仕
入
銀
の
う
ち
へ
少
々
ず
つ
で
も
返
納
し
た
い
と
願
い
田
て
い
る
。
こ
れ
に
紺
し
、
本
家
で
は
本
家
名
前
も
休

山
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ず
世
間
体
も
よ
い
と
い
う
彦
助
の
意
見
に
対
し
「
御
本
家
御
名
目
二
て
ハ
以
来
入
組
候
義
出
来
頚
管
面
倒
相
懸
候
も
難

諸
候
聞
、
銀
山
役
所
向
以
来
彦
助
へ
相
任
せ
、
蜜
家
質
一
切
構
ひ
不
申
候
段
以
書
付
届
上
候
」
と
い
う
意
見
で
あ
り
、
ま
た
冥
加
金
上
納
の
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
、
銅
山
の
芝
居
有
物
一
切
を
彦
助
に
与
え
た
こ
と
な
ど
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
家
で
は
そ
れ
に
及
ば
ぬ
と
い
う
返
答
で
あ
っ
た
。

住
友
か
ら
は
同
年
七
月
多
田
銀
山
役
所
・
銅
座
役
所
あ
て
、
彦
助
に
別
宅
い
た
さ
せ
山
稼
方
は
同
人
の
手
限
り
に
稼
ぎ
、
当
方
よ
り
の
仕
送
り

稼
方
は
と
も
に
休
止
し
た
こ
と
を
届
け
た
。
彦
助
は
五
月
か
ら
大
金
問
歩
・
喜
利
銅
山
を
細
々
と
稼
ぎ
嘉
永
五
年
三
月
に
休
愉
し
、
能
勢
郡
名

月
銅
山
の
う
ち
蛍
袋
谷
の
普
請
に
か
か
り
、
仕
入
銀
に
困
っ
て
本
家
に
対
し
金
五
〇
両
の
拝
借
を
願
い
出
て
い
る
。
文
久
元
年
四
月
頃
に
は

銅
山
六
方
に
も
ゆ
き
詰
っ
て
予
州
銅
山
ま
た
は
そ
の
他
へ
再
出
勤
を
願
い
出
て
、
こ
れ
ま
で
の
拝
借
銀
は
一
応
そ
の
ま
ま
の
形
と
し
て
預
ケ
銀
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（
末
家
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
給
与
さ
れ
た
家
督
銀
八
六
〇
〇
蟹
を
本
家
に
預
け
て
い
る
）
か
ら
三
貫
爵
の
下
げ
渡
し
を
求
め
て
い
る
。

　
さ
て
与
兵
衛
は
三
光
銅
山
を
引
請
け
自
ら
経
営
者
と
な
っ
て
、
産
銅
増
加
に
努
め
諸
雑
費
を
極
力
節
約
し
、
こ
れ
ま
で
の
損
銀
を
埋
め
合
わ

す
よ
う
計
る
と
い
う
の
は
、
本
家
か
ら
の
仕
入
銀
な
ど
の
損
銀
を
追
々
に
返
納
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
御
運
上
納
方
は
割
方
の
積

り
で
藩
と
約
定
し
た
と
い
う
の
は
、
経
営
の
委
譲
と
と
も
に
、
住
友
・
与
兵
衛
の
稼
行
期
間
に
応
じ
て
出
来
銅
一
〇
万
斤
に
つ
き
銀
二
〇
貫
目

の
運
上
額
を
割
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
鉱
山
で
も
同
様
の
仕
法
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
藩
と
し
て
は
本
家
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の

立
場
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
う
え
益
銀
あ
れ
ば
半
分
を
上
納
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
三
光
銅
山
が
多
田
と
相
違
す
る
一

つ
は
、
三
光
で
は
与
兵
衛
以
下
の
住
友
の
奉
公
人
の
ほ
か
に
、
別
子
か
ら
移
し
た
稼
人
を
そ
の
ま
ま
据
え
置
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
多
田
は

古
く
か
ら
の
銀
銅
山
で
従
来
の
稼
人
が
働
き
、
彦
助
が
支
配
し
た
大
金
間
歩
も
、
以
前
に
現
地
の
藤
四
郎
と
い
う
も
の
が
住
友
か
ら
委
嘱
さ
れ

て
稼
行
し
て
い
た
も
の
で
、
損
失
が
多
い
た
め
彦
助
が
命
を
受
け
て
引
継
い
だ
の
で
あ
る
。

　
嘉
永
三
年
の
「
若
州
三
面
銅
山
詰
手
暑
中
出
勤
年
号
席
順
」
に
よ
る
と
、
与
兵
衛
・
慶
蔵
・
彦
四
郎
・
佐
兵
衛
・
又
助
・
徳
右
衛
門
・
多
蔵
・

勇
助
が
し
る
さ
れ
る
。
支
配
人
与
兵
衛
の
次
席
松
兵
衛
は
嘉
永
二
年
三
月
本
家
か
ら
呼
ば
れ
て
上
坂
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
銅
山
を
離
れ
た
ら

し
い
。
佐
兵
衛
は
天
保
十
五
年
か
ら
若
州
に
勤
務
し
、
徳
右
衛
門
は
天
保
十
四
年
四
月
若
州
へ
赴
任
し
、
弘
化
三
年
五
月
元
服
し
て
子
供
名
の

勇
蔵
を
改
名
し
、
多
野
は
弘
化
三
年
五
月
若
州
行
き
、
の
ち
元
服
し
て
同
じ
く
清
助
を
改
名
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
子
供
が
元
服
す
る
と
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

代
と
な
っ
て
給
銀
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
る
に
銅
山
稼
方
の
責
任
を
負
い
苦
労
し
て
き
た
与
兵
衛
は
嘉
永
七
（
安
政
元
）
年
正
月
に
死
没
し
た
。
本
家
の
調
査
に
よ
る
と
、
住
友
か

ら
銀
六
一
貫
六
八
二
匁
一
分
ゴ
一
厘
の
借
財
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
内
に
は
「
役
前
記
而
無
拠
取
替
口
々
捨
リ
ニ
相
成
百
里
も
多
分
有

之
偏
と
あ
っ
て
、
支
配
人
の
立
場
か
ら
給
銀
・
賃
銀
或
は
購
入
品
代
の
取
替
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
与
兵
衛
は
そ
れ
ら
に
つ
い

て
嘉
永
六
年
に
精
細
な
勘
定
帳
を
作
製
し
、
当
年
願
い
出
る
準
備
を
し
て
い
た
。
与
兵
衛
に
は
幼
少
の
子
女
も
多
く
、
本
家
で
は
将
来
末
家
を

命
ず
る
と
き
支
給
さ
れ
る
は
ず
の
家
督
銀
二
一
二
五
〇
〇
目
を
特
に
給
与
し
月
三
尺
即
ち
一
ケ
年
七
七
凶
匁
の
利
足
を
与
え
て
預
り
、
借
財
を
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⑤

年
々
一
七
四
匁
ず
つ
の
年
賦
で
返
納
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

　
さ
て
与
兵
衛
の
没
後
に
、
銅
山
は
小
浜
藩
の
直
営
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
記
録
は
見
当
た
ら
ぬ
。

し
か
し
安
政
四
年
九
月
与
兵
衛
に
次
ぐ
地
位
に
あ
っ
た
瞥
（
慶
）
蔵
は
眼
病
の
親
類
者
を
扶
養
し
生
活
に
困
り
、
本
家
に
対
し
銀
三
貫
目
の
借

用
を
願
い
出
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
当
時
銅
山
方
勘
定
向
其
外
万
事
御
出
役
方
持
二
相
成
候
門
付
、
少
々
之
融
通
も
出
来
不
申
儀
者
不
及
申
、

羽
黒
苦
敷
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
啓
蔵
は
安
政
六
年
十
一
月
に
、
小
浜
藩
役
人
か
ら
住
友
へ
大
坂
へ
引
取
る
よ
う
連
絡
が
あ
っ
た
の
で
上
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

さ
せ
、
跡
役
は
彦
四
郎
に
命
ぜ
ら
れ
、
彦
四
郎
が
住
友
派
遣
の
手
代
中
の
最
上
席
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
三
年
に
銅
山
休
止
に
当
た
っ
て
、

彦
四
郎
（
菅
沼
氏
）
が
本
家
と
の
間
に
往
復
し
た
数
通
の
文
書
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
銅
山
に
は
藩
か
ら
任
命
さ
れ
た
元
締
衆
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
経
営
に
任
じ
、
御
用
掛
り
と
し
て
若
干
名
が
出
役
し
て
監
督
管
理
に
当
た

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
銀
山
の
運
営
事
務
や
黒
鳥
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
住
友
の
手
代
や
稼
人
が
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
た
。
彦
四
郎
の
書
状

に
「
近
来
莫
大
藻
岩
損
失
御
座
候
得
共
、
元
〆
衆
万
事
被
執
斗
、
私
儀
ハ
敷
中
井
敷
稼
人
願
事
杯
取
次
、
政
務
之
儀
者
少
々
も
欝
欝
申
」
と
述

　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
久
元
）

べ
、
ま
た
「
十
ケ
年
前
酉
年
迄
、
元
〆
衆
万
事
相
談
致
節
候
故
、
既
二
算
当
六
ケ
敷
相
見
候
故
、
御
用
人
迄
栢
達
、
銅
直
増
願
二
出
町
仕
、
御

余
配
雷
管
リ
講
義
御
座
候
得
共
、
其
后
者
敷
方
の
之
世
話
致
、
外
之
事
者
口
入
頓
ト
響
胴
二
致
聞
様
、
出
役
衆
♂
罷
申
、
其
義
ヲ
警
守
、
今
日

二
番
、
難
渋
仕
候
段
御
憐
察
可
被
下
給
」
と
い
っ
て
い
る
。
即
ち
文
久
元
年
以
前
は
彦
四
郎
は
銅
山
経
営
に
つ
い
て
も
根
芹
に
与
っ
た
の
で
、

収
支
償
わ
ぬ
よ
う
に
思
い
御
用
人
へ
申
し
出
て
銅
代
増
値
の
願
出
の
た
め
上
坂
し
、
住
友
の
世
話
に
も
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
文
久
以
後

は
出
役
人
か
ら
勝
方
に
の
み
専
念
す
る
よ
う
申
し
渡
さ
れ
、
元
締
衆
が
万
事
経
営
に
当
た
っ
て
い
る
と
あ
る
。
こ
の
銅
代
落
魚
の
願
出
と
い
う

の
は
、
安
政
元
年
暮
頃
に
住
友
の
名
で
銅
座
役
所
へ
対
し
、
三
光
銅
は
鋭
性
悪
く
炭
木
は
じ
め
諸
色
高
値
で
引
合
わ
ぬ
の
で
年
に
金
千
両
ず
つ

助
成
を
受
け
れ
ば
三
〇
万
薫
ず
つ
売
上
げ
る
こ
と
を
申
し
出
た
が
、
銅
座
か
ら
江
戸
御
勘
定
所
へ
経
伺
の
結
果
、
翌
二
年
四
月
金
千
両
の
助
成

は
成
ら
ず
、
当
年
か
ら
向
う
三
ケ
年
間
請
負
高
三
〇
万
薫
ず
つ
売
上
の
責
任
を
果
せ
ば
、
荒
巻
一
〇
〇
斤
に
つ
き
別
段
手
当
銀
一
〇
匁
ず
つ
増

給
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
安
政
五
年
嵩
に
は
ま
た
住
友
の
名
で
、
安
政
四
年
以
来
は
三
〇
万
斤
売
上
は
と
て
も
困
難
で
あ
る
が
、
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以
前
と
お
り
手
当
増
給
が
あ
れ
ば
一
ケ
年
二
〇
万
斤
ず
つ
売
上
げ
る
と
申
し
出
た
。
こ
れ
に
対
し
当
年
か
ら
三
ケ
年
二
〇
万
葉
ず
つ
の
売
上
を

請
負
え
ば
、
呼
声
一
〇
〇
斤
に
つ
き
銀
七
匁
ず
つ
手
当
を
増
給
す
る
と
答
え
て
い
る
。
以
上
両
度
と
も
諸
山
出
銅
の
状
況
に
よ
っ
て
年
限
中
で

も
手
当
増
給
を
中
止
す
る
こ
と
も
あ
る
と
条
件
を
付
し
て
お
り
、
住
友
か
ら
銅
座
役
所
へ
請
書
を
差
し
出
し
て
い
る
。
な
お
文
久
二
年
四
月
置

も
住
友
の
名
で
出
石
高
に
か
か
わ
ら
ず
荒
鋼
一
〇
〇
斤
に
つ
い
て
八
五
〇
匁
の
手
当
増
給
を
願
い
出
て
、
銅
座
役
所
か
ら
前
年
分
か
ら
五
ケ
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

聞
は
銀
一
〇
匁
ず
つ
手
当
を
与
え
る
と
告
げ
ら
れ
、
や
は
り
請
書
を
差
し
出
し
た
。

　
藩
営
下
の
銅
山
で
は
住
友
所
属
の
手
代
・
稼
人
が
そ
の
ま
ま
藩
の
雇
用
使
役
人
の
形
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
明
治
三
年
休
山
の
処
置
が

行
な
わ
れ
る
過
程
で
な
お
稼
人
若
干
名
が
残
存
し
て
お
り
、
藩
は
当
時
雇
足
軽
の
資
格
の
も
の
百
人
ほ
ど
を
整
理
し
て
暇
を
出
し
た
。
　
「
銅
山

方
相
上
面
」
も
の
即
ち
住
友
奉
公
人
の
銅
山
勤
務
者
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
等
は
雇
足
軽
の
資
格
を
付
与
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

右
の
百
人
は
新
に
職
業
に
つ
く
ま
で
藩
か
ら
捨
扶
持
一
人
ず
つ
を
給
与
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
銅
山
方
の
残
務
に
若
干
名
は
な
お
従
事
す
る
も

の
が
あ
り
、
彦
四
郎
の
記
述
で
は
残
務
勤
人
に
は
都
合
二
人
扶
持
が
給
与
さ
れ
よ
う
と
見
え
る
。

　
三
光
銅
山
の
藩
直
営
の
切
替
え
の
時
期
は
明
確
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
与
兵
衛
の
死
没
を
機
会
に
行
な
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
銅
山
経

営
の
内
実
は
与
兵
衛
の
時
代
も
好
転
し
な
か
っ
た
。
住
友
が
少
な
く
と
も
表
面
か
ら
の
稼
行
を
辞
退
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
も
小

浜
藩
は
な
お
銅
由
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
あ
え
て
経
営
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
銅
山
経
営
に
つ
い
て
、

民
間
業
者
と
藩
と
で
は
次
の
よ
う
に
相
違
が
考
え
ら
れ
る
。

　
安
政
元
年
閏
七
月
住
友
か
ら
銅
座
役
所
あ
て
に
差
し
出
し
た
覚
に
、
秋
田
・
南
部
・
別
子
立
川
の
三
銅
山
か
ら
銅
座
が
買
上
げ
る
御
用
銅
、

地
売
銅
方
荒
銅
の
値
段
は
さ
し
て
大
き
な
相
違
は
な
い
が
、
秋
田
・
南
部
は
藩
営
銅
山
で
あ
っ
て

　
御
用
銅
三
ケ
山
之
内
秋
田
・
盛
岡
銅
山
之
義
者
、
御
領
母
様
御
手
稼
平
付
、
稼
人
共
井
二
飯
米
・
炭
・
材
木
等
御
領
内
二
て
御
自
由
二
椙
成
、

　
其
外
耳
人
足
も
諸
国
民
之
儀
二
付
進
退
方
御
下
知
二
随
ひ
、
自
ら
銅
元
付
直
段
格
別
下
直
二
上
り
可
申
、
殊
二
御
国
役
御
同
様
之
由
、
予
弱

　
銅
山
之
義
者
、
右
弁
利
一
斜
方
無
之
、
諸
材
木
・
炭
窯
等
二
至
迄
茂
遠
路
瞼
岨
之
深
山
♂
買
求
、
人
歩
を
以
運
脚
候
次
第
、
猶
又
御
大
身
之
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御
大
名
様
御
国
役
同
様
之
御
手
稼
ト
無
縁
之
町
人
稼
悪
難
御
見
競
二
者
首
相
成
義
与
乍
恐
奉
懸
盤

　
　
　
　
　
⑧

と
述
べ
て
い
る
。
民
間
業
者
で
は
銅
山
運
上
が
あ
る
ほ
か
、
炭
木
写
す
べ
て
運
上
諸
役
の
対
象
と
な
る
資
材
も
領
主
に
お
い
て
は
問
題
と
は
な

ら
ず
、
ま
た
運
送
は
じ
め
労
力
の
徴
集
雇
用
等
、
資
材
物
資
の
集
荷
等
も
経
済
力
以
外
の
権
力
に
よ
っ
て
も
な
し
得
る
し
、
し
ば
し
ば
そ
の
一

部
分
は
国
役
化
を
も
な
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
鋪
方
・
吹
方
の
組
織
能
力
に
変
化
が
な
け
れ
ば
、
　
「
銅
元
直
段
格
別
下
直
二
上
ル
」
即
ち
銅
の
生

産
費
が
安
く
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。

　
三
光
銅
山
の
産
銅
高
は
安
政
初
年
に
は
と
も
か
く
も
三
〇
斤
万
の
請
負
額
を
ほ
ぼ
達
し
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
後
も
二
〇
万
斤
に
近
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
安
政
二
年
中
に
小
浜
藩
の
京
都
詰
役
人
等
が
住
友
か
ら
請
取
っ
た
銅
代
金
銀
の
前
鑑
証
文
が
六
通
ほ
ど
あ
っ
て
宛
名
は
老
分
鷹
藁

源
兵
衛
・
三
木
佐
右
衛
門
・
古
午
喜
十
郎
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
合
計
は
金
六
〇
五
〇
両
と
銀
＝
ハ
九
貫
六
六
六
匁
で
、
銅
高
は
三
〇
万
斤
に

近
い
で
あ
ろ
う
。
文
久
二
年
に
は
藩
は
住
友
名
儀
で
日
野
屋
小
十
郎
か
ら
銀
百
貫
目
と
五
十
貫
目
を
借
用
し
て
お
り
、
引
当
に
は
若
州
銅
代
銀

を
も
っ
て
し
、
明
年
五
月
期
限
返
済
の
約
束
で
、
そ
れ
ま
で
に
積
み
登
る
銅
管
銀
を
住
友
で
銅
座
役
所
か
ら
請
取
り
元
利
勘
定
を
す
る
こ
と
に

し
て
い
る
。

　
三
光
銅
は
嘉
永
二
年
三
月
末
家
三
木
佐
右
衛
門
が
取
次
人
と
な
っ
て
お
り
そ
れ
が
何
年
ま
で
続
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
住
友
本
家
ま

た
は
末
家
が
そ
れ
に
当
た
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
三
光
銅
は
住
友
の
一
手
吹
で
あ
っ
た
が
、
安
政
三
年
牽
一
月
住
友
と
西
五

軒
（
重
心
以
外
の
吹
屋
五
軒
）
で
割
吹
す
る
こ
と
に
な
り
、
尊
志
は
翌
年
か
ら
三
ケ
年
の
期
限
で
あ
っ
た
の
を
、
万
延
元
年
か
ら
さ
ら
に
三
ケ

年
延
長
さ
れ
た
。

　
住
友
の
小
浜
藩
へ
の
融
通
は
、
安
政
二
年
に
は
諸
方
か
ら
の
調
達
金
を
廻
銅
代
を
も
っ
て
返
済
の
約
束
で
用
立
て
て
お
り
、
文
久
元
年
に
は

銀
三
〇
貫
圏
を
七
朱
利
、
明
年
か
ら
五
ケ
年
年
賦
返
済
で
、
慶
応
二
年
に
は
銀
二
五
〇
貫
目
を
明
年
笹
島
代
を
も
っ
て
元
利
返
済
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
貸
し
て
い
る
。
し
か
し
小
浜
藩
へ
の
天
保
以
来
の
貸
金
の
多
く
は
、
結
局
未
返
済
に
終
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
銅
山
用
の
炭
の
取
扱
に
つ
い
て
、
申
四
月
付
の
藩
の
御
積
方
・
御
用
人
か
ら
渡
辺
源
右
衛
門
に
指
示
し
た
条
書
が
あ
る
。
申
は
嘉
永
元
年
、
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⑩

万
延
元
年
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
が
、
内
容
か
ら
考
え
る
と
後
看
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
条
書
に
は

一
　
銅
山
用
の
炭
は
出
炭
者
か
ら
銅
山
役
所
へ
直
納
を
願
い
出
て
お
り
、
五
月
一
日
以
後
は
直
納
と
す
る
。

一
　
一
ケ
年
六
万
俵
の
見
積
り
で
、
一
俵
に
つ
い
て
銀
一
塵
五
車
の
割
金
を
も
っ
て
九
〇
〇
矯
を
銅
山
役
所
へ
納
め
る
こ
と
に
す
る
。
当
年
は

五
月
か
ら
の
割
合
で
納
め
る
こ
と
。

一
　
癖
馬
は
役
所
へ
す
べ
て
貸
し
渡
し
、
炭
蔵
に
四
月
ニ
ナ
九
日
ま
で
に
入
庫
し
た
炭
は
、
従
前
と
お
り
に
吹
所
へ
渡
し
、
こ
の
炭
を
渡
し
終

わ
る
ま
で
直
納
の
炭
は
入
庫
し
な
い
。

一
　
炭
の
目
方
に
欠
目
な
く
十
分
に
五
貫
目
あ
る
よ
う
に
し
、
欠
目
あ
れ
ば
請
取
る
と
き
補
足
さ
せ
る
か
ら
、
山
元
へ
そ
れ
を
き
び
し
く
申
し

付
け
る
こ
と
。

　
源
右
衛
門
は
炭
焼
人
へ
前
貸
し
て
炭
を
集
荷
し
、
銅
山
へ
納
め
て
き
た
が
、
こ
の
条
書
に
よ
っ
て
山
方
か
ら
直
接
に
銅
山
役
所
へ
納
め
る
よ

う
に
し
、
源
右
衛
門
所
有
の
炭
蔵
な
ど
も
銅
山
役
所
が
借
上
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
源
右
衛
門
に
は
一
定
の
闇
屋
口
銀
は
給
与
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
。
一
俵
に
つ
き
銀
一
厘
五
毛
を
上
納
さ
せ
た
の
は
、
運
送
等
も
簡
単
に
な
っ
た
ゆ
え
で
も
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
一
ケ
年
の
用
炭
六
万
俵
即

ち
三
〇
万
貫
目
と
見
積
っ
て
い
る
が
、
天
保
十
三
年
の
例
で
は
荒
銅
一
〇
〇
斤
の
吹
立
に
用
炭
一
四
貫
七
六
六
匁
と
計
量
し
て
い
る
か
ら
、
こ

の
割
合
で
は
用
炭
三
〇
万
貫
で
荒
銅
二
〇
万
斤
余
と
な
る
。
た
だ
し
、
天
保
年
間
に
比
べ
て
鎗
性
が
劣
る
と
な
る
と
炭
の
消
費
量
は
増
す
こ
と

に
な
る
。

　
大
坂
登
銅
は
天
保
の
再
開
以
来
、
多
く
は
本
郷
で
船
積
み
し
西
廻
航
路
に
よ
っ
た
。
慶
応
元
年
に
は
但
馬
国
井
黒
黒
船
頭
助
九
郎
の
益
吉
丸

に
七
〇
〇
丸
（
一
丸
は
一
〇
〇
斤
）
、
慶
応
三
年
に
は
小
浜
湊
宮
津
密
儀
兵
衛
の
縫
縮
に
六
〇
二
重
、
明
治
三
年
に
は
但
馬
国
美
風
髪
冠
野
村
住

吉
屋
次
兵
衛
の
持
網
妙
見
丸
に
一
〇
四
箇
（
箇
は
丸
に
同
じ
）
を
そ
れ
ぞ
れ
積
ん
で
い
る
。
し
か
し
慶
応
二
年
に
は
八
千
斤
と
三
千
二
百
斤
を

小
浜
ま
で
船
で
運
び
小
浜
か
ら
陸
路
で
送
っ
た
例
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
第
二
回
の
長
州
征
伐
の
た
め
下
関
海
峡
の
通
行
を
避
け
る
た
め
で
あ
ろ

う
。
渡
辺
丈
男
氏
所
蔵
文
書
に
藩
の
御
積
方
か
ら
渡
辺
源
右
衛
門
あ
て
の
銅
の
船
積
に
関
す
る
二
通
の
書
状
が
あ
る
。
一
通
は
九
月
十
七
日
付
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で
当
冬
ま
で
に
是
非
大
坂
へ
廻
銅
し
た
く
「
三
二
ず
不
穏
之
次
第
」
に
て
廻
船
中
止
の
と
こ
ろ
最
近
下
関
あ
た
り
も
別
条
な
く
商
船
通
行
で
き

る
よ
し
、
小
浜
町
井
筒
屋
三
右
衛
門
の
客
船
石
州
黒
杉
浦
船
頭
幾
多
郎
の
百
二
十
石
積
み
隅
一
艘
あ
る
と
聞
き
御
用
座
へ
届
け
、
明
後
碍
銅
二

｝
置
目
、
四
十
丸
を
積
み
込
む
予
定
で
、
銅
山
方
も
積
込
に
立
会
う
は
ず
ゆ
え
、
そ
の
磁
心
得
る
よ
う
に
と
通
達
し
て
い
る
。
源
右
衛
門
は
廻
船

の
問
屋
を
も
営
ん
で
い
た
。
こ
の
書
状
は
元
治
元
年
の
も
の
で
、
下
関
あ
た
り
の
不
穏
な
状
勢
と
い
う
の
は
四
ケ
国
連
合
船
隊
の
下
関
砲
撃
つ

い
で
第
一
回
長
州
征
伐
な
ど
に
よ
る
の
で
あ
る
。
船
頭
幾
太
郎
の
船
は
大
吉
丸
で
、
こ
の
年
譜
二
二
〇
丸
を
積
ん
で
大
坂
に
着
い
て
い
る
。
他

の
一
通
は
正
月
二
十
六
日
付
で
蓄
積
船
が
あ
ま
り
に
お
く
れ
て
お
り
「
気
色
も
直
り
二
付
」
早
く
送
り
た
く
、
来
月
二
十
七
日
頃
ま
で
に
大
坂

着
で
な
い
と
差
支
え
が
あ
り
、
急
ぎ
船
を
廻
わ
す
よ
う
申
し
や
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
気
色
も
直
り
と
は
長
州
の
状
勢
も
治
ま
っ
た
こ
と
を

意
味
し
、
慶
応
元
年
の
文
書
と
思
わ
れ
る
。

　
注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
「
年
々
諸
用
留
」
十
五
番

＠＠＠＠eo
「
諸
用
留
　
七
番
記
録
」
　
（
七
冊
本
）

「
年
々
帳
」
十
四
番

嘉
永
主
簿
卯
月
「
多
田
銀
山
詰
彦
助
大
坂
御
本
男
爵
口
上
書
」

藷
永
三
庚
戌
年
改
「
諸
店
席
順
控
　
支
配
方
」

「翫

囓
p
綱
需
規
控
」
一
二
十
六
臨
衝

「
同
　
　
　
　
」
三
十
九
番

七
維
新
前
後
の
産
銅
状
況

⑧
　
「
銅
山
御
用
留
」
ご
十
番

⑨
明
治
五
年
六
月
住
友
か
ら
旧
諸
藩
へ
貸
し
た
金
額
の
総
計
算
の
報
告
に
よ
る
と
、

　
天
保
以
来
の
分
で
小
浜
藩
総
計
元
金
八
三
四
〇
両
、
利
金
二
六
四
両
が
残
っ
て
い

　
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑩
渡
辺
丈
男
氏
所
蔵
申
四
月
「
条
書
」

　
住
友
修
史
室
所
蔵
に
「
三
幸
銅
月
々
平
均
控
」
、
　
「
有
物
書
」
と
題
記
し
た
記
録
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
か
ら
み

　
前
者
は
鈷
吹
・
鰯
吹
・
試
吹
・
出
来
孤
高
・
大
坂
登
鋼
高
・
残
心
高
・
買
鎗
高
等
を
詳
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
元
治
元
年
十
一
月
か
ら
鴫
治

二
年
十
二
月
ま
で
、
一
ケ
月
分
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
製
錬
の
な
か
っ
た
月
は
省
か
れ
て
い
る
。
盆
前
盆
後
そ
れ
ぞ
れ
半
季
高
寄
と
し

て
半
ケ
町
分
、
ま
た
一
ケ
年
高
寄
と
し
て
一
ケ
年
分
を
集
計
し
て
い
る
場
合
も
多
い
。
ま
た
後
老
は
羽
書
・
早
態
・
鉛
・
炭
木
・
米
・
油
等
や
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当
方
・
竈
方
・
添
方
・
鍛
冶
の
諸
道
具
の
現
在
高
を
、
各
年
度
の
終
り
に
銅
山
役
所
に
お
い
て
記
録
し
た
も
の
で
、
慶
応
発
・
明
治
二
二
二
年

の
三
ケ
年
分
が
残
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
「
三
七
銅
月
々
平
均
控
」
の
う
ち
元
治
元
甲
子
年
一
ケ
年
高
嵜
の
記
載
を
例
示
し
て
解
説
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
子
ノ
ー
ケ
年

　残

焼鍵
　
計

内
払

此
吹
教

此
吹
数

　
計

残
鍵

　
焼

合
吹
数

此
焼

　
鰯

　
炭

　
　
一
吹
に
付

　
一
八
一
九
荷

三
三
四
三
七
荷

三
六
五
「
二
荷
　
買
入
（
鍵
）

七
一
七
六
八
荷

三
五
四
二
四
荷
　
鈷
吹

　
　
八
八
九
吹
　
一
吹
に
付
四
〇
荷
余

　
　
三
二
〇
荷
　
試
吹

　
　
　
　
八
吹
　
一
吹
に
付
四
〇
荷

　
三
五
七
四
四
荷

　
五
二
三
一
荷

　
三
〇
七
九
三
荷

　
　
八
八
九
吹

四
二
三
七
九
二
貫

　
五
八
五
六
貫

一
七
六
二
〇
〇
貫
　
此
俵
三
五
二
四
〇
俵

　
　
一
九
八
貫
一
〇
〇
目
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出
来
鍍

　
　
一
吹
に
付

　
　
又

　
三
口
鍍
合

出
来
尻

　
　
一
吹
に
付

　
　
又

　
三
口
合

真
吹

合
吹
数

銅
（
平
）

　
此
鍍

残銅

四
一
八
五
貫

　
　
　
四
貫
七
〇
七
匁

　
　
一
〇
二
貫
試
吹
よ
り

　
五
一
一
貫
鰯
吹
よ
り

四
七
九
八
貫

一
四
九
二
八
貫

　
　
　
一
六
貫
七
九
二
匁

　
　
一
二
貫
三
〇
〇
目
試
吹
よ
り

　
九
三
〇
貫
二
〇
〇
目
　
鰯
吹
よ
り

一
五
八
八
○
貫
三
〇
〇
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
吹

　
　
　
　
　
　
　
一
三
二
九
貫
三
〇
〇
目

　
　
　
　
　
　
　
四
＝
ハ
六
貫

鍍
一
〇
〇
貫
に
付
　
　
三
一
貫
八
九
〇
目
余

一
吹
に
付
　
　
　
　
　
　
一
貫
五
五
八
匁
余

炭
　
　
　
　
　
　
一
七
九
〇
貫
　
此
俵
三
五
八
俵

一
吹
に
付
　
　
　
　
　
四
二
貫
九
〇
〇
目
余

（
尻
・
平
）
合
　
一
七
二
〇
九
貫
六
〇
〇
霞

軸敷

@
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
二
貫
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残
荒
（
前
年
度
）

出
来
銅

　
　
計

内
　
払

此
丸

内
　
平

　
　
尻

残
　
銅

内

　
｝
三
七
一
貫
七
〇
〇
目

一
七
二
〇
九
貫
六
〇
〇
目

一
八
五
八
一
貫
三
〇
〇
属

一
〇
一
四
四
貫
　
為
猟
堂
（
大
坂
へ
）

輪轡

U
鞭
塑
灘
艦

八
四
三
七
貫
三
〇
〇
目

六
五
一
二
貫
（
四
〇
七
丸
）
　
本
郷
蔵

　
｝
五
〇
四
貫
（
九
四
丸
）
銅
蔵

　
四
二
一
貫
三
〇
〇
目
　
　
同
裸

　
ま
ず
、
残
り
の
，
鍵
と
焼
と
は
前
年
文
久
三
年
分
か
ら
引
継
が
れ
た
錆
と
焼
銘
で
あ
り
、
こ
れ
に
元
治
元
年
分
の
買
錨
を
加
え
て
計
七
一
七
六

八
荷
と
な
る
。
一
荷
は
普
通
＝
一
貫
圏
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
元
治
元
年
に
鈷
吹
に
当
て
た
荷
数
は
三
五
四
二
四
荷
で
、
別
に
試
吹
に
三
二
〇
荷

を
当
て
て
い
る
が
、
試
吹
も
や
は
り
鈷
吹
で
あ
る
。

　
鎗
吹
と
試
吹
の
荷
数
は
、
焼
霜
四
二
三
七
九
二
貫
目
と
鰯
五
八
五
六
貫
目
を
合
わ
せ
た
貫
目
と
な
る
。
鈷
吹
の
吹
数
は
八
八
九
吹
で
、
一
吹

は
四
〇
荷
ほ
ど
即
ち
四
八
0
貫
目
ほ
ど
あ
る
。
こ
れ
に
費
消
し
た
炭
は
三
五
二
四
〇
俵
で
、
一
蓋
に
つ
き
炭
一
九
八
貫
一
〇
〇
属
で
あ
る
。
錨

吹
に
よ
っ
て
鍍
四
一
八
五
貫
目
と
尻
銅
一
四
九
二
八
貫
八
○
○
目
が
出
来
て
、
ま
た
鐵
吹
に
よ
っ
て
鍍
五
一
一
貫
目
と
尻
銅
九
三
〇
貫
二
〇
〇

昌
が
出
来
た
。
さ
ら
に
試
吹
に
よ
っ
て
鍍
一
〇
二
貫
目
と
尻
銅
二
一
貫
三
〇
〇
目
を
製
錬
し
て
い
る
。
鍍
の
合
計
四
七
九
八
貫
目
と
尻
銅
の
合

計
一
五
八
八
○
貫
三
〇
〇
目
と
な
る
。
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鍍
は
真
吹
に
よ
っ
て
平
田
を
製
錬
す
る
。
鍍
四
一
六
六
貫
目
の
真
吹
に
よ
り
平
銅
一
三
二
九
貫
三
〇
〇
目
が
出
来
て
、
こ
れ
に
炭
一
七
九
〇

貫
目
を
使
用
し
た
。
そ
こ
で
元
治
元
年
の
出
来
銅
高
は
荒
銅
（
鋸
歯
・
平
銅
と
も
）
一
七
二
〇
九
貫
六
〇
〇
羅
、
斤
数
に
し
て
一
〇
七
五
六
〇

斤
と
な
り
、
鍍
六
三
二
貫
目
を
翌
年
に
持
ち
越
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
前
年
分
の
残
り
銅
が
＝
二
七
一
貫
七
〇
〇
図
あ
っ
て
、
元
治
元
年
の
出
来
銅
を
加
え
て
一
八
五
八
一
貫
三
〇
〇
昌
と
な
る
が
、
こ

の
う
ち
一
〇
一
四
四
貫
目
を
大
坂
へ
送
っ
た
。
こ
の
丸
数
は
六
三
四
、
一
丸
は
一
六
貫
国
で
、
船
頭
染
三
郎
の
益
栄
丸
な
ど
三
艘
に
船
積
み
し

た
。
残
り
銅
は
船
着
場
の
本
郷
に
あ
る
蔵
と
山
元
の
銅
蔵
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
十
六
貫
目
ず
つ
に
包
装
さ
れ
て
い
て
丸
数
で
示
さ

れ
て
い
る
が
、
若
干
の
蚤
が
包
装
さ
れ
ず
に
あ
っ
て
こ
れ
を
裸
と
注
記
し
て
い
る
。

　
さ
て
出
来
銅
の
内
訳
は
九
割
以
上
は
尻
（
床
）
銅
で
あ
り
、
大
坂
喜
泣
六
三
四
丸
の
う
ち
で
も
尻
五
八
六
丸
、
平
四
八
丸
の
割
合
で
あ
る
。

尻
銅
は
瓦
窯
に
よ
っ
て
焼
魚
を
吹
立
て
次
々
と
鎌
足
を
加
え
て
床
尻
に
残
る
尻
銅
と
し
て
製
錬
し
た
も
の
で
あ
る
。
尻
銅
を
主
と
す
る
銅
製
錬

は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
日
向
や
飛
騨
の
銅
山
で
そ
の
例
が
あ
る
が
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
。

　
さ
て
元
治
元
年
以
後
の
「
月
々
平
均
控
」
と
「
有
物
書
」
の
記
録
を
整
理
集
計
し
て
表
示
す
る
。
た
だ
し
慶
応
二
年
分
は
盆
前
半
季
高
寄
お

よ
び
九
、
十
、
十
一
の
三
ケ
月
の
高
寄
は
あ
る
が
、
こ
の
年
の
盆
後
に
つ
い
て
は
欠
け
た
月
の
分
が
あ
り
、
ま
た
同
年
分
高
寄
を
失
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塾
・
醗
・
墓
碑
酸
噛
配
属
駕
・
翫
飾
売
（
湧
酋
）

醤
園
冨
皇
灘
マ
竺
ひ
盤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憩
替
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買入・残鍵・煮焼鈷高，粉吹・試吹払高（荷）

年次障副残鍵1残焼1計瞬払1漱払隊馴残寒
3e793

30603

32619

3e199

28919

5231

5486

14242

1738e

22034

謝
　
捌
8
0

35424

33660

19760

2412e

15160

33437

30793

35119

32619

30199

71768

69749

66901

71779

66113

1819

5231

12424

工4242

17380

36512

33725

19358

24918

18534

元治元

慶二元

　　3

明治元

　　2

た
め
、
同
年
分
の
買
錨
高
・
鈷
吹
へ
の
払
高
等
は
不
明
で
あ
り
、
た
だ
翌
年
持
越
し
の
残
り
焼
・
鍵
や
旧
年
分
出

来
銅
高
等
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
焼
鉱
は
煙
害
対
策
と
し
て
三
盆
入
り
以
後
は
休
止
し
て
冬
春
に
行
な
わ
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
が
持
ち
囲
い
と
な

っ
て
翌
年
に
引
継
が
れ
る
量
が
多
く
な
る
。
慶
応
に
入
る
と
鍍
の
真
吹
は
い
よ
い
よ
少
な
く
な
り
、
尻
馬
製
錬
だ

け
と
な
っ
て
、
響
銅
製
錬
は
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
出
来
銅
の
性
合
は
以
前
か
ら
悪
く
、
大
坂
に
お
い
て
の
真

吹
銅
製
錬
に
吹
減
は
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
明
治
に
な
る
と
山
元
で
吹
直
し
を
必
要
と
す
る
悪
銅
さ
え
か
な
り
の

量
に
及
ん
だ
。
出
来
銅
高
も
し
だ
い
に
減
少
し
慶
応
二
年
以
後
は
殊
に
甚
し
か
っ
た
。

　
明
治
二
年
二
月
小
浜
藩
主
酒
井
忠
禄
は
藩
籍
奉
還
を
願
い
出
て
秋
に
は
勅
許
が
あ
り
、
回
禄
は
小
浜
藩
知
事
に

任
じ
大
参
事
以
下
が
所
属
し
て
、
藩
内
政
事
を
執
る
こ
と
に
な
っ
て
諸
制
度
の
改
革
が
行
な
わ
れ
た
。
三
光
銅
山

に
つ
い
て
も
十
月
改
革
が
あ
っ
て
廃
止
の
方
針
が
執
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
情
は
彦
四
郎
（
菅
沼
氏
）
か
ら
住
友

の
老
分
・
支
配
人
に
あ
て
た
明
治
三
年
正
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
の
数
通
の
書
状
に
よ
っ
て
窺
え
る
。

　
彦
四
郎
は
以
前
別
子
に
在
勤
し
た
が
、
天
保
十
四
年
に
再
論
を
願
い
出
て
若
州
詰
め
と
な
っ
た
こ
と
は
前
述
し

た
。
嘉
永
三
年
当
時
は
三
光
銅
山
詰
め
手
代
中
で
は
、
与
兵
衛
・
慶
蔵
に
次
ぐ
地
位
で
あ
っ
た
。
同
五
年
と
推
定

さ
れ
る
子
九
月
与
兵
衛
か
ら
銅
山
改
革
の
方
針
を
指
示
し
た
本
家
に
対
し
て
述
べ
た
意
見
書
に

　
慶
蔵
儀
者
幼
年
ず
難
山
出
勤
二
而
、
中
途
ず
御
蓋
山
江
罷
越
候
処
、
私
成
丈
掌
中
諸
事
中
済
、
追
々
相
心
得
相

　
在
、
彦
四
郎
儀
鋪
中
儀
素
量
ず
心
居
候
得
共
、
先
年
♂
眼
気
悪
路
、
労
以
私
差
支
之
節
血
相
談
等
茂
骨
導
儀
二
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付
、
慶
蔵
儀
此
度
御
役
配
之
外
、
鋪
方
懸
り
兼
勤
被
仰
付
候
得
者
可
然
儀
二
愚
察
仕
候
、
右
両
人
井
二
清
介
共
三
人
追
々
年
齢
二
物
ひ
、
小

　
遣
銀
御
定
メ
通
御
加
増
被
仰
付
候
儀
御
願
奉
申
上
候

　
　
①

と
あ
る
。
慶
蔵
は
も
と
鈷
買
方
で
あ
っ
て
弘
化
三
年
佐
右
衛
門
出
張
の
と
き
勘
定
場
を
兼
役
さ
せ
ら
れ
た
が
、
与
兵
衛
と
し
て
は
鋪
方
に
も
習



鉱山稼行とその周辺（小葉田）

吹　（貫匁）

1・吹・炭1出来平釧日野1残鍍

真

菰吹数鍍

632

703

960

1029

1090

31．89

25．3

1329．3

157．1

42，91790

280

51

W

4166

620

年次

元治　元

慶応元
　　　3

明治　元

　　　2

慶応3以後は真吹なし，同年分残鍍の内188貫目は悪銅（吹直しを要する銅），

の内195貫目は同じく悪銅
明治2の残鍍

出来銅・登銅高（貫匁）

計隣分麟降計脇（葎隊銅年次1尻銅1平目
8437．3

1414S．5

7106．9

2550．1

186Ll

　916a5

10144

工1200

11000

9632

7081．1

6639

185Sl．3

25345．5

18106，9

12182．1

8942．2

7555．5

1371．7

8437．3

14145．5

7106，9

2014．5

1861．1

17209．6

16908．2

3961．4

6927．7

5694．4

1329．3

157．1

15880，3

16751．1

5075，2

6503．3

4086．9

元治　元

慶応　元

　　　2

　　　3

明治　元

　　　2

明治元，2の尻置目と計銅高との差違は，吹直し銅がある関係からか，

の739．1貫目，同2の同じ中に3839貫目の吹直し銅がある。
明治元の大坂登銅中

熱
す
る
よ
う
配
慮
し
、
彼
の
補
佐
役
と
し
て
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
。

彦
四
郎
は
も
と
電
解
の
功
老
で
与
兵
衛
も
相
談
相
手
と
し
た
の
で
あ

る
。
藩
士
と
な
っ
て
か
ら
安
政
六
年
に
藩
の
出
役
人
の
決
定
に
よ
っ

て
慶
蔵
は
大
坂
へ
引
取
ら
れ
て
、
以
後
は
彦
四
郎
が
銅
山
詰
手
代
中

の
筆
頭
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
文
久
四
（
元
治
元
）
年
三
月
彦
四
郎

は
上
坂
し
、
そ
の
と
き
家
督
銀
一
〇
貫
目
の
匿
録
を
与
え
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
か
ら
、
末
家
並
み
と
す
る
を
許
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
明
治
三
年
三
月
小
浜
藩
御
積
方
井
関
三
五
郎
が
上
坂
し
て
三
光
銅

山
は
近
時
収
支
償
わ
ぬ
た
め
廃
止
す
る
こ
と
を
住
友
に
通
告
し
た
。

こ
の
頃
に
な
る
と
稼
人
も
し
だ
い
に
恵
山
し
、
　
一
六
軒
八
○
人
ほ
ど

に
な
っ
た
。
三
月
分
だ
け
一
人
に
つ
き
黒
米
一
合
ず
つ
救
米
と
し
て

与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
衣
類
や
道
具
類
を
売
食
い
し
た
り
、

銅
山
を
足
溜
り
に
し
諸
方
へ
出
稼
し
て
生
活
し
て
い
る
と
あ
る
。
三

月
十
五
日
に
勘
場
の
廃
止
を
通
達
さ
れ
て
、
御
用
人
田
辺
太
次
郎
が

呂
役
し
、
有
物
類
は
野
尻
村
の
土
蔵
を
借
用
し
て
納
め
、
そ
の
中
で

銅
・
白
炭
・
緑
馨
の
三
種
を
本
郷
へ
運
び
売
却
す
る
こ
と
に
し
た
。

な
お
明
治
二
年
十
二
月
の
「
有
物
書
」
に
よ
る
と

　
製
銅
　
　
　
二
〇
五
貫
八
○
○
厨

　
荒
銅
　
　
　
七
一
〇
貫
七
〇
〇
目
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鍵
　
　
二
二
〇
三
四
荷

　
焼
　
　
二
八
九
一
六
荷

が
あ
る
。
明
治
三
年
三
月
に
は
九
千
荷
の
鈷
が
焼
突
指
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
中
止
し
て
囲
う
こ
と
に
し
た
。

　
彦
四
郎
は
三
月
八
日
付
の
書
状
で
、
本
家
か
ら
三
光
の
稼
人
を
別
子
で
引
取
り
得
る
よ
う
な
状
況
で
な
い
こ
と
を
諭
告
さ
れ
た
こ
と
を
稼
人

に
伝
え
、
み
な
こ
れ
を
納
得
し
た
と
述
べ
、
た
だ
吹
出
富
之
助
は
天
保
十
二
年
三
光
銅
山
再
開
の
と
き
移
っ
て
き
た
も
の
で
、
家
族
九
人
あ
り

予
州
へ
帰
由
を
希
望
し
て
い
る
か
ら
召
抱
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
願
っ
て
い
る
。

　
三
月
置
つ
づ
い
て
四
月
も
黒
米
一
合
ず
つ
一
日
分
と
し
救
米
を
扶
持
さ
れ
た
。
三
月
井
関
が
上
坂
の
と
き
、
彦
四
郎
は
若
州
に
居
住
を
望
む

こ
と
を
本
家
へ
も
願
い
出
て
い
る
の
で
住
友
か
ら
も
藩
の
引
取
り
を
依
頼
し
た
よ
う
で
あ
る
。
井
関
は
帰
国
し
て
四
月
七
日
彦
四
郎
等
を
城
内

へ
召
集
し
、
碧
山
稼
人
は
も
と
住
友
か
ら
派
遣
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
思
葉
す
れ
ば
同
家
か
ら
扶
助
を
受
け
て
よ
い
も
の
で
、
若
州
に
留
住
す
る

こ
と
は
差
支
え
な
い
と
し
、
そ
う
い
う
意
味
の
こ
と
を
大
坂
で
相
談
し
て
き
た
が
、
稼
人
か
ら
も
大
坂
へ
そ
れ
を
掛
け
合
う
よ
う
に
告
げ
て
い

る
。
し
か
し
彦
四
郎
も
四
月
八
日
付
の
書
状
で
、
近
年
は
藩
営
の
銅
山
で
働
い
て
き
た
わ
け
で
古
関
の
言
分
は
勝
手
至
極
の
も
の
と
し
、
　
「
御

入
用
之
問
、
呉
々
被
熔
鉱
、
今
更
御
見
放
馬
預
候
事
、
如
何
二
艶
福
而
茂
迷
惑
之
次
第
偏
と
い
っ
て
い
る
。
同
年
二
月
に
は
す
で
に
藩
は
雇
足

軽
資
格
の
も
の
百
人
ほ
ど
を
解
雇
し
て
お
り
、
銅
山
勤
務
者
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
た
が
、
新
に
職
業
に
就
く
ま
で
は
捨
扶
持
一
人
分
を
給
与
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
彦
四
郎
の
子
も
そ
の
一
入
で
あ
っ
た
が
、
他
の
一
人
と
二
人
で
、
つ
い
で
彦
四
郎
が
代
っ
て
子
と
と
も
に
交
替
で

口
番
所
に
詰
め
、
山
番
と
山
内
取
締
の
残
務
に
当
た
っ
た
。
五
月
に
は
製
銅
＝
一
箇
・
荒
銅
九
二
箇
を
但
馬
の
住
零
屋
次
兵
衛
の
持
船
妙
見
丸

に
積
み
大
坂
へ
送
っ
て
い
る
。
製
銅
と
は
真
吹
銅
で
あ
ろ
う
。
五
月
中
旬
彦
四
郎
等
の
主
だ
っ
た
も
の
が
呼
び
出
さ
れ
、
銅
山
は
再
開
さ
れ
ぬ

か
ら
各
自
職
業
を
求
め
る
よ
う
に
い
い
渡
さ
れ
た
。
彦
四
郎
は
本
家
か
ら
一
代
限
り
一
人
扶
持
（
米
一
石
に
つ
き
金
五
両
の
積
り
）
を
明
治
三

年
か
ら
扶
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
養
子
・
孫
も
若
州
生
れ
で
自
ら
も
老
年
と
な
り
、
小
浜
に
家
屋
を
求
め
住
み
つ
く
気
持
と
な
っ
て

い
た
こ
と
は
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
五
月
十
八
日
付
老
分
・
支
配
人
あ
て
書
状
で
、
彼
は
家
督
銀
利
子
の
ほ
か
一
代
限
り
の
扶
持
を
与
え
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ら
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
主
人
へ
の
執
次
を
願
っ
て
い
る
が
、
　
「
去
ル
子
年
よ
り
魚
島
結
構
被
管
付
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
元
治
元
年
の
家

督
銀
給
与
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
三
光
銅
山
は
明
治
に
入
っ
て
も
経
営
事
情
の
悪
化
し
た
に
も
よ
る
が
、
政
治
体
制
の
改
替
と
と
も
に
休
山
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
八
、
三
、
三
〇
稿
、
同
、
　
　
一
、
三
〇
再
稿
）

　
注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
「
諸
用
御
窺
控
」
四
十
一
番

　
①
　
子
九
月
「
秦
与
兵
衛
　
御
鋼
山
改
革
書
之
内
存
寄
丼
御
窺
申
上
書
」

付
　
記

　
　
昭
和
四
十
六
年
五
月
二
日
・
三
日
に
前
田
保
治
氏
と
同
道
し
、
三
光
銅
山
跡
を
踏
査
し
、
大
飯
町
渡
辺
丈
男
・
村
松
書
太
夫
茂
所
蔵
文
書
を
採
訪
し
た
。
こ

　
の
調
査
に
協
力
を
与
え
ら
れ
た
山
口
久
三
・
城
谷
岩
太
郎
・
中
西
則
雄
の
諸
氏
お
よ
び
所
蔵
文
警
の
閲
覧
を
許
さ
れ
た
前
記
二
氏
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
ま

　
た
住
友
修
史
室
所
蔵
史
料
は
現
在
ま
だ
整
理
を
完
了
せ
ず
、
本
論
に
用
い
ら
れ
た
も
の
も
部
分
的
の
も
の
と
申
す
べ
く
、
ま
た
細
微
に
わ
た
っ
て
そ
の
典
拠
を

あ
え
て
挙
げ
て
い
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
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Severa1　Problems　about　the　Mine　lndustry

ACase　Study　of　Sα灌〇三光CoPPer　Mine　in翫脇α若狭
　　　　　　　　　　　」

by

A．　Kobata

　　Sanko　copPer　m圭ne　in　Wahαsa　was　exploited魚the　later　Edo江戸era

when　the　production　of　copper　decreased．　At　first　it　was　in　the　direct

management　of　tke　Obama　clan　and　produced　a　lot　of　copper．　But

refining　smoke　and　poisonous　water　of　the　mine　had　the　ill　effects　upon

the　neighbouring　villages，　it　was　soon　closed．

　　Tokz／．gawa　Bakufu徳川幕府re－established　the　copper　guild　in　1767　and

strictly　controlled　tlae　copper　induStry　in　order　to　ensure　the　copper　for

export．　The　copPer　produced　in　Allita秋田，　Nanbu南部，　and　Besshi一

翫。群々αωσ男Ej子立川量．　e．　tw6　thirds　of　the　copper　produced　in　Japan

vv’as　appropriated　for　the　export．　The　rest　of　copper　was　allotted　for

internal　use，　but　its　price・　was　very　unstable　and　sometimes　made　a

sharp　rlse．　As　the　price　of　copper　for　internal　use　was　often　much

higher　than　that　of　copper　for　export，　the　production　of　copper　for

internal　use　should　iRcrease．

　　The　Sumitomos住友，　one　of　the　biggest　copper　mine　operators，　were

interested　iit　the　re－expioitation　of　Sanko，　for　the　copper　of　their　Besshi

別子mine　was　appropriated　for　export　by　Babufa，　so　that　lts　managemellt

was　not　easy．　By　the　previous　experience　the　Obama　clan　was　careful

about　the　re－exploitation，　but　in　order　to　tide　over　the　financial　crisis　it

permltted　Sumitomo　to　mine．　Sumitomo　took　various　measures　to　prevent

the　mine　pollution．　Though　Sanleo　was　one　of　the　richest　copper　mines

producing　for　internal　use，　it　fell　in　financial　dithculties．　lt　was　due　to

the　nature　of　ore，　price　control　of　copper　guild　and　the　expenses　of　the

measures　to　prevent　the　mine　pollution．　Managernent　organization　re－

maining　unclaanged，　its　operator　changed　one　after　another，　and　in　Meiji

明治era　it　was　closed　at　last．
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