
は
じ
め
に

盛
岡
藩
に
お
け
る
銅
山
直
轄
経
営
に
つ
い
て

-

藩
財
政
と
の
関
わ
り
か
ら

-

小

石

川

本
稿
は
､
盛
岡
藩
に
お
い
て
行
わ
れ
る
明
和
二
年
以
降
の
銅
山
直
轄
経
営
に
つ
い

て
､
主
と
し
て
藩
財
政
と
の
関
係
を
検
討

･
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
｡

従
来
､
近
世
に
お
け
る
銅
を
取
り
扱

っ
た
研
究
は
､
主
と
し
て
個
々
の
銅
山
経
営

(I)

に
関
す
る
も
の
､
銅
が
近
世
に
お
い
て
最
大
の
輸
出
品
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
貿
易

(2)

(3)

史
､
銅
座
の
研
究
を
通
じ
て
の
幕
府
の
銅
統
制
政
策
に
関
し
て
な
さ
れ
た
も
の
等
が

あ
る
｡
そ
の
中
で
､
近
世
最
大
の
銅
生
産
地
帯
の
一
つ
で
あ
っ
た
盛
岡
藩
に
お
け
る

銅
山
経
営
の
研
究
は
､
麓
三
郎
氏
に
よ
る
研
究
以
後
､
大
き
な
進
展
を
見
せ
て
き
た

と
は
言
い
難
い
も
の
が
あ
る
｡
無
論
､
銅
山
経
営
は
藩
財
政
に
於
い
て
少
な
か
ら
ざ

る
位
置
を
占
め
､
｢勝
手
向
｣
や

｢御
側
｣
と
い
っ
た
藩
庫
や
藩
主
の
家
政
向
け
費

(4)

用
と
は
別
個
の
､
半
ば
独
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
､
そ
の
実
態
に
つ
い

て
は
必
ず
し
も
充
分
な
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
井
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

と
く
に
､
明
和
二
年
の

｢御
手
山
｣
以
後
の
経
営
状
況
に
関
し
て
は
､
｢御
用

銅
｣
と
の
関
係
上
の
文
脈
で
語
ら
れ
た
り
､
藩
財
政
の
中
で
最
大
の
支
出
を
産
み
だ(.l'')

し
て
い
る
こ
と
か
ら
､
全
体
の
財
政
逼
迫
の
最
大
の
要
因
と
し
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
､
そ
れ
以
前
の
請
負
経
営
時
代
に
対
し
て
そ
の
後
の

｢御
手
山
｣
経
営

が
藩
財
政
と
ど
う
い
っ
た
関
わ
り
方
を
新
た
に
築
き
上
げ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ

と
で
は
さ
ら
な
る
検
討
と
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

以
下
本
稿
で
は
､
請
負
経
営
の
盛
岡
藩
に
お
け
る
意
義
と
､
そ
の
後
の
明
和
二
午

の
｢御
手
山
｣
化
に
よ
っ
て
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
藩
財
政
に
於
け
る
銅
山
の
位
置
づ

け
を
､
主
と
し
て
請
負
経
営
末
期
に
あ
た
る
宝
暦
期
か
ら
､
｢御
手
山
｣
経
営
期
を

通
じ
て
最
も
産
銅
量
の
減
少
し
た
寛
政
期
に
か
け
て
の
銅
山
経
営
を
検
討
す
る
こ
と

で
明
ら
か
に
し
た
い
｡

一

請
負
経
営
末
期
の
状
況

明
和
二
牛
の
尾
去
沢
銅
山
の
藩
直
轄
経
営
化
に
至
る
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の

は
､
幕
府
の
銅
統
制
策
の
強
化
で
あ
る
｡
本
稿
末
尾
に
あ
る

【表

･
a
】
は
､
元

禄

八

(
一
六
九
五
)
年
の
長
崎
貿
易
に
お
け
る
銅
代
物
香
の
開
始
か
ら
明
和
銅
座
設
置

に
至
る
幕
府
の
銅
統
制
の
主
な
流
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
中
で
も
､
寛

延
か
ら
明
和
銅
座
の
設
置
に
至
る
状
況
は
､
幕
末
に
ま
で
至
る
銅
統
制
政
策
を
決
定

づ
け
る
重
要
な
政
策
の
出
さ
れ
た
時
期
に
あ
た
る
｡
す
な
わ
ち
､
寛
延
三

(
一
七
五

〇
)
年
の
御
用
銅
買
上
値
段
の
決
定
､
宝
暦
四

(
一
七
五
四
)
年
の

｢御
用
三
山
｣



(秋
田
銅

･
別
子
立
川
銅

･
盛
岡
銅
)
決
定
'
そ
し
て
秋
田
阿
仁
銅
山
上
知
令
等
で

あ
る
｡

基
本
的
に
御
用
銅
買
上
値
段
は
地
売
銅
の
値
段
に
比
し
て
低
く
抑
え
ら
れ
て
お
り
'

そ
の
差
額
は
山
元
に
お
け
る
銅
生
産
の
大
き
な
障
害
と
な

っ
て
い
た
｡
元
文
銅
座
設

(6)

置
に
際
し
て
発
せ
ら
れ
た
幕
府
の
触
書
に
於
い
て
は
'
御
用
銅
買
上
値
段
は
地
売
鍋

相
場
に
勘
案
し
た
も
の
と
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
､
現
実
に
は
地
売
銅
相
場
と

御
用
銅
買
上
値
段
と
は
大
き
く
帝
離
し
続
け
た
｡
盛
岡
藩
で
は
元
文
年
間
の
段
階
に

お
い
て
､
｢長
崎
に
御
買
上
之
値
段
と
山
元
こ
て
仕
出
候
値
段
と
引
合
不
申
､
山
師

二こ

共
損
亡
有
之
二
付
及
迷
惑
｣
と
意
識
さ
れ
て
い
た
｡

寛
保
三

(
一
七
四
三
)
年
の
御

用
銅
買
上
値
段
値
下
の
段
階
で
も
'
｢銅
山

ハ
次
第

二
古
山
罷
成
候
程
働
方
難
渋
仕

候
故
'
銅
高
直

二
仕
上
候
所
'
過
分
之
御
直
下
故

(中
略
)
右
御
直
段
下
二
準
山
中

働
之
者
共
手
宛
相
減
候
虞
､
掘
子
共
離
山
仕
候
様

二
罷
成
'
御
用
銅
御
請
高
斤
数
出

不
足
仕
候
趣

二
御
座
候
故
'
手
宛
相
減
候
儀
難
相
成
､
先
年
之
通
手
宛
仕
罷
有
候
故
'

I8
)

被
仰
付
候
御
直
段

二
引
合
兼
､
銅
山
相
続
難
相
成
｣
と
'
当
時
の
銅
山
は
諸
経
費
が

か
さ
み
'
仕
上
値
段
も
高
く
な
っ
て
い
る
の
に
､
買
い
上
げ
値
段
を
引
き
下
げ
ら
れ

た
こ
と
で
'
山
中
で
の
労
働
に
従
事
す
る
も
の
た
ち

へ
の
給
与
を
減
ら
さ
な
く
て
は

な
ら
な
い
が
'
そ
う
す
る
こ
と
で
掘
子

(金
掘
大
工
に
つ
い
て
鉱
石
等
の
坑
道
か
ら

の
運
搬
を
担
当
す
る
労
働
者
)
た
ち
が
山
を
離
れ
て
し
ま
い
､
御
用
銅
の
定
高
不
足

に
な

っ
て
し
ま
う
｡
そ
う
し
な
い
た
め
に
も
給
与
を
減
ら
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
､

そ
う
す
る
と
引
き
下
げ
ら
れ
た
買
上
値
段
で
は
銅
山
経
営
も
立
ち
行
か
な
い
と
し
て

い
る
｡

こ
う
し
た
御
用
銅
買
上
値
段
の
値
下
げ
が
起
こ
る
の
は
､
長
崎
貿
易
の
性
格
に
起

因
し
て
お
り
'
寛
保
三
年
の
輸
出
銅
量
の
半
減
と
買
上
値
段
の
値
下
げ
は
､
輸
出
量

を
抑
え
る
こ
と
で
海
外
貿
易
で
得
る
損
失
を
低
く
抑
え
'
そ
し
て
同
時
に
国
内
で
の

買
上
値
段
を
よ
り
海
外
輸
出
銅
値
段
に
近
づ
け
る
こ
と
で
､
さ
ら
に
そ
の
損
失
を
低

(9)

く
抑
え
よ
う
と
す
る
幕
府
の
政
策
の

一
環
で
あ

っ
た
｡

た
と
え
ば
､
寛
延
三
年
の
御
用
銅
買
上
値
段
値
下
に
あ
た
っ
て
は
'
長
崎
奉
行
松

浦
河
内
守
が

｢御
用
銅
直
段
之
儀
格
別
引
下
差
上
可
申
候
'
左
様
無
之
候
而
者
唐
渡

(TI])

ニ
致
候

二
長
崎
之
益

二
相
成
不
申
候
｣
と
盛
岡
藩
に
対
し
て
述
べ
た
と
さ
れ
､
｢長

崎
之
益
｣
を
得
る
こ
と
に
幕
府
の
主
眼
が
あ
っ
た
｡

こ
の
様
な
状
況
下
に
お
け
る
盛
岡
藩
の
銅
山
経
営
方
法
は
､
主
と
し
て
藩
領
内
外

の
商
人
資
本
に
請
け
負
わ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

一
､
銅
山
師
福
嶋
源
兵
衛
御
銅
山
御
請
負
御
徳
用
金
壱
ヶ
年
六
千
両
宛
御
議
定
之

所
､
銅
御
直
下
就
被
仰
付
候
'
過
分
之
違

こ
て
金
主
手
合
差
支
仕
入
金
届
兼
迷

惑
仕
侯
付
､
御
前
借
御
願
否
之
義
相
知
候
迄
右
違
之
所
御
了
簡
被
成
下
度
旨
､

当
正
月
其
元
願
出
候
付
､

一
ヶ
年
御
徳
用
金
四
千
五
百
両
之
積
を
以
上
納
仕
候

様
被

仰
付
､
其
節
源
兵
衛

へ
申
渡
候
処
'
早
速
御
請
仕
兼
候
間
､
金
主
方

へ

申
遣
相
談
之
上
否
之
御
請
可
仕
旨
申
出
候
処
､
頃
日
金
主
方
よ
り
申
来
､
右
四

千
五
百
両
こ
て
ハ
御
請
仕
兼
候
付
､
壱
ヶ
年
三
千
七
百
両
之
御
徳
用
金
上
納
仕

候
様
被
成
下
度
旨
又
候
願
出
､
御
前
倍
銀
無
御
座
候

ハ
＼

御
徳
用
四
千
両
之

御
規
定
被

仰
付
可
然
旨
'
先
達
て
其
許
御
役
人
共
申
出
､
伺
之
通
被
仰
出
候

間
､
尚
又
此
度
御
役
人
共
相
談
之
上
弥
壱
ヶ
年
四
千
両
相
究
可
申
付
哉
之
旨
別

(〓)

紙
書
付
之
通
申
出
候
二
付
､
遂
披
露
候
処
､
伺
之
適
中
付
候
様
被

仰
出
(後
略
)
､

こ
れ
は
そ
れ
ま
で
尾
去
沢
銅
山
の
経
営
を
請
け
負

っ
て
い
た
南
部
屋
八
十
治
の
後

を
継
い
で
経
営
者
と
な
っ
た
福
嶋
源
兵
衛
が
､
寛
保
三
年
の
御
用
銅
買
上
値
段
の
値

下
げ
に
よ

っ
て
'
銅
山
を
請
け
負
う
前
に
定
め
て
い
た

｢御
徳
用
金
｣
額
を
支
払
う

2



こ
と
が
困
難
で
あ
り
､
ま
た
､
｢御
前
借
｣
願
い
も
拒
否
さ
れ
た
こ
と
か
ら
､
当
初

の
見
込
み
と

｢過
分
之
違
｣
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
御
用
銅
買
上
値
段
の
こ
と
を
含
め

て

｢御
徳
用
金
｣
に
つ
い
て
考
慮
し
て
欲
し
い
旨
を
願
い
出
た
事
に
対
す
る
記
事
で

あ
る
D

結
果
は
右
に
あ
る
よ
う
に
､
三
七

〇
〇
両
に
し
て
欲
し
い
と
願
い
出
る
福
嶋
と
そ

の
金
主
に
対
し
'
盛
岡
藩
が
E3
〇
〇
〇
両
で
折
り
合

っ
て
い
る
が
､
幕
府
に
よ
る
御

用
銅
買
上
値
段
の
値
下
げ
は
､
｢仕
入
金
届
兼
迷
惑
仕
候
｣
と
い
う
よ
う
に
､
山
元

で
の
産
銅
に
直
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
｢前
借
銀
｣

が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
'
四
〇
〇
〇
両
の
規
定
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
藩
側

の
意
向
は
､
当
時
藩
が
銅
山
支
配
に
於
い
て
､
請
負
人
か
ら
の
徳
用
金
を
初
め
と
し

た
多
額
の
資
金
の
上
納
と
､
廻
銅
を
引
き
当
て
に
し
て
の
幕
府
か
ら
の
前
借
金
に
意

味
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

こ
う
し
た
銅
山
請
負
人
に
対
す
る
盛
岡
藩
の
対
応
は
､
宝
暦
年
間
に
至
っ
て
､
藩

自
体
の
財
政
政
策
に
従
う
形
で
変
質
し
て
い
く
｡
盛
岡
藩
は
､
宝
暦
四

(
一
七
五∴

∵

四
)
年
正
月
に
､
領
内
の
有
力
商
人
た
ち
十
八
人
に
尾
去
沢
銅
山
の
請
負
を
任
せ
た
r/

そ
の
際
に
商
人
た
ち

へ
藩
が
与
え
た
証
文
に
は
､
｢壱
ヶ
年
御
礼
金
弐
千
両
苑
被
仰

付
被
下
度
旨
願
出
候

二
付
願
之
通
被
仰
付
条
年
々
六
月
千
両
十
二
月
千
両
右
両
度
無

間
違
上
納
可
仕
事
｣
と
､
礼
金
に
つ
い
て
明
記
し
て
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
領
内
商

人
た
ち
の
銅
山
請
負
に
は
､
礼
金
上
納
の
他
に
も
盛
岡
藩
が
期
待
す
る
も
の
が
あ

っ

た
｡宝

暦
三
年
盛
岡
藩
は
'
日
光
山
本
御
坊
普
請
手
伝
を
命
じ
ら
れ
､
そ
の
御
用
金
を

家
中
か
ら
の
借
上
で
捻
出
し
よ
う
と
L
t
さ
ら
に
､
銅
山
の
請
負
を
任
せ
た
商
人
た

∴いI

ち
に
銅
山
を
引
き
当
て
に
し
て
御
用
金
を
作
ら
せ
た
｡

中
で
も
尾
去
沢
銅
山
廻
銅
支

配
商
人
仲
間
に
名
を
連
ね
て
い
た
前
川
義
兵
衛
は

一
度
に
七

〇
〇
〇
両
と
い
う
多
額

I.J

の
御
用
金
を
用
意
し
､
そ
の
衰
弱
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
O
ま
た
､
宝
暦
五
年
の
凶

作
に
よ
る
盛
岡
藩
内
の
財
政
窮
乏
に
対
し
て
は
､

一
五
〇
〇
〇
両
の

｢才
覚
｣
を
命

じ
て
い
る
が
'
そ
の
際
'
｢右
御
引
苑
之
儀

ハ
銅
山
井
い
つ
れ
之
品
成
共
心
付
侯
筋

(15)

申
上
候

ハ
1
､
御
吟
味
之
上
御
振
向
可
被
成
候
｣
と
'
銅
山
や
そ
の
他
の
産
物
を
引

き
当
て
に
し
て
､
金
額
を
捻
出
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
｡
藩
側
の
銅
山
経
営
者
か

r'.i)

ら
の
御
用
金
の
借
上
は
､
そ
れ
以
前
に
も
度
々
行
わ
れ
て
い
る
が
､
以
上
の
こ
と
か

ら
､
宝
暦
四
年
の
領
内
有
力
商
人
に
よ
る
請
負
経
営
の
開
始
は
､
領
内
の
有
力
商
人

に
銅
山
経
営
と
い
う
特
権
を
与
え
て
御
用
商
人
化
し
､
御
用
金
の
徴
収
を

一
層
強
化

す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
の
こ
と
は
'
領
内
有
力
商
人
に
よ
る
宝
暦
三
年
の
上
方
問
屋
の
結
成
に
見
ら
れ

る
藩
の
政
策
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
､
盛
岡
藩
は
寛
延
四
年
十
月
よ

り
､
い
ま
ま
で
領
内
の
商
人
た
ち
が
上
方
筋
か
ら
諸
品
を
買
い
入
れ
て
､
領
内
で
売

買
し
て
い
た
の
を
､
領
内
有
力
商
人
二

一
名
に

｢諸
品
仕
入
支
配
｣
を
命
じ
､
礼
金

の
上
納
を
行
わ
せ
た
D
宝
暦
三
年
に
は
上
方
問
屋
仲
間
の

｢仲
間
定
｣
が
作
ら
れ
､

(L;)

上
方
か
ら
の
諸
品
買
い
入
れ
を
独
占
し
た
D

l
方
で
こ
の
時
に
上
方
問
屋
仲
間
を
形

成
し
た
商
人
メ
ン
バ
ー
二

一
名
は
､
宝
暦
四
年
の
銅
山
請
負
を
引
き
受
け
た
メ
ン
バ

(柑)

ー

一
八
名
と
､
実
に

一
七
名
の
重
複
が
見
ら
れ
'
盛
岡
藩
は
主
と
し
て
こ
れ
ら
銅
山

請
負
と
上
方
問
屋
仲
間
に
名
を
連
ね
た
商
人
を
中
核
と
し
た
特
権
商
人
た
ち
に
よ
る

藩
財
政

へ
の
資
金
繰
り
を
指
向
し
た
と
考
え
ら
れ
る
D

だ
が
こ
の
動
き
は
'
先
に
見
た
御
用
銅
値
段
の
引
き
下
げ
に
伴
う
銅
山
経
営
の
悪

化
と
､
宝
暦
四
年
の

｢御
用
三
山
｣
決
定
に
よ
る
廻
銅
割
付
の
変
化
に
よ
っ
て
影
響

を
受
け
る
こ
と
と
な
る
｡

3



宝
暦
四
年
､
幕
府
は
そ
れ
ま
で
の
全
国
各
地
銅
山
に
対
し
て
の
御
用
銅
三

一
〇
万

(柑
)

斤
の
割
付
を
､
秋
田
銅

･
盛
岡
銅

･
別
子
立
川
銅
の
み
と
し
た
｡
以
後
'
こ
の
三
ヶ

所
の
銅
山
を

｢御
用
三
山
｣
と
通
称
す
る
こ
と
と
な
る
が
､
盛
岡
藩
に
於
け
る
中
心

的
な
御
用
銅
の
産
出
を
担

っ
て
い
た
の
は
､
尾
去
沢
銅
山
で
あ
っ
た
｡
盛
岡
藩
に
対

し
て
は
､
定
高
七
〇
万
斤
の
他
に
増
売
銅
三
万
斤
を
加
え
た
七
三
万
斤
の
御
用
銅
の

I･JIIJ

廻
銅
が
割
り
付
ら
れ
た
が
､
こ
う
し
た
宝
暦
四
年
の
改
訂
に
よ
っ
て
､
御
用
銅
の
廻

ロiJ5E

銅
に
関
し
て
､
盛
岡
藩
の
比
重
が
相
対
的
に
高
ま
る
こ
と
と
な
り
､
盛
岡
藩
と
し
て

は

一
層
そ
の
対
応
を
滞
り
な
く
行
う
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
っ
た
｡

宝
暦
七
年
､
盛
岡
藩
は
長
崎
奉
行
に
対
し
て
､
御
用
銅
買
上
値
段
の
値
増
を
願
い

(7ご

出
た
が
､
そ
れ
に
対
し
て
長
崎
奉
行
側
は
､
値
増
は
認
め
ら
れ
な
い
が
､
御
用
銅
売

上
代
銀
の
中
か
ら

｢御
前
借
銀
三
百
貫
目
｣
を
与
え
る
の
で
､
御
用
銅
の
廻
銅
を
滞

り
な
く
行
う
よ
う
に
と
､
応
じ
た
｡
し
か
し
盛
岡
藩
は
前
借
銀
だ
け
で
は
根
本
的
な

じ覗E

解
決
に
は
な
ら
な
い
と
､
再
び
買
上
値
段
の
値
増
を
願
い
出
た
D
そ
の

｢願
書
｣
に

於
い
て
藩
側
は
､
寛
延
三

(
一
七
五
〇
)
年
か
ら
御
用
銅
値
段
が
､
荒
銅

一
〇
〇
斤

に
つ
き

一
三
九
匁
四
分
八
厘
に
定
め
ら
れ
た
が
､
元
文
年
間
に
比
し
て
､
｢大
坂
吹

屋
諸
懸
り
｣
と

｢蔵
鋪
問
屋
口
銭
｣
を
差
し
引
く
と
､

一
〇
〇
斤
に
つ
き
五
二
匁
余

り
の
下
値
に
な

っ
て
し
ま
う
と
し
､
｢古
山
二
相
成
次
第
山
稼
入
用
銀
相
重
り
侯
上
､

去
ル
亥

(宝
暦
五
年
-
引
用
者
註
)
領
内
凶
作
寿

こ
て
､
山
許
相
続
届
兼
｣
と
､
先

程
も
見
た
よ
う
に
､
御
用
銅
買
上
値
段
が
山
元
で
の
産
銅
値
段
の
実
状
に
合
わ
な
い

も
の
で
あ
る
が
故
の
､
銅
山
経
営
の
苦
難
と
､
そ
れ
に
加
え
て
､
宝
暦
五
年
の
凶
作

に
よ
っ
て
銅
山
経
営
が
立
ち
行
か
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡

宝
暦
五
年
の
凶
作
に
よ
っ
て
盛
岡
藩
の
財
政
そ
の
も
の
が
危
機
的
状
態
に
陥
る
と
､

藩
側
は
御
用
金
の

｢才
覚
｣
を
領
内
の
有
力
商
人
達
に
命
じ
た
の
は
先
に
見
た
と
お

り
だ
が
､
こ
の
よ
う
に
'
凶
作
時
に
銅
山
経
営
の
資
本
も
と
で
あ
る
領
内
有
力
商
人

に
対
し
て
御
用
金
の
借
上
を
行
う
こ
と
は
､
銅
山
経
営
の
困
難
さ
と
相
ま

っ
て
､
そ

の
資
本
力
を
弱
体
化
さ
せ
る
大
き
な
要
因
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
こ
と
は
'

未
だ
請
負
経
営
の
年
限
の
切
れ
て
い
な
い
宝
暦
十

7
年
の
段
階
で
､
金
主
に
大
坂
鍋

問
屋
の

1
人
で
あ
る
平
野
屋
又
右
衛
門
を
迎
え
た
森
田
屋
六
右
衛
門
が
新
た
に
請
汁

I;]]

負
う
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
｡

こ
れ
に
関
し
麓
三
郎
氏
は
'
請
負

年
限
の
切
れ
て
い
な
い
状
態
で
の
森
田
屋
の
請
負
に
つ
い
て
､
そ
の
御
礼
金
を
有
刺

(-pf,)

に
し
た
こ
と
が
原
因
で
は
な
か
っ
た
か
と
し
て
い
る
が
､
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
､

御
用
金
の
借
上
と
､
銅
山
経
営
の
困
難
と
が
､
銅
山
経
営
を
請
け
負

っ
た
領
内
商
人

達
を
追
い
つ
め
て
い
っ
た
こ
と
が
主
た
る
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢雑
書
｣
宝
暦
十

一
年
七
月
五
日
条
に
よ
る
と
､
盛
岡
藩
は
銅
山
請
負
か
ら
離
れ

る
こ
と
と
な

っ
た
銅
山
支
配
人
た
ち

へ
苗
字
帯
刀
を
赦
し
'
褒
美
を
与
え
て
い
る
｡

そ
の
中
で
､
｢尾
去
沢
銅
山
支
配
延
享
四
年
よ
り
被

仰
付
置
候
虞
重
々
仲
間
不
人

数

二
相
成
候
上
別
而
近
年
御
山
稼
方
之
者
不
足
仕
難
渋
之
虞
｣
と
あ
り
､
延
享
四
年

以
来
､
領
内
商
人
た
ち

へ
銅
山
を
請
け
負
わ
せ
て
い
た
が
､
前
川
善
兵
衛
の
如
く
餐

本
力
を
衰
弱
化
さ
せ
た
商
人
も
い
て
､
請
負
人
数
が
減

っ
て
い
き
､
近
年
と
く
に
鍋

山
経
営
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

森
田
屋
は
､
宝
暦
十
三
年
幕
府
に
対
し
て
､
定
高
七
三
万
斤
を
月
割
で

一
ケ
月
七

万
斤
宛
売
り
上
げ
る
こ
と
を
引
き
当
て
に
し
て
､
七
万
斤
分
の
代
銀
を
前
月
渡
と
し

(26
)

て
渡
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
出
て
許
さ
れ
､
資
金
繰
り
を
行

っ
た
｡
そ
の
際
､
｢南
部

役
人
奥
印
謹
文
等
差
出
｣
と
､
森
田
屋
の
願
出
に
対
し
て
は
､
藩
側
も
責
任
を
持

つ

こ
と
が
証
文
な
ど
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
｡
だ
が
､
宝
暦
十
四
年
正
月
十
四
日
､
盛

岡
藩
江
戸
留
守
居
加
嶋
丹
右
衛
門
は
､
長
崎
奉
行
石
谷
備
後
守
に
､
長
崎
廻
銅
に
関

4
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し
て
申
達
を
う
け
た
｡
そ
の
内
容
は
､
長
崎
廻
銅
が
近
年
延
着
が
多
く
､
昨
年
分
は

四
万
四

〇
〇
〇
斤
の
み
し
か
廻
銅
が
行
わ
れ
ず
､
六
八
万
斤
余
の
廻
銅
延
滞
と
な

っ

て
い
る
た
め
'
請
負
人
森
田
屋
を
乱
し
た
と
こ
ろ
､
能
代
そ
の
ほ
か
で

｢囲
銅
｣
と

な

っ
た
り
'
も
し
く
は
銀
繰
り
の
た
め
の

｢質
入
銅
｣
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
判
明

し
た
こ
と
'
森
田
屋

へ
の
銅
代
銀
の
前
月
渡
を
認
め
た
と
き
は
､
藩
役
人

へ
長
崎
会

所
か
ら
奥
書
印
形
も
差
し
出
さ
せ
て
い
る
の
に
延
着
し
て
い
る
こ
と
､
月
割
の
廻
鍋

が
遅
れ
る
こ
と
で
'
唐
船
の
帰
帆
に
も
差
し
支
え
が
あ
る
の
で
､
請
負
人
を
き
ち
ん

と
吟
味
し
'
延
滞
し
て
い
る
分
の
銅
も
し
っ
か
り
廻
銅
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
等
'
請

負
人
の
森
田
屋
の
不
正
と
'
そ
れ
に
対
す
る
藩
側
の
把
握
能
力
の
な
さ
と
無
策

へ
の

注
意
で
あ

っ
た
｡

盛
岡
藩
は
'
幕
府
か
ら
の
詰
問
を
受
け
た
後
で
'
漸
く
自
ら
森
田
屋

へ
の
対
応
を

迫
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
が
'
こ
の
森
田
屋
の
請
負
期
間
中
に
幕
府

へ
も

た
ら
し
た
危
機
感
は
'
宝
暦
十

一
年
か
ら
､
明
和
二
年
ま
で
の
盛
岡
藩
の
廻
銅
量
に

関
し
て
見
る
こ
と
で
推
測
出
来
る
｡
｢大
意
書
｣
巻
三

｢宝
暦
元
年
末
以
来
長
崎
御

用
銅
御
買
入
高
井
長
崎
廻
着
高
訳
書
｣
に
よ
る
と
'
宝
暦
十

一
年
の
廻
銅
積
み
遅
れ

三
万
斤
'
同
十
二
年
の
積
み
遅
れ
が
三
万
斤
'
同
十
四

(六
月
よ
り
明
和
と
改
元
)

年

一
八
万
七
九

〇
〇
斤
'
そ
し
て
明
和
二
年
に
は
'
廻
銅
定
高
七
三
万
斤
全
て
を
過

銅
せ
ず
'
合
わ
せ
て
九
七
万
七
九

〇
〇
斤
の
廻
銅
延
滞
と
な

っ
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
同
時
期
の
秋
田
藩
に
お
い
て
も
'
産
銅
の
減
少
が
問
題
と
な

っ
て
お
り
､

そ
の
原
因
と
し
て
幕
府
の
前
借
に
頼
る
し
か
方
法
が
な
く
な
っ
て
い
る
銅
山
経
営
の

UE#_

窮
乏
が
あ
げ
ら
れ
'
挙
げ
句
に
自
力
で
の
銅
山
経
営
能
力
が
な
い
と
幕
府
に
判
断
さ

れ
て
'
明
和
元

(
1
七
六
四
)
年
阿
仁
銅
山
及
び
そ
の
周
辺
の
村
々
1
万
石
余
を
上

(29)

知
す
る
こ
と
を
'
幕
府
に
決
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
｡
結
果
と
し
て
銅
山
の
上
知
令
は

撤
回
さ
れ
た
が
､
そ
の
衝
撃
が
秋
田
藩
の
明
和
二
年
銅
山
仕
法
の
変
化

へ
の
契
機
と

な

っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
宝
暦
末
の
秋
田

･
盛
岡
両
津
か
ら
の
御
用
銅
の
廻
銅
延
滞
が
明
和
銅
磨

･T:.)

設
置

へ
至
る
要
因
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
､
岩
崎
義
則
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か

(31)

に
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
に
よ
る
と
'
明
和
銅
座
の
設
置
は
'
中
井
信
彦
氏
の
指
描

す
る
よ
う
に
'
銀
貨
改
鋳
原
料
の
海
外
輸
入
の
た
め
の
御
用
銅
の
確
保

･
統
制
を
目

的
と
し
た
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
る
が
'
む
し
ろ
地
売
銅
に
含
ま
れ
る
灰
吹
銀
を
紘

制
L
t
か
つ
宝
暦
以
来
の
銅
不
足
が
引
き
起
こ
し
た
地
売
銅
相
場
の
高
騰
に
よ

っ
て

困
窮
す
る
大
坂
の
銅
吹
屋
の
経
営
を
再
建
し
､
銅
の
集
荷

･
流
通
体
制
の
整
備
を
意

図
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
｡

秋
田
藩

へ
の
銅
山
上
知
令
の
様
に
､
宝
暦
末
期
に
お
け
る
幕
府
の
銅
統
制
政
策
は
'

L})

必
ず
し
も
銅
山
保
有
藩
個
別
の
経
済
活
動
を
考
慮
し
て
の
も
の
で
は
な
い
｡
そ
の
紘

制
の
強
さ
は
'
同
じ
く
廻
銅
延
滞
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
盛
岡
藩

へ
の
多
大
な
圧
力

と
な

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
事
実
､
盛
岡
藩
の

｢御
手
山
｣
へ

の
経
営
仕
法
の
移
行
は
､
宝
暦
十
四
年
に
森
田
屋
の
廻
銅
延
滞
に
関
し
て
幕
府
か
ら

詰
問
を
う
け
て
以
来
準
備
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
'
明
和
二
年
に
入
る
と
'
老
中

(33)

八
戸
頼
母
に
対
し
て
藩
主
直
々
に
銅
山
御
用
懸
を
命
じ
る
な
ど
､
藩
主
導
で
の
銅
山

経
営
に
向
け
て
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
様
に
'
銅
山
請
負
経
営
末
期
の
藩
財
政
と
の
関
係
に
見
え
る
特
色
は
'
産

銅
そ
の
も
の
に
よ
る
利
潤
よ
り
も
'
む
し
ろ
銅
山
を
請
負

っ
た
商
人
資
本
の
取
り
込

み
に
見
ら
れ
る
と
言
え
る
｡
そ
の
こ
と
が
端
的
に
見
ら
れ
る
の
が
'
宝
暦
期
に
至
っ

て
請
負
経
営
を
任
さ
れ
た
領
内
の
有
力
商
人
に
関
し
て
で
あ
り
'
銅
山
経
営
を
任
せ

た
の
も
む
し
ろ
藩
財
政

へ
の
さ
ら
な
る
資
金
の
取
り
込
み
を
目
指
し
た
統
制
的
な
ち

5



の
で
あ

っ
て
'
結
果
的
に
そ
の
こ
と
が
請
負
年
限
に
満
た
な
い
内
に
経
営
か
ら
離
れ

る
と
い
う
状
況
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

銅
山
経
営
､
と
く
に
御
用
銅
廻
銅
に
関
し
て
は
'
買
い
上
げ
値
段
の
引
き
下
げ
な

ど
を
は
じ
め
と
す
る
幕
府
の
銅
統
制
政
策
の
中
で
困
難
を
極
め
る
が
､
藩
が
銅
山
経

営
状
況
の
悪
化
を
幕
府
に
訴
え
出
る
の
は
'
大
抵
御
用
銅
廻
銅
の
履
行
が
困
難
な
状

態
に
陥

っ
た
と
き
で
あ
り
'
幕
府
と
の
関
係
悪
化
を
導
く
状
態
に
な
ら
な
い
限
り
､

lp･7)

基
本
的
に
は
請
負
人
の
裁
量
に
任
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

し
か
し
盛
岡
藩
に
お
け
る
銅
山
請
負
経
営
は
､
銅
山
上
知
令
に
見
ら
れ
る
幕
府
の

強
権
的
な
銅
統
制
政
策
に
よ

っ
て
終
了
す
る
｡

そ
の
こ
と
は
､
今
ま
で
の
藩
財
政

へ

の
利
益
を
最
優
先
さ
せ
て
き
た
請
負
経
営
か
ら
､
御
用
銅
の
廻
銅
と
い
う
幕
府
に
よ

っ
て
命
じ
ら
れ
た
公
務
的
な
事
業
を
完
遂
さ
せ
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
た
結
果
起
き
た

こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､
盛
岡
藩
財
政
に
と

っ
て
大
き
な
出
費
を
強
い
る
こ

と
と
な
る
｡
以
下
､
銅
山
の
直
轄
経
営
が
ど
う
い
う
展
開
を
見
せ
､
藩
財
政
の
中
で

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
｡

二

｢御
手
山
｣
化
直
後
の
状
況

(
〓

銅
山
経
営
費
用
の
変
化

す
で
に
見
た
よ
う
に
､
藩
領
内
の
有
力
商
人
た
ち
に
銅
山
経
営
を
請
け
負
わ
せ
て

い
た
期
間
､
盛
岡
藩
は
銅
山
を
引
き
当
て
と
し
て
御
用
金
を
才
覚
さ
せ
､
そ
の
上
納

を
命
じ
た
｡
だ
が
基
本
的
に
そ
の
御
用
金
は
藩
財
政
の
逼
迫
状
態
の
補
助
に
あ
て
る

も
の
で
あ
り
､
銅
山
経
営
に
関
し
て
は
寄
与
す
る
も
の
で
は
な
く
､
経
営
主
体
で
あ

る
商
人
資
本
を
弱
体
化
を
招
い
た
｡

盛
岡
藩
は
尾
去
沢
銅
山
の
直
轄
経
営
化
に
伴
い
､
そ
れ
ま
で
給
人
中
野
氏
の
知
行

3雌
E

地
で
あ

っ
た
花
輪
町
を
代
官
支
配
と
し
､
以
後

｢花
輪
町
は
専
御
銅
山
御
用
重

二
被

相
弁
候
｣
と
し
､
花
輪
町
の
有
力
商
人
を

｢御
銅
山
御
用
達
｣
と
し
て
､
銅
山
経
営

(3
)

に
用
い
る
御
用
金
の
才
覚
と
御
用
米
の
買
上
を
担
わ
せ
た
｡

直
轄
経
営
化
直
後
に
於
い
て
命
じ
ら
れ
た
御
用
金
及
び
買
米
に
つ
い
て
､
御
用
逮

に
任
じ
ら
れ
た
花
輪
町
長
右
衛
門
か
ら
､
御
銅
山
御
取
次
松
田
佐
次
右
衛
門
に
宛
て

た
口
上
書
が

｢銅
山
記
｣
内
に
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
長
右
衛
門
は
､
｢御
銅
山
御

急
用

二
付
御
金
才
覚
之
儀
｣
を
請
け
た
の
だ
が
､
結
局

｢被
仰
付
被
下
置
候
御
金
高

才
覚

二
及
兼
､
漸

々
御
金
百
弐
拾
弐
両
才
覚
仕
持
参
仕
候
｣
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て

し
ま

っ
た
こ
と
を
､
述
べ
て
い
る
｡

一
方
､
買
米
に
関
し
て
は
､
｢以
相
場
を
千
五

百
駄
来
二
三
月
迄

二
千
五
百
駄
都
合
三
千
駄
相
調
差
上
申
度
奉
存
候
｣
と
'
御
用
金

の
才
覚
と
は
異
な
り
､
命
じ
ら
れ
た
と
お
り
に
こ
と
を
進
ま
せ
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る
｡

長
右
衛
門
の
口
上
書
に
対
し
て
銅
山
側
は
､
｢金
子
之
儀
は
不
足

二
付
御
入
用

無
之
候
間
､
直
々
御
取
被
成
｣
と
､
銅
山
が
直
接
費
用
の
才
覚
を
行
う
こ
と
に
し
た
｡

ま
た
､
御
用
米
は
花
輪

･
毛
馬
内
に
お
い
て
買
上
げ
る
の
で
､
両
通
の
代
官
に
米

･

大
豆
の
他
領
出
し
を
禁
じ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
直
轄
経
営
化
直
後
の
変
化
は
､
あ
る
程
度
の
資
本
力
を
も

っ
た
商
人
餐

本
が
存
在
し
'
鹿
角
地
方
に
於
い
て
商
品
の
集
ま

っ
て
く
る
花
輪
町
を
､
銅
山
経
営

の
た
め
の
資
金
繰
り
や
諸
品
の
仕
入
先
と
し
て
統
制
し
ょ
う
と
す
る
藩
側
の
指
向
を

示
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
､
｢雑
書
｣
明

和
三
年
九
月
十
日
条
に
於
い
て
､
代
官
支
配
以
前
の
花
輪
町
に
対
す
る

｢御
貸
付
｣

と

｢御
代
物
｣
五

〇
〇
貫
文
､
米

一
五

〇
駄
を
､
今
回
元
利
と
も
に
上
納
さ
せ
る
こ

と
と
し
た
が
､
そ
れ
ま
で
利
息
の
み
を
少
し
ず

つ
支
払

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
､
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｢拝
借
人
困
窮
｣
と
な

っ
て
し
ま
う
の
で
'
明
く
る
年
か
ら
七
ケ
年
賦
で
上
納
す
る

よ
う
に
と
'
藩
側
か
ら
花
輪
代
官

へ
達
が
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

こ
れ

は
お
そ
ら
く
花
輪
町
の
商
人
資
本

へ
藩
が
貸
し
付
け
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
の
こ
と

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

つ
ま
り
'
代
官
支
配
を
契
機
と
し
て
'
藩
側
は
商
人
資
本

へ
の
貸
付
の
回
収
と
い
う
名
目
を
以
て
'
銅
山
経
営
の
資
金
を
吸
収
し
よ
う
と
し
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

藩
財
政
に
と

っ
て
閉
鎖
さ
れ
た
純
粋
な
消
費
社
会
で
あ
る
鉱
山

へ
の
諸
品
'
と
く

(㍗)

に
米
の
専
売
制
が
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
'
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
～

尾
去
沢
銅
山
の
直
轄
経
営
に
よ
っ
て
'
御
用
米
を
花
輪

･
毛
馬
内
の
鹿
角
地
方
か
ら

買
い
上
げ
'
な
お
か
つ
そ
の
た
め
に
穀
物
の
他
領

へ
の
移
出
を
禁
じ
て
い
る
の
は
､

l恥
)

注
目
さ
れ
る
｡
ま
た
銅
山

へ
の
御
用
米
に
は
'
御
蔵
米
も
用
い
ら
れ
た
が
'
銅
山
か

ら
御
蔵
奉
行

へ
御
用
状
に
よ

っ
て
'
米
の
銅
山

へ
の
附
上
に
つ
い
て
伝
え
ら
れ
'
そ

】岨E

の
た
め
の
伝
馬
に
つ
い
て
は
代
官

へ
伝
え
ら
れ
'
銅
山

へ
の
附
上
が
行
わ
れ
た
｡
さ

ら
に
銅
山
内
で
の
商
業
行
為
に
つ
い
て
は

｢山
内
小
商
人
此
度
被
仰
渡
候
通
無
札
之

も
の
ハ
商
売
為
御
止
被
成
候
｣
と
い
う
形
で
把
握
L
t
さ
ら
に
濁
酒
'
豆
腐
は
董
所

か
ら
原
料
で
あ
る
米
と
大
豆
を
調
達
し
'
木
綿
'
紙
'
茶
'
煙
草
な
ど
､
そ
の
他
鉱

山
労
働
者
の
生
活
及
び
生
業
に
必
要
な
品
々
を

｢於
御
墓
所
正
銭
梯
被
仰
付
候
｣
と
'

･卜
.

墓
所
で
す
べ
て
正
銭
に
よ
っ
て
売
り
渡
す
こ
と
と
し
た
｡
こ
れ
ら
は
直
轄
経
営
と
な

っ
た
こ
と
に
よ
る
､
鉱
産
に
関
連
し
た
諸
品
に
対
す
る
藩
の
専
売
制
が
敷
か
れ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
｡

直
轄
経
営
化
直
後
の
尾
去
沢
銅
山
の
経
営
資
金
は
'
今
見
た
花
輪
町
の
御
用
達
商

人
の
才
覚
に
よ
る
御
用
金
の
他
に
'
役
銭
の
存
在
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
｡
｢鍋

山
記
｣
内
に
於
い
て
も
'
毛
馬
内
か
ら
の
役
銭
が
御
銅
山
御
用
と
し
て
入
用
さ
れ
'

さ
ら
に
花
輪
役
銭
の
内
か
ら
銅
山

へ
借
上
げ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､

｢

雑
書
｣
安
永
三

(
一
七
七
四
)
年
四
月
二
十
九
日
条
に
は
'
新
銭
の
通
用
は
そ
れ

を
二
割
増
し
に
し
て
行
い
､
役
銭
は
古
銭
に
て
上
納
さ
せ
て
い
る
が
､
花
輪

･
毛
馬

内
両
通
に
於
い
て
は
､
役
銭
が
御
銅
山
御
用
銭
に
な
る
の
で
､
い
ち
い
ち
二
割
増
し

に
し
て
い
る
こ
と
で
不
都
合
も
生
じ
る
の
で
､
新
銭
で
あ
っ
て
も
二
割
増
し
す
る
こ

と
な
く
通
用
さ
せ
る
と
い
う
記
事
が
あ
る
｡

こ
れ
は
､
尾
去
沢
銅
山
の
御
用
銭
が
花

輪

･
毛
馬
内
か
ら
の
役
銭
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
さ
ら
に

役
銭
に
関
連
し
て
､
藩
は
精
錬
作
業
用
の
炭

･
薪
や
､
坑
道
を
掘
り
進
め
る
際
に
必

(;
1

要
な
材
木
な
ど
の
供
給
の
た
め
に
'
｢御
銅
山
附
御
山
｣
を
設
定
し
た
｡
｢御
銅
山
附

御
山
｣
に
於
け
る
材
木
を
切
り
出
す
な
ど
の
作
業
は
､
藩
と
契
約
を
結
ん
だ
請
負
人

が
行
い
'
藩
は
そ
こ
か
ら
礼
銭
を
上
納
さ
せ
'
さ
ら
に
そ
の
販
売
に
際
し
て
は
十
分

∴L,

一
役
を
取
り
立
て
た
｡

今
あ
げ
た
よ
う
な
直
接
銅
山

へ
廻
さ
れ
る
役
銭
等
の
他
に
､
｢御
手
山
｣
化
以
降

に
成
立
し
た
も
の
と
し
て
､
藩
庫
か
ら
銅
山

へ
支
給
さ
れ
る

｢御
銅
山
月
割
付
逮

金
｣
が
あ
る
｡

一
㌧

諸
御
代
官

当
春
御
役
御
金
銭
井
高
割
上
納
金
未
相
納
分
御
金
銭
高
不
少
有
之
旨
､
尤
皆
柄

仕
候
て
も
御
難
渋
之
御
勝
手
向
故
'
第

一
御
参
勤
御
用
井
御
銅
山
月
割
付
送
金
､

如
何
様

こ
も
御
賦
合
相
届
不
中
内
'
前
書
之
通
こ
て
は
尚
更
御
差
支
相
成
候
段

御
勘
定
頭
共
申
出
候
'
兼
て
被

仰
付
置
候
通
不
納
金
網
敷
取
立
上
納
可
仕
虞
､

取
立
方
甚
弛
候
様
相
聞
得
候
条
､
猶
亦
桐
敷
申
付
取
立
皆
納
可
申
候
､
此
節
等

閑
之
趣
相
聞
得
候
ば
御
吟
味
之
上
可
被
及
御
沙
汰
旨
被

仰
出
､
以
御
目
付
請

御
代
官

へ
為
申
渡
之
'

7



右
は

｢雑
書
｣
安
永
五
年
四
月
二
十
日
条

の
記
事
で
あ
る
｡
｢役
金
銭
｣
と

｢高

割
上
納
金
｣
の
未
納
分
が
多
く
､
た
と
え
皆
納
し
た
と
し
て
も
藩
の
財
政
状
態
は
困

難
で
､
｢御
参
勤
御
用
｣
と

｢御
銅
山
月
割
付
送
金
｣
な
ど
も
配
賦
し
て
い
な
い
の

に
'
未
納
が
多

い
状
態
で
は
尚
更
差
し
支
え
も
あ
る
と
､
勘
定
頭
た
ち
が
上
申
し
て

き

た

の

だ

が

､

以
後
取
り
立
て
を
厳
し
く
し
､
皆
納
さ
せ
る
べ
き
だ
と
あ
る
｡
こ
こ

で
注
目
す
る
の
は
､
｢役
銭
｣
と

｢高
割
上
納
金
｣
の
未
納
が
'
直
接

｢御
銅
山
月

割
付
送
金
｣
に
関
わ

っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

同
じ
く

｢雑
書
｣
安
永
五
年
五
月
二
十
七
日
条
に
於
い
て
は
､

l
t

御
側
御
用
人
御
銅
山
御
用
懸
奥
瀬
伊
右
衛
門

御
銅
山
付
送
金
近
年
御
当
用
よ
り
練
合
候
事
故
'
当
用
向
御
差
支

二
相
成
候
'

依
之
来
正
月
よ
り
以
前
之
通
御
銅
山
之
儀
は
'
別
段
御
遣
払
御
当
用
よ
り
入
交

御
遣
払
無
之
､
月
送
金
等
は
御
銅
山
方

こ
て
才
覚
之
筋
以
自
分
主
立
此
節
よ
り

遂
相
談
可
申
候
､
尤
手
合
金
延
引
之
節
は
当
分
右
御
金
着
候
内
は
御
当
用
よ
り

取
替
付
送
候
て
'
御
銅
山
金
着
候
上
御
当
用

へ
返
金
仕
候
様
練
合
可
申
候
'
良

御
銅
山
御
前
借
壱
万
両

･
大
坂
表
弐
万
両
御
借
金

二
〆
三
万
両
候
得
共
'
壱
万

四
五
千
両
は
御
銅
山
御
入
方
相
方
､
残
所
は
御
当
用
御
練
合
相
成
候
儀
故
'
右

御
当
用
御
借
金
共

二
引
請
御
益
之
所
を
以
御
借
金
段
々
相
済
侯
様
可
仕
旨
被

仰
付
於
御
席
申
渡
之
､

と
あ
り
､
当
時

｢御
銅
山
付
送
金
｣
が

｢御
当
用
｣
か
ら
捻
出
さ
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
､
｢当
用
向
御
差
支
｣
と
な
り
､
来
正
月
よ
り
'
銅
山

へ
の
月
送
金
を
銅
山
方

の
才
覚
に
よ

っ
て
捻
出
す
べ
き
こ
と
と
な

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
そ
の
際
'

｢手
合
金
延
引
｣
の
場
合
は
御
当
用
か
ら

｢取
替
付
送
｣
す
る
と
も
あ
り
､
そ
れ
は

｢御
銅
山
金
｣
が
到
着
後
に

｢御
当
用
｣

へ
返
金
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
｡
｢御

銅
山
金
｣
と
は
'
大
坂
に
於
け
る
銅
代
金
の
中
か
ら
､
山
元
の
経
営
費
用
と
し
て
廻

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
L'
さ
ら
に
､
銅
山
側
に
､
幕
府
か
ら
の
前
借
金
等
三
万
両
の
借

金
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
､
そ
の
内
､
銅
山
の
経
営
費
用
と
し
て

一
万
四
㌧
五

〇
〇

〇
両
が
廻
さ
れ
て
お
り
､
借
金
は
銅
山
か
ら
の
益
金
に
よ

っ
て
返
済
す
る
よ
う
に
と

い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
(
安
永
四

･
五
年
と
い
う
時
期
は
'
後
述
す
る
が
'
安
永

二

三
年
の
産
銅
増
加
に
も
関
わ
ら
ず
藩
財
政
自
体
は
困
窮
し
て
い
た
時
期
に
当
た

り
､
直
轄
経
営
直
後
は
藩
財
政
に
少
な
か
ら
ず
帰
属
し
て
い
た
銅
山
方
の
財
政
を
半

ば
独
立
し
た
存
在
と
規
定
L
t
藩
財
政
の
窮
乏
を
理
由
に
'
銅
山
側
が
独
自
の
資
金

繰
り
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
'
且

つ
｢御
益
之
所
を
以
御
借
金
段
々
相
済
候
様

可
仕
旨
被

仰
付
｣
と
い
う
状
況
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
も

｢御
当

用
｣
に
対
し
て
借
り
受
け
る
と

い
う
形
で
当
面
の
経
営
費
用
を
得
て
'
｢御
銅
山

金
｣
の
到
着
後
返
済
す
る
と
い
う
状
態
は
'
次
節
で
触
れ
る
が
'
銅
山
経
営
を
円
滑

に
進
め
る
上
で
大
き
な
問
題
と
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
｡

盛
岡
藩
が
産
銅
を
督
励
す
る
た
め
に
尾
去
沢
銅
山
に
派
遣
し
た
勘
定
方

･
御
銅
山

I-.1)

方
役
人
の

｢被
仰
渡
｣
に
よ
る
と
､
明
和
九
年
九
月
に
登
山
し
た
御
勘
定
頭
太
田
茂

左
衛
門
は
'
｢近
年
打
続
世
上
金
掘
不
足

二
付
余
勢
無
之
金
工
共
金
掘
召
抱
手
段
も

無
之
候
｣
と
､
銅
山
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
が
'
鋪
請
負
者
で
あ
る
金
工
に
採
鉱
労

働
者
で
あ
る

｢金
掘
｣
を
雇
用
す
る
術
を
失
わ
せ
'
銅
山
自
体
が
衰
退
し
て
い
く
こ

と
を
述
べ
'
そ
の
対
策
と
し
て
､
金
工

へ
の
払
い
下
げ
諸
品
の
値
段
を
引
き
下
げ
'

金
工
の
末
進
金
の
徴
収
を
引
き
の
ば
す
こ
と
な
ど
を
提
示
し
た
上
で
'
｢御
手
伝
御

用
｣
や

｢江
戸
上
屋
敷
類
焼
｣
な
ど
の
相
次
ぐ
出
費
の
中
で
も

｢御
銅
山
御
用
金
銭

月
々
無
御
滞
御
渡
御
弁
用
｣
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
｡
こ
の
時
点
で
は
藩
庫

か
ら
銅
山

へ
の
経
営
費
用
は
'
藩
財
政
に
余
裕
の
な
い
状
況
で
も
､
滞
り
無
く
渡
さ
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れ
て
い
る
が
､
翌
安
永
二
年
に
は
そ
れ
が
藩
財
政
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
に
な

っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

同
年
五
月
の
御
懸
御
勘
定
頭
江
刺
家
兵
左
衛
門
の

｢被
仰

渡
｣
に
お
い
て
は
､
年
々
出
銅
量
が
廻
銅
斤
数
に
引
き
合
わ
な
く
な

っ
て
き
て
い
る

(;1〕

の
で

｢諸
山
取
立
｣
し
て
そ
の
出
銅
を
廻
銅
に
宛
て
て
い
た
が
､
逆
に
そ
の
こ
と
で

出
費
が
増
し
'
｢御
勝
手
向
よ
り
山
元
御
入
方
御
償
御
面
倒
｣
と
資
金
繰
り
の
厳
し

さ
が
続
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ
､
そ
の
費
用
と
し
て

｢去
辰
年
諸
山
御
取
立
被
成
候

入
料
為
補
地
売
銅
拾
万
斤
御
願
被
成
候
｣
と
､
地
売
銅

1
0
万
斤
を
願
い
､
許
可
さ

('1)

れ
た
｡

だ
が
同
時
に
江
戸
上
屋
敷
の
普
請
中
は
今
ま
で
の
よ
う
に
銅
山

へ
資
金
を
廻

せ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
､
諸
品
之
代
金
支
払
い
な
ど
は
滞
り
無
く
行
う
こ
と
､
さ

ら
に
は
金
工
の
未
進
金
の
取
り
立
て
を
今
ま
で
延
ば
し
て
い
た
が
､
買
鉛
値
段
を
値

上
げ
し
た
の
で
､
買
鈷
代
金
か
ら
諸
品
の
代
金
を
差
し
引
い
た
も
の
か
ら
､
三
分
ほ

ど
上
納
す
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
｡

こ
の
様
に
､
直
轄
経
営
直
後
の
銅
山
経
営
資
金
は
､
基
本
的
に
藩
財
政
に
付
属
し

た
も
の
で
あ
り
､
そ
こ
か
ら
の
資
金
繰
り
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
た
の
で
あ
る
D

L
か
し
そ
の
こ
と
が
､
｢御
勝
手
向
よ
り
山
元
御
入
方
御
償
御
面
倒
｣
と
い
う
状
況

を
生
み
だ
し
､
や
が
て
経
営
費
用
を
銅
山
側
に
よ
る
独
自
の

｢才
覚
｣
に
よ
っ
て
捻

出
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
直
轄
経
営
化
の
銅
山
経
営
資
金
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
､

｢御
銅
山
御
用
達
｣
商
人
か
ら
の
御
用
金
､
銅
山
周
辺
地
域
か
ら
の

｢役
銭
｣､
藩

庫
か
ら
の

｢御
銅
山
月
割
付
送
金
｣､
そ
し
て
大
坂
か
ら
の
銅
代
金
に
よ
る

｢御
銅

山
金
｣
等
で
あ
る
｡
そ
の
中
で
も
､
藩
庫
か
ら
配
賦
さ
れ
る

｢付
送
金
｣
は
経
営
主

体
が
藩
に
替
わ

っ
た
こ
と
で
､
直
轄
経
営
化
直
後
に
は
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
が
､
結
果
的
に
銅
山
側
が
藩
庫
に
返
済
す
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で

あ

っ
た
｡

つ
ま
り
､
藩
直
轄
経
営
化
直
後
は
､
銅
山
財
政
は
基
本
的
に
藩
財
政
に
付

属
す
る
も
の
と
の
性
格
付
け
が
な
さ
れ
て
い
て
､
経
営
費
用
は
藩
か
ら

｢付
送
金
｣

等
を
送
ら
れ
る
こ
と
で
賄

っ
て
い
た
が
'
お
そ
ら
く
は
安
永
初
年
の
産
銅
増
加
を
契

機
と
し
て
銅
山
側
は
経
営
費
用
を
自
ら

｢才
覚
｣
し
な
く
て
ほ
な
ら
な
く
な

っ
た
の

で
あ
る
｡
ま
た
'
藩
庫
か
ら
の
銅
山
経
営
費
用
は
前
借
的
な
も
の
と
さ
れ
'
銅
山
価

は
そ
の
返
済
を
､
大
坂
か
ら
の
銅
代
を
元
に
し
た

｢御
銅
山
金
｣
に
よ
っ
て
行
わ
な

く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
関
係
は
藩
財
政
の
窮
乏
化
に
伴
い
､

一
層
強
化
さ
れ
'
銅
山
経
営
を
圧
迫
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
｡
次
の
節
で
は
そ
う
し

た
藩
財
政
に
よ
る
銅
山
経
営
の
利
用
に
つ
い
て
具
体
的
に
事
例
を
追
う
こ
と
に
す
る
｡

(
二
)
藩
財
政
に
よ
る
銅
山
経
営
の
利
用

明
和
二
年
の

｢御
手
山
｣
化
の
直
接
の
原
因
で
も
あ
る
宝
暦
末
年
か
ら
の
御
用
銅

廻
銅
の
延
滞
は
､
延
滞
量
全
体
で
九
七
万
七
九

〇
〇
斤
と
い
う
膨
大
な
量
に
の
ぼ
り
､

藩
側
は
幕
府
と
廻
銅
に
関
し
て
交
渉
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
D
明
和
二
年
の
積

み
遅
れ
に
つ
い
て
は
､
山
元
に
三
八
万
九

〇
〇
〇
斤
程
廻
銅
さ
れ
る
こ
と
な
く
残

っ

て
い
た
た
め
に
､
そ
の
分
は
急
速
廻
銅
し
た
が
､
残
り
の
五
八
万
九

〇
〇
〇
斤
程
に

つ
い
て
は
､
明
和
四
年
か
ら
安
永
五
年
ま
で
十
ケ
年
賦
で

一
ヶ
年
五
万
八
九

〇
〇
斤

を
廻
銅
す
る
こ
と
と
し
､
さ
ら
に
は
､
産
銅
量
を
回
復
さ
せ
る
と
い
う
目
的
で
､
明

和
三
年
か
ら
五
年
間
､
今
ま
で
の
定
例
高
か
ら

一
〇
万
斤
減
ら
さ
れ
た
六
三
万
斤
を

(.IE_)

定
例
高
と
し
て
､
計
六
八
万
八
九

〇
〇
斤
余
を
廻
銅
す
る
こ
と
と
な

っ
た
｡

そ
の
後
盛
岡
藩
は
､
御
用
銅
の

一
〇
万
斤
減
高
の
年
限
の
切
れ
る
明
和
七
年
に

｢南
部
尾
去
沢
銅
山
古
山
に
て
追
年
遠
干
深
鋪
に
相
成
､
出
銅
相
劣
り
候
に
付
､
同

八
卯
年
よ
り
壱
ヶ
年
御
定
高
三
拾
五
万
斤
減
銅
被
仰
付
候
は
1
､
年
々
相
納
候
年
賦
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銅
五
万
八
千
九
百
斤
共
壱
ヶ
年
四
拾
万
八
千
九
百
斤
宛
年
々
四
月
よ
り
十
二
月
上
旬

LLJ)

を
限
り
無
滞
売
上
度
旨
｣
を
幕
府
に
願
い
出
た
｡
そ
れ
に
対
す
る
幕
府
の
回
答
は
'

長
崎
貿
易
と
の
関
係
上
減
高
は
認
め
ら
れ
な
い
が
､
明
和
八
年
か
ら
五
ヶ
年
の
減
高

を
延
長
し
､
且
つ
翌
年
の
銅
代
銀
か
ら
前
渡
し
と
し
て
三
〇
〇
貫
目
を
与
え
る
と
い

(舶
)

う
も
の
で
あ
っ
た
O

こ
う
し
た
幕
府
か
ら
の
銅
代
銀
の
前
渡
や
'
先
に
見
た
よ
う
な
藩
財
政
の
窮
乏
化

に
も
関
わ
ら
ず
延
滞
無
く
続
け
ら
れ
た
銅
山

へ
の
経
営
資
金
の
投
下
等
が
功
を
奏
し

た
の
か
､
先
に
見
た
通
り
､
安
永
二
年
に
至
っ
て

｢去
辰
年
諸
山
御
取
立
被
成
侯
入

料
為
補
｣
と
し
て
地
売
銅

一
〇
万
斤
を
販
売
す
る
こ
と
を
幕
府
に
願
い
出
た
よ
う
に
､

産
銅
状
況
は
好
転
し
た
｡

I;)

同
じ
く
安
永
二
年
に
は

｢三
拾
壱
万
三
千
百
三
拾
五
斤
鯨
山
元
鯨
銅
有
之
｣
と
い

う
こ
と
で
､
こ
れ
ら
を
地
売
銅

へ
廻
す
こ
と
を
願
い
出
て
許
さ
れ
､
安
永
三
年
に
は
､

｢山
方
出
銅
宜
敷
罷
成
'
壱
ヶ
年
御
定
数
並
年
賦
銅
共
全
く
売
上
候
て
も
､
徐
銅
四

I,J7)

拾
万
斤
幹
宛
は
此
末
共
丈
夫
に
出
銅
有
之
趣
｣
と
い
う
状
態
で
あ
り
､
結
局
定
例
高

減
の
期
限
で
あ
る
安
永
五
年
を
待
た
ず
し
て
､
七
三
万
斤
の
定
例
高
に
戻
る
こ
と
と

な

っ
た
｡
さ
ら
に
､
盛
岡
藩
側
は
四
〇
万
斤
の
余
銅
を
､
地
売
に
ま
わ
す
か
'
も
し

く
は
御
用
銅
買
上
値
段
を
上
げ
て
く
れ
る
の
な
ら
ば
､
御
用
銅
に
加
え
た
い
と
い
う

こ
と
を
幕
府
に
願
い
出
た
が
､
結
局
買
上
値
段
は
据
え
置
い
た
ま
ま
､
余
銅
四
〇
万

二S)

斤
を
御
用
銅
に
加
え
､
｢直
増
同
様
之
御
手
当
｣
を
増
高
四
〇
万
斤
に
対
し
て
､

一

ヶ
年
八
〇
貫
目
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
｡
こ
れ
に
よ
り
､
盛
岡
藩
の
安
永
三
午

廻
銅
総
高
は
､
定
例
高
七
三
万
斤
､
十
ケ
年
賦
銅
五
万
八
九
〇
〇
斤
へ
そ
し
て
余
銅

四
〇
万
斤
の
合
わ
せ
て

二

八
万
八
九
〇
〇
斤
と
な

っ
た
の
で
あ
る
o

こ
の
銅
産
出
量
の
増
加
に
よ
っ
て
得
た
手
当
銀
で
は
あ
る
が
､
そ
れ
は
四
〇
万
斤

と
い
う
増
高

へ
の
手
当
で
あ
り
､
増
高
量
が
減
る
と
､
手
当
も
減
る
性
格
の
も
の
で

一[,-:)

あ
り
､
盛
岡
藩
と
し
て
は

｢直
増
同
様
｣
と
手
放
し
で
歓
迎
で
き
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
｡

安
永
四
年
十
二
月
の
御
留
守
居
見
習
川
嶋
文
左
衛
門
と
御
勘
定
頭
松
田
佐
次
右
衛

(5)

門
と
に
よ
る

｢被
仰
渡
｣
で
は
'
以
下
の
よ
う
に
こ
の
産
銅
量
の
増
加
に
関
し
て
述

べ
て
い
る
｡

一
､
御
廻
銅
斤
数
是
迄
百
拾
三
万
斤
為
御
登
被
成
候
御
趣
意
を
以
､
百
斤
二
付
七

匁
之
御
直
段
増
同
様

一
ヶ
年
銀
八
拾
貫
匁
宛
､
去
ル
午
年

(安
永
三
年
-
引
用

者
註
)
よ
り
御
手
宛
被
成
下
是
迄
御
山
元
御
手
合
方
も
無
滞
被
成
置
候
処
､
御

銅
山
井

二
諸
山
御
取
立
御
入
方
近
年
御
物
入
打
続
甚
夕
御
指
支

二
而
御
勝
手
向

よ
り
御
償
金
も
御
届
難
被
成
候

二
付
､
右
為
御
補
此
度
御
前
借
銀
三
百
貫
匁
当

年
よ
り
亥
年

(安
永
八
年
)
迄
五
ケ
年
中
御
願
之
通
被
仰
付
､
是
迄
御
前
借
と

も
都
合
六
百
貫
匁
も
被
成
下
重
畳
御
願
之
通
被
仰
付
候
上

二
候
間
､
只
今
迄
之

御
定
例
七
拾
三
万
斤
江
七
万
斤
相
増
来
申
年

(安
永
五
年
)
よ
り
八
拾
万
斤
之

御
定
例
二
被
仰
上
'
尤
是
迄
之
鯨
銅
四
拾
万
斤
と
も
御
廻
銅
被
成
次
第
罷
成
候
､

右
為
御
登
方
斤
数
相
減
候
て
は
御
直
段
増
同
様
之
御
手
当
銀

こ
も
相
障
候
故
､

以
来
御
廻
銅
右
斤
数

二
御
据
被
成
候
間
吹
減
と
も
差
加
ひ
調
達
候
様
此
度
被
仰

付
候
間
､
右
心
得
を
以
出
鈍
手
合
仕

一
山
限
明
年
之
出
鉛
高
御
請
書
を
以
可
申

出
事
､

安
永
三
年
に
定
め
ら
れ
た
手
当
八
〇
貫
目
は
､
銅

一
〇
〇
斤
に
つ
き
七
匁
の
値
上

げ
と
同
様
の
こ
と
で
あ
る
が
､
諸
山
を
取
り
立
て
た
り
､
そ
の
他
に
も
物
人
が
続
い

た
た
め
､
銅
山

へ
の
資
金
も
送
り
難
く
､
前
借
銀
を
新
た
に
三
〇
〇
貫
目
を
五
ヶ
午

間
借
り
受
け
､
明
和
八
年
か
ら
の
前
借
銀
と
合
わ
せ
て
六
〇
〇
貫
目
の
前
借
銀
と
な
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っ
た
O
さ
ら
に
'
こ
の
六

〇
〇
貫
目
の
前
借
銀
の
返
納
の
た
め
､
翌
年
よ
り
新
た
に

七
万
斤
を
廻
銅
高
に
加
え
､
八

〇
万
斤
の
御
定
高
と
な
る
｡
ま
た
値
上
げ
同
様
の
辛

当
で
は
あ
る
が
､
余
銅
の
廻
銅
斤
数
が
少
な
く
な
れ
ば
'
手
当
銀
も
少
な
く
な

っ
て

し
ま
う
の
で
､
吹
減
り
分
も
加
え
て
産
銅
す
る
よ
う
に
と
あ
る
O

廻
銅
量
の
確
保
の
た
め
に
､
諸
山
の
取
り
立
て
等
を
行

っ
て
'
逆
に
そ
れ
が
資
金

繰
り
を
悪
化
さ
せ
､
結
局
幕
府
か
ら
前
借
銀
を
う
け
る
こ
と
と
な

っ
た
の
だ
が
､
そ

も
そ
も

1
0
0
万
斤
を
超
え
る
量
の
廻
銅
を
必
要
と
す
る
の
も
､
増
高
銅
四

〇
万
斤

と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
手
当
銀
の
た
め
で
あ
り
､
出
銅
量
の
増
加
に
よ

っ
て
､
逆
に

盛
岡
藩
は
廻
銅
量
の
増
加
と
い
う
状
態
に
陥

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
(7
尤
も
'
大

坂
に
於
け
る
銅
代
を
引
き
当
て
に
､
商
人
資
本
か
ら
藩
財
政

へ
融
資
を
得
た
り
す
る

こ
と
も
あ

っ
た
の
で
､
藩
と
し
て
は
こ
の
ま
ま
の
廻
銅
量
を
確
保
し
た
い
と
こ
ろ
で

あ

っ
た
｡
だ
が
実
際
は
'
安
永
二

･
三
年
の
増
加
以
後
､
産
銅
量
は
減
少
し
て
い
っ

二iこ

た
の
で
あ
る
｡

二い)

安
永
五
年
三
月
の
御
勘
定
頭
松
田
佐
次
右
衛
門
の

｢被
仰
渡
｣
で
は
'
現
在
の
廻

銅
量
は

二
二
一
万
斤
程
に
な
る
の
で
､
尾
去
沢
に
七

〇
万
斤
'
白
根
に
二
〇
万
斤
～

そ
し
て
不
老
倉
に

一
〇
斤
の
産
銅
量
を
見
込
ん
で
い
た
が
'
そ
れ
で
は
廻
銅
定
高
に

引
き
合
わ
な
い
の
で
､
尾
去
沢
八
五
万
斤
'
白
根
二
五
万
斤
'
不
老
倉
二
〇
万
斤
と

い
う
産
銅
量
を
命
じ
て
い
る
｡
だ
が
､
｢右
出
銅
御
割
合
被
仰
付
候
処
､
万

一
常
林

之
出
方

二
候
て
は
戊
ノ
年

(安
永
七
年
=

引
用
者
註
)

ニ
至
三
拾
五
万
斤
絵
御
廻
銅

不
足
相
見
得
｣
る
と
あ
り
'
さ
ら
に
'
｢近
年
御
廻
銅
段
々
相
増
前

々
よ
り
格
別
之

余
計
之
御
銅
高

二
候
得
共
､
江
戸
表
御
練
合
甚
御
面
倒

二
付
御
銅
代
御
下
金
無
之

(中
略
)
当
時
御
練
合
万
端
御
手
話

二
相
成
向
々
御
手
合
之
程
難
計
｣
と
'
嵩
ん
で

い
く
産
銅
量
に
比
し
て
､
そ
れ
を
取
り
巻
く
藩
財
政
が
逼
迫
の
度
合
い
を
深
め
て
い

く
様
を
示
し
て
い
る
｡

な
か
で
も
'
｢江
戸
表
御
練
合
甚
御
面
倒

二
付
御
銅
代
御
下

金
無
之
｣
と
い
う
文
言
で
は
､
銅
代
金
が
江
戸
に
お
け
る
諸
出
費
に
用
い
ら
れ
､
山

元

へ
廻
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
｡
銅
代
か
ら
の

｢御
下
金
｣
は
､
先
に
も

見
た
よ
う
に
銅
山
経
営
費
用
を
藩
か
ら

｢付
送
金
｣
ら
れ
た
後
の
返
済
に
重
要
な
意

味
合
い
を
も

っ
て
い
た
が
'
そ
れ
す
ら
も
藩
の
出
費

へ
流
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
銅
山
の
経
営
費
用
の
藩
財
政

へ
の
流
用
は
､
安
永
期
の
後
半
か
ら
天

明
期
に
か
け
て
度

々
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
｢雑
書
｣
安
永
五
年
三

月
二
十
四
日
条
で
は
'
盛
岡
藩
が

｢御
勝
手
向
至
て
御
差
支
｣
と
い
う
こ
と
で

｢御

用
達
御
町
人
｣
鹿
嶋
清
兵
衛
か
ら
月
割
で

一
万
八

〇
〇
〇
両
を
借
り
う
け
た
記
述
が

あ
る
｡
藩
側
は

｢当
冬
為
御
登
穀
引
当
可
相
成
程
御
借
請
'
右

こ
て
不
足
之
処

ハ
御

銅
代
引
宛
当
時
御
借
請

一
先
御
返
済
'
又
候
御
借
替

二
相
成
候
得
ば
大
図
弐
万
両
程

可
相
成
｣
と
､
江
戸

へ
廻
す
穀
物
を
引
き
当
て
に
鹿
嶋
清
兵
衛
か
ら
御
用
金
を
借
り

受
け
る
の
だ
が
､
そ
れ
で
不
足
の
場
合
は
'
御
用
銅
代
金
を
引
き
当
て
に
し
て
､
と

に
か
く
今
借
り
受
け
て
い
る
御
用
金
を
返
済
し
て
借
り
換
え
れ
ば
'
大
凡
二
万
両
程

に
も
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
見
積
も
り
を
示
し
て
い
る
｡
ま
た

｢雑
書
｣
天
明
元
年
四

月
二
十
七
日
条
で
は
'
盛
岡
藩
が

｢
甲
州
川

々
御
手
伝
御
普
請
｣
を
終
え
た
際
'

｢御
金
納
御
練
合
甚
御
差
支
被
遊
'
無
御
拠
御
銅
山
御
振
向
金
を
以
押
て
御
練
合
｣

と
'
｢分
限
金
｣
の
不
納
に
よ

っ
て
費
用
捻
出
に
困
窮
し
た
結
果
'
銅
山
の
経
営
費

用
を
以
て
費
用
を
補

っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
あ
る
｡
さ
ら
に
'
天
明
二
年
四
月
六

日
条
で
は
'
領
内
町
人
か
ら

一
〇
〇
〇
両
程
の
借
上
を
命
じ
た
際
'
｢御
銅
山
金
を

以
今
度
御
繰
替
｣
と
し
て
'
町
人
達
に
銅
山
の
経
営
費
用
を
以
て
繰
り
替
え
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
｡

天
明
二
年
十

一
月
三
日
条
で
は
'
盛
岡
藩
が
大
坂
の
近
江
屋
休
兵

衛
'
銭
屋
善
五
郎
か
ら
二
万
五

〇
〇
〇
両
を
月
八
朱
の
利
息
を
以
て
借
り
受
け
た
｡
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そ
の
内
訳
は
､
｢御
表
御
用
｣
と
し
て
藩
財
政

へ
一
万
五
二
〇
〇
両
､
｢御
銅
山
入

用
｣
と
し
て
七
七
五

〇
両
'
そ
し
て
藩
主
の
家
政
向
の
費
用
と
し
て

｢御
側
御
練

合

｣

一
〇
五
〇
両
と
な

っ
た
の
だ
が
､
そ
の
返
済
は

｢銅
山
方
始
末
を
以
｣
と
'
銅

山
方
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
｡

安
永
五
年
､
盛
岡
藩
は
廻
銅
量
の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
に
､
幕
府
に
対
し
て
鍋∴{･

山
経
営
の
費
用
と
し
て
藩
領
米
を
大
坂

へ
廻
米
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
許
可
さ
れ
た
｡

こ
れ
は
､
前
に
見
た
よ
う
に
盛
岡
藩
財
政
自
体
の
逼
迫
か
ら
､
銅
山
経
営

へ
の
費
用

す
ら
も
別
の
資
金
繰
り
に
流
用
し
て
い
た
こ
と
や
､
そ
れ
に
対
し
て
廻
銅
量
を
増
加

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
藩
側
の
要
求
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
藩
は

以
後
､
五
〇
〇
〇
石
の
大
坂
廻
米
を
行
い
続
け
る
が
､
安
永
六
年
以
降
'
領
内
の
作

毛
は
む
し
ろ
不
振
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
､
天
明
の
凶
作
に
よ
る
中
断
に
至
る
ま
で

二s)

年
々
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

以
上
か
ら
､
銅
山
の
再
生
産
が
､
経
営
費
用
を
藩
財
政
に
流
用
さ
れ
続
け
た
こ
と

に
よ
っ
て
安
永
期
の
後
半
か
ら
天
明
初
年
に
か
け
て
困
難
な
も
の
に
変
化
し
て
い
っ

た
こ
と
が
判
明
す
る
｡
幕
府
か
ら
の
手
当
､
前
借
銀
を
得
た
こ
と
に
よ
る
廻
銅
高
の

増
加
が
､

1
時
の
産
銅
好
況
と
は
異
な
る
安
永
五
年
時
以
降
の
産
銅
状
態
を
圧
迫
し

て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
､
廻
銅
量
増
加
の
前
提
と
し
て
､
山
元
で
の
産
鍋

体
制
を
整
え
て
お
く
必
要
性
が
経
営
主
体
で
あ
る
藩
側
に
は
あ
っ
た
｡
し
か
し
そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず
､
藩
財
政
自
休
の
困
窮
を
か
な
り
大
き
な
部
分
で
銅
山
側
の
生
み
出

す
利
益
に
よ
っ
て
補
お
う
と
し
た
の
で
あ
り
､
こ
の
関
係
は
天
明
の
凶
作
に
よ
っ
て

銅
山
経
営
に
決
定
的
な
打
撃
を
与
え
る
こ
と
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
O

三

銅
山
経
営
の
転
換
点

天
明
三

(
一
七
八
三
)
年
の
凶
作
に
よ
る
盛
岡
藩
の
産
銅
に
対
す
る
影
響
は
大
き

く
､
と
く
に
､
天
明
八
年

･
寛
政
元
牛
の
尾
去
沢
銅
山
の
産
銅
量
は
､
二
〇
万
斤
台

l[.:.

と
極
端
に
落
ち
込
み
､
寛
政
元
年
に
は
幕
府
か
ら
見
分
使
が
派
遣
さ
れ
る
に
至
っ
た
っ

し
か
し
､
盛
岡
藩
で
は
藩
財
政
が
逼
迫
の
度
合
い
を
深
め
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
､

銅
山
経
営
に
割
か
れ
る
費
用
は
減
少
し
､
銅
山
自
体
の
経
営
を
衰
弱
さ
せ
て
い
く
こ

と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
｡

天
明
八
年
､
盛
岡
藩
は
幕
府
に

｢禁
裏
井
御
所
井
築
地
方
御
入
用
｣
と
し
て
金
五

二
〇
両
の
上
納
を
命
じ
ら
れ
た
っ
そ
の
際
､
盛
岡
藩
側
は
宝
永
年
間
に
同
じ
く
京
都

禁
裏
御
用
に
上
納
し
た
と
き
は
､

一
度
に
納
め
た
け
れ
ど
､
今
回
は
連
年
不
作
が
続

き
財
政
難
に
陥

っ
て
い
る
の
で
'
今
年
と
翌
年
の
二
度
に
分
け
て
上
納
す
る
こ
と
を

願
い
出
て
許
可
さ
れ
た
｡
そ
し
て
そ
の
上
納
は
､
｢大
坂
よ
り
御
下
被
成
候
御
銅
山

]Ii..J爪

金

こ
て
為
遣
い
た
し
於
大
坂
上
納
仕
候
｣
と
､
銅
山
経
営
費
用
と
し
て
国
元

へ
下
す

｢御
銅
山
金
｣
を
以
て
行
わ
れ
て
い
る
｡

｢雑
書
｣
天
明
八
年
十
二
月
二
十
二
日
条
で
は
､
｢御
勝
手
懸
御
役
人
｣
等
が
､

｢御
側
井
御
銅
山
よ
り
連
々
不
少
御
借
請
金
有
之
候
得
共
､
急

二
御
返
済
御
心
当
無

御
座
候
延
金

二
相
成
居
候
｣
と
い
う
こ
と
で
､
毛
馬
内
通
の
新
遠
部
山
を

｢御
手

山
｣
と
し
､
切
り
だ
し
た
材
木
を
秋
田
へ
川
下
し
て
'
そ
こ
か
ら
利
益
を
得
た
い
と

い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
､
こ
の
時
期
の
藩
の

一
般
財
政
が
'
｢御
側

(家
政

向
)
｣
と

｢御
銅
山
｣
か
ら
の
資
金
の
流
用
に
よ
っ
て
'
そ
の
資
金
繰
り
を
行

っ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
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藩
に
と
っ
て
銅
山
の
直
接
経
営
は
､
銅
を
売
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
代
銀
と
､
そ
れ

を
引
き
当
て
に
し
た
資
金
繰
り
を
上
方
商
人
や
領
内
商
人
か
ら
行
う
こ
と
に
､
意
咲

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
､
そ
れ
ら
銅
山
か
ら
得
ら
れ
る
資
金
は
､
銅
山

へ
ま
わ

さ
れ
る
前
に
藩
の
､
大
坂
や
江
戸
に
於
け
る
支
出
に
ま
わ
さ
れ
､
そ
し
て
国
元
に
お

い
て
も
'
｢御
借
請
｣
と
い
う
形
で
藩
財
政
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

寛
政
元

(
一
七
八
九
)
年
四
月
十
日
に
､
盛
岡
藩
の
江
戸
御
留
守
居
が
老
中
松
平

越
中
守
に
呼
び
だ
さ
れ
'
天
明
八
年
十
二
月
に
出
し
て
い
た
減
銅
願
い
に
対
し
て
､

幕
府
か
ら
銅
山
の
見
分
使
と
し
て
御
勘
定
相
木
久
蔵
を
派
遣
す
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ

(60)
た
｡幕

府
は
前
年
の
天
明
八
年
四
月
に
､
｢諸
山
出
銅
不
進
之
上

一
鉢
銅
方
不
取
締

二

付
｣
と
い
う
こ
と
で
､
明
和
三
年
の
銅
座
設
置
の
際
に
､
諸
国
の
銅
を
銅
座
に

一
手

に
引
き
受
け
さ
せ
､
今
ま
で
銅
山
の
稼
行
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
は
勿
論
､
新
し
く

銅
山
を
見
立
て
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
も
産
銅
あ
り
次
第
少
量
で
あ

っ
て
も
､
銅
座

へ

廻
し
､
そ
の
道
筋
や
海
上
､
ま
た
は
港
な
ど
で
勝
手
に
銅
を
売
買
し
た
り
､
囲
銅
や

質
銅
に
し
て
は
な
ら
な
い
等
の
事
柄
を
申
し
渡
し
て
お
い
た
が
'
｢近
年
別
て
諸
山

廻
銅
不
進

二
有
之
候
｣
と
い
う
状
態
で
あ
り
､
山
元
か
ら
銅
座
以
外
に
売
り
払
っ
た

り
､
質
銅
､
圃
銅
な
ど
に
な

っ
て
い
る
場
合
は
､
そ
の
銅
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
と
す

(61)

る
全
国
法
令
を
発
布
し
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
盛
岡
藩
で
は
､
｢御
銅
山
出
鈷
去
年
よ

り
追
々
不
進
御
用
銅
重
御
差
支

二
可
相
成
候
付
､
何

こ
も
出
銅
相
進
候
様
御
手
合
可

仕
旨
被

仰
付
｣
と
､
出
銅
の
不
振
に
つ
い
て
対
応
す
べ
く
､
銅
山

へ

｢来
ル
七
月

迄
之
出
銅
御
手
合
御
普
請
日
数
等
迄
中
上
吟
味
之
上
取
次
差
上
候
｣
と
'
詳
し
い
経

営
の
実
際
に
つ
い
て
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
た
｡
そ
し
て
そ
の
提
出
さ
れ
た
通
り
に

出
銅
を
行
う
こ
と
を
､
藩
側
は
期
待
し
た
が
'
実
際
は
提
出
し
た
も
の
と
異
な
り
､

出
銅
高
は
ま
っ
た
く
伸
び
ず
､
御
勘
定
頭
御
銅
山
御
用
懸
倉
館
久
右
衛
門
は
､
｢吟

(6)

味
不
行
届
｣
と
し
て
'
藩
側
に
自
ら

｢差
和
｣
を
願
い
出
る
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
D

こ
う
し
た
状
況
が
盛
岡
藩
に
､
幕
府

へ
の
減
銅
願
い
を
出
さ
せ
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
が
､
そ
の
減
銅
願
い
に
対
す
る
幕
府
か
ら
盛
岡
藩
主

へ
出
さ
れ
た

｢書
付
｣
に

(63)

は
､
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
経
過
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
っ

ま
ず
'
安
永
八

(
l
七
七
九
)
年
に
'
｢新
山
取
開
五
ケ
年
目
よ
り
七
万
斤
完
出

銅
可
致
申
立

こ
て
金
壱
万
両
十
ケ
年
賦
返
納
之
積
を
以
拝
借
井
前
借
三
百
貫
目
十
ヶ

年
を
限
相
接
候
｣
と
'
新
た
に
銅
山
を
興
し
て
､
廻
銅

へ
ま
わ
す
こ
と
を
幕
府
に
願

い
出
て
'
そ
の
資
金
と
し
て
十
ケ
年
賦
の
取
り
決
め
で
､
金

一
万
両
の
拝
借
と
'
銀

三
〇
〇
貫
目
の
前
借
を
得
た
｡
だ
が
'
｢右
新
山
出
銅
天
明
四
辰
年
よ
り
可
相
納
虞
､

同
三
卯
ノ
年
之
凶
作

二
付
猶
預
相
願
､
猶
又
山
元
稼
方
難
渋
之
儀
申
立
候
付
三
千
両

拝
借
申
度
'
其
上
前
借
銀
も
定
銅
線
銅

二
相
首
り
候
積
合
を
以
両
度
渡
来
候
処
'

一

度

二
六
百
貫
目
請
取
候
得

ハ
山
元
差
繰
宜
旨
申
立
候
｣
と
､
天
明
四
年
か
ら
新
し
く

取
り
立
て
た
銅
山
か
ら
の
出
銅
を
廻
銅
す
る
べ
き
と
こ
ろ
､
天
明
三
年
の
凶
作
に
よ

っ
て
､
藩
側
は
そ
の
猶
予
を
願
い
出
､
さ
ら
に
銅
山
の
経
営
費
用
と
し
て
'

三
〇
〇

〇
両
の
拝
借
と
､
い
ま
ま
で
定
例
高
の
銅
代
銀
か
ら
前
借
さ
れ
て
い
た
三
〇
〇
貫
目

と
､
余
銅
か
ら
の
前
借
銀
を

一
度
に
六
〇
〇
貫
目
受
け
取
り
た
い
旨
を
申
し
立
て
～

そ
れ
を
許
可
さ
れ
た
｡
し
か
し
､
山
元
の
状
況
は
好
転
せ
ず
'
翌
天
明
五
年
に
は
､

｢鯨
銅
四
拾
万
斤
定
銅
之
内
拾
万
斤
合
五
拾
万
斤
拾
ヶ
年
之
間
減
銅
井
前
借
三
百
貫

目
ハ
十
ヶ
年
銅
代
を
以
返
納
｣
を
申
し
立
て
､
余
銅
の
減
銅
は
五
ケ
年
間
と
し
て
許

可
さ
れ
た
｡

だ
が
､
窮
乏
す
る
銅
山
経
営
に
対
す
る
幕
府
の
拝
借
金

･
前
借
銀
な
ど
の
て
こ
入

れ
も
効
果
は
な
く
'
寛
政
元
年
に
は
､
｢右
減
銅
井
定
銅
増
請
銅
新
山
出
銅
共
都
合
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百
弐
拾
万
斤
廻
銅

(余
銅
分
四

〇
万
斤
'
定
銅
七

〇
万
斤
､
増
請
銅
三
万
斤
'
新
山

出
銅
分
七
万
斤
の
計

〓

10
万
斤
=
引
用
者
註
)
可
致
年
限

二
相
成
候
処
､
又
御
品

々
難
渋
之
趣
中
立
線
銅
増
請
銅
は
永
御
免
新
山
出
銅
も
暫
猶
預
被
相
願
候
｣
と
願
い

出
る
よ
う
な
状
況
で
あ
り
､
幕
府
は
そ
れ
に
対
し
て
見
分
使
を
送
る
こ
と
を
決
め
た

の
で
あ
る
｡

盛
岡
藩
で
は
見
分
使
が
藩
内
銅
山
の
巡
検
を
終
え
た
後
の
寛
政
元
年
九
月
に
､
盛

I.7l

岡
の
家
老
席
か
ら
銅
山
方

へ

｢書
付
｣
が
出
さ
れ
た
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
無
用
の
普

請
等
を
な
く
し
て
出
費
を
抑
え
る
こ
と
､
個
々
の
普
請
箇
所
に
関
す
る
具
体
的
な
方

針
と
普
請
に
当
た
っ
て
の
諸
注
意
､
｢鋪
普
請
働
人
｣
の
労
働
方
法
及
び
規
定
の
確

認
､
話
合
役
人
に
よ
る
見
分
の
増
加
と
そ
れ
に
よ
る
諸
働
の
弛
緩
を
防
ぐ
こ
と
､
盛

岡
で
の
勤
務
同
様
の
つ
も
り
で
職
務
に
精
励
す
る
こ
と
､
ま
た
'
そ
の
職
務
に
つ
い

て
の
具
体
的
な
注
意
､
山
先
の
職
務
に
関
し
て
の
具
体
的
な
諸
注
意
な
ど
､
基
本
的

に
銅
山
経
営
に
関
し
て
不
利
益
に
な
る
よ
う
な
事
柄
に
関
し
て
の
修
整
を
指
示
し
て

い
る
｡
こ
の
家
老
席
か
ら
の

｢書
付
｣
は
､
積
極
的
に
産
銅
の
増
産
を
は
か
る
と
い

う
も
の
で
は
な
く
､
い
か
に
諸
経
費
を
切
り
つ
め
､
か
つ
銅
山
役
人
の
弛
緩
を
防
ぐ

か
､
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
点
が
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
盛
岡
藩
が

産
銅
不
足
の
銅
山
に
対
し
て
､
資
金
の
投
下
を
積
極
的
に
行
え
る
状
態
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
今
あ
る
資
金
と
資
材
と
人
材
と
に
よ
っ
て
､
い
か
に
廻

銅
を
成
し
遂
げ
る
か
と
い
う
こ
と
を
､
盛
岡
藩
は
指
向
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
､

こ
れ
は
以
後
の
盛
岡
藩
側
の
基
本
的
な
銅
山
経
営
に
お
け
る
姿
勢
と
な

っ
て
い
く
こ

と
と
な
る
｡

幕
府
に
よ
る
銅
山
経
営

へ
の
介
入
と
も
言
え
る
見
分
使
の
派
遣
後
も
盛
岡
藩
の
産

銅
の
減
退
は
続
い
た
｡
寛
政
二
年
九
月
に
尾
去
沢
銅
山

へ
赴
い
た
御
銅
山
掛
御
勘
定

(65)

頭
格
雫
石
佐
蔵
の

｢於
御
山
元
為
致
演
説
候
書
付
｣
に
よ
れ
ば
'
見
分
使
の
派
遣
を

う
け
た
後
も
出
銅
は
振
る
わ
ず
､
今
ま
で
の
不
納
分
は
勿
論
､
定
例
高
分
も
廻
銅
で

き
ず
､
八
六
万
斤
の
廻
銅
量
不
足
と
な
り
､
そ
の
廻
銅
の
猶
予
と
､
海
失
銅
を
廻
鍋

高
に
含
め
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
を
幕
府
に
願
い
出
た
が
､
廻
銅
不
足
分
の
猶
予
だ

け
が
認
め
ら
れ
た
｡
定
例
高
だ
け
の
廻
銅
で
は
､
大
坂
か
ら
の
御
下
金
も
不
足
し
､

資
金
繰
り
も
苦
し
く
な
る
の
で
､
出
銅
が
増
加
す
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
､
山
中
労

働
者
た
ち
の
生
活
に
も
関
係
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
な
ん
と
か
や
り
く
り
し

て

｢金
据
人
数
相
増
幾
重

こ
も
手
段
仕
出
銅
相
後
不
申
候
｣
よ
う
に
し
､
猶
予
銅
の

分
も
廻
銅
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
あ
る
｡

こ
の

｢書
付
｣
か
ら
は
､
廻
銅
量
の
不
足
が
森
田
屋
の
請
負
稼
行
で
生
じ
た
廻
銅

延
滞
量
に
近
い
量
に
至
っ
て
い
る
こ
と
､
さ
ら
に
は
定
例
高
の
み
の
廻
銅
で
は
､
鍋

代
を
引
き
当
て
に
し
た
諸
支
払
い
に
ま
わ
さ
れ
た
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
､
銅
山

(6
)

経
営
費
用
に
ま
で
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
が
無
く
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
､
そ
し
て

資
金
の
不
足
に
よ
っ
て
､
銅
山
労
働
者
の
人
数
が
減
少
す
る
恐
れ
の
あ
る
こ
と
な
ど

が
わ
か
る
｡

だ
が
こ
う
し
た
山
元
の
精
励
を
期
待
す
る
だ
け
で
は
な
く
､
盛
岡
藩
は
経
営
費
用

の
調
達
方
法
と
し
て
､
幕
府
か
ら
の
拝
借
に
頼
ろ
う
と
交
渉
を
行
っ
た
｡

｢雑
書
｣
寛
政
四
年
正
月
四
日
条
に
よ
れ
ば
､
盛
岡
藩
は
寛
政
三
年
十
二
月
に
､

｢御
銅
山
御
入
用
金
｣
と
し
て
拝
借
を
幕
府
に
対
し
て
願
い
出
た
｡
御
勘
定
奉
行
長

崎
御
用
懸
久
世
丹
後
守
と
長
崎
奉
行
の
水
野
若
狭
守
に
提
出
し
た
願
書
で
は
､
寛
政

三
年
の
八
､
九
月
の
二
度
に
渡
っ
て
､
大
風
雨
が
盛
岡
藩
領
を
襲
い
､
そ
れ
に
よ
っ

て

｢鋪
岡
不
少
破
損
｣
と
な
り
､
さ
ら
に
十
月
十
七
日
に
至
っ
て
､
銅
山
が
大
雨
に

見
舞
わ
れ
て
､
｢敷
内
外
共
破
損
｣
と
な

っ
た
た
め
､
藩
と
し
て
は
廻
銅
を
行
う
た
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め
に
も
'
こ
の
災
害
に
よ
っ
て
破
損
し
た
銅
山
を
修
繕
し
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
が
そ

の
手
段
も
な
く
'
ま
た
諸
品
高
値
と
な
り
､
仕
入
物
も
充
分
に
揃
え
ら
れ
な
い
状
況

と
な
っ
た
た
め
'
寛
政
三
年
の
暮
れ
と
同
四
年
の
夏
の
二
度
に
分
け
て
'
金

1
万
両

の
拝
借
を
願
い
た
い
と
願
い
出
た
｡

そ
れ
に
対
す
る
幕
府
の
答
え
は
'
｢去
々
酉

(寛
政
元
年
=

引
用
者
註
)
年
格
別

之
儀
を
以
て
拝
借
前
貸
返
納
残
之
分
二
十
ケ
年
賦
之
積
定
銅
代
之
内
前
貸
三
百
貫
目

決
算
之
上
翌
年
前
貸
相
渡
候
由

二
候
得
は
'
山
元
相
続
可
相
成
儀

二
候
｣
と
'
今
ま

で
の
拝
借

･
前
借
に
よ
っ
て
'
銅
山
経
営
の
資
金
は
充
分
で
あ
る
は
ず
だ
と
述
べ
て

い
る
｡
し
か
し
､
秋
の
大
風
雨
に
よ
る
敷
内
の
破
損
と
､
領
内
の
損
耗
を
考
慮
し
て
'

今
年
の
暮
に
三
〇
〇
〇
両
'
来
年
の
夏
に
二
〇
〇
〇
両
の
合
わ
せ
て
五
〇
〇
〇
両
の

拝
借
を
'
寛
政
五
年
か
ら
廻
銅
代
に
よ
る
十
ケ
年
賦
返
済
と
い
う
形
で
許
可
し
た
｡

拝
借
の
許
可
を
得
て
か
ら
'
盛
岡
藩
は
老
中
松
平
越
中
守
に
伺
書
を
提
出
し
て
'

事
実
確
認
を
行
っ
て
い
る
｡

そ
の
伺
書
で
は

｢菖
六
月
頃
よ
り
少
々
山
模
様
立
直
り

候
｣
と
'
尾
去
沢
銅
山
の
山
況
に
好
況
の
兆
し
が
見
え
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で
'

｢諸
品
高
直
炭
薪

二
至
迄
遠
山
之
仕
入
方
故
諸
懸
入
増

二
相
成
'
大
坂
表
井
諸
国
買

入
之
品
等
迄
直
段
引
上
山
中

一
林
之
入
用
金
相
増
'
昔
時
出
不
足
之
銅
代
を
以
相
続

金
相
届
｣
と
'
久
世
と
水
野
に
提
出
し
た
願
書
よ
り
も
詳
し
く
銅
山
経
営
の
苦
渋
を

述
べ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
物
価
高
に
よ
る
仕
入
金
の
増
加
に
よ
り
'
不
足
し
て
い

る
出
銅
の
代
銀
に
よ
っ
て
銅
山
経
営
資
金
を
捻
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら

れ
'
さ
ら
に
'
今
ま
で
の
拝
借

･
前
貸
の
返
納
は
あ
と

一
〇
四
〇
貫
ほ
ど
残
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
｡

だ
が
注
目
す
べ
き
は
､
寛
政
元
年
に
派
遣
さ
れ

た
見
分
使
の
盛
岡
藩
に
よ
る
銅
山
経
営

へ
の
見
解
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
点
で

あ
る
｡
そ
れ
は

｢去
々
酉
ノ
年
検
分
之
趣

こ
て
は
'
い
ま
た
老
山
深
敷
と
申

こ
も
無

之
普
請
振
方
手
配
不
行
届
儀
も
有
之
近
来
出
銅
相
減
候
由

二
候
得

ハ
'
此
度
拝
借
被

仰
付
候
徐
勢
を
以
猶
又
普
請
掘
手
配
稼
方
格
別

:
取
計
ひ
出
銅
相
増
｣
と
述
べ
ら

れ
て
お
り
'
こ
こ
か
ら
寛
政
元
年
の
見
分
使
が
'
盛
岡
藩
の
銅
山
経
営
に
対
し
て
､

｢手
配
不
行
届
｣
で
あ
る
と
評
価
を
下
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

こ
の

｢普
請
振

方
｣
は
'
採
掘
作
業
と
'
採
鉱
作
業
と
を
指
し
て
い
る
が
'
拝
借
を
得
た
こ
と
で
'

そ
の
手
配
も
し
っ
か
り
と
行
う
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
藩
側
の
言
い
方
は
'
逆
に
鍋

山
経
営
資
金
の
不
足
に
よ
っ
て
'
産
銅
の
根
幹
で
も
あ
る
採
掘
と
採
鉱
が
不
充
分
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

寛
政
四
年
､
盛
岡
藩
の
御
用
銅
の
精
錬
を
行
う
大
坂
吹
所
が
類
焼
し
た
た
め
'

｢棒
鋼
吹
立
不
相
成
と
是
迄
之
通
は
御
代
銀
御
渡
不
被
成
候
｣
と
い
う
状
態
で
は
山

元
の
諸
仕
入
に
も
影
響
が
あ
る
の
で
'
荒
銅
を
廻
銅
し
た
時
点
で
蔵
人
預
証
文
を
堤

(67)

出
し
て
'
代
銀
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
｡
そ
の
際
'
盛
岡
藩
が
幕
府
に
対
し

て
提
出
し
た

｢願
上
候
帳
面
｣
に
は
'
｢山
元
入
用
金
｣
と
し
て
'
藩
が
出
費
し
て

い
る
銅
山
経
費
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡

一
'
山
元
入
用
金
之
儀
は
先
達
て
書
付
入
御
内
覧
之
通

一
ヶ
年
四
ケ
山
二
凡
弐
万

千
七
百
両
程
御
座
候
処
'
近
年
打
続
出
銅
不
足
こ
て
年
分
或
三
拾
万
斤
或
は
四

五
拾
万
斤
程
之
出
銅
差
廻
右
御
代
銀
を
以
相
続
仕
候
筈
故
'

一
ヶ
年
入
用
高
過

半
不
足
仕
金
難
引
合
御
座
候
共
'
牛
久
敷
唐
紅
毛
御
渡
為
御
用
廻
銅
仕
来
候
間

不
得
止
事
御
慈
憐
ヲ
相
蒙
候
外
'
慶
次
郎

(南
部
利
敬
=

引
用
者
註
)
勝
手
向

よ
り
皆
相
償
御
用
相
弁
罷
有
候
虞
'
連
年
衰
数
年
之
事
故
助
情
此
上
難
相
及
別

て
近
年
至
窮
迫
難
儀
仕
候
事
'

こ
れ
に
よ
れ
ば
'
盛
岡
藩
領
内
の
直
営
銅
山
運
営
費
用
は
'

一
年
間
に
二
万

一
七

〇
〇
両
程
か
か
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
が
'
そ
の
産
銅
量
も
年
に
三
〇
～
四
'
五

〇

1 5



万
斤
で
あ
り
'
そ
の
代
銀
で
は
入
用
金
の
過
半
も
不
足
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
り
'

幕
府
か
ら
の
拝
借
等
と
'
藩
財
政
か
ら
の
資
金
繰
り
に
よ
っ
て
そ
の
経
費
を
補

っ
て

き
た
が
､
こ
こ
数
年
窮
乏
も
著
し
い
と
い
う
こ
と
と
な
る
｡
二
万

一
七
〇
〇
両
と
い

う
入
用
金
の
金
額
は
､
そ
れ
以
前
や
そ
の
後
の
銅
山
経
営
費
用
を
考
え
る
と
'
確
か

に
多
い
｡
先
に
見
た

｢雑
書
｣
安
永
五
年
五
月
二
十
七
日
条
で
は
'
｢壱
万
四
五
千

両
は
御
銅
山
御
入
方
｣
と
あ
り
'
『
内
史
略
』
に
あ
る
天
保
年
中
の
財
政
収
支
に
よ

れ
ば

｢
一
万
四
千
三
百
四
十
二
両
三
歩

尾
去
沢
御
銅
山
井
水
沢
御
山

一
ヶ
年
御
入

I;)
用
｣
と
あ
る
｡
さ
ら
に
は
'
藩
直
轄
経
営
最
末
期
に
あ
た
る
安
政
四

(
一
八
五
七
)

年
に
お
い
て
も

｢御
仕
入
金

一
ヶ
年
壱
万
三
四
千
両
二
無
之
て
は
丈
夫
之
御
仕
込
ミ

(;:･p)

ニ
は
無
御
座
候
｣
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
､
直
轄
経
営
時
代
に
は
ほ
ぼ

一
万
四
〇

〇
〇
両
の
前
後
で
統

一
さ
れ
て
い
た
銅
山
経
営
費
が
'
こ
の
時
期
に
於
い
て
'
四
ケ

山
を
同
時
に
経
営
す
る
こ
と
で
八
〇
〇
〇
両
近
い
大
幅
な
増
加
と
な

っ
て
い
る
の
で

あ
る
｡

先
に
も
見
た
よ
う
に
'
盛
岡
藩
の
銅
山
経
営
費
用
と
し
て
は
'
幕
府
か
ら
の
拝
借

や
'
廻
銅
代
銀
を
は
じ
め
と
し
て
'
藩
庫
か
ら
の

｢付
送
金
｣'
そ
し
て
銅
山

へ
の

飯
米
や
資
材
の
販
売
等
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
な
ど
が
上
げ
ら
れ
る
が
'
右
の
史

料
で
は
､
そ
の
中
で
も

｢御
慈
憐
｣
で
あ
る
拝
借
と
､
｢勝
手
向
｣
か
ら
の
経
費
の

流
用
が
大
き
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
銅
山
経
営
と
藩
財
政
と
の
関
係
は
'
安
永
期

か
ら
天
明
初
期
に
か
け
て
は
'
銅
代
を
以
て
大
坂
の
商
人
資
本
か
ら
融
資
を
取
り
付

け
た
り
'
銅
山
の
経
費
を
そ
の
ま
ま
藩
財
政
に
流
用
す
る
な
ど
'
藩
財
政
の
銅
山
経

営
費
用
の
利
用
と
い
う
点
に
特
色
を
見
出
し
た
｡
だ
が
こ
こ
で
は
'
銅
山
経
営
費
用

の
中
に
お
い
て
'
藩
庫
か
ら
の
出
費
が
少
な
か
ら
ざ
る
割
合
を
占
め
て
い
た
こ
と
を

見
て
取
れ
る
｡

さ
ら
に
'
寛
政
四
年
の
十
二
月
に
は
'
そ
の
年
の
夏
に
銅
山
付
近
の
山
々
が
火
災

に
遭
い
'
炭

･
薪
の
入
用
に
困
る
ば
か
り
か
諸
色
高
値
と
な

っ
た
た
め
に
'
山
元
の

経
営
も
お
ぼ

つ
か
な
い
と
い
う
理
由
で
'
新
た
に
幕
府
に
五
〇
〇
〇
両
の
拝
借
金
を

(川
)

願
い
出
た
｡
そ
の
拝
借
を
大
坂
銅
座
か
ら
受
け
取
っ
た
こ
と
を
'
盛
岡
藩
御
勘
定
頭

か
ら
幕
府
勘
定
奉
行
に
報
告
し
た
届
書
に
よ
る
と
'
｢早
速
在
所
表
江
差
下
銅
山
請

仕
入
物
代
其
外
旧
冬
相
滞
居
候
分
不
残
相
沸
可
申
｣
と
'
そ
の
拝
借
金
に
よ
っ
て
､

仕
入
物
そ
の
他
'
支
払
い
の
滞
っ
て
い
た
も
の
を
全
て
支
払
う
と
し
て
い
る
が
､
磨

重
な
る
拝
借
に
よ
っ
て
も
'
銅
山
の
資
金
調
達
に
改
善
が
見
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
O

銅
山
経
営
の
不
振
を
訴
え
て
幕
府
か
ら
度
重
な
る
拝
借
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
､

こ
の
天
明
か
ら
寛
政
に
か
け
て
の
時
期
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
事
例
で
あ
る
｡
こ
こ

か
ら
'
盛
岡
藩
に
と
っ
て
は

｢御
手
山
｣
化
以
来
の
産
銅
と
廻
銅
に
つ
い
て
大
き
な

転
換
期
と
な

っ
た
の
が
'
天
明
三
年
の
凶
作
を
契
機
と
し
た
'
寛
政
年
間
に
及
ぶ
期

間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
e
す
な
わ
ち
'
今
ま
で

｢御
表
方
｣

へ
の
流
用
も
行
わ

れ
た
銅
山
経
営
費
用
が
､
天
明
の
凶
作
に
よ
る
藩
財
政
そ
の
も
の
の
衰
退
に
よ
っ
て

減
少
し
'
幕
府
か
ら
の
拝
借

･
前
借
な
ど
に
頼
る
形
で
し
か
'
そ
の
経
営
を
行
い
得

な
い
と
い
う
状
況
の
現
れ
た
時
期
で
あ
る
｡

寛
政
五
年
十
二
月
に
､
盛
岡
藩
は
領
内
の
直
営
銅
山
の
内
'
尾
去
沢
を
除
く
三
ケ

山
の

｢休
山
｣
と
'
そ
れ
に
伴
う
廻
銅
高
の
二
〇
万
斤
減
銅
を
幕
府
に
願
い
出
て
許

(L7)

可
さ
れ
た
｡
そ
の
幕
府
に
提
出
し
た
願
書
に
よ
れ
ば
'
請
負
稼
行
中
は
銅
の
値
段
相

応
に
入
用
の
品
々
も
値
段
が
低
く
､
か
つ
坑
道
も
そ
れ
程
深
く
な

っ
て
い
な
か
っ
た

た
め
に
'
普
請
費
用
も
か
か
ら
な
か
っ
た
が
'
や
が
て
坑
道
も
深
く
な
り
'
水
抜
き

な
ど
の
諸
雑
費
が
多
く
か
か
る
よ
う
に
な
り
'
さ
ら
に
は
再
三
に
わ
た
っ
て
銅
買
上
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値
段
を
下
げ
ら
れ
'
近
年
の
物
価
の
高
騰
も
あ

っ
て
銅
山
経
営
の
資
金
繰
り
に
困
窮

し
､
定
例
銅
も
拝
借
金
の
上
納
も
延
滞
す
る
こ
と
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
と
あ
る
｡
ま

た
'
天
明
の
凶
作
以
来
'
｢連
年
荒
作
｣
が
続
き
､
｢勝
手
向
差
支
之
基
｣
と
な
り
'

｢勝
手
向
よ
り
年
々
別
段
償
金
無
限
指
加
候
上
'
猶
又
彼
是
至
て
難
渋
之
節

ハ
無
接

拝
借
金
等
度
々
顧
上
山
元
手
昔
仕
候
｣
と
､
何
と
か
藩
の

一
般
財
政
か
ら
銅
山
方

へ

資
金
を
送
り
続
け
た
が
'
そ
れ
で
も
足
り
な
い
場
合
は
'
拝
借
金
を
願
い
出
て
､
経

営
費
用
に
あ
て
た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し

｢拝
借
金
際
限
無
之

相
増
候
程
返
納
金
高
相
嵩
り
'
却
て
内
外
難
儀
仕
｣
と
､
拝
借
金
な
ど
の
増
加
に
よ

っ
て
'
逆
に
そ
の
返
済
に
追
わ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
て
困
窮
し
て
い
る
と
あ
る
｡

こ
う
し
た
状
況
に
藩
側
は
'
尾
去
沢
以
外
の
銅
山
で
拝
借
等
を
得
な
が
ら
も
銅
山
経

営
を
行
い
つ
づ
け
る
こ
と
は
'
最
早
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
'
幕
府

に

｢休
山
｣
を
願
い
出
た
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
'
減
銅
を
願
い
出
た
と
し
て
も
'
｢及
減
銅
候
糊
は
御
代
銀
は
右
高

二
磨

候
御
儀
之
処
'
拝
借
金
返
納
及
廻
銅
蔵
元
町
人
借
用
返
済
諸
年
賦
等
差
引
仕
侯

ハ
内

外
繰
合
益
以
差
支
候
上
'
廻
銅
方
蔵
元
月
割
出
銀
も
減
少
仕
候
事
'
葉
以
多
少
減
鍋

顧
上
候
儀
は
容
易
難
仕
候
｣
と
'
減
銅
に
よ

っ
て
逆
に
銅
代
も
減
少
し
'
拝
借
金
の

返
納
や
'
廻
銅
御
蔵
元
町
人
か
ら
の
借
用
の
返
済
な
ど
を
差
し
引
く
と
'
資
金
繰
り

に
差
し
支
え
が
あ
り
'
廻
銅
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
月
割
金
も
減
少
す
る
の
で
'
容
易

に
減
銅
を
行
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
し
て
い
る
｡
だ
が
そ
れ
で
は
'
出
銅
の
減
少

し
て
い
る
現
段
階
で
は
'
減
銅
し
て
も
ら
わ
な
い
こ
と
に
は
約
定
を
果
た
す
こ
と
は

出
来
ず
'
か
と
い
っ
て
'
減
銅
し
て
も
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
'
銅
山
の
経
営

資
金
に
差
し
支
え
が
出
て
く
る
の
で
'
こ
れ
以
上
の
銅
山
稼
行
は
不
可
能
で
あ
る
と

(72)

い
う
こ
と
を
'
盛
岡
藩
は
幕
府
に
再
三
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
藩
と
し
て
は
､
こ
の
三
ケ
山
の

｢振
子
大
工
等
山
着
譜
代
之
者
｣
等
を
尾
去

沢

へ
移
し
'
他
の
銅
山
に
比
べ
て

｢場
広
｣
で
あ
る
尾
去
沢
を
普
請
さ
せ
'
出
銅
量

を
上
げ
た
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
が
､
そ
れ
は
ひ
と
え
に

｢無
用
之
費
を
相
省
御

(71)

用
銅
無
滞
上
納
仕
度
｣
と
い
う
こ
と
を
藩
側
が
望
ん
だ
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
寛
政
五
年
の
領
内
三
ケ
山
の
稼
行
停
止
は
､
象
徴
的
な
意
味
合
い
を
持

つ
｡

藩
側
は
'
銅
山
稼
行
に
よ
る
諸
経
費
の
増
大
と
'
そ
れ
に
伴
う
'
返
済
の
目
処
も
立

た
ぬ
ま
ま
に
増
え
て
い
く
幕
府
か
ら
の
拝
借
及
び
商
人
資
本
か
ら
の
借
り
受
け
の
午

賦
に
追
わ
れ
､
結
局
そ
の
稼
行
自
体
を
放
棄
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
そ
し
て

｢無

用
之
費
を
相
省
｣
と
い
う
意
識
の
下
で
'
銅
山
経
営
を
行
う
こ
と
を
指
向
し
た
の
で

あ
る
O
い
わ
ば
､
経
営
資
金
の
切
り

つ
め
に
よ
る
､
銅
山
経
営
の
縮
小
化
を
藩
側
は

目
指
し
た
の
で
あ
る
｡

明
和
か
ら
安
永
期
が
'
盛
岡
藩
の
銅
山
政
策
に
お
い
て
'
そ
の
産
銅
の
増
加
に
伴

う
経
営
規
模
の
拡
大
化
を
指
向
し
た

(多
分
に
幕
府
の
影
響
下
に
よ
る
も
の
で
あ
り
'

必
ず
し
も
銅
山
経
営
に
有
利
と
な
る
も
の
と
は
言
い
難
い
が
)
時
期
で
あ
る
と
す
れ

ば
'
天
明
の
凶
作
以
後
の
盛
岡
藩
の
銅
山
政
策
は
'
出
銅
の
増
加
に
よ
る
純
益
を
求

め
よ
う
と
す
る
よ
り
は
'
い
か
に
経
費
を
抑
え
'
そ
の
限
ら
れ
た
資
金
繰
り
の
中
で
'

幕
府
か
ら
の
拝
借
や
商
人
資
本
か
ら
の
借
り
う
け
を
返
納
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

に
主
眼
が
置
か
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
O
そ
し
て
そ
の
傾
向
が
顛
著
に

現
れ
て
く
る
の
が
､
天
明
末
か
ら
寛
政
の
初
頭
に
か
け
て
で
あ
り
'
そ
れ
は
安
永
期

に
直
営
と
さ
れ
た
領
内
の
三
銅
山
の
稼
行
休
止
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

鉱
山
経
営
は
'
富
鉱
脈
に
当
た

っ
た
と
き
の
純
益
は
莫
大
な
も
の
と
な
る
が
'
近

世
に
お
い
て
は
根
本
的
に
'
採
鉱
可
能
な
坑
道
を
い
か
に
維
持
し
続
け
る
か
と
い
う

こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な

っ
て
く
る
｡
そ
の
た
め
に
は
'
常
に
相
応
の
運
営
資
金
を
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必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
'
盛
岡
藩
の
場
合
､
経
営
主
体
で
あ
る
藩
が
､
ま
ず
銅
山

経
営
費
用
を
藩
財
政
に
流
用
し
､
銅
代
を
引
き
当
て
と
し
て
商
人
資
本
か
ら
の
借
り

受
け
を
行
い
､
さ
ら
に
は
そ
の
経
営
費
用
を
捻
出
で
き
ず
に
へ
幕
府
か
ら
度
重
な
る

拝
借
を
得
る
に
至
る
の
で
あ
る
O

以
上
の
よ
う
に
､
藩
財
政
と
銅
山
経
営
と
は
相
互
に
資
金
繰
り
の
面
で
､
密
接
な

関
係
を
築
い
た
が
へ
藩
財
政
の
逼
迫
に
伴
う
拝
借
の
増
加
と
そ
の
返
納
は
､
先
に
見

た
御
用
銅
買
上
値
段
の
低
さ
と
相
ま
っ
て
､
盛
岡
藩
の
銅
山
経
営
を
圧
迫
し
て
い
っ

た
の
で
あ
り
､
そ
れ
が
表
面
化
し
た
の
が
､
寛
政
年
間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

お
わ
リ
に

盛
岡
藩
に
お
け
る
銅
山
直
轄
経
営
が
藩
財
政
と
ど
う
い
っ
た
関
係
を
築
い
た
の
か

を
､
請
負
経
営
時
代
や
幕
府
の
銅
統
制
政
策
の
展
開
等
と
関
わ
ら
せ
て
検
討
し
て
き

た
｡
請
負
経
営
時
代
は
､
商
人
資
本
を
藩
財
政
に
取
り
込
む
こ
と
を
指
向
L
へ
経
営

費
用
自
体
に
関
し
て
も
'
御
用
銅
買
上
値
段
の
低
さ
等
に
よ
る
銅
山
経
営
の
逼
迫
に

つ
い
て
は
藩
側
も
把
握
し
て
い
る
が
､
廻
銅
の
延
滞
と
い
う
幕
府
と
の
関
係
を
悪
化

さ
せ
か
ね
な
い
事
態
に
陥
ら
な
け
れ
ば
､
基
本
的
に
は
経
営
費
用
の
捻
出

(多
く
は

幕
府
か
ら
の
拝
借

こ
馴
借
)
に
動
か
な
い
の
で
あ
る
｡
直
轄
経
営
化
直
後
は
'
藩
庫

か
ら
の

｢付
送
金
｣
に
よ
っ
て
経
営
費
用
を
得
て
い
た
銅
山
で
は
あ
っ
た
が
､
や
が

て
そ
の
関
係
は
銅
代
に
よ
る

｢御
銅
山
金
｣
に
よ
る
返
済
を
前
提
と
し
た
も
の
と
変

わ
り
､
藩
財
政
の
窮
乏
に
伴
っ
て
､
銅
代
そ
の
も
の
が
藩
財
政
に
取
り
込
ま
れ
て
行

く
こ
と
で
'
銅
山
経
営
自
体
が
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

最
後
に
､
寛
政
期
以
後
の
藩
財
政
と
銅
山
経
営
と
の
関
係
に
つ
い
て
断
片
的
で
は

あ
り
な
が
ら
把
握
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡
藩
政
末
期
に
至
っ
て
､
寛
政
以
後
に
度
々

産
銅
減
少
が
見
ら
れ
る
理
由
と
し
て

｢連
々
御
手
配
後
レ
之
た
め
敷
中
遠
間
之
見
込

(74)

ミ
所
江
も
切
届
兼
近
間
当
座
之
御
手
配
勝

二
御
座
候
｣
と
､
経
営
費
用
の
減
少
な
ど

に
よ
っ
て
､
計
画
的
で
は
な
い
そ
の
場
を
切
り
抜
け
る
た
め
だ
け
の
普
請
が
行
わ
れ

た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
'
こ
う
し
た
銅
山

へ
の
経
営
費
用
投
下
の
減
少
と
そ

の
遅
れ
は
､
藩
政
末
期
に
至
る
ま
で
､
藩
財
政
の
状
況
に
よ
っ
て
度
々
見
ら
れ
る
も

二い)

の
で
あ
り
､
出
銅
の
増
産
を
は
か
る
た
め
に
計
画
的
で
大
規
模
な
普
請
を
行
う
な
ど

と
い
う
こ
と
は
､
盛
岡
藩
直
轄
経
営
に
お
い
て
は
､
そ
の
財
政
状
況
も
あ
り
'
行
い

難
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

当
時
の
財
政
状
況
は
銅
山
側
か
ら
見
れ
ば
､
｢京
坂
之
御
借
銭
相
嵩

二
候
た
め
御

下
し
金
も
無
御
座
候
間
へ
眼
前

二
は
御
益
相
遅
レ
不
申
様

二
被
成
候
段
は
難
敷
奉
存

候
､
不
案
内
之
族
は
京
坂
之
御
借
銭
は
御
銅
山
向
こ
て
取
計
候
も
の
の
様

二
心
得
居

候
向
も
御
座
候
得
共
､
左

二
無
之
､
多
分
御
勝
手
向
之
御
借
銭

二
御
座
候
間
'
右
御

返
済
方
は
大
豆
代
之
外
御
国
産
を
以
御
返
済

二
相
成
候
得
は
自
ら
銅
代
は
速

二
御
下

し
こ
相
成
御
銅
山
之
御
益
も
相
見

へ
可
申
候
､
乍
去
当
節
は
右
之
御
都
合

こ
も
至
兼

可
申
候
間
､
先
ツ
銅
豆
代
金
は
不
残

一
旦
御
蔵
元
江
入
金

二
相
成
候
様
之
御
仕
法

二

無
之
て
は
差
当
り
御
蔵
元
取
続
中
間
敷
､
随
て
京
坂
御
入
用
向
は
成
丈
御
省
略
被
成
､

(76)

且
余
時
御
入
用
向
等
は
暫
く
御
預
不
被
成
様
｣
と
､
｢京
坂
之
御
借
銭
｣
返
済
に
､

大
豆
を
は
じ
め
と
し
た
産
物
を
当
て
て
い
る
の
だ
か
ら

｢銅
代
は
速

二
御
下
し
｣
と

成
る
べ
き
の
と
こ
ろ
を
'
｢銅
豆
代
金
｣
は
す
べ
て
蔵
元

へ
の
返
済

へ
と
宛
て
ら
れ

て
い
る
た
め
､
｢御
下
し
金
も
無
御
座
候
｣
と
い
う
状
況
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に

｢御
下
し
金
｣
の
根
幹
で
あ
る
大
坂
に
お
け
る
銅
代
を
元
に
し
た
収
支
状

況
は
､
藩
財
政
の
状
況
に
影
響
を
受
け
て
い
る
｡
万
延
元

(
一
八
六

〇
)
年
九
月
の
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〓=)

｢来
酉
年
為
御
登
銅
代
銀
御
遣
払
差
引
帳
｣
で
は
､
御
用
銅
､
地
売
銅
含
め
た
全
体

の
収
入
が
金
に
し
て
二
万
三
五
七
両
余
の
と
こ
ろ
､
支
出
は

｢御
銅
山
御
下
し
金

一

ケ
年
分
｣

1
万
二
六

〇
〇
両
を
含
め
て
､
三
万
八
四
両
余
と
な
り
､
収
支
は
九
七

〇

〇
両
余
の
赤
字
で
あ
る
｡
支
出
の
内
最
大
の
も
の
は
､
｢御
銅
山
御
下
し
金
｣
で
あ

る
が
､
そ
の
他
に
も

｢年
賦
金
｣
や

｢御
返
銀
｣
､
｢諸
名
目
之
口
々
と
元
入
井
利

渡
｣
等
が
､
合
わ
せ
て

一
万
二

〇
〇
〇
両
に
及
ぶ
出
費
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
赤
字
状
態
を
､
藩
は

｢来
酉
年
中
御
銅
山
御
仕
入
金
之
内
右
之
通
御
不
足

二
候
得
共
､
高
須
清
兵
衛
よ
り
壱
万
両
の
出
金

こ
て
補

二
相
成
御
差
支
無
御
座
候

事
｣
と
い
う
形
で
乗
り
き
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

本
稿
で
は
こ
う
し
た
大
坂
の
商
人
資
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
()
こ
の
高
須
清
兵
衛
の
肩
書
き
は
不
明
で
あ
る
が
､
多
額
の
資
金
援
助

を
行

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
か
な
り
の
資
金
力
を
持

っ
た
商
人
資
本
で
あ

っ
た
と
推

測
さ
れ
､
こ
の
様
な
商
人
資
本
の
資
金
投
下
に
頼
ら
な
け
れ
ば
､
銅
山
経
営
を
行
う

こ
と
は
事
実
上
不
可
能
に
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
果
た
し
て
資
金
援
助
を
行

う
商
人
資
本
が
､
ど
の
よ
う
に
盛
岡
藩
の
銅
山
経
営
に
関
係
し
､
影
響
を
及
ぼ
し
た

の
か
､
ま
た
そ
れ
は
幕
末
期
の
藩
財
政
と
ど
う
関
わ

っ
て
く
る
の
か
､
今
後
の
課
題

と
し
た
い
｡
ま
た
､
藩
財
政
と
銅
山
経
営
と
の
関
係
を
検
討
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
､

具
体
的
な
藩
財
政
の
状
態
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
ず
､
実
証
性
を
貧
弱
な
も
の
に
し
て

し
ま

っ
た
こ
と
な
ど
､
多
く
の
課
題
を
残
し
た
｡
今
後
は
残
さ
れ
た
課
題
を
克
服
す

る
と
共
に
､
銅
山
社
会
の
内
部
､
と
く
に
銅
山
労
働
者
の
存
在
形
態
等
に
研
究
の
幅

を
広
げ
､
総
合
的
に
盛
岡
藩
の
銅
山
経
営
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
｡

注
(
-
)
個
別
銅
山
経
営
に
関
す
る
研
究
は
､
総
合
的
な
も
の
と
し
て
小
葉
田
淳
氏
の
一
逮

の
研
究
が
最
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
｡

同
氏

『
日
本
鉱
山
史
の
研

究
』
(岩
波
書
店
､

一
九
六
八
年
)､
同

『
続
日
本
鉱
山
史
の
研
究
』
(岩
波
書
店
､

一
九
八
五
年
)､
同

『
日
本
銅
鉱
業
史
の
研
究
』
(思
文
閣
出
版
､

一
九
九
三
年
)
ら

ま
た
佐
々
木
潤
之
介

｢近
世
産
銅
政
策
の
1
考
察
｣
(
l
)
(
二
)
(『
史
学
雑
誌
』

六
六

二
ハ
七
号
､

一
九
五
七

･
一
九
五
九
年
)､
同
氏

｢大
坂
銅
問
屋

･
大
坂
屋
に

つ
い
て
の
覚
書
｣
(『
研
究
と
評
論
』
第
三
号
'

1
九
五
九
年
)､
同
氏

｢秋
田
阿
仁

銅
山
の
経
営
-
寛
政
改
革
を
中
心
に
-
｣
(地
方
史
研
究
協
議
全
編

『
日
本
産
業
史

大
系
』
東
北
地
方
編
､
地
方
史
研
究
協
議
会
'

1
九
六
〇
年
)
と
い
っ
た

一
連
の
業

績
が
個
別
銅
山
経
営
の
研
究
で
は
､
現
在
に
於
い
て
も
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ

る
｡
そ
の
他
､
盛
岡
藩
に
限
定
す
れ
ば
､
麓
三
郎

『
白
根

･
尾
去
沢
鉱
山
史
』
(勤

草
書
房
､

1
九
六
四
年
)
が
､
最
も
総
合
的
な
盛
岡
藩
の
銅
山
研
究
を
行
っ
て
い
る
o

他
に
､
安
保

(吉
城
)
文
雄

｢近
世
に
お
け
る
鉱
山
経
営
-
秋
田
南
部
両
津
の
場
合

-
｣
(『
秋
大
史
学
』
第

一
号
､

一
九
五
二
年
)
'
同
氏

｢近
世
に
お
け
る
鉱
山
経

営
の
実
証
的
研
究
-
秋
田
南
部
両
藩
の
場
合
-
｣
(『
秋
大
史
学
』
第
三
号
'

一
九
五

三
年
)､
同
氏

｢近
世
に
お
け
る
藩
財
政
の
基
礎
構
造
-

東
国
諸
鉱
山
を
例
と
し
て

-
｣
(『
秋
大
史
学
』
第
七
号
､

1
九
五
六
年
)
等
が
あ
げ
ら
れ
る
O
ま
た
自
治
体
史

で
は

『鹿
角
市
史
』
第
二
巻
上

･
下

(鹿
角
市
t

I
九
八
六

･
l
九
八
七
年
)
に
お

い
て
､
尾
去
沢
銅
山
を
中
心
に
盛
岡
藩
の
銅
山
経
営
の
諸
相
を
述
べ
て
い
る
｡

(2
)
本
稿
で
取
り
扱
う
時
期
の
銅
貿
易
に
関
し
て
は
､
鈴
木
康
子

｢寛
延

･
宝
暦
期
の

長
崎
貿
易
改
革
｣
『
日
本
歴
史
』
五
三
二
､

一
九
九
三
年
)
が
最
も
詳
細
な
も
の
で

あ
る
｡

(
3
)
当
該
期
の
幕
府
の
銅
統
制
政
策
に
関
し
て
は
'
永
積
洋
子

｢大
坂
銅
座
｣
(地
方

史
研
究
協
議
全
編

『
日
本
産
業
史
大
系
』
近
畿
地
方
編
､
東
京
大
学
出
版
会
'

1
九

六
〇
年
)
､
中
井
信
彦

『
転
換
期
幕
藩
制
の
研
究
』
(塙
書
房
'

一
九
七

1
年
)､
今
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井
典
子

｢近
世
中
期
の
地
売
銅
に
つ
い
て
｣
(『
日
本
歴
史
』
四
八
〇
号
､

一
九
八
八

年
)
､
岩
崎
義
則

｢近
世
銅
統
制
策
に
関
す
る

一
考
察
-
明
和
銅
座
設
立
期
を
中
心

に
ー

｣
(『
九
州
史
学
』

二

二
､

一
九
九
五
年
)
等
が
あ
る
｡

(
4
)
守
屋
嘉
美

｢文
化
期
の
盛
岡
藩
政
と
民
衆
｣
(渡
辺
信
夫
編

『
近
世
日
本
の
民
衆

文
化
と
政
治

』
河
出
書
房
､

一
九
九
二
年
)
U

(
5
)
『
盛
岡
市
史
』
復
刻
版

第
二
巻

(盛
岡
市
､

i
九
八
四
年
)｡

(
6
)
『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
巻
二

(大
蔵
省
'

1
九
二
二
年
)
七
四
八
～
七
五
〇
頁
L

『
大
阪
編
年
史
』
(大
阪
市
立
中
央
図
書
館
t

l
九
七
〇
年
)

l
八
二
～
l
八
三
頁
｡

(7
)
｢雑
書
｣
(原
本
盛
岡
市
中
央
公
民
館
蔵
)
元
文
四
年
六
月
五
日
条
｡
以
下
本
稿
で

用
い
る

｢雑
書
｣
は
'
雄
松
堂

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
出
版
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に

依

っ
た
｡

(
8
)
｢南
部
銅
山
前
々
御
取
扱
之
次
第
｣
『
秋
田
県
史
』
資
料
近
世
編
下

(秋
田
県
､

一

九
六
三
年
)
四
三
八
～
四
三
九
頁
｡

(
9
)
寛
保
三
年
の
輸
出
銅
量
半
減
の
理
由
は
､
こ
れ
ま
で
の
貿
易
仕
法
に
よ
る
国
内
鍋

の
流
出
を
押
さ
え
､
不
足
が
ち
な
､
元
文
以
来
の
鋳
銭
に
お
け
る
銅
需
要

へ
と
向
け

る
た
め
で
あ

っ
た

(『
通
航

7
覧
』
第
四
冊
､
国
書
刊
行
会
､

1
九

二
二
年
'
三
〇

七
頁
)〔'
そ
し
て
同
時
に
こ
の
輸
出
銅
量
半
減
令
は
､
御
用
銅
を
国
内
で
買
い
上
げ

た
値
段
よ
り
さ
ら
に
低
い
値
段
で
､
長
崎
か
ら
銅
を
輸
出
し
続
け
る
こ
と
で
出
来
る

差
額
に
よ
っ
て
財
政
状
態
を
悪
化
さ
せ
て
い
た
長
崎
会
所
と
､
長
崎
貿
易
の
利
潤
か

ら
運
営
資
金
を
得
て
い
た
銅
座
と
の
財
政
状
況
に
密
接
に
関
係
し
た
も
の
で
あ

っ
た

(前
掲
永
積
洋
子

｢大
坂
銅
座
｣
四

二
ハ
頁
以
降
)
｡

す
な
わ
ち
､
銅
半
減
令
の
実

施
と
同
じ
寛
保
三
年
に
'
今
度
は
御
用
銅
買
上
値
段
を
､
全
国

一
律

一
〇
〇
斤
に
つ

き
二
〇
日
値
下
げ
と
す
る
旨
'
長
崎
奉
行
が
布
達
し
た
の
で
あ
る
が
､
輸
出
銅
量
の

半
減
と
買
上
値
段
の
値
下
げ
は
､
輸
出
量
を
抑
え
る
こ
と
で
海
外
貿
易
で
得
る
損
失

を
低
く
抑
え
､
そ
し
て
同
時
に
国
内
で
の
買
上
値
段
を
よ
り
海
外
輸
出
銅
値
段
に
近

づ
け
る
こ
と
で
､
さ
ら
に
そ
の
損
失
を
低
く
抑
え
よ
う
と
す
る
幕
府
の
政
策
の

一
環

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

(
1
)
前
掲

｢南
部
銅
山
前
々
御
取
扱
之
次
第
｣
｡

(
‖
)
｢雑
書
｣
延
享
元
年
六
月
二
十
九
日
条
｡

(
1
)
｢丸
屋
甚
兵
衛
等
拾
八
人
江
御
委
任
謹
文
｣
『
秋
田
県
史
』
資
料
近
世
編

下
､
E
]

三
四
～
四
三
五
頁

√

(13
)
｢雑
書
｣
宝
暦
五
年
七
月
十
日
条

†

(
1
)
｢飢
僅
考
｣
巻
之

一
､
岩
手
県
立
図
書
館
編

『
岩
手
史
叢
八

飢
陸
考

(八
)』

(岩
手
県
文
化
財
愛
護
協
会
､

7
九
八
四
年
)

一
五
頁
｡

な
お
前
川
善
兵
衛
及
び
領

内
有
力
商
人
を
御
用
商
人
化
し
て
い
く
当
該
期
の
盛
岡
藩
の
動
き
に
つ
い
て
は
'
細

井
計

『
近
世
の
漁
村
と
海
産
物
流
通

』
(河
出
書
房
新
社
､

一
九
九
四
年
)
を
参

照
し
た

(
1
)
T雑
書
｣
宝
暦
五
年
十

l
月
四
日
条

L

(
16
)
享
保
十
九
年
に
尾
去
沢
銅
山
支
配
元
と
な
り
'
寛
保
二
年
十
月
ま
で
請
負
経
営
を

行

っ
た
南
部
屋
八
十
治
は
､
江
戸
小
梅
銭
座
に
お
い
て
'
寛
保
元
年
十
月
ま
で
鋳
銭

を
請
け
負

っ
て
い
た

(
｢雑
書
｣
寛
保
元
年
十
月
二
十
四
日
条
)､
富
裕
な
商
人
資
本

で
あ

っ
た
｡

盛
岡
藩
か
ら
南
部
屋

へ
与
え
ら
れ
た
証
文
で
は
'
｢此
末
段
々
御
用
金

借
上
候

ハ
1
｣
と
､
御
用
金
を
借
り
上
げ
る
場
合
に
つ
い
て
明
示
さ
れ
'
そ
の
際
は

｢壱
ヶ
年
限
り
床
役
金
ヲ
以
可
被
遺
草
｣
と
､
床
役
金
に
よ
っ
て

一
ヶ
年
稼
行
期
間

を
与
え
る
と
い
っ
た
利
権
を
認
め
て
い
る
L

さ
ら
に
､
｢長
崎
会
所
よ
り
銅
前
金
段

々
拝
借

ハ
年
々
出
銅
ヲ
以
上
納
申
筈
相
定
候
間
｣
と
､
長
崎
会
所
か
ら
の
前
借
金
に

関
し
て
は
､
南
部
屋
の
今
後
の
働
き
如
何
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
､
商
人
資
本
に
返

済
を
任
せ
て
い
る
｡

藩
は
こ
う
し
た
証
文
を
与
え
る
こ
と
で
､
商
人
資
本
に
､
請
負

人
と
し
て
銅
山
経
営
を
任
せ
る
が
､

1
旦
銅
山
請
負
人
に
な
る
と
､
銅
山
に
の
み
資

本
投
下
を
行
え
ば
良
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
､
こ
の
証
文
に
あ
る
よ
う
に
､
藩
財

政

へ
の
援
助
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
を
も
請
負
人
は
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
｡
だ
が
､
南
部
屋
の
盛
岡
藩
財
政

へ
の
関
わ
り
方
は
'
銅
山
経
営

へ
の
参
加
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に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
契
約
的
な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
'
銅
山
経
営
と
い
う
特
権

を
賦
与
さ
れ
る
こ
と
で
御
用
金
の
借
上
を
命
じ
ら
れ
る
領
内
商
人
た
ち
と
は
'
藩
と

の
関
係
に
お
い
て
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

(
17
)
宮
本
又
次

『
小
野
組
の
研
究
』
第

一
巻

(新
生
社
'

一
九
七

〇
年
)
四
三
七
頁
以

降
｡

(
1
)
｢宝
暦
三
突
酉
歳
十
二
月
仲
間
定
｣
(前
掲

『
小
野
組
の
研
究
』
第

l
巻
)
四
四
三

～
四
四
五
頁
｡

(
1
)
『
大
阪
編
年
史
』
(大
阪
市
立
中
央
図
書
館
'

一
九
七
〇
年
)
四
八
二
頁
｡

(
20
)
｢大
意
書
｣
(『
近
世
社
会
経
済
叢
書
』
第
七
巻
'
改
造
杜
､

一
九
二
五
年
)
四
六

～
四
七
頁
｡

(21
)
宝
暦
四
年
の
増
売
三
万
斤
を
含
め
た
七
三
万
斤
の
廻
銅
定
高
と
'
御
用
三
山
の
汰

定
は
､
盛
岡
藩
に
と
っ
て
､
宝
暦
五
年
の
凶
作
を
含
め
て
､
大
き
な
問
題
と
な

っ
た

よ
う
で
あ
る
｡

｢雑
書
｣
宝
暦
六
年
七
月
二
十
八
日
条
に
お
い
て
藩
主
自
ら
が
､
出

銅
に
つ
い
て

｢長
崎
御
用
銅
之
義
､
相
滞
候
て
は
'
御
用
之
差
支

二
相
成
事

二
候
｣

と
､
書
付
を
出
し
て
督
励
し
て
い
る
の
は
､
御
用
三
山
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
の

｢御
用
｣
の
重
み
が
増
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

(
22
)
｢雑
書
｣
宝
暦
七
年
三
月
二
十
六
日
条
｡

(
23
)
｢雑
書
｣
宝
暦
七
年
四
月
二
十
二
日
粂
o
こ
こ
で
盛
岡
藩
側
が
長
崎
奉
行
に
対
し

て
願
出
た
内
容
中
に
於
い
て
､
｢銅
代
金
之
内
三
百
貫
目
御
前
借
可
被
仰
付
候
段
被

仰
渡
難
有
仕
合
奉
存
候
由
､
家
来
之
者
御
請
申
上
候
､
銅
山
懸
之
役
人
共
申
開
候

ハ
'

被
仰
渡
候
趣
奉
重

一
端
御
請

ハ
申
上
候
得
共
､
御
前
借

こ
て
ハ
山
中
相
続
御
用
銅
無

滞
差
上
候
儀
､
千
万
無
覚
束
奉
存
候
｣
と
､
前
借
だ
け
で
は
'
銅
生
産
費
の
問
題
が

解
決
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

(
2
)
｢雑
書
｣
宝
暦
十

1
年
七
月
二
十
八
日
条
.

(
2
)
前
掲

『
尾
去
沢

･
白
根
鉱
山
史
』

二

四
頁
.

(
26
)
前
掲

｢大
意
書
｣
四
六

～
四
七
頁
.

(
27
)
｢雑
書
｣
宝
暦
十
四
年
二
月
二
十
六
日
条

｡

(28
)
当
該
期
の
秋
田
藩
の
銅
山
経
営
に
つ
い
て
は
､
『
秋
田
県
史
』
第
二
巻
'
近
世
編

上

(秋
田
県
'

一
九
六
四
年
)
六
六
七
頁
以
降
及
び
'
前
掲
佐
々
木
澗
之
介

｢近

世
産
銅
政
策
に
つ
い
て
の

一
考
察

(二
)
-

秋
田
阿
仁
銅
山
を
中
心
と
し
て
-

｣
参

照
｡
ま
た
'
前
掲
岩
崎
義
則

｢近
世
銅
統
制
策
に
関
す
る

一
考
察
-
明
和
銅
座
設
立

期
を
中
心
に
-
｣
で
は
'
宝
暦
年
間
の
秋
田
藩
の
廻
銅
減
少
に
つ
い
て
､
明
和
銅
座

設
置
の
意
義
の
検
討
を
通
じ
て
考
察
し
て
い
る
｡

森
朋
久

｢安
永
二
年
の
秋
田
藩
前

貸
金
に
つ
い
て
-
廻
銅
手
当
金
の

一
考
察
1

｣
(明
治
大
学
大
学
院
紀
要
'
二
四
集
､

文
学
編
へ

l
九
八
六
年
)
で
は
'
安
永
二
年
の
幕
府
か
ら
の

一
万
両
の
前
借
金
が
'

逼
迫
す
る
秋
田
藩
財
政
に
宛
て
ら
れ
'
銅
山
経
営
費
用
と
し
て
は
少
額
し
か
ま
わ
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
'
秋
田
藩
が
銅
山
経
営
を
理
由
と
し
て
幕
府
か
ら
借
り

受
け
た
金
を
'
藩
財
政
の
救
済
に
用
い
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡

(29
こ

明
和
元
年
の
秋
田
阿
仁
銅
山
上
知
令
に
関
し
て
は
'
以
下
の
史
料
を
参
照
し
た
O

『
御
触
書
天
明
集
成
』
(岩
波
書
店
'

一
九
三
六
年
)
二
八
三
九
号
｡
｢秋
田
銅
山
之

一
件
宝
暦
十
四
申
年
｣
『
秋
田
県
史
』
資
料
'
近
世
編
下
､
四

〇
三

～
四
〇
六
頁
｡

『
国
典
類
抄
』
第
十
九
巻
､
雑
部
'
十
八

(秋
田
県
教
育
委
員
会
'

1
九
八
四
年
)

四
〇
一
～
四

一
六
頁
｡

(
30
)
前
掲
岩
崎
論
文
｡

(31
)
中
井
信
彦

『
転
換
期
幕
藩
制
の
研
究
』
(塙
書
房
'

一
九
七

一
年
)
九
二
頁
以
降
｡

(32
)
佐
々
木
潤
之
介

｢宝
暦
期
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
｣
(『
歴
史
学
研
究
』
三
〇
四
'

一
九
六
五
年
)0

(
33
)
｢雑
書
｣
明
和
二
年
九
月
二
十
八
日
条
｡

(34
)
｢雑
書
｣
元
文
四
年
四
月
二
十

一
日
条
で
は
､
老
中
松
平
左
近
将
監
に
盛
岡
藩
江

戸
御
留
守
居
が
呼
ば
れ
た
の
で
'
吉
田
弓
左
衛
門
が
参
上
し
た
と
こ
ろ
'
｢大
坂
廻

銅
不
指
支
様
可
仕
旨
｣
を
書
付
に
よ
っ
て

｢被
仰
渡
｣
た
｡
そ
こ
で
幕
府
側
は
'
盛

岡
藩
に
対
し
て
､
｢右
銅
山
請
負
人
廻
方
等
相
滞
候
義
も
候

ハ
1
'
外
之
者

二
請
負
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申
付
､
長
崎
廻
不
相
滞
様
可
被
致
侯
'
若
請
負
人
引
替
侯

ハ
1
'
先
達
而
拝
借
等
も

有
之
間
'
早
速
取
立
返
納
有
之
様
可
被
相
心
得
侯
｣
と
'
当
時
請
負
経
営
者
で
あ
っ

た
南
部
屋
八
十
治
を
請
負
人
か
ら
変
更
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡

南
部
屋
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
寛
保
二
年
に
請
負
経
営
か
ら
退
い
た
が
'
｢雑
書
｣

寛
保
二
年
十
月
六
日
条
で
は
'
ま
ず
南
部
屋
の
稼
行
請
負
期
限
が
切
れ
る
こ
と
と
'

南
部
屋
自
身
の
老
衰
と
病
身
に
よ
っ
て
こ
れ
以
上
の
請
負
は
難
し
い
こ
と
か
ら
'
是

非
銅
山
請
負
を
止
め
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
南
部
屋
側
の
言
い
分
が
示
さ
れ
て

い
る
｡

そ
れ
に
対
し
盛
岡
藩
は
'
｢当
夏
従

公
義
廻
銅
延
滞
に
付
御
吟
味
有
之
､

当
年
廻
銅
之
儀
急
度
被

仰
付
候
間
'
当
春
よ
り
銅
山
仕
入
下
金
及
遅
滞
'
銅
出
過

分
不
足
有
之
儀
'
八
十
治

へ
御
役
人
共
を
以
御
吟
味
被
成
候
処
'
右
御
山
御
免
願
上

候
付
'
当
春
よ
り
江
戸
上
方
表
金
主
等
覚
手
段
指
支
之
儀
有
之
'
下
金
遅
滞
仕
候
旨

申
出
候
'
其
上
廻
銅
方
い
た
し
方
共

二
不
宜
儀
有
之
｣
と
'
幕
府
か
ら
の

｢御
吟

味
｣
に
よ
っ
て
'
藩
側
も
独
自
に
調
査
し
た
結
果
､
盛
岡
藩
は
同
日
条
に
お
い
て
'

南
部
屋
を

｢御
山
御
免
｣
と
L
t
さ
ら
に

｢御
吟
味
之
上
別
人
跡
山
師

二
御
取
替
被

遊
可
然
｣
と
い
う
こ
と
で
､
か
つ
て
南
部
屋
と
も
尾
去
沢
銅
山
の
経
営
に
携
わ
っ
た

経
歴
を
持

つ
､
江
戸
商
人
福
嶋
源
兵
衛
に
請
け
負
わ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ

る
()

結
局
の
と
こ
ろ
'
南
部
屋
に
対
す
る
銅
山
請
負
人
の
罷
免
は
､
幕
府
の

｢御
吟

味
｣
が
直
接
の
要
因
と
な

っ
て
い
る
が
'
逆
に
元
文
四
年
段
階
で
は
藩
側
も
南
部
屋

を
請
負
経
営
者
か
ら
は
ず
す
と
い
う
こ
と
は
な
く
'
年
限
が
切
れ
る
こ
と
と
再
度
の

｢御
吟
味
｣
に
よ
る
幕
府
と
の
関
係
悪
化
を
怖
れ
て
の

｢御
山
御
免
｣
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
O

(
35
)
｢雑
書
｣
明
和
二
年
十
月
二
十
二
日
条
O
｢銅
山
記
｣
(盛
岡
市
中
央
公
民
館
蔵
)
L
J

(
36
)
前
掲

｢銅
山
記
｣
｡

(
37
)
こ
こ
で
は
､
山
口
啓
二

『
幕
藩
制
成
立
史
の
研
究
』
(校
倉
書
房
'

一
九
七
四
)
'

渡
辺
信
夫

『
幕
藩
制
確
立
期
の
商
品
流
通
』
(柏
書
房
'

一
九
六
五
年
)
を
代
表
的

成
果
と
し
て
あ
げ
て
お
く
｡

(
38
)
通
常
'
銅
山

へ
の
販
売
を
目
的
と
し
た
御
用
米
の
買
上
値
段
は
､
藩
庫

へ
の
利
益

を
考
え
れ
ば
'
領
内
相
場
に
比
し
て
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
'

｢雑
書
｣
天
明
二
年
十

一
月
十
三
日
条
に
は
'
花
輪

･
毛
馬
内
両
通
に
於
け
る
御
銅

山
入
用
米
の
買
い
上
げ
価
格
に
つ
い
て
､
花
輪

･
毛
馬
内
で
の
買
米
値
段
を
､
｢壱

駄

二
付
壱
貫
八
百
文
｣
と
し
て
い
る
が
'
｢表
御
買
米
壱
貫
五
百
文
直
段
被

仰
付

候
得
共
'
鹿
角
は
前
々
よ
り
時
相
場
相
応

二
取
計
被
仰
付
相
応
由
｣
と
'
藩
庁
側
の

指
定
し
た

一
駄
に
つ
き

1
貫
五
〇
〇
文
と
い
う
値
段
に
対
し
て
'
鹿
角
で
の
買
米
値

段
は
そ
の
時
の
相
場
に
合
わ
せ
て
取
り
は
か
ら
う
も
の
で
あ
る
と
'
御
銅
山
御
用
懸

と
御
勘
定
頭
ら
が
申
し
出
て
い
る
｡

こ
こ
か
ら
見
る
に
'
こ
の
時
期
の
'
御
銅
山
御

用
米
の
買
い
上
げ
は
､
必
ず
し
も
藩
庫

へ
の
利
益
を
考
え
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
へ

市
場
の
相
場
を
勘
案
し
っ
つ
'
米
を
生
産
す
る
両
鹿
角
地
域
の
再
生
産
を
も
考
え
た

も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
O

(39
)
前
掲

｢銅
山
記
｣
｡

(40
)
前
掲

｢銅
山
記
｣
｡

(
41
)
｢雑
書
｣
明
和
二
年
十
二
月
二
十
日
条
｡

前
掲

｢銅
山
記
｣｡

(
42
)
｢雑
書
｣
安
永
九
年
十
二
月
八
日
条
で
は
､
｢御
銅
山
井
白
根
御
山
御
用
春
木
起
炭

留
木
笹
板
売
り
上
候
者
共
よ
り
｣
十
分

一
役
な
ど
を
取
り
立
て
す
る
こ
と
を
請
け
負

っ
て
い
た
肴
町
次
郎
右
衛
門
と
い
う
者
が
'
請
け
負

っ
た
際
に
約
束
し
た
礼
銭
を
上

納
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
'
そ
の
証
文
を
取
り
あ
げ
'
以
後

｢御
銅
山
御
手
取
｣

と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
｡
尤
も
､
そ
こ
で
取
り
立
て
た
礼
銭
は
､
｢御
銅
山
方

よ
り
御
表

へ
差
出
｣
と
'
藩
庫
に
納
め
ら
れ
た
｡

(
43
)
｢御
銅
山
御
定
日
井
御
役
人
登
山
之
御
被
仰
渡
和
留
帳
｣
(『
鹿
角
市
史
資
料
編
』

第
二
六
集
､
鹿
角
市
役
所
'

一
九
九
四
年

)

｡

(
44
)
こ
こ
で
取
り
立
て
ら
れ
た
銅
山
は
'
安
永
四
年
に
尾
去
沢
銅
山
同
様

｢御
手
山
｣

と
な
る
鹿
角
郡
不
老
倉
銅
山

･
和
賀
郡
水
沢
銅
山

(
｢雑
書
｣
安
永
四
年
三
月
十
五

日
条
に
お
い
て
'
両
銅
山
を
御
手
山
と
し
て
い
る
)
･
鹿
角
郡
長
坂
銅
山

(前
掲
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｢御
銅
山
御
定
日
井
御
役
人
登
山
之
初
被
仰
渡
抑
留
帳
｣
安
永
二
年
突
巳
御
懸
御
勘

定
頭
江
刺
家
兵
左
衛
門
登
山
二
付
被
仰
渡
之
に
お
い
て
'
｢長
坂
御
山
水
沢
銅
山
御

取
立
｣
と
あ
る
)
等
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
じ

(
45
)
前
掲

｢大
意
書
｣
四
八
頁
｡

(
4
)
前
掲

｢大
意
書
｣
四
七
頁
｡

(
4
)
前
掲

｢大
意
書
｣
四
七

～
四
八
頁
O

(
48
)
前
掲

｢大
意
書
｣
四
八
頁
｡

(
49
)
前
掲

｢大
意
書
｣
四
八
頁
｡

(
50
)
前
掲

｢大
意
書
｣
四
八
～
四
九
頁
｡

(51
)
｢雑
書
｣
安
永
三
年
十
月
八
日
条
｡

(
52
)
前
掲

｢大
意
書
｣

一
一
〇
頁
｡

(53
)
前
掲

｢御
銅
山
御
定
日
井
御
役
人
登
山
之
柳
被
仰
渡
抑
留
帳
｣
｡

(54
)
前
掲

『
尾
去
沢

･
白
根
鉱
山
史
』
四
三
六
頁
の

｢尾
去
沢
鉱
山
産
銅
量
｣
に
依
拠

す
れ
ば
'
当
時
の
産
銅
量
は

【表

･
b
】
(表
は
本
稿
末
尾
に
ま
と
め
て
あ
る
)
の

よ
う
に
な
る
｡
安
永
二

･
三
年
の
両
年
は
'
安
永

･
天
明
年
間
を
通
じ
て
最
大
の
産

銅
量
を
誇

っ
た
年
で
あ

っ
た
じ

こ
れ
に
白
根

･
不
老
倉
な
ど
の
諸
銅
山
の
産
銅
量
を

加
え
る
こ
と
で
'
盛
岡
藩
は

一
〇
〇
万
斤
を
超
え
る
廻
銅
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
｡

だ
が
'
安
永
四
年
以
降
'
盛
岡
藩
の
思
惑
を
裏
切
る
形
で
'
産
銅
量
は
多

い
年
で
七

〇
万
台
の
後
半
の
斤
数
で
あ
り
'
到
底
藩
の
望
む
量
の
産
銅
量
と
は
成
り

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

(
5
)
前
掲

｢御
銅
山
御
定
日
井
御
役
人
登
山
之
初
被
仰
渡
抑
留
帳
｣

｡

(
56
)
｢雑
書
｣
安
永
六
年
十
二
月
二
日
条
に
よ
れ
ば
'
｢大
坂
御
廻
米
之
儀
､
去
年
御
伺

被
成
候
節
以
来
之
儀
は
､
年
々
相
伺
可
申
旨
御
付
札
被

仰
出
候
｣
と
､
安
永
五
年

か
ら
大
坂
廻
米
に
つ
い
て
は
年
々
幕
府
に
伺
い
出
て
許
可
を
得
れ
ば
行
う
こ
と
が
出

来
､
そ
の
量
に
つ
い
て
盛
岡
藩
は

t
万
石
を
希
望
し
た
が
'
五
〇
〇
〇
石
と
さ
れ
た
(ゝ

(
57
)
｢雑
書
｣
の
記
事
に
よ
る
と
'
安
永
六
年
の
領
内
損
毛
高
は
六
万

二
二
〇
〇
石

(十
二
月
三
日
条
)
と
あ
り
､
同
年
の
米
相
場
は
高
騰
を
続
け
て
い
た

(八
月
五
日

条
)̀
'
さ
ら
に
'
同
七
年
領
内
酒
屋
商
人
等
が
､
近
年
打
ち
続
く
米
高
値
に
よ

っ
て

造
酒
業
が
耗
渋
し
て
い
る
の
で
礼
銭
上
納
を
免
じ
て
欲
し
い
と
言
う
こ
と
を
述
べ

(九
月
十
三
日
条
)'
向
中
野
通
で
は
百
姓
達
が
不
作
と
米
高
値
に
よ

っ
て
困
窮
L
t

藩
に
拝
借
金
を
願
い
出
て
い
る

(十

一
月
十
三
日
条
)｡
同
八
年
に
は
'
夏
に
洪
水

が
領
内
を
襲
い
'
損
毛
高
は
五
万
二
六
〇
〇
高
と
な

っ
た

(十
月
二
十
八
日
条
)0

こ
こ
か
ら
'
こ
の
時
期
領
内
の
作
毛
状
態
は
む
し
ろ
悪
く
'
そ
れ
で
も
な
お
'
藩
は

費
用
捻
出
の
た
め
に
大
坂

へ
の
廻
米
を
行

っ
た
の
で
あ
る
｡

ち
な
み
に
廻
米
は
､
天

明
三

(
1
七
八
三
)
年
の
凶
作
に
至
っ
て
し
ば
ら
く
中
断
の
後
､
文
化
十
三

(
1
八

一
六
)
年
に
盛
岡
藩
側
か
ら
の
願
出
に
よ
っ
て
中
止
と
な

っ
た

(文
化
十
四
年
正
月

五
日
条
)｡

(
58
)
【表

･
b
】
参
照
｡

(
59
)
｢雑
書
｣
天
明
八
年
十

一
月
十
七
日
条
｡

(60
)
｢雑
書
｣
寛
政
元
年
四
月
十
九
日
条
｡
｢寛
政
元
酉
年
四
月
十
七
日
銅
山
見
聞
之
節

覚
｣
(『
秋
田
県
史
』
資
料
'
近
世
編
下
)
三
七

一
～
三
七
三
頁
｡

こ
の
寛
政
元
年
に

派
遣
さ
れ
た
銅
山
見
分
使
は
､
盛
岡
藩
と
秋
田
藩
'
そ
し
て
新
庄
藩
を
巡
見
し
た
｡

(
6
)
『
御
触
書
天
保
集
成
』
(岩
波
書
店
､

l
九
四

1
年
)
五
九
三
〇
号
∪

(
62
)
｢雑
書
｣
天
明
八
年
五
月
八
日
条
｡

(
6
)
前
掲

｢雑
書
｣
寛
政
元
年
四
月
十
九
日
条
()

(
6
)
｢御
銅
山
秘
書
｣
巻

1

(岩
手
県
立
図
書
館
蔵
)
O

(
65
)
｢雑
書
｣
寛
政
二
年
九
月
十
六
日
条
O

(
66
)
｢雑
書
｣
寛
政
三
年
正
月
五
日
条
で
は
､
銭
屋
四
郎
兵
衛
か
ら
御
用
銅
四
万

一
七

〇
五
斤
分
の
資
金
を
十
五
ケ
年
賦
で
得
た
盛
岡
藩
の
'
寛
政
二
年
分
の

｢弁
納
銅
｣

の
廻
銅
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
'
こ
の
よ
う
に
､
御
用
銅
代
な
ど
に
よ

っ
て
'

大
坂
の
商
人
資
本
か
ら
資
金
を
得
て
お
り
'
幕
府
か
ら
の
前
借
の
返
納
ば
か
り
で
な

く
､
藩
財
政
に
関
係
す
る
様
々
な
支
払
い
に
'
銅
代
銀
は
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
'
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相
応
の
大
坂

へ
の
廻
銅
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

(67
)
｢雑
書
｣
寛
政
四
年
八
月
九
日
条
｡

(68
)
｢内
史
略
｣
后
十
八

(岩
手
県
立
図
書
館
編

『
岩
手
史
叢
五

内
史
略

(五
)』
岩

手
県
文
化
財
愛
護
協
会
'

一
九
七
五
年
)
五
七
六
頁
｡

(69
)
｢安
政
四
年
御
銅
山
御
手
山
以
来
御
仕
法
向
色

々
変
化
之
次
第
井
出
鉛
銅
増
減
之

訳
'
其
外
御
取
据

二
相
可
成
ヶ
条
荒
増
取
調
帳
｣
(
｢沢
田
家
文
書
｣

1
〇
七
号
'
岩

手
県
立
博
物
館
蔵

)

｡

(7
)
｢雑
書
｣
寛
政
五
年
二
月
二
十
四
日
条
CJ

(71
)
｢雑
書
｣
寛
政
六
年
正
月
二
日
条
｡
同
年
三
月
十
七
日
条
｡

(72
)
三
ケ
山
の

｢休
山
｣
と
'
定
例
銅
の
減
銅
は
'
安
永
三
年
以
来
盛
岡
藩
が
与
え
ら

れ
て
い
た
廻
銅
手
当
に
も
無
論
影
響
を
与
え
て
い
る
(.

｢雑
書
｣
寛
政
六
年
十
二
月

十
八
日
条
で
は
'
幕
府
勘
定
奉
行
久
世
丹
後
守
に
盛
岡
藩
江
戸
御
留
守
居
が
呼
び
だ

さ
れ
'
こ
れ
か
ら
は
定
例
高
が
五
三
万
斤
と
定
め
ら
れ
た
が
'
今
ま
で
七
三
万
斤
皆

納
の
上
で
支
払

っ
て
い
た
手
当
銀
八
〇
貫
目
に
つ
い
て
は
'
七
三
万
斤
に
八
〇
貫
目

の
割
合

(
一
万
斤
に
つ
き

l
貫
九
五
匁
)
で
支
払

っ
て
い
た
の
だ
か
ら
'
今
後
は
五

三
万
斤
の
割
合
で
支
払
う

(五
九
貫
三
五
匁
程
)
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
｡

(73
)
｢雑
書
｣
寛
政
六
年
三
月
二
十
二
日
条
｡

(74
)
前
掲

｢沢
田
家
文
書
｣

一
〇
七
号
｡

(75
)
前
掲

｢沢
田
家
文
書
｣

一
〇
七
号
｡
と
は
い
え
､
同
史
料
に
よ
れ
ば
'
文
政
年
間

か
ら
天
保
初
年
ま
で
は
平
均
で
八
､
九
〇
万
斤
の
産
銅
を
見
た
の
だ
が
'
天
保
の
凶

作
を
契
機
に
産
銅
減
少
に
向
か
い
'
弘
化
四
年
の

｢御
銅
山
再
盛
｣
計
画

へ
と
至
っ

た
と
さ
れ
る
｡
文
政
年
間
の
産
銅
増
の
原
因
と
し
て
は
'
｢神
鼎
院
様

(南
部
利
敬

-

引
用
者
註
)
御
直

二
御
指
図
｣
と
い
っ
た
藩
側
の
熱
心
な
て
こ
入
れ
が
功
を
奏
し
'

｢文
化
十
三
年
比
よ
り
遠
間
見
込
ミ
之
揚
所
江
夫
々
行
届
追
々
出
銅
相
増
候
｣
と
い

う
状
況
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
は
明
和
の
直
轄
経
営
化
直
後
か
ら
安
永
初
年
'

そ
し
て
天
明
の
凶
作
に
至
る
状
況
に
類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､
そ
の
具
体

的
な
状
況
の
比
較
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
考
え
て
い
る

〔

ま
た
'
寛

政
末
期
か
ら
の
銅
山
経
営
費
用
に
関
わ
ら
ず
藩
財
政
を
圧
迫
し
た
最
大
の
要
因
に
は
'

蝦
夷
地
警
固
の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
tJ
｢雑
書
｣
享
和
三
年

l
月

十
六
日
条
で
は
'
海
失
銅
に
伴

っ
て
'
幕
府
に
対
し
て
御
用
銅
買
上
値
段
の
引
き
上

ヂ
と
､
二
〇
万
斤
の
地
売
銅
買
上
を
願
い
出
た
が
'
そ
こ
で

｢当
時

ハ
蝦
夷
地
格
別

之
御
用
向
も
相
蓑
'
右
之
方
入
用
筋
之
儀
も
過
分
之
儀

こ
て
不
時
入
用
之
出
方
他
借

を
以
取
計
侯
之
儀

二
も
御
座
候
得

ハ
､
唯
今
迄
之
通
銅
山
方
助
力
之
儀
も
届
兼
彼
是

難
渋
仕
｣
と
'
蝦
夷
地
警
固
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
出
費
を
賄
う
た
め
に

｢他

借
｣
に
及
ぼ
ざ
る
を
得
ず
'
銅
山
方

へ
の
藩
庫
か
ら
の

｢助
力
｣
も
難
し
く
な

っ
て

い
る
と
あ
る
｡

(7
)
前
掲

｢沢
田
家
文
書
｣

l
〇
七
号
｡

(77
)
｢来
酉
年
為
御
登
代
銀
遣
払
差
引
帳
｣
(
｢沢
田
家
文
書
｣

二

一三
号
'
岩
手
県
立

博
物
館
蔵
)
｡
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〔付
記
〕

本
稿
は
平
成
十

一
年
十
二
月
に
弘
前
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
に
提
出
し
た

修
士
論
文
の

一
部
を
加
筆

･
修
整
し
た
も
の
で
あ
る
｡
な
お
､
修
士
論
文
作
成
に
あ

た

っ
て
は
､
指
導
教
官
で
お
ら
れ
た
長
谷
川
成

一
先
生
に
は
懇
切
な
ご
指
導
を
賜
り
'

深
く
感
謝

い
た
し
ま
す
｡
ま
た
学
外
で
も
'
吉
城
文
雄
先
生
に
ご
教
示
い
た
だ
き
ま

し
た
｡
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
っ
史
料
閲
覧

の
際
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
､

岩
手
県
立
博
物
館
､
岩
手
県
立
図
書
館
､
盛
岡
市
中
央
公
民
館

の
皆
様
に
は
末
尾
な

が
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
｡

(
こ
い
し
か
わ

･
と
お
る

青
森
県
立
郷
土
館
臨
時
事
務
補
助
員
)



【表 ･b】

尾去沢鉱山産飼主

年 次 産銅量 (斤)

安永元 572,538

3 912,577

6 597,213

7 645,352

8 577,619

9 758,450

天明元 776,000

2 605,328

3 601,110

5 486,072

6 636,678

7 474,991

8 264,881

寛政元 200,694

2 264,286

3 301,063

4 422,688

6 750,166

7 484,034

8 438,356

9 470,672l

l10 573,116

ll 602,006

12 618,653

享和元 552,793

2 457,988

3 408,150

麓三郎 『尾去沢 ･白根鉱

山史』pp.436-437より一

部引用｡

【表 ･a】明和銅座設置に至る主な銅統制政策

年 次

政策

元禄 8年 (1695)

同 14年 (1701)

正徳 2年 (1712)

元文 3年 (1738)

寛保 3年 (1743)

延享元年

寛延 3年

1.."Fれu
6

4

71

/t

(1750)

宝暦 4年 (1754)

同 13年 (1763)

明和元年 (1764)

同 2年 (1765)

同 3年 (1766)

長崎貿易において､銅による代物替開始｡

第一次銅座設置｡

銅座廃止｡

第二次銅座設置｡

輸出銅量半減令､御用銅買上値段100斤につき20

日値下｡

輸出銅量を310万斤に定む｡

第二次銅座廃止､御用銅買上値段値下-盛岡銅

139匁4分 8厘､秋田銅156匁 5分 2厘､別子立川

銅139匁 4分 8厘｡

｢御用三山｣の制定｡

銅生産振興について全国に布達｡

秋田阿仁銅山上知令｡

銅座設置に関して調査｡

第三次銅座設置｡

｢雑書｣､｢大意書｣､｢南部銅山前々御取扱之次第｣､『大坂編年史』第

9巻､『通航一覧』第4冊､『御触書天明集成』2839号､『国典類抄』第

19巻 雑部 18等によって作成｡
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