
床
店
勘
定
奉
行
ら
三
名
の
勘
定
方
役
人
が
、
浅
草
・
本
所
に

あ
る
幕
府
米
蔵
の
修
復
そ
の
他
の
費
用
不
足
を
解
消
す
る
た
め
、

安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
十
月
付
で
老
中
へ
対
策
案
を
示
し
て

認
可
を
求
め
た
。
こ
れ
ら
の
費
用
は
そ
れ
ま
で
公
金
貸
付
の
利

金
で
賄
わ
れ
て
い
た
が
、
当
時
、
貸
付
先
の
大
名
が
返
済
不
能

に
な
る
な
ど
し
た
た
め
費
用
不
足
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
勘
定
方
の
役
人
が
提
案
し
た
費
用
不
足
の
解
消
策
と

は
、
浅
草
の
蔵
前
通
り
に
お
い
て
床
店

と
こ
み
せの
営
業
を
許
可
し
て
地

代
を
徴
収
し
、
不
足
を
補
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
勘
定
方
か
ら
の
提
案
に
対
し
て
老
中
は
、
町
奉
行
と
の

相
談
を
指
示
し
た
上
で
、
そ
れ
を
認
め
た
。
相
談
を
受
け
た
町

奉
行
か
ら
も
十
二
月
二
十
五
日
付
で
了
解
が
得
ら
れ
、
蔵
前
通

り
で
の
床
店
営
業
を
許
可
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
（
本
巻
二
八

三
～
二
八
六
頁
）。

床
店
と
い
う
の
は
露
店
の
一
種
で
あ
る
。
江
戸
で
営
業
し
て

い
た
露
店
を
形
態
か
ら
み
る
と
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
床
店
と
葭
簀
張

よ
し
ず
ば
り

で
あ
る
。

床
店
と
は
、
主
に
板
を
材
料
と
し
て
床
・
壁
・
屋
根
を
設
え

た
仮
設
店
舗
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
間
口
は
一
間
～
一
間
半

程
度
で
あ
る
。
低
い
床
が
敷
か
れ
て
い
る
た
め
床
店
と
称
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
床
の
上
に
商
人
は
座
り
、
商
品
を
店
内

の
陳
列
台
に
並
べ
た
り
軒
先
に
吊
る
し
た
り
し
て
販
売
す
る
。
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客
は
店
の
外
の
路
上
に
い
て
商
品
を
見
て
購
入
す
る
。
基
本
的

に
は
物
品
販
売
用
の
店
舗
で
あ
る
。
例
外
と
し
て
床
店
が
髪
結

営
業
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
客
も
店
内
に

入
っ
て
髪
を
整
え
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
髪
結
営

業
に
使
用
さ
れ
る
床
店
を
髪
結
床
と
呼
ぶ
。
理
髪
店
の
俗
称
で

あ
る
床
屋
の
語
源
で
あ
る
。

葭
簀
張
と
は
、
棒
材
で

骨
組
み
を
作
り
、
葭
（
葦
、

あ
し
）
の
茎
を
編
ん
で
作
っ

た
葭
簀
で
壁
や
屋
根
を
付

け
た
仮
設
店
舗
で
あ
る
。

床
は
敷
か
な
い
。
腰
掛
や

桟
敷
を
設
け
、
客
を
店
内

に
入
れ
て
営
業
す
る
。
床

店
が
物
品
販
売
用
の
店
舗

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
葭

簀
張
は
茶
店
な
ど
の
飲
食

業
や
芝
居
・
見
世
物
な
ど

の
興
行
で
使
用
さ
れ
る
。

都
市
民
衆
世
界
と
床
店
浅
草
蔵
前
通
り
で
営
業
を
許
可
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
床
店
の
軒
数
は
不
明
で
あ
る
。
営
業
許
可
区

域
の
長
さ
が
お
よ
そ
三
五
〇
間
で
床
店
一
軒
の
間
口
が
一
間
半

に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
推
算
す
る
と
、
二
三
〇
軒
前
後

の
床
店
が
営
業
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
（『
大
日
本
近
世
史
料
』

諸
問
屋
再
興
調
十
四
、
二
三
四
～
二
三
五
頁
）。

江
戸
に
は
床
店
の
営
業
す
る
場
所
が
数
多
く
存
在
し
た
が
、

そ
の
中
で
も
浅
草
蔵
前
通
り
の
床
店
営
業
地
は
多
数
の
床
店
が

集
中
し
た
大
規
模
な
営
業
地
と
言
え
る
。
大
規
模
営
業
地
の
他

の
事
例
は
お
お
よ
そ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
上
野
山
下
や
江

戸
橋
広
小
路
で
は
一
〇
〇
軒
余
り
の
床
店
が
営
業
し
て
い
た
。

神
田
川
の
南
岸
で
筋
違
橋
と
浅
草
橋
と
の
間
の
柳
原
土
手
通
り

に
は
、
推
定
で
三
〇
〇
軒
余
り
の
床
店
が
軒
を
連
ね
て
い
た
。

浅
草
橋
の
南
詰
か
ら
西
へ
延
び
る
柳
原
土
手
通
り
と
、
浅
草

橋
か
ら
北
へ
少
し
行
っ
た
所
に
あ
る
浅
草
蔵
前
通
り
の
二
つ
が
、

当
時
の
江
戸
で
最
大
規
模
の
床
店
営
業
地
と
し
て
、
近
接
し
て

肩
を
並
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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『
守
貞
謾
稿

も
り
さ
だ
ま
ん
こ
う

』
は
、
近
世
後
期
の
江
戸
・
京
都
・
大
坂
の
社

会
・
経
済
・
文
化
に
関
す
る
様
々
な
事
柄
に
つ
い
て
詳
し
く

解
説
し
た
百
科
事
典
的
な
書
物
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
そ
の
中

で
床
店
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
京
坂
ニ

ハ
ア
レ
ト
モ
稀
也
、
江
戸
ハ
甚
タ
多
シ
」（
『
守
貞
謾
稿
』
巻
之

五
）
。
つ
ま
り
、

江
戸
・
京
都
・

大
坂
の
三
都
に

お
い
て
、
多
数

の
床
店
が
営
業

し
た
の
は
江
戸

の
み
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
床
店

が
特
に
江
戸
で

多
か
っ
た
理
由

は
不
明
だ
が
、

ひ
と
つ
考
え
ら

れ
る
の
は
、
江

戸
で
都
市
民
衆
世
界
の
発
達
が
著
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

近
世
後
期
の
江
戸
の
町
人
人
口
は
約
五
十
万
人
で
あ
る
が
、

そ
の
過
半
数
の
約
二
十
九
万
人
は
「
其
日
稼
ぎ
の
者
」
と
呼
ば

れ
る
人
々
で
あ
っ
た
。
収
入
は
低
く
不
安
定
で
、
め
ぼ
し
い
資

産
は
所
持
し
て
い
な
か
っ
た
人
々
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
狭
隘

な
裏
店
（
裏
長
屋
）
を
賃
借
し
て
居
住
し
て
い
た
。

裏
店
は
、
女
性
の
賃
仕
事
や
一
部
の
職
人
の
小
規
模
な
内
職

を
除
け
ば
、
基
本
的
に
は
寝
起
き
の
た
め
の
空
間
で
あ
り
、
そ

こ
に
暮
ら
す
人
々
の
稼
ぎ
の
場
所
は
居
住
空
間
と
は
別
の
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
稼
ぎ
が
商
売
の
場
合
は
、
商
品
を
担
い
で

あ
ち
こ
ち
を
移
動
し
販
売
す
る
棒 ぼ

手 て

振 ふ

り
か
、
あ
る
い
は
路
上

な
ど
に
設
け
ら
れ
た
床
店
や
葭
簀
張
、
屋
台
を
使
用
し
て
の
商

売
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
裏
店
居
住
の
零
細
商
人
の
膨
大
さ
が

江
戸
で
多
数
の
床
店
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
の
背
景
に
あ
っ
た

の
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
江
戸
で
顕
著
だ
っ
た
民
衆

世
界
の
発
達
が
数
多
く
の
床
店
を
生
み
出
し
た
と
考
え
て
よ
い

の
で
は
な
い
か
。

町
内
の
表
通
り
に
面
し
た
常
設
店
舗
は
地
代
・
店
賃
も
高
く
、
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ま
た
そ
こ
で
商
売
を
す
る
に
は
商
株

あ
き
な
い
か
ぶ（
営
業
権
）
も
必
要
だ
っ

た
た
め
、
裏
店
居
住
の
零
細
商
人
た
ち
は
そ
こ
か
ら
疎
外
さ
れ

て
い
た
。
そ
う
し
た
商
人
た
ち
に
と
っ
て
、
人
々
の
繁
多
な
往

来
に
面
し
た
場
所
で
手
軽
に
確
保
で
き
る
稼
ぎ
の
場
と
し
て
、

床
店
は
魅
力
的
で
あ
っ
た
。

床
店
の
認
可
と
利
権
江
戸
の
各
所
に
展
開
し
た
床
店
営
業
地

に
は
幕
府
の
認
可
を
受
け
て
い
る
も
の
（「
願
済

ね
が
い
す
み」）
と
無
認
可

の
も
の
（
「
願
済
無
之

ね
が
い
す
み
こ
れ
な
し」
）
と
が
あ
っ
た
。
幕
府
の
土
地
（
「
公 こ
う

儀 ぎ

地 ち

」
）
で
あ
る
道
路
敷
地
内
へ
床
店
を
設
置
し
て
商
売
す
る

こ
と
は
本
来
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
繁
華
な
「
人
集
之

場
所
」
に
お
い
て
そ
う
し
た
営
業
が
無
認
可
で
あ
っ
て
も
お
こ

な
わ
れ
る
こ
と
は
「
自
然
之
勢
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
取

締
を
徹
底
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
幕
府
の
役

人
た
ち
も
し
ば
し
ば
示
し
て
い
る
（
例
え
ば
『
東
京
市
史
稿
』

産
業
篇
第
五
九
、
四
八
四
頁
の
寺
社
奉
行
上
申
書
）
。
浅
草
蔵

前
通
り
に
お
い
て
も
、
今
回
の
床
店
営
業
許
可
が
出
さ
れ
る
以

前
に
「
葭
簀
囲
に
て
商
ひ
、
又
は
床
見
世
同
様
」
の
商
人
が

「
凡
百
三
拾
軒
余
」
も
出
て
い
た
と
い
う
（
本
巻
二
八
五
頁
）。

そ
れ
で
も
、
幕
府
が
無
認
可
の
床
店
営
業
地
の
取
締
を
実
施

す
る
こ
と
は
皆
無
で
は
な
く
、
床
店
営
業
地
が
、
よ
り
安
定
的

に
、
よ
り
規
模
を
拡
大
し
て
存
続
す
る
た
め
に
は
認
可
を
取
り

付
け
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
大

規
模
営
業
地
の
う
ち
、
上
野
山
下
の
場
合
は
、
寛
永
寺
の
負
担

す
る
周
辺
道
路
の
維
持
管
理
費
用
が
過
重
で
あ
る
こ
と
を
同
寺

が
幕
府
に
訴
え
、
床
店
か
ら
徴
収
す
る
地
代
で
そ
の
費
用
を
賄

う
こ
と
を
出
願
し
て
許
さ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
床
店
の
営

業
認
可
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
（
小
林
信
也
『
江
戸
の
民
衆

世
界
と
近
代
化
』
第
一
章
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
。

柳
原
土
手
通
り
の
場
合
は
、
土
手
通
り
の
道
路
や
土
手
な
ど
の

維
持
管
理
負
担
の
代
替
を
名
目
に
し
て
道
路
沿
い
の
町
々
な
ど

が
幕
府
に
出
願
し
て
認
可
を
取
り
付
け
て
い
た
（
前
掲
小
林
書
、

第
三
章
補
論
）
。
ま
た
、
幕
府
か
ら
の
認
可
を
取
り
付
け
た
寛

永
寺
や
町
々
か
ら
委
託
さ
れ
て
、
道
路
な
ど
の
維
持
管
理
業
務

と
床
店
か
ら
の
地
代
徴
収
業
務
と
を
お
こ
な
う
請
負
人
が
存
在

す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
請
負
人
は
、
道
路
な
ど
の
維

持
管
理
費
用
を
上
回
る
額
の
床
店
地
代
を
徴
収
し
、
そ
の
差
額

4



を
収
益
と
し
て
い
た
（
前
掲
小
林
書
、
第
一
部
所
収
の
諸
論
考
）。

こ
の
よ
う
に
、
簡
易
で
小
さ
く
て
も
人
々
の
頻
繁
な
往
来
に

面
し
た
場
所
に
店
を
確
保
し
た
い
と
い
う
、
裏
店
居
住
の
零
細

商
人
の
旺
盛
な
需
要
を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
へ
営
業
認
可
を
取

り
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
可
の
出
願
者
や
そ
の
出
願
者
か

ら
業
務
委
託
を
受
け
る
請
負
人
利
権
を
手
に
し
た
の
で
あ
る
。

今
回
、
こ
う
し
た
利
権
に
目
を
つ
け
て
幕
府
に
よ
る
営
業
認

可
の
取
り
付
け
に
動
い
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
幕
府
の
勘
定
方
役

人
た
ち
で
あ
っ
た
。
認
可
が
取
り
付
け
ら
れ
た
蔵
前
通
り
の
床

店
営
業
地
の
管
理
と
地
代
の
徴
収
と
を
幕
府
か
ら
委
託
さ
れ
て

お
こ
な
う
請
負
人
が
入
札
で
選
ば
れ
た
。
通
塩
町
の
地
借
で

「
太
物
並
仕
立
帯
類
渡
世
」
を
営
む
万
右
衛
門
と
い
う
商
人
が

請
負
人
と
な
っ
て
毎
年
九
三
六
両
の
地
代
を
幕
府
御
蔵
方
へ
上

納
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
前
掲
『
大
日
本
近
世
史
料
』
二
六
八

～
二
七
〇
頁
）
。
こ
の
こ
と
は
、
都
市
民
衆
の
日
々
の
稼
ぎ
に

も
吸
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
悪
化
し
た
財
政
に
苦
し
む
幕
府

の
あ
が
き
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

（
小
林
信
也
・
専
門
史
料
編
さ
ん
員
）

【
参
考
文
献
】
小
林
信
也
『
江
戸
の
民
衆
世
界
と
近
代
化
』

（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）。
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《
安
政
六
年
＝
一
八
五
九
》

の
ぞ
き
見
禁
止
！
女
湯
に
竹
簾
徹
底

七
月
九
日
町
奉
行
は
江
戸
の
湯
屋
に
対
し
、
女
湯
に
は
竹
簾

を
下
ろ
し
、
外
か
ら
見
透
か
せ
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
命
じ
た
。

町
を
通
行
す
る
外
国
人
の
目
を
気
に
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
正
月
、
町
奉
行
は
寛
政
改
革
の
風

俗
統
制
の
一
貫
と
し
て
、
男
女
入
込
湯
（
混
浴
）
の
禁
止
令
を

出
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
同
法
令
は
た
び
た
び
出
さ
れ
、
入
込

湯
を
営
業
す
る
湯
屋
が
摘
発
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

裏
を
返
せ
ば
、
こ
の
法
令
が
な
か
な
か
守
ら
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
男
女
が
混
浴
に

入
っ
た
り
、
風
呂
上
が
り
に
裸
で
歩
き
回
っ
た
り
と
い
う
の
は
、

珍
し
く
な
い
光
景
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
外
国
人
に
は
、
我
々
の
湯
屋
文
化
は
奇
異
に
映
る

ら
し
い
。
二
年
前
（
安
政
四
年
）
の
十
月
、
ア
メ
リ
カ
総
領
事

ハ
リ
ス
の
江
戸
参
府
に
際
し
て
も
様
々
な
注
意
事
項
の
一
つ
に
、

入
湯
人
は
裸
で
二
階
や
店
先
に
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の

が
あ
っ
た
。
外
国
人
の
通
行
が
日
常
化
す
る
中
で
、
町
奉
行
所

は
庶
民
の
感
覚
と
し
て
は
当
た
り
前
の
裸
体
の
取
締
に
頭
を
悩

ま
せ
そ
う
だ
。
→
産
業
篇

60－
４
頁
。

「
当
時
之
秀
吉
」
鈴
木
藤
吉
郎
処
罰

十
一
月
十
一
日
町
奉
行
所
御
用
聞
と
し
て
異
例
の
登
用
を
受

け
た
鈴
木
藤
吉
郎
が
処
罰
さ
れ
、
「
存
命
で
あ
れ
ば
遠
島
」
と

な
っ
た
。
罪
状
は
古
米
買
付
の
一
件
と
あ
る
が
、
詳
細
は
公
表

さ
れ
て
い
な
い
。
関
係
者
と
し
て
米
屋
・
米
仲
買
の
ほ
か
、
仙

台
藩
の
御
家
来
方
ま
で
も
が
処
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

老
中
阿
部
正
弘
の
肝
煎
り
で
町
奉
行
所
御
用
聞
と
な
っ
た
藤

吉
郎
だ
が
、
ど
う
に
も
胡
散
臭
い
人
物
で
あ
っ
た
。
元
は
内
藤
政

之
進
と
い
い
、
浪
人
の
身
分
か
ら
一
橋
家
、
次
い
で
水
戸
家
に

仕
え
、
そ
の
秀
才
振
り
か
ら
斉
昭
に
「
当
時
の
秀
吉
な
り
」
と
い
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わ
れ
、
藤
吉
郎
の
名
を
賜
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
水
戸
家
の
危
難

を
見
限
っ
て
浪
人
と
な
り
、
直
後
に
阿
部
に
拾
わ
れ
た
ら
し
い
。

藤
吉
郎
が
諸
色
潤
沢
方
取
調
御
用
と
な
っ
て
、
御
備
米
十
万

俵
を
仙
台
藩
か
ら
直
接
買
い
付
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

今
回
の
処
罰
者
を
見
る
と
こ
の
件
に
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
が
、
推
測
の
域
を
出
な
い
。

藤
吉
郎
は
町
奉
行
所
に
出
勤
す
る
際
も
乗
馬
・
駕
籠
を
許
可

さ
れ
て
い
た
。
与
力
上
席
と
い
う
立
場
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
か

ら
も
老
中
阿
部
と
の
癒
着
が
疑
わ
れ
る
が
、
御
用
聞
と
な
っ
て

四
ケ
月
足
ら
ず
で
阿
部
が
死
去
し
た
こ
と
か
ら
、
今
回
の
始
末

は
見
え
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
→
産
業
篇

59－

636頁
、
産

業
篇

60－

31頁
。

《
安
政
七
年
・
万
延
元
年
＝
一
八
六
〇
》

新
貨
幣
の
登
場
、
両
替
を
求
め
て
大
騒
動

正
月
二
十
日
こ
の
年
、
新
た
に
鋳
造
し
た
万
延
判
と
、
こ
れ

ま
で
通
用
し
て
い
た
保
字
判
（
天
保
判
）・
正
字
判
（
安
政
判
）

と
の
交
換
を
め
ぐ
っ
て
大
騒
動
が
起
こ
っ
た
。
こ
と
の
発
端
は
、

外
国
貿
易
に
伴
う
金
の
国
外
流
出
を
防
ぐ
た
め
、
日
本
で
の
銀

貨
に
対
す
る
金
貨
の
価
値
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
幕

府
は
当
分
の
対
処
と
し
て
、
天
保
判
一
両
を
三
両
余
り
、
正
字

判
一
両
を
金
二
両
余
り
に
価
値
を
上
げ
て
通
用
（
割
増
通
用
）

す
る
よ
う
正
月
二
十
日
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。

騒
動
が
本
格
化
す
る
の
は
、
額
面
と
実
質
の
価
値
を
合
致
さ

せ
た
万
延
判
と
、
保
字
判
・
正
字
判
と
の
交
換
が
始
ま
っ
た
四

月
以
降
で
あ
っ
た
。
町
人
ら
は
、
保
証
の
な
い
額
面
と
は
違
う

価
値
で
の
取
引
を
嫌
い
、
両
替
屋
で
の
交
換
を
求
め
た
の
で
あ

る
。
な
か
に
は
、
新
判
・
古
判
の
差
額
で
一
儲

ひ
と
も
うけ
し
よ
う
と
、

地
方
に
ま
で
古
判
を
買
い
求
め
に
出
向
く
者
も
い
る
と
い
う
。

一
方
、
幕
府
よ
り
供
給
さ
れ
る
万
延
判
の
量
は
限
ら
れ
て
お

り
、
我
先
に
と
競
い
合
い
、
し
だ
い
に
両
替
屋
の
周
囲
は
両
替

を
求
め
る
人
び
と
で
ご
っ
た
返
す
よ
う
に
な
っ
た
。

両
替
屋
が
番
札
（
整
理
券
）
を
配
布
す
る
と
、
札
取
人
を
雇
っ

た
り
、
札
を
買
い
集
め
た
り
す
る
者
も
出
た
。
貧
困
者
の
良
い

稼
ぎ
口
と
な
っ
た
が
、
力
づ
く
で
札
を
取
る
者
も
多
か
っ
た
た

め
、
女
性
や
子
ど
も
の
出
る
幕
は
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。
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や
が
て
夜
中
か
ら
人
が
集
ま
り
始
め
、
店
に
引
き
入
れ
よ
う

も
の
な
ら
、
押
し
合
い
揉
み
合
い
、
鬨 と
きの
声
を
あ
げ
る
者
も
お

り
、
水
を
ぶ
っ
か
け
て
も
鎮
ま
ら
な
い
有
様
。
番
人
に
出
た
家

主
ら
の
言
う
こ
と
も
聞
か
ず
、
何
か
ヘ
タ
な
こ
と
を
言
え
ば
、

乱
暴
に
及
ぼ
う
か
と
い
う
勢
い
と
い
う
。
七
月
に
は
五
、
六
千

人
に
も
達
し
た
と
い
い
、
こ
れ
ら
を
目
当
て
に
白
玉
水
や
蕎
麦

な
ど
の
屋
台
も
出
る
始
末
。
ま
さ
に
混
沌
と
し
た
状
況
が
連
日

連
夜
続
い
た
の
で
あ
る
。
両
替
商
の
播
磨
屋
中
井
新
右
衛
門
の

記
録
に
あ
る
二
枚
の
絵
か
ら
は
、
混
乱
す
る
現
場
の
様
子
が
手

に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
。

結
局
、
配
布
方
法
を
工
夫
し
た
こ
と
で
、
騒
動
は
解
消
に
向

か
っ
た
と
い
う
。
→
産
業
篇

60－

51頁
。

直
送
禁
止
生
糸
な
ど
五
品
目
は
江
戸
の
問
屋
を
通
せ

閏
三
月
幕
府
は
、
生
糸
・
呉
服
・
雑
穀
・
水
油
・

�の
五
品

に
つ
い
て
、
地
方
商
人
ら
が
直
接
開
港
場
に
卸
す
の
で
は
な
く
、

必
ず
江
戸
問
屋
を
経
由
す
る
よ
う
に
せ
よ
と
命
じ
た
。

昨
年
、
神
奈
川
港
（
横
浜
港
）
で
貿
易
が
始
ま
っ
て
以
来
、

生
糸
・
呉
服
な
ど
の
繊
維
製
品
や
、
雑
穀
・
水
油
・

�な
ど
日

用
品
の
品
不
足
お
よ
び
価
格
高
騰
が
問
題
化
し
て
い
る
。
国
内

市
場
よ
り
貿
易
市
場
の
ほ
う
が
高
値
で
取
引
さ
れ
る
た
め
、
地

方
商
人
ら
が
生
産
地
で
商
品
を
買
い
占
め
、
江
戸
の
問
屋
を
通

さ
ず
、
開
港
場
に
直
送
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
ら
の
商

品
を
扱
う
江
戸
の
問
屋
ら
は
、
か
ね
て
よ
り
町
奉
行
所
に
対
策

を
立
て
る
よ
う
訴
え
て
い
た
。

よ
う
や
く
対
策
に
乗
り
出
し
た
幕
府
だ
が
、
諸
外
国
と
締
結
し

た
条
約
は
自
由
貿
易
を
保
証
す
る
も
の
で
、
商
人
同
士
の
取
引
に

干
渉
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
「
今
回
の
法
令
は
貿
易
の

仕
法
を
改
め
る
も
の
で
は
な
い
」「
輸
出
の
分
を
見
込
ん
で
生
産
・

取
引
を
」
と
強
調
し
て
い
る
。
一
方
で
同
法
令
は
、
す
っ
か
り
弱

体
化
し
て
し
ま
っ
た
江
戸
の
問
屋
を
保
護
し
、
流
通
体
制
を
立

て
直
す
の
が
目
的
と
み
る
向
き
も
あ
る
。

→
産
業
篇

60－

131頁
。

本
丸
御
殿
再
建
に
関
わ
っ
た
大
工
・
人
足
ら
に
御
褒
美

十
二
月
八
日
幕
府
は
、
本
丸
御
殿
の
御
普
請
に
際
し
て
無
賃

に
て
御
用
を
勤
め
た
大
工
・
町
火
消
人
足
・
相
撲
取
に
対
し
褒
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美
金
を
下
付
し
た
。

昨
年
（
安
政
六
）
十
月
十
七
日
の
江
戸
城
本
丸
御
殿
焼
失
後
、

幕
府
は
す
ぐ
さ
ま
再
建
工
事
に
着
手
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
同

年
十
二
月
七
日
、
市
中
大
工
棟
梁
共
惣
代
の
一
番
組
大
工
行
事
・

三
河
町
一
丁
目
万
次
郎
地
借
寅
吉
他
五
人
、
今
年
二
月
七
日
に

は
相
撲
取
惣
代
喜
太
郎
他
五
人
と
町
火
消
惣
代
伊
兵
衛
他
一
人

が
御
国
恩
冥
加
と
し
て
無
賃
で
人
足
・
職
人
を
差
し
出
し
た
い
と

町
奉
行
所
へ
願
い
出
た
。
町
奉
行
所
よ
り
許
可
を
得
た
寅
吉
ら

大
工
は
汐
見
二
重
御
櫓
銅
御
多
門
の
建
設
、
相
撲
取
は
石
類
等

運
搬
、
町
火
消
人
足
は
櫓
の
地
形
建
方
を
担
当
し
た
。
晴
天
続
き

だ
っ
た
た
め
工
事
は
順
調
に
進
み
、
わ
ず
か
三
十
日
で
竣
工
し
た
。

幕
府
か
ら
の
褒
美
金
は
、
大
工
へ
は
金
二
百
両
、
火
消
人
足
・

相
撲
取
へ
は
金
五
十
両
に
の
ぼ
っ
た
模
様
だ
。
→
皇
城
篇
３

－

1203頁
、
産
業
篇

60－

72頁
。

《
万
延
二
年
・
文
久
元
年
＝
一
八
六
一
》

江
戸
湾
実
測
図
、
つ
い
に
完
成

四
月
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
か
ら
西
洋
式
測
量
法
に
よ
り

作
成
し
て
き
た
江
戸
湾
実
測
図
が
こ
の
程
完
成
し
た
。
こ
の
絵

図
は
、
海
軍
操
練
所
教
授
方
小
野
友
五
郎
が
指
揮
を
と
り
、
教

授
方
手
伝
荒
井
郁
之
助
・
上
原
七
郎
・
宮
永
扇
三
・
甲
賀
源
吾
・

豊
田
港
ら
が
測
量
し
、
安
藤
源
太
郎
・
野
村
総
右
衛
門
が
製
図

し
た
も
の
。

今
回
小
野
ら
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
絵
図
は
、
も
と
も
と
実

習
用
と
し
て
海
岸
線
と
湾
内
の
水
深
を
測
量
し
て
い
た
も
の
だ

が
、
時
節
柄
、
海
防
に
力
を
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
幕
府
に
よ

り
追
認
さ
れ
た
。
先
月
末
、
幕
府
か
ら
小
野
に
江
戸
湾
内
に
砲

台
設
置
位
置
を
検
討
す
る
よ
う
に
と
の
命
が
下
り
、
よ
り
精
密

な
測
量
が
追
加
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

小
野
友
五
郎
は
、
軍
艦
教
授
所
（
の
ち
軍
艦
操
練
所
）
設
立

時
か
ら
の
教
授
、
去
る
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
の
咸
臨
丸
ア

メ
リ
カ
派
遣
の
際
に
は
航
海
測
量
を
担
当
し
た
、
海
軍
テ
ク
ノ

ク
ラ
ー
ト
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
。
→
港
湾
篇
３

－

199頁
。

御
用
鰻
納
人
鉄
五
郎
、
つ
い
に
訴
え
ら
れ
る

五
月
十
日
江
戸
城
に
鰻
を
納
め
る
御
用
鰻
納
人
惣
代
二
名
が
、
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同
じ
く
御
用
鰻
納
人
の
鉄
五
郎
を
訴
え
た
。

き
っ
か
け
は
、
四
月
十
六
日
深
夜
、
武
州
橘
樹
郡
大
森
村
の

内
川
橋
に
て
、
軽
子
（
荷
物
運
搬
業
者
）
の
庄
次
郎
が
襲
わ
れ

た
事
件
。
庄
次
郎
は
、
川
崎
宿
の
鰻
荷
主
久
吉
に
頼
ま
れ
、
鰻

御
用
納
人
の
本
小
田
原
町
尾
張
屋
平
蔵
に
鰻
荷
物
一
荷
を
送
り

届
け
る
途
中
で
あ
っ
た
。
「
芝
田
町
の
鉄
五
郎
と
い
う
鰻
御
用

納
人
だ
」
と
名
乗
る
男
ら
に
声
を
か
け
ら
れ
、「
荷
物
を
渡
せ
」

と
の
要
求
を
断
っ
た
と
こ
ろ
、
鰻
を
強
奪
さ
れ
た
。

こ
の
鉄
五
郎
、
納
人
仲
間
の
間
で
は
以
前
か
ら
問
題
人
物
だ
っ

た
。
仲
間
の
式
法
に
背
き
、
費
用
を
受
け
取
っ
て
い
な
が
ら
生

け
簀
を
設
置
せ
ず
、
十
年
間
に
わ
た
っ
て
御
用
鰻
を
納
め
て
い

な
い
。
そ
し
て
今
回
の
よ
う
に
、
「
御
用
」
だ
と
偽
っ
て
御
用

鰻
を
奪
い
、
勝
手
に
よ
そ
へ
売
り
渡
し
て
し
ま
う
。
た
だ
で
さ

え
天
候
不
順
に
よ
り
今
年
の
鰻
は
不
漁
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
御

用
鰻
に
支
障
が
出
る
か
も
し
れ
な
い
。
危
機
感
を
募
ら
せ
た
納

人
惣
代
ら
は
、
つ
い
に
訴
え
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

鉄
五
郎
は
、
今
回
の
件
を
は
じ
め
こ
れ
ま
で
の
不
法
を
詫
び
、

自
身
は
鰻
渡
世
か
ら
引
退
す
る
が
、
息
子
兼
太
郎
に
家
業
を
相

続
さ
せ
た
い
と
歎
願
し
て
い
る
。
納
人
ら
は
、
滞
納
し
て
い
た

金
銭
の
支
払
い
や
、
生
け
簀
の
設
置
費
用
を
今
後
渡
さ
な
い
こ

と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
条
件
を
出
し
て
示
談
と
す
る
模
様
だ
。

→
産
業
篇

60－

363頁
。

英
国
公
使
館
襲
撃
さ
れ
る
も
公
使
は
無
事

五
月
二
十
八
日
夜
十
一
時
頃
、
高
輪
東
禅
寺
内
の
イ
ギ
リ
ス

公
使
館
が
十
数
人
の
浪
士
か
ら
襲
撃
を
受
け
た
。
警
備
体
制
が

強
化
さ
れ
て
い
た
た
め
公
使
は
無
事
だ
っ
た
が
、
双
方
共
に
複

数
の
死
傷
者
が
出
て
い
る
。

公
使
館
側
の
死
亡
者
は
二
名
。
負
傷
者
は
重
軽
傷
含
め
二
十

名
程
。
浪
士
側
で
は
襲
撃
後
行
方
不
明
の
者
も
い
る
の
で
正
確

で
は
な
い
が
、
死
亡
三
名
、
重
傷
一
名
、
生
け
捕
り
一
名
。
そ

の
ほ
か
は
逃
走
。
そ
の
後
、
南
品
川
宿
二
丁
目
の
虎
屋
と
い
う

旅
籠
屋
で
逃
走
し
た
と
思
わ
れ
る
浪
士
四
名
が
自
殺
し
て
い
る

の
が
見
つ
か
っ
た
。
襲
撃
者
の
正
体
は
、
生
け
捕
り
に
し
た
者

が
所
持
し
て
い
た
連
判
帳
か
ら
水
戸
浪
士
と
判
明
、
十
五
名
の

名
前
が
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
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公
使
館
の
警
備
は
大
和
郡
山
藩
と
三
河
西
尾
藩
が
担
当
し
て

お
り
、
要
人
警
護
に
は
外
国
奉
行
配
下
の
外
国
御
用
出
役
の
幕

臣
が
当
た
っ
て
い
た
。
警
備
側
の
死
亡
者
は
要
人
警
護
の
出
役

で
、
深
手
を
負
っ
た
結
果
死
亡
し
た
よ
う
だ
。
も
う
一
人
は
寺

の
者
で
、
こ
ち
ら
は
巻
き
添
え
を
食
っ
た
こ
と
に
な
る
。
イ
ギ

リ
ス
人
館
員
も
二
名
程
負
傷
し
た
が
、
こ
ち
ら
は
軽
傷
の
よ
う

で
、
国
際
問
題
に
は
な
ら
ず
に
済
み
そ
う
で
あ
る
。
→
市
街
篇

46－

345頁
。

猛
獣
見
世
物
興
行
を
禁
止
へ

十
月
十
六
日
町
奉
行
所
は
、
市
中
で
の
猛
獣
の
見
世
物
興
行

を
今
後
一
切
禁
じ
る
御
触
を
出
し
た
。

こ
れ
は
、
七
月
に
牛
込
肴
町
家
主
清
助
よ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
人

か
ら
買
い
取
っ
た
虎
を
両
国
広
小
路
で
見
世
物
興
行
し
た
い
と

願
い
出
が
あ
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
評
議
が
進
め
ら
れ
た
結

果
の
町
触
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
だ
ち
に
全
面
禁
止
と
す
る
す
る
に
は
不
都
合
な

事
実
が
あ
っ
た
。
昨
年
、
将
軍
上
覧
に
な
っ
た
豹
が
、
そ
の
後

浅
草
寺
境
内
と
両
国
で
見
世
物
に
な
り
、
大
評
判
を
呼
ん
で

い
た
の
だ
。
こ
れ
を
受
け
、
今
度
は
四
谷
福
寿
院
境
内
で
虎
の

見
世
物
を
行
な
い
た
い
と
の
願
い
が
出
さ
れ
て
い
た
。
同
じ
よ

う
な
願
い
筋
に
対
し
て
異
な
っ
た
判
断
も
出
来
兼
ね
、
よ
う
や

く
十
月
に
な
っ
て
今
回
の
興
行
に
限
っ
て
許
可
し
、
こ
れ
以
降

は
禁
止
と
い
う
運
び
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
町
奉
行
所
は
許
可

を
与
え
る
に
際
し
以
下
の
四
つ
の
条
件
を
課
し
て
い
る
。
場
末

で
あ
る
こ
と
、
厳
重
な
鉄
格
子
の
檻
に
入
れ
る
こ
と
、
番
人

を
つ
け
て
昼
夜
監
視
す
る
こ
と
、
日
数
を
限
り
期
日
後
は
速

や
か
に
退
去
す
る
こ
と
。

近
年
の
震
災
・
風
災
害
も
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
非
常
事
態
が

起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
町
奉
行
の
心
配
と
は
裏
腹
に
、
現
在
、

四
ツ
谷
福
寿
院
境
内
に
て
虎
の
見
世
物
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

→
産
業
篇

60－

465頁
。

和
宮
江
戸
に
到
着
に
つ
き
注
意
喚
起

十
一
月
十
五
日
孝
明
天
皇
の
妹
・
和
宮
が
将
軍
家
茂
の
元
へ

輿
入
れ
の
た
め
、
本
日
江
戸
に
到
着
す
る
。
十
月
二
十
日
に
京
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都
を
出
発
し
て
お
よ
そ
二
十
五
日
の
長
旅
で
あ
っ
た
。
到
着
後

し
ば
ら
く
は
御
三
卿
清
水
家
の
屋
敷
に
逗
留
し
た
の
ち
、
江
戸

城
大
奥
へ
入
城
す
る
こ
と
と
な
る
。

和
宮
到
着
直
前
と
い
う
こ
と
で
市
中
に
は
戒
厳
体
制
が
敷
か

れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
行
列
が
通
行
す
る
予
定
の
道
筋
の
町
々

に
対
し
て
、
禁
止
事
項
を
通
達
す
る
町
触
が
繰
り
返
し
出
さ
れ

て
い
る
。

最
も
警
戒
し
て
い
る
の
は
火
事
で
、
火
災
の
発
生
源
と
な
り

や
す
い
、
風
呂
屋
・
料
理
茶
屋
・
煮
売
屋
・
麩
屋
・
湯
葉
屋
・

焼
芋
屋
・
蒲
鉾
屋
・
豆
腐
屋
・
鍛
冶
屋
・
饂
飩
蕎
麦
屋
等
は
九

日
か
ら
十
日
ま
で
営
業
停
止
と
さ
れ
た
。
焚
き
火
や
神
仏
に
捧

げ
る
灯
明
も
禁
止
と
い
う
徹
底
ぶ
り
だ
。

ま
た
、
横
道
・
抜
け
道
の
通
行
制
限
、
空
き
家
の
封
鎖
、
二

階
家
の
〆
切
と
目
張
り
、
往
来
の
掃
除
等
、
細
々
と
し
た
注
意

事
項
も
出
さ
れ
て
い
る
。

な
お
和
宮
の
行
列
が
通
行
す
る
際
、
男
は
す
べ
て
そ
の
場
か

ら
払
い
出
す
こ
と
と
さ
れ
、
通
行
の
模
様
を
拝
し
奉
る
こ
と
は

女
性
に
限
っ
て
許
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
華
美
な
衣
類
や
髪
飾
り

が
禁
止
さ
れ
る
一
方
、
見
苦
し
い
身
な
り
も
不
可
と
い
う
か
ら

な
か
な
か
難
し
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
男
性
が
「
透
見
」
す
る

こ
と
な
ど
決
し
て
な
い
よ
う
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
→
市
街

篇

46－

509頁
、
産
業
篇

60－

488頁
。

《
文
久
二
年
＝
一
八
六
二
》

御
用
魚
納
入
方
法
の
改
善
を
求
め
、
起
請
文
を
取
り
結
ぶ

正
月
二
十
二
日
幕
府
へ
御
用
魚
を
納
め
て
き
た
四
組
肴
問
屋

が
、
納
入
方
法
の
改
善
を
訴
え
る
た
め
、
起
請
文
を
取
り
結
ん

で
団
結
を
図
っ
た
。

近
年
は
、
幕
府
の
肴
役
所
に
お
い
て
、
魚
の
大
き
さ
を
実
際

よ
り
も
小
さ
く
計
測
し
て
支
払
う
代
金
を
抑
え
た
り
、
御
雇
買

役
や
御
雇
小
使
の
者
が
賄
賂
等
を
要
求
し
、
渡
さ
な
い
者
を
不

当
に
扱
っ
た
り
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
問
屋
ら
は
多
額
の
仕

入
れ
前
金
を
漁
民
へ
払
っ
て
い
る
が
、
途
中
で
船

頭
が
魚

荷
を

勝
手
に
売
り
払
っ
て
し
ま
う
な
ど
、
大
き
な
損
失
を
出
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
前
の
よ
う
に
大
き
さ
を
正
し
く
測
定
し
、
代
金

も
規
定
通
り
支
払
う
こ
と
、
納
め
る
魚
は
肴
役
所
詰
め
の
行
事
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や
問
屋
が
日
々
の
相
場
を
も
っ
て
市
場
で
購
入
す
る
よ
う
に
し
、

御
雇
買
役
を
廃
止
と
す
る
こ
と
を
訴
え
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し

て
、
訴
願
に
あ
た
り
、
問
屋
が
神
文
に
連
印
し
、
団
結
を
誓
っ

た
の
で
あ
る
。
→
産
業
篇

60－

529頁
。

香
具
師
人
別
取
締
方

三
月

十
日

町
奉
行
は
、
香
具
師
渡
世
の
者
を
取
り
締
ま
る
た

め
、
重
立
っ
た
者
を
選
ん
で
人
別
帳
を
作
成
・
管
理
さ
せ
る
方
針

を
申
し
渡
し
た
。
市
中
に
定
住
す
る
者
は
も
ち
ろ
ん
、
他
国
よ
り

入
り
込
む
渡
り
の
香
具
師
も
管
理
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
も
の
だ
。

町
奉
行
所
内
で
は
す
で
に
昨
年
か
ら
こ
の
政
策
の
実
施
に
向

け
た
検
討
に
着
手
し
て
い
た
が
、
そ
の
ね
ら
い
は
二
つ
あ
っ
た

と
み
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
治
安
状
況
の
悪
化
が
進
む
中
、
諸
国

を
渡
り
歩
く
香
具
師
に
身
を
や
つ
し
て
身
元
不
明
の
者
が
御
府

内
に
入
り
込
む
リ
ス
ク
を
抑
え
る
目
的
で
あ
る
。
今
ひ
と
つ
は

逆
に
、
香
具
師
の
情
報
収
集
能
力
を
よ
り
確
実
に
利
用
し
よ
う

と
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
町
奉
行
所
の

組
廻
り
同
心
等
は
特
定
の
香
具
師
と
関
係
を
築
き
、
情
報
収
集

の
た
め
用
向
き
を
申
し
付
け
て
き
た
が
、
何
分
人
別
把
握
が
で

き
て
い
な
い
た
め
急
な
連
絡
が
つ
か
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
情
報
源
の
所
在
を
把
握
し
て
お
き
、
迅
速
な
治
安
維
持

活
動
に
備
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

町
奉
行
所
で
は
十
九
名
の
主
要
な
香
具
師
に
人
別
帳
の
管
理

を
委
ね
、
現
在
八
百
人
程
い
る
と
み
ら
れ
る
香
具
師
の
統
制
に

当
た
ら
せ
る
見
込
み
だ
。
→
産
業
篇

60－

586。
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種
を
絶
や
す
な
！
西
洋
医
学
所
で
種
痘
人
募
集

八
月
十
六
日
町
奉
行
は
名
主
ら
に
対
し
、
下
谷
和
泉
橋
の
西

洋
医
学
所
・
出
張
所
に
種
痘
人
が
絶
え
る
こ
と
な
く
来
る
よ
う

に
せ
よ
、
と
言
い
渡
し
た
。
西
洋
医
学
所
の
取
締
役
で
幕
府
奥

医
師
の
伊
東
元
朴
ら
の
依
頼
に
よ
る
。

疱
瘡
（
天
然
痘
）
の
予
防
の
た
め
、
牛
痘
に
罹
っ
た
者
の
か

さ
ぶ
た
で
作
っ
た
痘
苗
を
接
種
す
る
の
が
種
痘
で
あ
る
。
種
痘

に
よ
り
軽
い
疱
瘡
に
か
か
っ
た
子
供
の
腕
か
ら
、
別
の
子
供
の

腕
へ
と
植
え
継
ぐ
。
オ
ラ
ン
ダ
人
シ
ー
ボ
ル
ト
が
も
た
ら
し
た

こ
の
予
防
法
は
各
地
で
試
み
ら
れ
、
広
ま
っ
た
。

し
か
し
現
在
、
猛
威
を
振
る
う
麻
疹
に
よ
り
、
種
痘
人
が
減
っ

て
い
る
。
子
供
た
ち
が
命
を
落
と
し
た
り
、
感
染
を
恐
れ
て
外

出
し
な
い
た
め
と
み
ら
れ
る
。

「
今
年
は
近
年
稀
に
み
る
麻
疹
の
大
流
行
の
た
め
、
種
痘
を
願

い
出
る
者
が
い
な
い
。
麻
疹
に
か
か
っ
た
子
供
に
手
当
金
を
出

し
、
日
々
種
痘
を
し
て
き
た
が
、
こ
の
辺
で
は
接
種
し
尽
し
て

し
ま
っ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
種
切
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
種
痘

所
と
し
て
始
ま
っ
た
西
洋
医
学
所
の
プ
ラ
イ
ド
も
あ
る
」。

疱
瘡
の
予
防
に
半
生
を
捧
げ
、
西
洋
医
学
所
（
当
時
は
種
痘

所
）
を
設
立
し
、
江
戸
で
の
種
痘
を
主
導
し
て
き
た
元
朴
は
、

危
機
感
を
持
っ
て
語
っ
て
い
る
。
→
産
業
篇

60－

706頁
。

参
勤
交
代
制
度
が
緩
和
さ
れ
る
！

閏
八
月
二
十
二
日
こ
の
た
び
、
参
勤
交
代
制
度
が
緩
め
ら
れ

る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
、
ペ
リ
ー
が
浦
賀
へ
来
航
し
我
が

国
に
開
国
を
求
め
て
以
降
、
幕
府
は
開
国
の
是
非
と
と
も
に
江

戸
湾
を
は
じ
め
と
す
る
全
国
の
海
防
強
化
に
つ
い
て
繰
り
返
し

議
論
し
て
き
た
。
し
か
し
、
各
年
の
参
勤
交
代
と
海
防
強
化
と

の
両
立
は
各
藩
の
負
担
が
大
き
い
と
の
声
が
上
が
っ
て
い
た
。

今
回
の
緩
和
は
、
海
防
強
化
策
の
一
つ
で
あ
る
。

今
回
の
主
な
変
更
点
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
一
年
お
き
と
し
て
い
た
参
勤
交
代
を
三
年
に
一
度

と
す
る
こ
と
。
藩
主
の
在
府
期
間
は
、
御
三
家
・
溜
間
詰
大
名

は
一
年
、
そ
の
他
の
大
名
は
約
百
日
と
す
る
こ
と
。
嫡
子
は
参

府
・
在
国
・
在
邑
の
い
ず
れ
か
の
選
択
を
自
由
と
す
る
こ
と
。
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妻
子
は
帰
藩
を
自
由
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
幕
府
は
藩
主
が
江

戸
藩
邸
留
守
の
間
、
江
戸
詰
の
家
来
を
少
な
く
し
藩
の
負
担
を

軽
減
さ
せ
る
よ
う
に
と
も
通
達
し
た
。

こ
の
緩
和
は
、
一
橋
慶
喜

ひ
と
つ
ば
し
よ
し
の
ぶ・
松
平
慶
永

よ
し
な
が

ら
に
よ
る
幕
政
改

革
の
一
環
と
し
て
実
現
し
た
が
、
幕
府
の
大
名
統
制
力
低
下
に

歯
止
め
が
か
か
る
か
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
→
市
街
篇

46－

778頁
。

コ
レ
ラ
獣
現
る

!?コ
レ
ラ
流
行
で
江
戸
は
大
パ
ニ
ッ
ク

八
月
下
旬
七
月
中
旬
か
ら
流
行
中
の
コ
レ
ラ
は
ま
す
ま
す
猛

威
を
振
る
い
、
江
戸
だ
け
で
も
死
者
七
万
三
千
人
に
到
達
し
た
。

コ
レ
ラ
は
突
然
の
高
熱
、
嘔
吐
、
下
痢
、
脱
水
な
ど
を
生
じ
、

放
っ
て
お
く
と
三
日
以
内
に
死
に
至
る
こ
と
か
ら
「
三
日
コ
ロ

リ
」
と
も
呼
ば
れ
る
怖
ろ
し
い
病
気
で
あ
る
。

日
本
で
最
初
に
コ
レ
ラ
が
流
行
し
た
の
は
文
政
五
年
（
一
八

二
二
）
。
こ
の
病
気
の
原
因
や
治
療
法
の
手
が
か
り
は
な
く
、

予
防
措
置
を
取
る
こ
と
は
全
く
で
き
な
か
っ
た
。
次
い
で
安
政

五
年
（
一
八
五
八
）
に
再
び
大
流
行
。
全
国
に
蔓
延
し
大
惨
事

を
引
き
起
こ
し
た
。
江
戸
で
は
葬
列
の
棺
が
昼
夜
絶
え
る
こ
と

な
く
、
日
本
橋
上
に
は
一
日
二
百
に
も
な
る
棺
が
並
ん
で
い
た

と
い
う
。
こ
の
時
の
死
者
は
十
万
～
二
六
万
人
に
の
ぼ
っ
た
。

こ
の
た
び
の
コ
レ
ラ
の
猛
襲
は
安
政
時
を
凌
ぐ
勢
い
と
み
ら

れ
て
い
る
。

八
月
中
旬
に
は
、
コ
レ
ラ
を
撃
退
さ
せ
る
た
め
に
、
町
々
の

木
戸
に
不
浄
除
け
の
竹

を
立
て
、
軒
に
奉
燈
の

提
灯
を
釣
り
、
鎮
守
神

輿
獅
子
頭
を
渡
し
、
神

楽
所
を
し
つ
ら
え
神
を

祀
り
禍
を
祓
っ
た
り
、

山
車
を
引
き
出
し
練
り

踊
っ
た
。
ま
た
、
諸
神

社
で
も
臨
時
の
祭
が
執

り
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に

は
、
原
因
不
明
の
こ
の

病
を
妖
怪
変
化
の
仕
業
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で
あ
る
と
し
て
様
々
な
流
言
が
生
ま
れ
る
な
ど
、
人
々
に
強
い

恐
怖
心
を
植
え
付
け
、
江
戸
市
中
は
大
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
っ
て
い

る
。多
摩
の
方
で
は
「
コ
レ
ラ
獣
」
を
見
た
者
が
い
る
と
か
い
な

い
と
か
。
そ
の
姿
は
イ
タ
チ
に
似
て
お
り
、
尾
を
除
く
頭
か
ら

尻
ま
で
の
体
長
は
三
十
セ
ン
チ
程
。
毛
並
み
は
狐
色
よ
り
余
程

濃
く
、
眼
は
丸
く
、
手
足
は
猿
、
爪
は
猫
の
形
を
し
て
い
る
と

い
う
。
→
変
災
篇
３

－

1042頁
、
救
済
篇
４

－

596頁
、
藤
岡
屋
日

記
第
八
十
八
「
コ
レ
ラ
獣
」

10巻

397頁
。

《
文
久
三
年
＝
一
八
六
三
》

将
軍
上
洛
中
の
芝
居
興
行
は
ど
う
な
る
？

正
月
町
奉
行
が
、
将
軍
家
茂
の
上
洛
中
も
猿
若
町
で
芝
居
興

行
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
老
中
へ
伺
い
出
た
と
い
う
。

天
保
十
四
年
、
将
軍
家
慶
の
日
光
参
詣
に
伴
う
将
軍
の
留
守

中
、
芝
居
興
行
は
禁
止
と
さ
れ
た
。
当
然
、
今
年
の
将
軍
家
茂

の
上
洛
で
も
、
そ
れ
に
倣
っ
て
禁
止
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
日
光
参
詣
と
異
な
っ
て
長
期
間
に
及
ぶ
の
で
、
猿
若
町

で
芝
居
興
行
に
携
わ
る
大
勢
の
者
の
生
活
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
こ
で
町
奉
行
は
、
彼
ら
は
他
に
稼
ぎ
口
が
無
い

こ
と
や
、
暇
を
も
て
あ
ま
し
犯
罪
に
手
を
染
め
て
し
ま
う
者
も

出
て
き
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
上
洛
中
も
芝

居
興
行
が
で
き
る
よ
う
老
中
へ
伺
い
を
立
て
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
江
戸
出
発
日
か
ら
五
日
間
、
お
よ
び
帰
還
日
の
五
日

前
の
期
間
は
休
業
す
る
こ
と
で
、
将
軍
へ
の
不
敬
が
無
い
よ
う

折
り
合
い
を
付
け
て
い
る
。
果
た
し
て
、
芝
居
興
行
は
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
→
産
業
篇

60－

808頁
。
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