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す
る
^

肉

の

：，分

量

：£

ゎ 

と
せ
ょ
。
交
換
は
榖
物
吖
一
邵?,
八#

へ
て
牛
肉
！
>

 ̂

得
る
に
あ
れ
ば
、
交
換
後
に
於
け
る
所
有
狀
態
は
左
の 

如
く
な
*

可
-
4。

A

は
.
.

a
l
x

量
の
.穀
物
とy
量
の
牛
肉
と
を
有
し 

B 

.は

X

量
の
'穀
物
と
.

b

丨y
量
の
.牛
肉
i

を
有
す 

今

s

f

K
を
以
て
厶
に
對
す
.る
穀
物
の
最
終
利
用 

を

表

は

し

を

以

て

同

匕
.く
<
に
澂
す
る
牛
肉
の 

最
終
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な
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右
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述
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オ
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に
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ば
全
く
货
物
の
最
終
利
用
に
セ
定
ま
る
名
の
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な
6
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然
ら
ば
慣
値
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役
せ
ら
れ
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勞
働
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す
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値
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ら
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と
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ま
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ら

く

從
來
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义
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の
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値
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か
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せ
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得
る
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消
費
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可
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貨
物
の
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の
大
小
に
由
る
。
貨
物
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す
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«
給
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得
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に
^
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を
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か
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き
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に
由
る
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卽
も
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と
價
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値
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は
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:

並
に
資
本
の
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小
生
產
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の
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念
は
ジ
公
グ
ォ
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ス
が
分
配
論
の
最
延
部
を
形
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名
の
に
し
て
、
彼
の
分
配
論
は
甚
だ
興
味
ぁ
る
理
論
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提
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す
る
の
な
れ
ど
皆
、
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と
比
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照
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ン
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古
き
事
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立
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に
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於
れ
杧
る
限
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生
産
力
好
生
產
要
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に
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す
る
報
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を
定
む
と
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論
な
る
可
し
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乃
ち
本
論
は
之
を
以
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一
段
落
丨
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附
一
一
日
止
み
難
き
故
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ム
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、
交
換
比
牵
以
下
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不
當
に
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し
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ろ
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版

に
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節
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數
何
れ
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之
に
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务
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國

上

中

古

に

於

对
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府

の
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達
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悛

本
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タ

部

緖

、
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ー
晶
田
博
士
は
其
名
著
&
本
經
濟
史
論
に
於
べ
我
國
の
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府
を
論
b

『

日
本
は
都
府
の
國
に
办
ら
梦
。
十
二
世
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.の
末
葉
に
至
る
ま
で
京
都
は
都
府
と
し
，

v

目
せ
ら
れ
fe 

長

き
1
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の
地
に
し
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大
な
る
發
看
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げ
後
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何
れ
の
#
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名
遙
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に
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大
な
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然
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と
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ネ
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他
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歡
府
な
る
名
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値
す
べ
き
地
あ
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を
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肩
圍
に
廓
壁
を
繞
ら
す
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と
な'き
日
本
の
刹 

讦
は
歐
洲
の
都
府
と
異
な
る
所
の
將
色
な6

1
云
々
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果
し
心
然
る
か
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は
大
に
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な
き
能
は
ず
。
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十
二
他
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の
終
は
咯
源
賴
朝
の
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-
杧
る
正
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年
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當
る
。
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朝
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せ
し
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じ
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節
前
必
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|

^
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宰
府
。/奥
州
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平
泉
に
關
し
て
一
言
の
こ
れ
に
及
ダ
な
き
は
外
國
に
於
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て
起
稿
せ
し
著
な
る
於
故
に

其
史
科
に
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乏
於
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し
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因
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べ
け
れ
ば
之
れ
を
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て
博
士
を
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す
は
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酷
な
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從
來
我
日
本
商
業
史
家
の
泰
斗
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べ
き
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士
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於
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多
少
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に
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す
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史
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岁
ん
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治
以
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の
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制
史
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令
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史
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嫌
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る
‘*
紀
以
下
の
六
阈
史
M
朝
廷
を 

;

主
と
し
tc
る
編
年
體
荔
る
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で
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分
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と
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的
の
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に
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の
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し
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女
ふ
後
世
の
歷
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け
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に
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と
し
編
纂
せ
る
經
濟
史
類
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に
缺
乏
の
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空
架
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に
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終
る
場
合
少
な
か
ら
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謠
神
話
史
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の
浪
同
せ
る
詩
把
る
古
事
記
を
始
め
、
萬
葉
集
、
今
'

苦
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物
語
、
舒
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詩
、
日
記
類
、
交
書
類
ぅ
跳
百
千
卷
に
餘 

る
王
朝
の
史
料
は
到
底
專
門
經
濟
學
者
の
讀
破
し
難
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所
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と
よ
6

之
を
以
て
責
む
べ
き
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に
あ
ら
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步 

:

せ
次
る
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界
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濟
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と
し
て
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す
る
の
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歷
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を
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ら
す
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を
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ば
ぎ
る
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界
に
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る
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に
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者
の
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後
輩
淺
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余
の
到
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へ
得
べ
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事
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あ
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逝
ぎ
次
る
拙
論
名
從
來
沒
却
せ
ら
れt
る
事
實S

幾
.嫌 

わ
經
濟
學
*

に
提
供
せ
ら
0
,相
6
1J
ず
れ
ば
幸
と
す
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.の
み
、
.行
文
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»
禮
に
な
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^

る
：名
の
多
き
は
豫
め 

謝
し
知
く
所
な
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。
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、
我

國

の

自

然

と

都

府.
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.

.
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磯
ぅ
つ
狼
吹
雪
多
き
.
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本
«

^

'
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日
本
#
記
編
纂
赌
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に
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於
.
て.
北
侮
の
名
を
付
ぜ
ら
れ
し
は
旣
に
航
海
の
ネ
便 
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示
せ
.

.z
)
.
0
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U
.
.
の
，.な
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之
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肌
光
明
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內

海
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ば
其
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達
の
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ふ
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せ
亦
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む
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に
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足
ら
ず
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歐
洲
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於
け
る
地
中
海
岸
の
發
達
#

 

悔
の
そ
れ
に
比
し

V

數
世
石
我
日
本
海
岸 

_

芦內海の航海霞

.
の
^

^

麗

と

大

に

似

^

ふ
贫

0.
'
あ
ろ
。
日
本
は
欧
洲
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C
比
す
れ
ば
其
面
積
十
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一
に
名
及
ば
次
れ
ど
南
北
娌
長
東
西
の
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り
と
自
然 

'に
之
を
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劃
す
る
山
脈
と
出
入
多
き
^
^
と
は
此
パ
帝 

國
を
し
て
比
鼢
的
邂
步
罄
達
せ̂

め
本
り
。
於
く
自
然 
g

因|

惑
を
受
け
し
印
本
ば
上
代
に
於
<
謊
植
の
人
種
住 

届
せ
し

を
以
^
0
の
入
植
阶
0
0
-̂
«;
^

し
办
欠
る
と 

最
後
に
窩
天
ヶ
原±'
./)
:
.糝
住
し
來
6

し
天
孫
人
種
は
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.文
明
..の
程
度
に
於
て.
S
從

來

の

..：

±

民
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比
し
て
趿
®

#
 

.

の
各
の

あ
6

し
^
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で
戰
举
1C

於
< -
■
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多
大
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ー
犧
牲
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て
狒
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名
征
服
教
^
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呀
播
布
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1-
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し
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:
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と
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族
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似
て
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#
な
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0

神
武
天
皇
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三
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隞
路
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と
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：_
悔
に
航
路
ど
と̂
-
。
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1
本
武
奪
の
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京
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行
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細
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古
代
の
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.
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海
^

愛

せ

し

か

.
を
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る
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し
。
紀
冗
前
七
世
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は
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で
神
武
天
皇
め
上
險
搬 
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は
後
世
我
國
の
犬
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る
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し
0
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都
府
に
し
て
今
日
猶
盛
な
.る
傅
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敦
賀
、.
大
律
、
武
庫(
今
の
霞
梦
教
諸
港
の
：發
達
は
自
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•
然
の
形
勢
の
地
を
占
め
し
に
ょ
ら
岁
ん
ば
あ
ら
支
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波
は
淀
河
ロ
に
し
て
綠
內
諸
國
貨
物
の
集
散
地
に
適
す 

ベ
く
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臓
M

u

f
麵
麟
戀
王
朝
に
於
て
は
河
尻
と
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て
淀
河
の
海
に
注
ぐ
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流
は
何
れ̂
PIS
泊
と
な
6
、
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ロ
、g

崎
、
«

島

、
韋
屋
、
渡
邊
、
難
波0
諸
|
|
名
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世
紀
頃
當
時
の
日
記
類
に
見
えt

6
。
武
庫
港
は
紀
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3

一
世
紀
の
終
に
五
百
艘
の
艄
舶
淀
泊
せ6
.(

日
本
書
紀

匕
ま〕)

•「

武
对
の
^
の
船
に
«

ら̂
じ
^
す

る

ン

过

こ
f 

,
定」

海̂
人
の
釣
船
浪
の
上
に
見
ゅ
离
葉
三)

タ
s

il
t
s
qf̂
に」

於
て
.は
単
に
船
舶
の
&
泊
に
し
て
陸
上
人
家
の
如
き
其 

數
♦に
於
て
後
世
に
比
す
ベ<
 

$あ
ら
ず0

此
擗
代
の
0
 

ff
港
は
今
の
神
^

ょ
'

名̂
遙
の
東
な
る
^

ヶ
崎
邊
な
か 

.
i
思
想
せ
ら
る
>
ti
な
きU

.

あ
ら
^
雖
名
王
朝
の
由
.聽 

以
後
に
於
て
は
今
の
神
戶
癖
！
4
を
指
せ
：る
於.如

し
:%
;繭
 

芦
は
此
較
的
*

體
の
大
な
る
外
國
貿
易«
を
淀
^

M

 

•
む
ベ
く
其
深
3
は
瀨
戸
內
海
唯
一
允
る
は
古
今
員
ら
な 

し
。
_
缺
點
と
す
る
所
は
西
風
烈
し
け
れ
ば
港
內
比
較

5

1八

,

的
波
高
し
。
況
や
不完
全
な
る

王
朝
の
*
舶&

淀
泊
の 

爾
雛
は
翁
像
す
I

餘
f

 

o應
倮
！
一
 
年
卽
一
千
百
六 

十
ニ
年
の
太
政
官
府
は
築
港
の
理
由
を
課
明
し
て
西
風 

吹
け
ば
怒
講
淀
泊
の
船
を
危
く
し
。
爲
め
に
王
朝
以
來 

屢
波
よ
け
を

造
る
と
雖
名
風
波
に
妨
げ
ら
れ
隨
て
築
け 

ば
隨
て
破
壊
す
。
故
に
大
销
港
を
計®
し
て
之
を
兜
全 

に
せ
ひ
と
。
：

(

.日

記

記

)

是
よ
み
^
き
八
百
屮
六
年 

當
槠
.の

經

痕

學
.#
三
善
淸
行
は
封
事
を
奉
ろ

V.

築
港
.の 

，必
要
を
論
b
、.
醍
醐
天
皇
の
肺
代
十
世
紀
始
め
に
着
手

. 

し
.把
れ
ど
名
失
敗
に.終
は
4

、
十
ニ
世
紀
頃
策
大
奇
佛 

殿
を
稗
興
し
把
V?
,

重
源
の
串

請

.に
よ
6

全

國

の
.
0
0

に 

:命
ヒ
て
伐
木
せ
し
め
大
難
港
を
究
成
せ
む
と
せ
ム
，。
太 

政
官
符
の
中
に
令
伐
用
魚
住
大
輪
田
泊
等.石
，掠
种I

州 

小
島
料
材
楡
木
_(

下
略)

と
あ
：る
ば
是
な
ろ
。
平
家
物 

語
に
牢
淸
感
經
ヶ
島
を
築
き

y

供
養
云
々
と
あ
る
は
則 

此
築
港
を
指
せ
る
$

の
；に
し
て
外
國
貿
易
を
獎
勵
レ
、
 

自
ら
®

船
.に
乘
6
し
彼
な
れ
ば
必
す
しS
此
事
を
物
語 

の
想
#

が
記
事
の
^
と
排
^

す
べ
き
に
あ
ら
岁
。
齡
港

•H1

の
方
法
は
石
材
と
材
木
を
併
用
し
、
煙
め
立
て-X
事
を
V 

な
し
、
波
止
埸
を
築
き
港
內
の
艄
舶
を
安
金
な
ら
し
ひ 

るU

あ
6

。
十
四
世
紀
顷
獨
逸
商
業
の
重
要
な
る
導
ノ 

.ル
ゥ
工
ー
ゲ
ン
の
ベ
ル
ケ
ン
の
往
届
海
岸
に
棧
橋
の
如 

き
ル
の
を
作
ゎ
其
上
を
町
と
切
石
如
き
士
ー
他
紀
看
後 

に
於
て
東
西
爾
洋
の
與
敢
な
る
ば
夭
然
ぬ

a
壽
と 

戰
；

5
V

人
.

H

的
征
服
者
t
ら
む
七
の
努
力
は
偶
然
浓6
 

と
はs

人

亦L

奇
な
6

。
'

:

:
 

,
v 

北
侮
の
關
門
忙
る
敦
賀(

ず
鹿)

の
名
.一
世
紀
頃
旣
に
視 

え
^

6

0自
然
の
妨
害
は
北
海
諸
港
の
發
達
を
妨
ぐ
る
ー 

名
の
大
な
4

と
雖
％
»•
代
に
於
て
出
*

と
朝
鮮
と
の
交 

通
あ
6

し
ょ
-

み̂
れ
ば
年
代
の
遲
速(

發
達
の
遲
速
に 

■あ
ら
ず)

.
の
點
に
於
y

«
內
海
ょ
ろ
却
て
#

し
と
％
見 

る
べ
し
。
&

灣
な
铨
出
雲
は
永
く
外
船
停
泊
地
^
る
能 

は
ず
し
て
夭
惠
の
良
港
欠
る
敦
賀
は
之
れ
に
代
は6 

B 

本
唯
1
の
質
易
港
と
な
れ
ろ
。
今
日
糚
鹽
斯
德.港
と
0 

質

易

港

と

し1

な
る
如
^
^
侮
の
船
多
く
は
此
地 

1C
來
れ
る
事
六
國
史
及
年
安
朝
の
日
記
に
散
見
せ6
。

誠

.

錄

•
.

_

'

.
上
古
以
來.
貿
易
港
と
し
て
西
海
に
於

y

 

.太
宰
府
を
拶 

.

へ
.。
朝
鮮
支
那
の
淀
泊
に
適
し
杧
み
傅
多
と
武
庫
難
波 

.

を
連
絡
す
べ
き
、0
0
.
尾
道
"

室

、
室
積(
周
观)

の
. 

王
朝
の
港
お6

し
亦
怪
し
む
に
足
ら
ず
。

1S
C

治
の
中
>

3

と
し
て
好
地
位
.?
:

改
む
る
、
奈
茛
、
京
都 

|

ff
f

-

州

、

駿

河

平

原

忙

中

心

ゼ

.^
業

及

靜

调

の

前

身

允
 

る
深
志
及
安
倍
市
の
名
旣
に
王
朝
に
見
ぇ
杧
6

。

\

.
1

邊
境
防
備
の
天
然
*8
^
と
名
云
ふ
ベ
き
平
衆
鎌
倉
及
太 

宰
府
等
は
防
備
と
交
通
と

1

地
方
政
治
中
心
*
と
し
て 

亦
好
地
位
を
占
め
居
る
な
ヶ
。

1

自
^

と
#

«

§

達
の
關
係
に
つ
.い
て
山
河
江
湖
港
灣
或 

|

は
道
路
の
交
叉
點i c

る
べ
き
位
置
を
論
宇
れ
ば
殆
ん
ど 

.

限
知
し
。
此
等
の
外
的
研
究
は
贬
要
ぼ
れ
ど
名
常
識
に 

|

餅
へ
.，•て
判
斷
す̂

を
得
べ
け
れ
ば
詳
細
に
論
す
^
の
要 

な
#

む
。

■
.

，

：
 

ニ
'

^

.

周
圍
に
廓
壁
を
繞
ら
すこ

.

と
な
き
は
日
本
の
都
府
、が
歐 

溯
の
都
府
と
異
な
る
特
色
な6

.と
は
福
田
傅
士
の
論
斷

三
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せ
る
所
大
體
に
於V

然
6'
i

雖
も
_

壁
な
各
>
 
の
を
全 

然
人H

的
の
名
の
1
C解
釋
t

脅

、.
4

然
四
園
の
山
崖
或 

は
河
川
を
利
用
し
加H
L
其
結
果
城
廓
を
.；§
ム
、
ら
し
*

る
i
同
一
の
結
果
と
な
：ら
ば
我
國
を
以.て
城
下
，に

集

るj 

K!

下
の
A

幾

.
M
e
s
c
h
e
f
m
a
u
e
r
.

,
國
の
み
i

全
然
斷
育 

す
る
を
得
^

る
.
•な
6
a 

.

國
は
く
ね
の
意
に
し
て
境
界
を
意
味
す
。
今
名
東*
靑

\ 

森

地
方
に
於
て
は
田
畑
を
區
劃
す
る
爲
境に
植
焱
f

 

卯
木
の
列
を
.指
し
てく
ね
と
云
ふ
^
>
.
9
0
古
事
記
は
*
 

和
は
國
の
ま
ほ
ら
ば
i
稱
し
て
四
方
山
聲
え
て
古
代
段 

族
举
鬪
の
雕
代
に
外
敵
防
窗

に
®
f*
な
る
安
全
な
^

^

. 

JL
-
0せ
-

O
。

.廣
大
な
る
大
和
平
原̂

1自
然
城
內
'
!見

る

I. 

颇

る
無
理
の
き
：.ら
；

5

な
きU

非
梦
と
雖
名
古
代
民
_

の 

外
敵
に
對
す
る
防
備
と
し
て
自
然
の
域
檗
の”利

規

ね

苦| 

心
せ
る
か
を
知
る
?:
.得
べ
.し
。
神
武
天
皇
は
繼：
,

4

 \ 

大
和
に
せ
め
進
む

の
困
難
を
威
匕
、|

g

州
よ
1

口
野
.地

(

. 

方
に
出
で
し
は
後
佌
義
經
の
鵷
越
に
類
し
ゼ
る
者
ぁ
ろ

む
る
敢
て
徑
し
ひ
に
足
ら
岁
-°

國
內
銃
.
ー.:
し
杧
る
脖
.代 

に
M

外
画
及
他
民.族
と
境
を
後
す
る
邊
に
於
て
M

f

#

.
 

き
，て
之
を.防
®

す
：る
は
古
今
東
西
皆
其
軌
を
一
に
す
。 

.
今
: 0

奥
羽
地
方
^
節
と
稱
す
る
古
城
の
幾
百
と
な
く
凝 

るは，王朝
に
外
國
見
傲
す
ベ
き
蝦
夷
と
：境界
を
接 

し
^

る
を
以
て
な
ん
。
西
海
に
於
て
は
朝
鮮
及
支
那
ょ

- 

6

攻
ら
.
る
べ
，き
九
州
沿
岸
に
防
備
の
城

®

を
築
け
6

。

.
• 

此
等
の
M

I !
*

內
或
は
城
下
にE

下
百
姓
の
集
る
は^ ,
®

 

發
達
の
荫
茅
な-
^

七
百
六
十
七
年
に
築
き
し
奥
州
の
#
 

姑
城
，は
城
ど
城
下
人
民
.
と
の
關
係
オW

明

し

て

，
■

り

あ 

6

。
當
辟
蝦
夷
防
備
の
兵
士
は
兵
役
を
避
总
し
ー
て
逃
；し 

す
る
者
少
な
：
^

ら
少
0

故
に
城
廓
を
安
置
し
、
ニ
百
の
人 

家
を
‘
柊
住
6

、.
其
周
圍
の
豐
沃
な§.

を
利
州
し
開
懇.せ
；
 

翁
其
後
關
東
の
百
姓
中.め
■

人
一1

千
、®:
百

餘

人

を
 

移

む

以

て#
姑

村
:！
:
:
置

し

如

き

却

て

僻

遠

な

る

奥

州

地

方
に
.此
較
的
發
達
せ
る
都
府¥
泉
あ
6

し
所
以
7I
.V0
? 

節
は
城
廓
の
意
味
と
同
，#
に
屋x/
>
tc
l
j
,
p
云
ひ
。
挪
韦 

古
代
民
族
競
爭
の
肪
代
は
安.全
な
る|

|

內
r
隱
所
を
求
/

の
義
な6
0 

,
則
ち
、
t

長
豪
族
の
郞
宅
は
防®
の
：あ
る

1/18

所
铒
下
人
民
の
集
る
所
な6

?
此
關
係
ょ
^
最
名
發
«
れ 

せ
し
は
平
幾
,̂
6
。
阿
倍
貞
任
の
衣
の
館
と
認
み
ム
城 

廓

は

平

：泉

の

..前

身

に

し

ィ

'
十

11
1
:紀
頃
藤
原
氏
の
根
據
を一
 

据
え
し
地
に
し
.て
亦
都
に
次
ぐ
都
會
な6
其
富
^

夭
下 

に
冠
^

6
。(

第
.七
節
を
見
ょ)

此
地
は
三
面
山
を
^

び 

前
に
衣
河
を
控
へ
て
天
然
の
城
廓
と
名
云
つ
べ
し

I)：

今

\ 

日
中
尊
寺
に
保
存
せ
ら
る
、
古
圖
は
比
較
的
後
世
の
$
 

の
な
れ
ど
名
一
の
城
鄺
內
に
包
括
せ
ら
る
、
豪
族
と
人 

家
と
の
關
係
を
具
體
的
に
說
明
せf

の
に
し
て
貴
#
 j 

の
史
料
^

6

0是
最
歐
洲
都
府
の
發
達
に
類
似
せ
る
名
一 

の
な
.
.
6
0

S
海
の
關
門
杧
る
傅
多
の
律
と
唇
齒
の
關
係
を
有
す
る 

太
宰
府
の
名
の
史
上
に
見
ぇ
そ
め
し«
六
百
0
九
年
な 

6

0.
此
府
は
九
州
諸
國
を
統
轄
す
る
政
治
的
中
心
地
欠 

る
は
論
な
け
れ
ど
名
最
初
の
目
的
は
外
寇
防
備
な，.6
0 

‘

，，
 

此
地
亦
三
面
山
を
帶
ぴ
前
面
平
軤
に
し<
今
©
往
-*
.堤 

防
の
跡
歷
然
记
ろ
。
村

達
*

:.
!
6今
殘
る
水
域
村
邊
は 

王
朝
以
前
に
堤
&

^
築
き
<
水

.|
:
,湛
ぇ
し
所
。
水
城
と

書
記
見
え
萬
葉
集

.に
务
詠
生
れ
し
最
名
有
«
な
み 

防
備
の
城
な
も
八
百
五
十
年' t

推
古
朝)
防
«

の
任 

に
.當
る
兵
-±
_
防
人：

一：

千
人
を
西
國
よ
6

集
めV

從
來 

關
東
よ
.
o特
別
に
遣
さ
れ
し
東■
人
な
る
防
人
に
代
は. 

ん
比
也
に
^
在
せ
し
め
ん
と
し
把6
。
萬
葉
集
中
摄
後 

の
卷
に
讲
\
の
歌
と
し
て

I

白
首
以
上
名
■あ
る»

p

v

f
 

士
の
_
子
と
別
れ
て
.遠
く
九
州1P
至
る
機
を
M

み
し
名 

の
な
ろ
。
吉
備
眞
備
は
之
を
論
し<
日
は
く
。

•
旦
耕
且
戰
古
稱
善
乞
五
十
日
敎
智
百
十
日
役
築
城
所 

請
雖
可
行
府
僚
或
不
同
不
安
■三
也0

,

. 

是
れ
奥
州
邊
境
防
備.と
同
匕
く
屯
田
制
を
設
け

v

半
永 

主
.也
じ
む
i

の
策
な
れ
ど
名
此
府
はM
都
よ
6

特
別
に
. 

遣
ら
^

る
宫
吏
に
よ
6

て
支
配
せ
ら
れ
、
官1)
1

の
.
^
任 

は
比
較
的
防
人
を
しv
:h

着
せ
し
め̂

6

し
が
如
し
-° 

ン邊
境
防
備
の
.

爲
め
集
6

し
防
人
は
此
都
府
發
達
の.-
,'
.

1

原 

因
^

:̂
ふ
べ
か
ら
す
。

十

1

一
世
紀
以
後
に
漸
く
萠
芽
を
發
せ
し
鎌
倉
名
亦
政
治 

的
中
&

の
意
味
よ
6

名

三

面

の

'山

及

前

面

の

侮

妹

自

然

.

.
V



U i

，
の

城

廓

に

し
.<
-奥

州

麗

货
^

届
城
苹
泉
-
0地

馨

鬆

：
 

t c

る
名
0.
な
ろ
。
治
承 
一r

苹
！1|
ぶ
百
七
十
：八
年)

瀨
朝 

.の
R
千
,

胤
は
常
陸
な
：る&
己

居

住

の

地

を

以

^
/
さ 

せ
る
®
害
の
地
に
あ
ら
步
と
て
賴
朝
に
鎌
倉
届
住
を
勸 

め
し
.は
明&

に
防
備
卽
城
&

と
し
て
最
各
都
合
よ
き
.地 

な
る
を
以
.て
な
な(

吾
妻
鏡
卷
之
一)

鎌
倉
、.
.：
平

泉

、
.
太 

宰
府
の
三
都
は
自
然
叉
は
人
土
的
城
壁
：の
中
に
人
家
を 

網
羅
せ
し
好
箇
の
例
に
し

y

後
-i
l
l：
發
達
の
大
名
都
府i
 

異
な
.る
點
は
前
者
は
障
壁
と
特
色
と
し
て
後
者
は
城
下

.i 

に
し
て
則
A
壁

江

,

•

三
、
寺

院

都

府
.

北
歐
に
於
て
發
達
.せ
し
券
院
都
市Bi

s
h
o
p
s
s
t
s
t
e

呔
我 

國
に
於
て
.
^

p

:̂
を
見
る
を
得
べ
き
か
。
我
画
に
於
來
名 

神
社
佛
閣
は
豪
族
以
上
の̂

^
を
有
し
杧
ム
ノ
、
然
れ
ど 

名
#
力
あ
る
寺
院
の
多
く
は
大
低
帝
都
の
中
に
興 

.福
*

東
大
寺
は
奈
li
に
東
寺
は
京
都
に
あC
。
觀
世
音 

寿
は
太
宰
府
內
に
。
簡
城
夺
は
大
津
に
あ6
V
:其
！ii

v

 

を
助
^

杧
石
の
大
な
石
名
の
あ
ろ
し
，と
雖
名
都
莳
‘

，ヾ
.唯

一

.
の
要
素
に
あ
ら
岁
。
高
野
山
其
他
の
互
刹
は
1[
1

問 

•

.に
あ
6

V

都
府
を
繁
盛
せ
し
む
べ
く
餘6

に

僻
遠
な 

6

0

朝
庭
ょ
6

各
國
に
置
»>
れ
杧
る
國
分
寺
の
如
き
多 

一
く
ば
國
庥
內
叉
は
其
附
近
に
あ6

て
其
繁
盛
の
地
^
る 

一
ベ
き
菩
な
れ
ど
ぢ
旅
行
の
極
め
て
困
難
な
る
と.0
-
今
一 

の
.
は
佛
敎U

對
す
る
一
般
.信
仰
は
微

t々

み
を
以
て
靈 

地
士
し
て
巡
禮
の
集
る
べ
き
寺
院
な
か
ろ
し
な
ゲ
ス
寺 

.の
收
入
は̂

®

ょ
人
'
の

鈉

物

な

れ

で

^
^
直

接

に

農

民

を 

-

.支
配
せ
や
0

る
を
以
て
寧
ろ
莊
蘭
を
多
く
有
す
る
京
都
の 

藤
原
氏
と
同
く
地
方
都
府
發
達
に
は
直
接
關
係
な
き
な 

| 

6

歡
山
の
下
町
な
る
坂
本
にid
：
數
百
の
寺
院
數
千
の
僧 

學
生
僧
兵
。
興
福
寺
％
亦
之

u

劣
ら
次
る
寺
院
と
僧
侶 

の
數
あ
6

農
商
工
業
に
は
殆
ん
ど
關
係
な
き
寺
頎
の
收 

A

財
を
消
費
す
る
の
み
な6
 

g

唯
西
洋
寺
院
都
府
に
類 

■ 

■
し
t

る
？
の1

あ
6
 

. 

■ 

稱

徳

天

皇

神

護

景

雲

三

年

に.:

.

權
建
肆
.

1
.

於
羅
寺
以
西
川
上
。.而
駱
河
內
ff
i
o
A<
以 

.
雇

之

。
陪

從

五

位

已

上

以

私

玩

好

交

關

其

間

。
..車

駕

:

臨
之
以
遊
覽
。(

續
紀
'、)

是
人
爲
的
に
寺
院
の
附
近
に
商
家
を
移
し
以
<

夺
院
町
：
 

の
繁
盛
>

許
&
ん
と
し
把
る
唯
ー
の
例
な
れ
ど
名
寿
院 

i

市
人
.と
の
關
係
に
つs

 

<
記
す
る
所
な
き
を
以
て
知 

る
に
由
な
し
'0

此
市
名
寺
領
.內
y

t

て
ら
れ
^
る
名
の 

な
ら
ば
必
チ
や
領
主
の
收
入
上
の
關«

ょ
6

商
業
の
特
.
 

別
■關
係
起
る
ベ
き
替な
る
g

推
論
を
試
む
べ
き
史
料
な

.

き
を
如
何 

？

f

 

I

 

關
所
稅
入
港
桃
渡
河
税(

要
路
律
濟
渡
子
之
調
賦)

は
.皇
W 

極

天

皇

頃(

七
世
紀
半)

は
市
司
の
收
X

と
な
6

し
如 

し
。
然
る
に
此
稅
の
代6
に
田
地
を
給
與
し
て
以
來
朝 

娃
の
收
入
.と
な
^
6
°

是
れ
直
接
に
は
：市
商
人
の
保
議 

と
見
1

^
れ
.

る̂
に
あ
ら
ず
。
後
に
は
此
等
の

〗

形
は
勢 

力
あ
る
寺
院
に
寄
附
し
杧
る
如
し
。
難
波
の
入
港
桃
は 

.

:

東
寺
の
收
入
に
し
で
脑
税
船
舶
取
締
の
丈
書
百
合
文
書
、 

.

*

中
に
あ
6
0 

3れ
ど
寺
院
.は
直
接
に
之
れ
を
取
締
る
ぬ.

あ
ら
す
其
收
入
を
得
る
の
み
。
西
洋
寺
院
の
加
く
.寺
院 

4r
>

都
府
の
發
達
货
§

^

p
な
き
上
因
な

\

へ

,

.

雜
 

錄
：

.

.
四
、

と
都
府 

'

王
朝
脖
代
に
於V

京
都
は
唯I

の
都
府
に
しV

他
に
殆 

ん
ど
之U

比
ず
ベ
き
名
の
な
き
の
觀
あ
る
诚
中
央
集
權 

|

義

的

早

き

膝
^

に
於
<
我
國
に
行
は
れ
し
證
據
な6
 

然
孝
1C
地
方
の
政
治
中>3

女
る
國
司
の
滯
在
せ
る
國
衙 

.

の
所
在
地
則
國
府
の
都
府
と
し<
發
達
せ
る
.劣
の
極
め 

:

て
罕
な
る
は
不
思
儀
の
規
象f

o

是
一
面
よ
6

見
れ 

ば
奈
良
京
都
な
.る
皇
城
所
在
地
を
以

て
唯
一
の
享
樂
地 

.

i

し、地
方
官
は
四
年
叉
は
六
年
國
司
と
，し

V

地
方
滯 

'

/在
中
農
民
を
掠
め
て
過
大
の
財
貨
を
私
し
.、
京
都
に
運 

.

ぴ
<
奢
^

の
用
に
哄
せ
む
と
せ
し
に.上
る
。
此
事
に
關 

し
<
有
名
な
る
尾
張
國
百
姓
解
文.は
唯
一
の
貴
a
史
料 

に
し
て
歐
辟
代
の
御
堂
關
自
道
長
の
日
記
及
小
野
宮
實 

\

資
の
小
右
記
に
名
散
見
せる
よ
6

察
す
れ
ば
當
辟
一
般 

,

國
司
0:
習
慣
な
6

0
大
江
匡
衡
は
其
文
章
に
於
て
.露
骨 

に
名
地
方
よ
6
財
貨
.を
吸
收
し
京
に
歸.
0
.て
之
.を
^

5 

.■
す
る
有
欉
を
當
滕
唯.1

■の
文
集
^
る
本
朝
文
粹
中
に
自 

,

自
比
6

?
百
姓
解
文
は
國
司
の
苗
姓
の
膏
血
を
絞6

<

三
兰
三
.

,
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私
財
を
京
都
_

:
謂
^

暴
情
に
;»

じ
、’
百
姓
等
_

し

中
. 

央
政
府
に
之
を
彈
劾
甘
る
最
，

p

痛
快
な
る
S

の
な
6

0

.

唯
不
幸
に
名
我
史
家
は
班
田
制
度
以
菌
大
化
萆
新
前
#

;
 

に
於
け
る
土
地
關
係.に
對
し
て
何
等
の
暗
示
を
與
へ5 :
f 

る
に
熵
眼
な
る
福
田
博
士
は
史
料
の
缺
艺
せ
る
外
國
に 

於
て
之
が
解
釋
を
試
み
む
と
せ
し
卓
見
は
大
ヒ
敬
服
す 

べ

き

値

言

。
傅
士
の
•說
に
つ
い
て
は
余
は
大
な
る
迷 

な
き
能
は
岁
。.耕
地
共
有
の
說
傅
士
白〖
ら
名
述
べ
し
如 

く
史
證
な
き
な6

。
三
宅
は
：
天
皇
の
御
領
地
に
し
て
屯.. 

田
の
あ
る
所
に
置
杧.る
御
倉
叉
は
官
舍
な6

則
窀
田
ょ
_
 

6

納
む
る
穀
を
鈉
む
る̂

^

 (

_
史
大
辭
典
ニ
千
ニ 

百
四
十
五
頁)

國
造
等
は
唯
之
を
管
掌
せ
し
な
，
0

^

5
 

は
藏
の
義
な
れ
ば
其
顏
の
所
在
地
は
後
世
國
衙
の 

地
と
な
る
は
當
絲
な6

。
郡
府(

後
の
國
府
と
同_

)

. 

を
.
書
記
に
ダ
ラ
と
讀
ま
せ̂

る
«

則
も
其
證
據
な
權0
' 

臣
下
の
私
領
地
に
關
し
て
具
體
的
辨
究
の
發
表
さ
£

 

る
を
聞
か
少
。
餘
仁
天
皇
の
七
年
新
元
前
一
一
十
年

)

, # 

麻
邑
.
に
當
麻
蹶
速
な.る
與
悍
者
あ
6

。
野
見
宿
*

.
之
と
-'

角
力
a
.て
勝
ち
^

6
故

に『

奪
當
麻
蹶
速
之
地
悉
賜
野 

見
薛
禰』

(

日
本
書
記)

と
是
れ
史
に
見
ぇ
杧
る
蹈
下
私 

有
地
0
始
めu

あ
ら
^

る
か
。
孝
德
天
皇
の
元
年(

六 

j
:

百
四
+'
3:
年
}

に

遣
使
者
於
諸
國
錄
民
元
數
。
仍
詔
田
每
天
皇
塒
。
置 

.

標
レ
代
民
誰
各
後
世0
其
&:

連
等
伴
造
國
造0
各
置
已
泯
0
.

恣
萌
齦
使
。
又
割
取
國
縣
山
海
林
野
池
田
以
爲
！

15

財
。

.

爭
f

巳
。
i

f

數
i

田
0

.或
者
全
無
容
齡 

■ 

V

少
地
。(

書
記)

.

こ
れ
ょ
：
6
^
き
親
王
或
は
眨
下
に
賜
ふ
に
封
戸
を
以
て 

す
i

。
封
戶
と
は
棘
民
の
家
を
指
せ
る
名
の
に
し
て
屯 

倉
-|
:

賜
ふ
と
少
し
く
意
味
を
異
に
し
て
間
接
に
は
±

.地 

の
收
益
を
：賜
ふ
の
義
と
な
る
>
;
班
田
制
布
於
れ
て
國
司 

'の
孝
孫
把
る
豪
族
は
朝
廷
の
地
を
私
し
て
自
己
の
耕
民 

を
置
き
#

る

砝

同

匕

く

孝

德

天

皇

：の

初

年

に

は

大

連

以 

一
卞
の
1
_

族
は
、90
朝
廷
の
傾
地
を
私
し
#
作
す
べ
き
私 

の
農
.民
を
置
き
て
±'

地

の

兼

併

の

弊

甚

し

、

な

6

*

る
：

.

を
以V

:

大
.化
軍
新
は
此
等
の
私
有
地
を
沒
收
し
^
る
大

47
贫
斷
1

6
と
見
る
の
寧
隱
當
に
あ
ら̂

る
»>
。
此
等%

 

土
地
私
有
者
は
後
世
大
名
の
前
身
*
る
豪
族
集。

,n
l

京

. 

都
に
止
ま
ろ
^
^
を
遺
し
て
其
收
益
を
貪
ぼ
る
跑
化
莊 

園
と
云S

地
方
庄
園
の
支
配
者
セ
るff
i

司
に
は
SV

,

.*
'■多
 

き
が
如
し
。
而

し
<

私
有
地
を
恣
.に
しy

兵
を
蜜i

へ
、
殆 

ん
ど
粗
税
を
朝
廷
に
納
め
次
る
の
輩
は
豪
族
則
武
家
な 

6

0
奧
州
の
藤
原
氏
は
朝
延
ょ6
蝦
夷
叉
は
外
狄
と
货 

做
^
れ
杧
る
は
其
極
端
な
る
名
の
に
し<
中
夹
政
府
の 

千
渉
少
き
丈
殆
獨
立
の
恣
に
し
て
其
一
族
め
武
士
と
剎
，
 

作
の
農
民
と
商
家
を
包
括
せる
其
都
鹿
平
泉
は
之
をC
 

し
tc
る
賴
朝
を
驚
嘆
せ
し
め
し
程
繁
華
を
極
め
把6
.
0 

國
衙
所
在
地
は
屯
倉
と
同
匕
く
祖
米
を
貯
蔷
し
京
賴
に 

運
ぶ
*̂
の
事
に
しV

全

國「

般
に
商
エ
業
の
盛
な
ら
ぎ 

る
肪
代
に
都
府
と
し
て
發
達
し
得
べ
於
ら
^

。

.國
府
所 

在
地
に
し
<
今
日
t

で
盛
な
る
都
府
は
信州
极
：本

駿

嫌
 

靜
岡
の
一
一

所

ぁ
る
の
み0

然
れ
ど
名

此

ニ都
府
は
政

治 

中
*
點
と
云
.̂
1

6
名
商
業
の
中
心
地
と
し
。
一
市場
の 

關
^

よ
.
0今
日
ま
^
其
繁
華
を
失
は
次
る
な
ん
ノ
。
夭
慶

年
間
將
門
の
根
據
杧6

し
常
隆
の
國
府
は
三
百
戶
の
芦 

K

を
有
し
*

6

0

僭
越
.に
.？

帝

王

と

稱

し

女

る

將

門

の 

宮
住
地
す
ら
然
6

他
は
著
し
き
？
の
な
し
と
見
み
名
大 

過
な
か
ら
む(

將
門
記)

. 

-

,

‘

、
市
場
所
在
地
と
都
府 

我
國
の
献
の
起
源
に
關
し
て
は
竹
越
與
ー
一

」

郎
氏
著
の
一
一 

千

五

百

年

史

，に

她

方

の

.農
民
は
祭
禮
の̂

き

集

會'.
^

て 

.
歌
垣
と
云
ふ
遊
戯
を
行
ひ
し
場
所
に
•し
て
虫
畢
の
毋
子 

は
己
の
妻
と
す
べ
き
子
女
を
選
擇
す
る
爲
に
集
ま
れ
る 

名
'の
な
/
9
1cO

之
に
替
成
せ
る
福
田
博
士
の
女
子fi
f
e
買 

說

は1

の
臆
測
に
あ
ら3'
'

る
於
0

我
國
に
於
け
る
人
身 

の
寶
賈
4

奴
隸
と
し
て
之
を
使
役.せ

む

、か

爲

め

.に
し
て 

妻
杧
る
目
的
を
以
て®

ひ
お
4

例

殆

記

錄

中

'
に

見

出

す 

他
七
は
^
。
古
事
記
に
あ
る
ょ
ば
ひ
な
る
語
は
與
女
呼
ぴ 

合
ひ
の
義
に
し
て
相S

關
係
な
6

0

男
®

に

**
*
其 

夫
の
美
な
.る
を
誇6

と
す
る
®
憤
は
大
和
民
族
の
特 

性
な
ん
祭
禮
は
主
と
し<
妻
の
選
擇
あ
6

と
す
る
そ 

®

な
.
0

0
.1
誰
に
據
れ
ば
此
場
所
が
市
場
の
位
置
と
な



.

雜' 
.

錄

.

U

れ
る
原
因
の
一
と.し
<

は

歌

ひ

疲

れ
fe

る
男
女%

 

持
參
せ
.し
飲
食
物
を
交
換
せ
る
に
起»:
^

る

名

_の

な

ら 

ん
と
の
こ
と
な
る
於
、
我
國
市
場
の
起
源
と
し
て
は
却 

て
史
實
に
合
ふ
於
如
し
。
雄
略
天
皇
の
十
三
年

(

四
F

 

六
十
九
年)

書
記
に
見
ゆ
る
大
和
餌
香
市
は
旨
酒
を
以 

.

て
有
名
な
.CN。

三
輪
亦
酒
を
以
て
あ
ら
は
る
？
最
初
の 

市
場
は
市
街
の
發
達
ょ
早
く
衆
人
の
集
る
ベ
き
自 

標
卽
ち
大
樹
の
下
に
集6
tc
6

。
雄
略
天
皇
の
十
三
年 

IC
W

香
•
市
邊
橘
樹
の
下
に
資
財
を
露
置
せ
し；§
fe
6
 
0 

萬
葉
集
第
三
卷
門
部
主
市
の
樹
を
ょ
み
給
へ
る
歌
に
日

來
の
市
の
植
木
の
木
乘
る'4
で
**

は
^
^
し
み
ぅ
ベ 

戀
ひ
に
け
-
0

0
 

’

武
烈
天
皇
の
元
年
に
見
ゆ
る
大
和
拓̂
市(

罾

|

|0.
<

| 

4̂
lr
c
s
ll
“
!l
il
2
ょ)

は
當
脖
最
名
有
名
な#

p

 

の
に
し
て
八
®
紀
の
始
め
に
建
て
し«
谷
寺
は
此
*
め 

繁
盛
を
肋
け
正
曆
7d
佑
小
野
宮
鸞
資
は
此
地
：に
於x

r
 

具
®

買
せ
し
事
其
日
記
に
載
せ̂

6
。

三
.爵

.

，行
商
人
は
市
場
設ff
i

以
前
あ
6

し
如
し
、
欽
明
帝
の
铮 

代
に
於
て
山
城
深
草
の
商
人
は
遠
く
#
勢
國
に
往
來
し 

.

莫
大
の
富
を
致
せ
る
事»

記

に見
え
*

6

。
.腐
葉
集
に 

見
ゆ
る
商
首
と
云
ふ
は
此
等
行
商
人
の
長
、に
し
て
當
滕 

往
來
の
關
所
に
は
必
梦
大
仕
掛
の
泥
捧
あ6
0

袴
11

保 

補
俗
說
の
大
江
山(

此
は
單
に
山
i

云
ふ
よ
；̂

關
所
な 

立
酒
天
童
子
の
如
豸
是
な6
0

是
等
の
盜
賊
に
對
し
て 

隊
商
の
起
石
ベ
き.
課
な
れ
ど̂
:
史

實

と

し

て

記

錄

に

.發 

\

見
す
る
能
は
中0

奈
良
朝U

有
名
な
る
美
濃
小
川
市
に 

|
|

聖
武
の
御
代
此
市
に
美1

と
稱
す
る
强
ヵ
の
女
市
中 

.

.

:

に

届

住

し

往

還

商

人

，の

商

品

を

强

奪

す

る

を

.以
て
業
i
 

せ
6

0

.
尾
張
愛
昝
郡
片
輪
鄉
に
住
む
力
强
き
女
蛤
五
十

， 

石
と
熊
葛
の
織_
1

一
十
反
を
船
，に

積

み

て

小

川

市

に

至 

\ 

-
C
S、

尾
張
狐
を
乙
ら
し
允
る
記
事
今
昔
物
語
に
見
ゆ
其 

他
京
都
に
三
條
天
皇0.
«

鹽
漬
の
魚
寶
る
女
あ6
。@

、
鮎
の
販
婦
あ6

。(

同
書)

淀
河
ロ
韋
屋
律
に
は
土
人
毎 

朝
菜
を
寶
れ
A

菜
と
は
黃
瓜
紫
前
の
類
な.
6
 (

本

朝

無. 

f

題
詩)

大
原
よ
6

京
に
炭
實
の
婦
來
る(

囘
詩)

ノ

149

C

 

く
の
'
姐
く
しV

需
用
者
相
互
の
物
品
交
換
よ6

貨
幣
''
, 

濟
の
發
達
と
共
に
遠
く
物
品
を
運
ぶ

一

種
の
行
商
-A 

出
で
市
湯
に
集̂

る
需
用
者
の
範
圍
漸
く
廣6

<

:̂
-'
-
* 

場
を
盛
な
ら
し
；

§

、
.
需
用
の
增
加
は
物6&
多
量
肸
蓝
2

め 

必
5?

を
生
.匕
、
土
着
的
と
な6

、
i

M
る
べ
き
物
品
の
名
，
 

を
附
せ
'るmi
の
出
で
來
る
な6

。
王
朝
の
國
府̂

6

^

|
 

松
本
の
前
名
深
志
に.麻
葉
町
の
名
の
み
殘
る
其
一
證
^
|
へ 

6

0.

此
等
の
市
場
よ
6

發
達
し
<
今
日
傲
都
府
祀
る
名
，
 

の
矢
張
松
本
靜
岡
の
ニ
市*0
み
。
靜
岡
の
前
身
は
有
名 

な
る
萬
葉
集
に
見
ゆ
る
附
部
市
な
ろ
。

(

憎
減
.
'

多
く
の
國
醫
の
漸
く
村
名
に
殘 

.
る
の
み
な
る
に
此
一
一
.

市
王
朝
よ
6

盛
名
を
保
つ
？
の
全 

く
市
湯
と
し

y

四
民
の
集
放
る
に
最
名
自
然
の
勝
形
を 

占
J

る
に
よ
る
。
今
乙
、
に
研
究
を
要
す
べ
き
»
地
方 

.市
場
と
皇
都
市
場
と
は
法
制
上
全
く
其
性
質
を
異
に
妙
飞

殆
ん
ど
法
制

,;
(

c

掘
し
て
完
全
な

ゐ

S

f

c

iげ
tc

れ
ば 

重
ねy

の
ぶ
る
要
な
し
。
孝
德
夭
皇
離
波1

柄

豐

蚊
.

C

今
の
大
R

越
邊)

に
都
.せ
し
赌
旣
に
市
司
を
置
き
。
濟 

明
天
皇
，の
五
年
に
高
麗
人
の
熊
皮
一
牧
其
價
綿
六
十
斤 

な
6

し
と
稱
し
^

る
を
市
苟
«-
<
去
れ
ち(

書
記)
法
定 

賈
格
を
定
む
る
名
の
は
市
司
な6
。
か
く
しV

京
中
の 

商
人
を
取
締
6

杧
る
事
實
ぁ
れ
ど
$
歐
洲
領
主
の
如
く
. 

此
等
の
商
人
に
課
税
せ
む
と
の
爲
な
る
か
は
其
證
ぁ
る 

な
し
。
此
市
司
收
入
と
し

V

は
入
港
桃
渡
河
稅
を
输
與 

せ
し
如
く
0
此
ょ
6

類
推
す
れ
ば
朝
廷
に
て
は
商
人
に 

\

ノ.課
税
し
、
其
代
6
商
人
に
數
を
限
6

<
特
殊
保
满
を
加 

务
ど
强
ち
解
釋
せ
ら
れ
次
る
に
非
す
。
足
利
脖
代
に
商 

業
發
達
.
.せ
る
結
果
^
府
と
商
人
と
の
關
係E
^
密
に
し 

y

商
入
の
同
盟
に
對
す
る
慕
府
の
取
締
は
最S
趣
味
ぁ 

る
問
題
な
6

。

然
6

と
雖
$
地
方
は
皇
都と
全
く
其
事
情
を
異
に

せ
6

 

I
'

鑄
造
貨
幣
の
充
分
行
は
れ
ば
る
結
果
旅
人

U

し
て
旅
中 

米
を
賀
ふ
能
は
す..甚
し
き
は
飢V、

路
傍
.に
倒
る
、
名
の 

■ 

f

、元
.明
夭
皇
六
年
に
富
豪
の
連
中
を
し
て
米
を
路 

則
に
置
务
ー
年
中
§

以
上
を
寶
る
名
の
妓
獎
勵
的
ね



•之
を
泰
閗
せ
し
：
§

把
6

。
さ
れ
ば
地
方
®
業
は
之
を
獎 

勵
し
て
益
其
數
免
多
く
す
る
を
得
策
と
し
て
市
司
を
置 

s

て
之
を
制
限
す
2»
事
な
し
と
見
て
大
過
な
か
ち
ひ
ヲ 

A
 

く
市
場
よ
6

發
達
せ
し
大
和
籍
市
は
枕
の
草
紙#
,
 

に
市
は
妬
植
市
と
简
單
に
當
脒
市
場
と
し
て
他
に
類
な 

き
を
*

し
此
«

«

*

谷
寺
の
山
崩
れ
て
椿
市
に
至6

入 

煙
悉
流
る
と
。
椿
市
と
長
谷
寺
は
人
家
つ
 

>

き
居
6

し 

於
如
く
思
は
る
、
な6
0

,
六
、
外
國
質
易
と
都
府 

外
國
と
の
交
通
は
早
く
神
代
よ6
あ
6
し
事
は
史
家
の 

一
f

す
る
所
、技
殊
に
神
功
皇
后
の
瑭
代

(

三
世
紀
始)
に~ 

支
那
と
交
通
交
易
し
把
る
考
證
に
つ
い
て
は
昨
年
史
學
ぺ 

雜
誌
藝
文
に
於
て
自
鳥
內
藤
の
！
g

w
士
は
該
W

な
る 

證
を
以
て
詳
於
に
說
明
し̂

6
。
善
隣
國
寶
記
以
下*
 

百
年
前
よ
6

我
史
家
に
し
て
此
問
題
に
關
し
て
硏
双
し 

中
學
敎
科
書
中
重
要
な
る
綱
目
を
し
て
あ
げ
ら
.れ 

を
見
\

」

％
知
る
を
得
ぺ
し
。
然
ど
名
中il
l：
以
前
に
於
^
 

ゐ
質
易
に
關
し<

具
體
的
殊
に
數
量
1C
關
し
て
は
®

ま

パ

せ
ら
れ
把
る
な
しd
以
下
少
し
く
細
か
に
之
を
述
べ
ひ。
. 

我
國
の
如
く
自
然
的
物
產

u

富
む
國
に
於
て
は
日
常
の 

.
必
用
品
た
る
衣
食
住
に
關
す
る
生
産
を
外
國
に
仰
ぐ
の 

.要
な
し
。
我
-i
l

の
必
要
.と
せ
る
は
物
財
そ
の̂P

の
よ>

C
\

 

は
無
形
の
文
明
な6

隨
て
輸
入
品
は
日
常
の
必
喪
物
に 

あ
ら
卞
し
て
贅
澤
品
な6

。
當
時
の
日
記
其
他
疋
確
な 

る
記
錄
に
よ
ろ
て
之
を
あ
げ
ん
に
綾
綿
、
羅
、
沈
香
、

，
 

廢
香
、
丁
子
、
檎
榔
子
、
豹
虎
皮
、
犀
角
、
銅
黃
、
瑪
瑙 

\

帶

，

吹

玉

"

玻

德

壺

の

類

に

し

て

英

國

の

プ

ラ

ン

グ

質 

j 

'

^

«代
の
輸
入
品
、

p
c
r
p
j
e

 

c
l
o
t
h、

絹
、
衣
服
、染
料
、

.

酒
、
池

、
象
牙
、
銅
、
硝
子
に
比
し
て
殆
ん
ど
同

I

の 

物
品
な
6

。
殊
に
王
朝
にS

入
せ
ら
れ
し
吹
玉
は
硝
子 

な
-
0

0

英
國
に
て
は
此
等
の
輸
入
品
の
質
易
高
は
極
め
、

\
て
少
量
な
6

じ
と
、
大
寶
令
に
よ
れ
ば
當
赌
外
國
と
交.

易
す
る
名
の
は
政
府
自
ら
にL

て
人
民
に
-は
之
を
許
さ 

一
ず
。
大
宰
府
は.之
を
®

®
ふ
役
所
な
6

。

攝

^
:
難

波

は
 

客
館
を
建
て
外
國
人
の
宿
泊
に
あ
て
、

，

®

人
を
g

s

g
 

が
.
市
衢
に
迎
へ
允
る
事
す
ら
あ6
。
當
婶
の
外
國
貿
易
鄕

選

« 2
_

| 1
1

一

？

1!
!

議

_

ん
に
な
れ
6
 

び

の

.警

論

世

音

寺

の

僧

侶

腰

引

禪

師

は

質

易

良S

富
み
' 

6

0
然
れ
ど
上

s

s

f

る
船
舶
は
u

 

r

li
:
;
、

i
を
以
て
法
喬
I

僧
官
I

ひV

宗
忠 

き
赌
期
S

德

し

得
f

を
以
て
陽
春
平
I

日
d

』

|

」

き
起
し
ヒ
1(

中
右
記
.

)

.於
く
し
て
外
國
貿.. 

I

s

 

i

 

-

I

O

1

1

1

^

 

\ 

む

ら

し

 V

 
銮

I

 
を 

等
外
國
商
人
に
給
す
る
食
制) ^
置

1
.

十
U

足
吣
滕
代
の
大
內
氏
に
比
す
べ
暮
氏
ぁ 

却
i

s

民

A

i

i

l

f
史
|

ら
る
>
盖
 

返
す
工
夫
を
®
 

n

j

u

ll
fl
'

l

彰

，

把
る
馨
と
の
主
從■
係
の
み
d

ず
し 

貿
易
を
取
締
ら
む
と
す
るi

暴

の

霞

は
^

律
ロ
,^
c」

&n
質
易
§

6

4

原
博
士
の
中
世
史
編f

以
前 

需
用
益
多
く
な
6

、
■̂
央
政
府
の
命
令
行
f

さ
”

に
'
s
h
'家
の
思
；

S

及
f

所
な
6
0.
此
記
事
藤
原
徽
長 

f

o

太
宰
府
の
役
人
l

l

v

l

i

.

 

K

a a

s

f

y

n
仁
I

年
I

三
日
二
千 

し
て
私
質
f

 

sと
！

、
九
州
沿
岸
國
司I

n

I

て
盛
に
質
f

s

と
^

^

^

^

^

n

 

數
國
吏
。
富
| {

暴

奴

僕

滿

國

。
達

軼

人

是

れ
 

擧

)

筑
後
の
ガ
司
杧
-

^
 

M

が
t

ff
i

i

i

t

匕
^

.

大
相

i

平
淸
盛
の
父
に
關
す
る
記
事
f

。
淸
盛
は
武 

支
那
の
3

と

比

せ

ら

れ

庫

港

の

後

身

|

兵
庫
則
ち
福
原
S

都
を
遷
し
把
.る 

.

理
由 
I

 
或
l

l

, l
f

 

!

i

 論

.
雜

:
錄 

’ 

、



15
斷
せ
る
す
ら
あ
6

0 

.
福
原
遷
都
は
此：|

原

因

他
 

に
重
大
の
理
由
あ.6

0

れ̂
ど
满
盛
«
外
鼯
貿
爲
獎
勵 

に
つ
い
て
父

忠
盛
よ
6

の
關
係
よ6

分1
熱
心
允
る
べ
き 

は
倉
然
に
し
て
、
彼
は
好
む
で
唐
船
に
乘6
、
.

0

^

f

,
 

は
別
業
を
營
み
て
此
に
住
み
し
事
あ
れ
ば
貿
易
の
熱
心 

者
杧
る
は
疑
ふ
べ
か
ら
岁
。
福
原
築
港
の
如
き
彼
亦
與
.
一
 

る
な
ら
ひ
。
單
に
此
點
よ6
云
へ
ば
.淸

盛

は

神

戸j 

の
第
ー
恩
人
に
し
て
市
民
忘
る
べ
か
ら
次
る
の
人
な
6
. 

是
れ
十
.

I

lff
i
紀
以
前
平
安
朝
の
外
國
貿
易
の•欉
な
6

。

此
等
の
贸
易
港
と
し
て
北
海.忙
は
敦
賛
あ
.文
斯
簾)

此 

地
は
諸
外
國
の
中
、
唐
に
反
對
せ
し
勃
海
人
の
常
に
來 

6

し
處
に
し\」

唐
人
亦
滯
在
せ
る
事
當
肺
のB
記
に
見
一 

ゆ
。
日

本

書

記

垂

仁

天

皇

の

元

年

に.

,

?

天

皇

之

世
.0

額
有
，
角
人
。
乘
一
船
泊
干
越
前
，

.

0
0
0
O
故
號
其
處
日
兔
膨
也
。
 

. 

元
よ
A
信
^

べ
き
限
に
非
ず
ぇ
雖
名
其
地
名
の
由
漱
外

| 

國
に
緣
あ
る
を
見
て
-名
質易
地
.と
し
て
此
港
と
北
部

丈 

那
と
の
關
係
を
知
る

ベ
V

0

神
功
皇
辰
三
韓
征
伐
以.

前
特
E

に
此
地
を
訪
問
し
織
ひ
し
如
き.其
間
に
外
國
關. 

係
の
消
息
あ
6

し
は
思
は
る
。
此
地
が
貿
易
に
關
し 

て
は
後

世

越
箭
國
司
の
司
る
所
な
れ
ど
名
新
羅
に
渡 

6

謝
死
せ
し̂

仁
將
軍(

宇
多
天
皇
の
頃) Q

此
地
に
届 

住
し
杧
る
を
見
れ
ば
太
宰
府
と
同̂
く
外
寇
に
備
ふ
る 

所

あ

と

思
は
る
。(

古
事
談
及
今
昔
物
語)

聖
武
天 

皇
の
代
尤
盤
島
i

云
ふ
奈
&

京
の
人
西
安
寺
の
錢
四
十 

貫
を
請
ひV

越
前
敦
賀
の
津
に
行
き
要
物
を
賀
ひ
て* 

す
つ
み
、
琵
琶
湖
ょ6

更
に
陸
路
奈
良
に
歸
ら
ん
と
せ 

i
 

(

靈
異
記
今
昔
物
：語
脫
漏

)

美
濃
の
富
豪
に'1
.

て
七 

八
十
人
の
從
者
を
っ
れ
て
此
地
に
行
き^

る
^
^
の
目 

的
i

あ
れ
ど(

今
昔
物
語)

則
ち
敦
賀
と
他
地
方
の
關
係 

を
見
る
ベ
き
者
に
し
て
帝
都
允
る
奈
良
ょ6

物
品
膦
買 

に
赴
き
把
る
は
唐
物
を
目
的
と
せ
し
事
疑
を
い
れ
ず
。

.こ
、
に
名
唐
宋
人
屢
々
滯
在
し
中
に«
驕
慢
‘に
名
我
國 

司
を
侮
扉
し
^

る
名
の
す
ら
あ
，0

0
政
府
は
可
成
太
宰 

府
に
外
人
を
ゃ
ら
む
と
し
て
？
此
地
に
來
る
を
の
あ
る 

は
亦
太
宰
府
と
獨
立
し̂

る
質
易
.港
と
見
故
し
て
大S

な
か
ら
む
內
地
商
業
に
關
し
て
名
北
國
の
物
產
皆 

比
地
に
集
1

右
狹
の
山
越
え
を
な
しy

近
.江
の
.湖
北
^
. 

6
大
#

に
舟
に
<
運
搬
す
る
を
常
と
し
北
國
貨
物
％
集 

散
地
な
纟
。(

書
記)

博
多

と
太
宰
府
は
東
京
と
横
濱
、
大
阪
；と
神
戸
の
關-« 

な
t

太
宰
府
は
其
長
官
杧
る
帥
の
届
住
所
な
れ
ば#
 

府
直
接
の
貿
易
賭
代
に
は
此
地
の
貿
县
地
欠
る
亦
怪
レ
ハ
：
 

む
.

U

足
ら
す
。
從
五
位
の
役
人
等
に
し
て
貿
易
の
利
ぁ 

る
を
見
府
內
3C
は
附
近
に
Jh

ま

6
て
商
買
な
す
名
の
多 

き
；を
加
へ

て
政
府
は
爲
め
に
屢
禁
令
を
下
し̂

6
、
博 

多

は『

是
鱗
國
輻
輳
之
律
。
警
固
武
衛
之
要

』
(

三
代
實 

錄
貞
觀
十
1
‘年y

今
日
の
.神
戸
横
濱
の
繁
盛
と
其
理
由 

を

1

に
す
れ
ば
詳
は
し
く
の>
る
の
要
な
か
ら
む
。
奧 

州
平
泉
名
亦
半
外
國
と
名
云
ふ
ベ
き
锻
夷
の
質
.易
地
と

認

ひ

.べ

し

(

管

家

後

集

)
. 

'
 

% 

.

七
、
市
街
と
人
口
と
都
府 

我
國
都
府
發
達
の
原
因
は
略
之
を
述
べ
杧
る
矽
此
等
の 

都
府
は
果
しv

何
程
位
の
人
口
を
包
括
し
*
る
か
史
料 

雑 

錄
_
.

の
缺
乏
よ
6

正
.確
に
之
を
知
6

難
し
。
孝
德
夭
皇
居
住
：
 

し
給
ひ
し
難
波
豐
锜
宮(

七
世
紀
半)

の
所
在
の
京
は

i

l初
脩
京
師
。
凡
京
每
坊
置
長
人
。
四
坊
搆
令
一
人 

此
律
i
.質
易
地
と
し
て
は
鴻
盧
館
あ6

<
火
^'
失

せ

る 

際
民
家
の
や
け
杞
る
記
事
よ6
し
て
？
民
家
め
數
相
應 

に
あ
6

し
と
思
は
る
。
孝
德
天
皇
の
御
代
に
坊
を
置
く 

見
れ
ば
市
街
の
立
派
に
出
來
祀A
Vと
名
想
像
せ 

り
ら
る
べ
し
。

1?
^

天
皇
は
恭
仁
京(

山
城
瓶
原
村)

に
か 

<

ま
し
t

し
^

る
が
こ
、
に
？
旣
に
東
西
雨
市
あ6

0
帝 

ル
難
彼
と
奈
良
と
恭
仁
三
所
の
中
何
れ
杉
帝
都
に
適
す
. 

る
於
藤
仁
京
の
市
に
就
き
問
は
し
め
把6
。
帝
也
難
波
. 

に
ぅ
つ
-
0紛

ひ

後

，奈
&

に

都

せ6
。
W
姓
.(

農
民
の
み 

に
あ
ら
^
.商
3:
^
ら
ゆ
る
姓
の
人)

は
恭
仁
京
よ
6

1
 

千
人
曉
夜
爭
ひV

奈
良
に
移
住
せ
6

。
遷
都
と
共
に
-« 

ヾ
，
市

街

の

忽
10
出
來
<
都
府
と
な
.る
人
爲
的
都
府
の
急
造 

•

の
最
適
例
な
6

。
奥
州
平
泉
市
街
に
.つ
い
て
は

觀

自

在

王

院

甫

大

門

。

南

北

路

。

通

着

?°
噃

營
 

智
倉
町
叉
建
數
十
宅
高«
西
南
北
有
數
十
宇̂

5
 

.

三
四
.

一 

' 

ぺ



之
を
古
圖
に
合
せ
見
て.
S
京
都
を
ま
ね
，tc
る
大
*

街y

 

-し
て
中
尊
寺
毛
越
寺
の
建
築
物
の
み
に
て
名
百
數
十
を
，，
 

數
へ
女
6

。

大
宰
府
は
京
都
に
次
ぐ
大
都
に
し
て
續
記
神
護
景
雲
3

|
 

年
の
條
に

此
府
人
物
殷
繁
天
下
第
一
都
會
也
。
子
弟
學
者
稍
多 

當
時
旣
に
然
6
而
し
て
明
に
之
を
説
明
す
る
名
の
は
宇
一 

佐
大
鏡
な
6
, 

\ 

府
中
宇
佐
町
四
至
東
限
京
極
路
南
限
田
西
限
焉
出
子 

午
路
牝
限
馬
場(

中
略K

安
四
年
高
陽
院
御
使
郡
司 

圖
師
等
。
官
使
相
共
實
檢
定
し
。
下
文
云
。

〖

宇
佐
町 

.

在
廓
七
條
一一

坊
右
件
藺
元
是
典
代
大
中̂

有
助
所
«

::
-
-
.

也
以
永
保
一
一
年
淸
却
大
宮
司
公
則
也
。

 

，：：
. 

平
泉
と
同
匕
く
京
師
を
模
し
杧
る
大
市
街
な
ぅ
。
寶

鳴

| 

元

年

の

大

風

に

管

杓

の

宫

舍

百

姓

の

家

屋

一

千

百

, #
芦 

破
壞
し
杧
る
を
み
て
名
人
口
調
密
の
度
を
察
す
る
を
#
 

、、へ
し
0

然
名
衰
へ
t

る
文
永
年
間
に
.
.宽
諸
國
記
に
ょ
パ
，
 

れ
ば
小
ニ
殿
居
宰
Jf
f

西
北
*

«
豸
一
ニ
里
戻
居
ニ
千
ニ

®

餘
戸
正
兵
五
百
源
氏
世
々
虫
之
。
以
て
其
盛
事
を
見
る 

ベ
，し
0

;
:
此

府

は

最

防

人

な

る

|»
#

兵
の
IE
«

所
に
し
.て 

.
此
等
の
兵
士
を
農
耕
の
暇
に
武
具
を
製
造
せ
し
め
*

6
 

\
.
天
武
天
皇
の
脖
鐡
一
萬
斤
箭
竹

1

1
千
連
_

一
 

百
双
、
絲 

百

斤

、
布

三

百

端

、
腐

布

四

百

常

を

此

府

に

送

ろ

し

.が 

.

此
等
は
武
具
製
造
原
料
と
し
で
送6

し
な
ら
ひ
。
此
地 

に
於
て
製
造
せ
し
武
且«
_
各
ニ
萬
ニ
百
五
十
具
に
上 

6

tt

る
事
す
ら̂

6

。『

其
製
一
如
唐
画®*
*』

.
i

、
今 

な
A

舶
來
品
を
凌
ぐ
の
意
に
し
て
外
國
人
の
來6

し
丈 

,

1
土
業
の
進
步
名
他
に
す
ぐ
れtc
る
令
の
あ
6

。
此
府 

•
の
@

«

府

發達
の
要
素
y

具
へ
^

る

，

p

の
恐
く
は
外
國 

.

に
名
例
な
於
ら
む
。
日
は
く
外
宼
防
備
の
城
廓
2

兵
士
、 

，日
は
く
外
國
質
县
地
、
日
は
く
政
治
の
中
心
、
日
は
く

 

.

國
分
寺
觀
世
音
寺
の
所
在
、
日
は
く
交
通
の
要
路
、
.
日 

は
く
學
問
所
。

傅
多
の
»

®
は
太
^
;ff
の
[1
盛
と
相
伴
ふ
名
の
な
れ
ば 

詳
於
に
之
を
の
ぶ
る
要
な
し

。

'

. 

鎌
倉
は
源
賴
朝
治
承
西
年
入.6
し
際
は
邊
鄙
の
地
にし

.
i

f
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l l
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最
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il
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M

E

I r
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s
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■
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i

l

l

し
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本

泊

し

至

大

律

の

言

似

专

々

和

田

皋；

j 

可
I

州
之

間

而

天
下
之
|

秦
？

.

奈
義
秀 
S

 士

船
 

s

,i
^

^

f

a
t.
f

j

 
タ
I r
I?
@I
sf
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I
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I r
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l l
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l l
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三
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は
 

I

編
年
記)

以V

其
人
n

<'
b
ff
i
'
5
:
M
h 

“

な

\ 

■事

？
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日
本
後
搜
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河
|

る
江
ロ
、
神
崎
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|

I
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15
然
6

。
此
等
の
遊
女
の
中
に
は
大
江
玉
淵
な
ど
公
卿
の 

女
名
あ
み
て(
大
和
物
語
古
今
集)

後
®
の
如
く
填
め
ら 

れ
允
る
名
の
に
あ
ら
梦
。
殊
に
遊
女
中
に
有
カ
な
る
長 

者
.あ
6

て
部
下
の
遊
女
を
取
締
る
事
幼
稚
な
る
組
合
^

，を 

萠
芽
と
0
見
る
ベ
き

$
の
あ

6
0，其
數
，

p

甚

多

，
、
御

堂
 

關
白
の
豪
遊
に
は
五
十
餘
艘
の
舟
を
浮
べ
て
公
卿
の
舟

： 

を
追
ひ
來
6
歡
樂
を
つ
く
し
允
石
な
ど
淀
川
沿
岸
に
少 

く
と
名
千
人
以
下
な
ら̂

る
べ
し
。

.

附

言

草

し

來

：つ

て

こ

、

に

至

れ

ば

前

後

礎

着

甚

系

| 

統

的
4
ら

ず

材

料

羅

列
に

す

ぎ

次
る

は
大

方

に
向

て 

汗

背

に

堪

へ

次

る

所

な
^S 。

■

終
6

に
.臨
む
で
川
上
文
學
士
の
有
力
な
.る史
料

を

供 

給
し
く
れ
^

る
に
對
し
て
謹
む
で
謝
す。

/
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f
e
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B
e
l
o
w
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 c
〇

c(l
*
a
l
l
g
e
s
,
.

 

z
e
m
m
e
r
a
A
s
h
l
e
y
-
.
,

 

j

な

ど

.泰

西

諸

大

家

の

都

府

に

關

す

る

議

鼢

を

參

考
し

j 

'
■
允

ろ
.0
■-
■

一

三
四
四. 

,

物

價

の

變

動

と

當

座

預

金

，

/

_

高

城

仙

次

郞

本
篇.は
フ
ィ
シ
ヤ.
1
氏
の『

貨
幣
の
購
買
力』T

h
e

 

p
u
r
c
h
a
s
i
n
g

 p
o
w
e
r

 

o
f
.
M

塞
y

m

三
草
の
抄
譯
な
り

〕

•

.第1

節

.
流

通

信

用

の

不

可

思

議 

吾

人

は

是

れ

ょ

々

流

通

預

金

換

言

ず

れ

ば

流

通

^
ロ
用 

の
性
質
を
說
明
せ
ん
と
す
。
慨
し
て
之
を
論
す
％
ふ
:1 

:»
と
：は
债
務
者
に
對
し
債
權
者
の
請
求
し
得
る
物
を
云 

か
ふ
。.而
し
て
銀
行
の
當
座
預
金
と
は
銀
行
ょ6
銀
行
の 

債
權
者
好
請
求
し
得
る
物
に
外
な
ら
す
し

V
、

之
に
由 

K

其
債
權
者
は.11

見
拂
の
小
切
手
を
以
て
銀
行
ょ6
 

特
定
の
.金
額
を
引
出
し
得
る
者
な
る
於
、
他
糧
の
銀
ー
了 

預

金

は

吾

入

の

挤

究

範

圍

外

な

る

を

以

て

，ハ

吾

人

辻

通

例『

當

座

銀

行

預

金

』

:̂
罩

に『

銀
行
預
金』

と
稱
す
べ 

し
。
當

^

e'
^

^

さ
て
銀
行
小
切
手
は
上
記
の
如
く
預
金
を
引
き
出
す
、

i

t*
i-
^
>
-
v
:
r 

v

'J
^
^
.
.̂
-ĉs
^
s
s
v
.

-v
l
c

157

嚷

一一ロす
れ
ば
、
預
金
を
移
轉
す
る
權
利
の
®

書

.に

過

ぎ 

ぎ
る
な
6
0
. 

3れ
ど
小
切
手
自
身
於
運
貨
な
る
に
非#

しV
、

小
切
手
於
代
表
す
る
銀
行
預
金
が
通
貨
欠
る
夺
ー

『

流
通
信
用』

と
名
く
る
所
謂『

銀
行
業
の
不
可
思
議』

解
 

銀
行
預
金
の
移
轉
に
關
し
て
亂
れ
る
名
の
な
ち
。

一
派
-

0 ]  C 

し I
mA1
m '
の

i
f i
b
t ]
Mf
句1
!

"

^

~

^

^

-

1

1

§
^

人
々
は
主
張
し
<
日
く
、
信
用
id
：

j 

財
貨
に
何
等
の
基
礎
を
有
せ
ず
し-c
、

全
.く

存

在

す

る

一 

の
陳
利
な
き
者
に
非
デ
と
な
す
名
、
猶
ほ
«
前
の
燈
の 

セ
き
#.
脈
を
有
せ
る
一
種
の
膨
脹
せ
る
泡
沫
に
外
な 

ら
ず
と
。
さ
は
れ
銀
行
紙
幣
と
同b
く
銀
行
預
金
の
性 

質
は
了
解
し
易
き
者
に
し
て
、
本
章
に
於̂:
練

行

紙

幣 

に
關
し
<
論
ず
る
所
は
槪
し
<
之
を
銀
行
錐
附
に 

I

る
I

得
べ
し
。

o
卽

ち

.紙

幣

は

自

由 

に
流
通
す
る
に
反
し
、
流
通
.預
金
は

『

小
切
手』

.と
稱
す 

儺 

錄
-
'

.

る
特
種
の
手
形

U

由
6
 V

の
み
流
通
す
る
名
の
^

_
銀

行

預

金

の

特

質

を

明

£
に

せ

ん

.爲

に

吾

人

は

預

金 

眹
扱
尬
に
現
金
保
管
を
蓴
業
と
す
る
往
古
發
生
當
時
の 

.一：銀
^
を
见
想
す
べし
。

最
勒
の
ア
ム

' ス
タ
タ
ム

銀
行 

汰
&

>
之
に
類
似
せ
る
名
の.な
6

き

.,
°「

今
此
假
想
銀
行 

に

繁

の
A

s
金
貨
十
萬
典
を
預
け
、
各
其
®
預
金
額 

u

對
し
て
領
收
識
を
受
取
む
と
せ
よ
。
而
し
<
若 

一.
.し
比
銀
行
が
其
の
貸
偕
勘
定
を.發
表
し
允
ろ
と
せ
ば
、
 

左
'
の

如

く

十

萬

弗

の

現

金

在

高

を

示

す

と

同

時

に

預

.主 

_
對
す
ゐ4

-

萬
弗
の
負
債
を
表
記
す
る
な
ら
ん。
を 

資

產
 

負

债

•

弗 

金

貨

§

、
§
?

.

预

金

§

、
§

’

右
表
の
下
段
に
•示
す
金
額
は
各
預
主
に
對
す
る
負
債 

.
の
合
ft
な
；る
は
勿
論
に
しV、、

若

し

預

主A

.-
^

樂

す

る
 

一：
負
債
を
一
萬
弗
と
し
、B

に
對
す
る
負
債
を
同
匕
く
一'

_
萬

弗

と

な

し

、
'其

他

の

預

金

主

に

對

す

る

負

債

を

八

萬

弗
4

ば
、
毖

行
®
麗

勘

_

羞

|

如
く
作
る

乙
と
を
得
べし
。

.

.
資

.產 

一

，

.
負
'

债 

• 

■一一

1

四 M
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