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じ 

め 

に

　
江
戸
時
代
に
日
本
で
発
達
し
た
和
算
が
世
界
的
に
も
先
進
的
内
容
を
有
し
て
い
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
和
算
の
特
徴
と
し
て
、
そ
の
裾
野
の
広
さ
が

あ
る
。
江
戸
時
代
は
経
済
が
発
達
し
、
そ
れ
を
支
え
た
の
は
普
通
の
農
民
や
町
人
で

あ
っ
た
か
ら
、
彼
ら
も
そ
ろ
ば
ん
や
基
礎
的
な
計
算
能
力
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ

り
、
ま
た
実
際
に
身
に
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
和
算
書
の
な
か
で
、
一
般
向
き
の
入
門
書
と
し
て
有
名
な
も
の
と
し
て
塵
劫
記
が

あ
る
。
塵
劫
記
は
作
者
の
吉
田
光
由
（
一
五
九
八
〜
一
六
七
三
）
が
生
き
て
い
た
頃

も
死
後
も
、
そ
の
名
前
を
冠
し
た
膨
大
な
版
本
が
出
版
さ
れ
た
ベ
ス
セ
ラ
ー
で
あ
っ

た
。
こ
の
塵
劫
記
な
ど
の
一
般
向
き
の
和
算
書
を
、
数
学
の
視
点
で
は
な
く
、
経
済

史
の
視
点
か
ら
分
析
で
き
な
い
か
と
考
え
た
の
が
、
本
稿
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
で

あ
る
。

　
塵
劫
記
に
は
ね
ず
み
算
や
ま
ま
子
立
て
な
ど
遊
び
の
要
素
の
強
い
問
題
と
な
ら
ん

で
、
初
心
者
が
日
用
的
な
計
算
に
つ
い
て
学
ぶ
問
題
が
多
い
。
特
に
江
戸
時
代
に
お

い
て
日
常
必
要
か
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
金
銀
銭
三
貨
の
両
替
算
の
問
題
は

塵
劫
記
の
初
期
の
版
か
ら
あ
り
、
塵
劫
記
以
外
の
一
般
向
け
の
ほ
と
ん
ど
の
和
算
書

に
も
存
在
す
る
。
そ
し
て
塵
劫
記
は
読
者
の
た
め
に
具
体
的
か
つ
一
般
的
な
貨
幣
両

替
の
問
題
を
挙
げ
て
、
解
答
と
そ
の
解
き
方
を
記
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
記
述
は
当

該
期
の
社
会
に
お
け
る
両
替
行
為
を
あ
る
程
度
反
映
す
る
は
ず
で
あ
る
。
江
戸
時
代

の
貨
幣
両
替
の
実
際
に
つ
い
て
は
実
際
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
の
で
、

塵
劫
記
の
両
替
算
を
検
討
す
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
塵
劫
記
な
ど
の
和
算
の
一
般
書
に
は
次
第
に
挿
絵
が
入
る
よ
う
に
な
る
が
、

両
替
算
に
関
し
て
も
天
秤
で
銀
を
は
か
る
な
ど
両
替
行
為
を
描
い
た
挿
絵
が
挿
入
さ

れ
、
江
戸
後
期
に
は
両
替
店
の
内
外
の
様
子
に
ま
で
視
野
が
拡
大
し
た
。
こ
う
し
た

挿
絵
か
ら
両
替
商
の
画
像
的
研
究
を
行
う
の
も
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
た
だ
塵
劫
記
な
ど
の
一
般
向
の
和
算
書
は
種
類
が
多
い
上
に
、
本
屋
間
の
版
権
の

移
動
や
海
賊
版
な
ど
で
内
容
が
錯
綜
し
て
い
る
。
中
味
は
同
じ
で
題
が
違
う
も
の
な

ど
が
ご
ろ
ご
ろ
あ
る
。
従
っ
て
両
替
算
の
内
容
の
検
討
を
行
う
以
前
に
書
誌
的
研
究

が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
非
常
に
困
難
な
仕
事
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
い
う
こ

と
自
体
本
稿
の
作
成
過
程
で
わ
か
っ
て
き
た
の
で
、
両
替
算
の
内
容
に
限
り
諸
書
を

比
較
検
討
す
る
こ
と
だ
け
で
も
こ
う
し
た
書
誌
的
研
究
に
寄
与
で
き
る
可
能
性
が
あ

る
と
思
う
。

　
さ
て
一
般
向
き
の
和
算
書
に
つ
い
て
、
最
も
包
括
的
な
研
究
書
は
『
明
治
前
日
本

數
学
史
　
新
訂
）
1
（
版
』
で
あ
る
。
た
だ
本
書
は
あ
く
ま
で
数
学
と
し
て
の
発
展
に
力
点

を
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
『
塵
劫
記
』
以
外
の
一
般
向

き
の
和
算
書
に
つ
い
て
の
記
述
は
豊
か
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
両
替
算
と
両
替
商
に
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愛
知
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紀
　
要
　
第
四
四
号

つ
い
て
結
び
つ
け
て
議
論
し
た
研
究
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

　
た
だ
和
算
書
に
つ
い
て
は
、
東
北
大
学
図
書
館
の
林
鶴
一
・
藤
原
松
三
郎
・
岡
本

則
録
・
狩
野
亨
一
と
い
っ
た
諸
先
生
方
の
和
算
関
係
文
庫
や
、
早
稲
田
大
学
図
書
館

の
小
倉
金
之
助
先
生
収
集
の
小
倉
文
庫
な
ど
す
ぐ
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
し

か
も
そ
の
多
く
が
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
み
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
ま
た
和
算
書
を
翻
刻
し
た
史
料
集
も
多
）
2
（
い
。

　
こ
う
し
た
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
や
史
料
集
の
助
け
を
得
て
、
両
替
算
の
観
点
か

ら
一
般
向
き
の
和
算
書
の
整
理
を
試
み
る
。
本
稿
で
取
り
扱
う
時
代
は
、
塵
劫
記
が

京
都
で
刊
行
さ
れ
た
寛
永
期
（
一
六
二
四
〜
四
四
）
か
ら
、
江
戸
で
新
た
な
進
展
が

あ
っ
た
貞
享
期
（
一
六
八
四
〜
八
八
）
頃
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
範
囲
の
和
算
書
に
つ

い
て
は
本
稿
末
の
和
算
書
一
覧
表
に
載
せ
、
本
稿
で
扱
っ
た
主
要
な
も
の
に
は
①
〜

⑬
の
参
照
番
号
を
付
し
て
対
応
さ
せ
て
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
表
は
和
算
書
全
て
を
網
羅
す
る
も
の
で
な
く
、
両
替
算
と
両
替
関

係
の
画
像
に
関
し
て
有
意
義
な
一
般
書
を
中
心
と
し
て
、
私
が
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
書
誌
学
的
検
討
は
不
十
分
で

あ
る
の
で
、
そ
の
点
は
ご
指
摘
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

第
一
章
　
寛
永
期
（
一
六
二
四
～
四
四
）
の
塵
刧
記

　
塵
劫
記
の
版
本
は
寛
永
期
（
一
六
二
四
〜
四
四
）
の
も
の
だ
け
で
も
一
三
種
あ
る

と
さ
れ
る
。
吉
田
光
由
自
身
も
何
度
も
改
版
し
て
い
る
が
、
海
賊
版
が
出
て
い
て
、

対
抗
上
吉
田
が
朱
刷
を
入
れ
た
版
も
あ
る
。
ま
た
書
肆
版
も
出
て
い
る
。
そ
の
う
ち

重
要
と
考
え
ら
れ
る
版
に
つ
い
て
年
代
順
に
取
り
上
げ
、
両
替
算
の
問
題
を
検
討
す

る
。

一
　
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
刊
四
巻
・
二
六
条
・
漢
文
序
本 

『
塵
劫
記
』（
巻
末
和
算
書
一
覧
表
①
）

　
吉
田
光
由
の
塵
劫
記
の
内
最
も
古
い
も
の
は
、
寛
永
四
年
漢
文
序
の
あ
る
四
巻
・

二
六
条
・
二
冊
本
『
塵
劫
記
』
①
で
あ
る
。
こ
の
最
初
の
『
塵
劫
記
』
は
、
巻
一
で

数
の
名
や
九
九
、
か
け
算
・
わ
り
算
に
つ
い
て
述
べ
、
米
売
買
と
俵
積
み
の
問
題
を

挙
げ
、
巻
二
で
両
替
や
利
息
、
絹
売
買
、
船
の
運
賃
、
枡
と
い
っ
た
商
取
引
に
関
す

る
問
題
、
巻
三
で
検
地
、
知
行
物
成
、
金
銀
箔
置
、
材
木
に
関
す
る
問
題
、
巻
四
で

普
請
や
距
離
を
測
る
問
題
を
出
し
て
、
開
平
法
・
開
立
法
で
結
ん
で
い
る
。
実
用
的

で
遊
戯
的
要
素
は
少
な
く
、
少
数
だ
が
素
朴
な
挿
絵
が
付
い
て
い
る
。

　
両
替
算
は
巻
二
の
冒
頭
の
「
第
十
　
金
銀
両
か
へ
の
事
」
と
、
次
の
「
第
十
一
　

せ
に
う
り
か
ひ
の
事
」
の
二
カ
条
で
あ
る
。
両
替
算
の
部
分
を
以
下
に
順
を
追
っ
て

適
宜
引
用
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。
ま
ず
「
第
十
　
金
銀
両
か
へ
の
事
」
の
最
初

の
問
題
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

史
料
１

　
一
、
丁
銀
九
百
七
拾
五
匁
有
時
、
よ
き
は
い
ふ
き
内
二
わ
り
引
に
し
て
か
へ
る
と

き
に
ハ
、
み
き
の
銀
に
灰は

い
ふ
き吹
な
に
ほ
と
そ
と
と（
問
）う
と
き
に
、

　
　
　
　
○
灰
吹
七
百
八
拾
目
に
な
る
と
い
ふ

　
　
法
に
、
九
百
七
十
五
匁
に
八
を
か
く
れ
ハ
、
七
百
八
十
目
と
し
る
へ
し

　
こ
れ
は
丁
銀
と
良
い
灰
吹
銀
の
両
替
で
あ
る
が
、
そ
の
相
場
は
丁
銀
九
七
五
匁
＝

よ
い
灰
吹
七
八
〇
匁
と
、
二
割
ほ
ど
丁
銀
が
安
い
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
史
料
１
に

続
く
三
問
も
内
二
割
か
外
二
割
か
と
い
う
差
は
あ
る
が
、
同
様
の
設
定
で
あ
る
。

　
灰
吹
銀
は
灰
吹
法
に
よ
っ
て
銀
を
精
錬
し
た
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
あ
り
、
地
金
に
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近
い
銀
で
あ
る
。
戦
国
時
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
各
地
で
作
ら
れ
、
領
国
貨
幣
な
ど

と
し
て
極
印
の
打
た
れ
た
も
の
も
流
通
し
て
い
た
。
幕
府
は
慶
長
金
銀
を
発
行
し
た

が
、
そ
の
原
料
金
銀
を
多
量
に
集
荷
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
慶
長
金
銀
を
短
期

間
で
諸
国
に
流
通
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
諸
国
で
の
灰
吹
銀
・
吹
金

な
ど
領
国
貨
幣
の
鋳
造
は
必
然
で
あ
っ
）
3
（

た
。

　
灰
吹
銀
は
鉱
山
の
あ
る
二
八
カ
国
余
で
通
用
し
た
が
、
品
位
や
形
状
・
重
量
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
。
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
京
都
銀
座
役
人
狩
野
七
郎
右
衛
門
が

幕
府
に
提
出
し
た
「
灰
吹
遣
之
国
々
よ
り
出
申
候
灰
吹
丁
銀
に
吹
立
申
）
4
（

覚
」
に
よ
る

と
、
過
去
も
含
め
て
銀
座
に
到
来
し
た
灰
吹
銀
の
国
元
は
一
四
カ
国
あ
り
、
そ
の
多

く
は
丁
銀
よ
り
上
質
で
あ
っ
た
た
め
、
銅
を
加
え
て
丁
銀
に
鋳
造
し
て
い
た
。
有
名

な
加
賀
花
降
銀
は
一
〇
〇
匁
に
つ
き
二
二
匁
も
の
差
銅
を
加
え
る
た
め
鋳
造
さ
れ
る

丁
銀
は
一
二
二
匁
に
も
な
る
。
史
料
１
の
問
題
で
灰
吹
銀
よ
り
丁
銀
が
二
割
安
い
設

定
で
あ
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。

　
幕
府
は
灰
吹
両
替
を
設
け
銀
座
を
通
し
て
灰
吹
銀
を
回
収
し
た
が
、
一
方
で
は
上

質
の
灰
吹
銀
は
丁
銀
よ
り
純
度
が
高
か
っ
た
こ
と
か
ら
主
要
な
輸
出
商
品
と
し
て
海

外
に
流
出
し
た
。
し
か
も
十
七
世
紀
半
ば
頃
に
は
銀
の
産
出
が
減
少
し
始
め
）
5
（
た
。
そ

の
こ
と
も
あ
っ
て
、
先
に
掲
げ
た
狩
野
の
書
上
に
よ
る
と
、
寛
文
八
年
当
時
に
は
従

来
灰
吹
銀
遣
い
で
あ
っ
た
播
磨
・
因
幡
・
土
佐
・
美
作
の
四
カ
国
は
近
年
丁
銀
遣
い

に
な
っ
て
い
た
。
元
禄
の
貨
幣
改
鋳
頃
ま
で
に
は
諸
国
通
用
の
灰
吹
銀
も
漸
次
丁
銀

に
切
り
か
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
「
第
十
　
金
銀
両
か
へ
の
事
」
の
冒
頭
に
丁
銀
と
灰
吹
銀
の
両
替
算
が
出

る
こ
と
か
ら
も
、
寛
永
初
年
段
階
の
京
都
で
は
、
灰
吹
銀
と
幕
府
の
慶
長
丁
銀
の
両

替
は
ま
だ
重
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
灰
吹
銀
や
吹
金
は
領
内
に
流
通
す
る
だ
け
で

な
く
、
江
戸
な
ど
に
送
ら
れ
幕
府
貨
幣
に
替
え
ら
れ
た
り
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
支
出

さ
れ
て
い
）
6
（

た
。
当
時
領
主
金
融
の
中
心
地
で
あ
っ
た
京
都
へ
も
お
そ
ら
く
領
主
に
よ

り
現
送
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。

　
続
く
問
題
は
丁
銀
と
小
型
の
豆
板
銀
の
両
替
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

史
料
２

　
一
、
銀
ま
め
い
た
八
百
七
拾
五
匁
あ
る
と
き
に
、
丁
銀
に
か
へ
る
と
き
に
、
三
分

引
に
し
て
、
右
之
ま
め
板い

た

に
丁
銀
な
に
ほ
と
そ
と
問
時
に
、

　
　
　
　
○
丁
銀
八
百
四
拾
八
匁
七
分
五
り
に
成
と
い
ふ

　
　
法
に
、
内
引
な
り
、
先

（
ま
ず
）拾
匁
と
左
に
置を
き

、
三
分
引
時
に
、
九
匁
七
分
に
成
、
是

を
右
之
ま
め
板
八
百
七
拾
五
匁
に
か
く
れ
ハ
、
丁
銀
八
百
四
拾
八
匁
七
分
五
り

と
し
る
也
（
後
略
）

　
同
じ
幕
府
鋳
造
の
銀
で
も
、
少
額
貨
幣
で
あ
る
豆
板
銀
を
高
額
貨
幣
で
あ
る
丁
銀

に
両
替
す
る
と
き
に
は
、
同
額
で
は
両
替
さ
れ
ず
、
兌
銭
（
引
替
賃
）
が
必
要
と
さ

れ
て
い
る
。
通
常
の
兌
銭
は
大
き
い
も
の
を
小
さ
い
も
の
に
切
る
と
い
う
意
味
で
切

賃
と
い
う
が
、
こ
の
問
題
は
「
逆
打
」
と
な
っ
て
い
る
。
喜
田
川
守
貞
の
「
近
世
風

俗
）
7
（
志
」
は
、
切
賃
に
つ
い
て
、「
昔
は
き
り
ち
ん
に
て
大
を
小
に
換
え
る
也
、
譬
へ

ば
小
判
を
一
分
判
に
か
ゆ
る
に
は
、
小
判
を
出
す
方
よ
り
切
賃
を
添
え
る
也
、
大
を

小
に
切
る
の
意
に
て
切
賃
と
云
也
（
中
略
）
大
は
不
便
に
て
小
は
便
に
宜
き
故
也
」

と
し
て
い
る
。
少
額
貨
幣
の
ほ
う
が
便
利
で
求
め
る
者
が
多
か
っ
た
か
ら
、
手
に
入

れ
よ
う
と
す
る
と
切
賃
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
十
八
世
紀
後
半
に
少
額
の

金
貨
幣
が
増
鋳
さ
れ
る
と
不
評
判
な
小
を
大
（
小
判
）
に
替
え
て
も
ら
う
た
め
の
い

わ
ゆ
る
逆
打
が
起
こ
っ
た
。
お
そ
ら
く
寛
永
初
年
段
階
で
も
豆
板
銀
よ
り
丁
銀
の
ほ

う
が
需
要
が
あ
っ
た
た
め
に
、
逆
打
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
逆
打
の
割
合
は
史
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号

料
２
に
よ
れ
ば
三
分
、
す
な
わ
ち
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
同
様
に
一
分
判
を
小
判

に
両
替
す
る
時
に
も
逆
打
の
兌
銭
が
必
要
だ
っ
た
）
8
（
が
、
こ
れ
は
問
題
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
山
田
正
重
の
「
改
算
記
」
の
「
第
十
六
　
金
銀
両
替
」

の
同
種
の
問
題
で
は
豆
板
銀
か
ら
丁
銀
へ
の
両
替
の
兌
銭
は
二
分
と
な
っ
て
お
り
、

少
し
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
時
代
差
を
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
判
断
が
つ

か
な
い
。

　
続
く
史
料
３
以
下
の
四
問
は
金
銀
の
両
替
で
あ
る
が
、
幕
府
貨
幣
の
小
判
で
は
な

い
吹
金
と
幕
府
貨
幣
の
丁
銀
の
両
替
で
あ
る
。

史
料
３

　
一
、
金
二
拾
五
匁
有
と
き
、
判は

ん

金
の
相さ
う
は場
銀
五
百
廿
八
匁
か
へ
に
し
て
、
丁
銀
に

か
へ
る
と
き
、
右
之
金
に
丁
銀
何
ほ
と
そ
と
問
時
に
、

　
　
　
　
○
丁
銀
三
百
目
に
な
る
と
い
ふ

　
　
つ
ね
の
法
に
ハ
判
金
一
枚ま

い

の
お
も
め
四
十
四
匁
あ
る
、
相さ
う
は場
五
百
弐
拾
八
匁
を

四
十
四
に
わ
れ
は
、
金
壱
両
ニ
付
銀
拾
二
匁
ツ
ヽ
に
な
る
、
こ
れ
を
金
廿
五
匁

に
か
く
れ
ハ
、
銀
三
百
目
と
し
る
へ
し

　
　
　
皆
初
心
成
人
ハ
如
此
に
置お

く

也
、
是
ハ
こ
と
に
よ
り
て
あ
わ
ぬ
さ
ん
用
な
り
、

そ
の
し（

証

拠

）

よ
う
こ
あ
り
（
後
略
）

　
右
に
よ
る
と
、
吹
金
は
匁
と
い
う
重
量
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
。
３
に
続
く
問
題

で
は
、
三
八
匁
・
四
二
匁
・
四
七
匁
と
い
う
三
種
類
の
金
の
重
量
が
示
さ
れ
て
お

り
、
個
々
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
品
位
・
形
・
重
量
を
持
っ
た
吹
金
は
そ
の
ま
ま
で
は
使

い
に
く
い
の
で
、
両
替
屋
に
よ
り
天
秤
に
か
け
ら
れ
て
重
量
を
量
っ
て
金
包
み
に
さ

れ
て
い
た
。
小
判
と
違
っ
て
秤
量
貨
幣
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
判
金
す
な
わ
ち
幕
府
鋳
造
の
大
判
は
、
一
枚
の
重
量
が
京
目
一
〇
両
＝
四
四
匁
と

さ
れ
る
貨
幣
で
あ
る
。『
塵
劫
記
』
初
版
よ
り
古
い
と
い
わ
れ
る
龍
谷
大
学
蔵
『
算

用
記
』
で
は
、
大
判
の
重
量
は
四
五
匁
と
な
っ
て
い
て
、
慶
長
大
判
も
時
期
に
よ
り

差
異
が
あ
っ
た
が
、
重
量
が
問
題
と
な
る
と
い
う
点
で
秤
量
貨
幣
的
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
史
料
３
の
よ
う
に
吹
金
の
金
包
と
銀
の
両
替
は
大
判
相
場
を
基
準
に
行
わ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
次
の
問
題
で
あ
る
史
料
４
は
、
幕
府
鋳
造
の
小
判
（
慶
長
小
判
）
を
銀
に
両
替
す

る
問
題
で
あ
る
。

史
料
４

　
一
、
小
判
二

（
一
カ
）両
一
分
有
と
き
に
、
小
判
一
両
ニ
付
銀
六
拾
め
か
へ
の
相さ
う
は場
に
し

て
ハ
、
右
之
こ
は
ん
に
銀
何
ほ
と
そ
と
と
う
時
に
、

　
　
　
　
○
銀
七
拾
五
匁
に
成
と
い
ふ

　
　
法
に
、
二

（
一
カ
）両
一
分
と
右
に
を
き
、
一
分
を
四
に
て
わ
れ
ハ
、
二
（
一
カ
）両
二
五
に
成
、

是
に
小
判
の
相さ

う
は場
六
十
め
を
か
く
れ
ハ
、
右
之
小
判
に
銀
七
拾
五
匁
と
し
る
へ

し
（
後
略
）

　
こ
の
小
判
相
場
は
金
一
両
＝
銀
六
〇
匁
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
幕
府
の
慶
長
十
三
年

十
二
月
八
日
の
触
で
は
金
一
両
＝
銀
五
〇
匁
の
公
定
相
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
元
禄
改
鋳
ま
で
続
く
が
、
実
際
は
一
両
＝
五
六
、七
匁
が
多
か
っ
た
と
み
ら
れ
て

い
）
9
（
る
。『
塵
劫
記
』
①
で
は
現
実
の
相
場
に
近
い
相
場
を
採
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
こ
の
あ
と
、
問
題
の
形
式
を
と
っ
て
い
な
い
が
、
金
四
四
わ
り
、
銀
四
三
わ

り
、
小
一
斤
に
つ
い
て
、
数
字
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
金
小
一
斤
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江
戸
時
代
の
和
算
書
に
お
け
る
貨
幣
両
替
（
一
）（
中
川
）

は
十
六
匁
の
重
量
の
金
で
あ
る
が
、
一
匁
に
換
算
す
る
と
、
金
は
1
÷
16
匁
＝
〇
・

〇
六
二
五
、
す
な
わ
ち
六
分
二
厘
五
毛
に
あ
た
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
続
い
て
、「
第
十
一
　
せ
に
う
り
か
ひ
の
事
」
を
検
討
す
る
。

史
料
５

　
一
、
壱
貫
文
ニ
付
銀
に
て
拾
六
匁
の
さ
う
ば
の
時
に
、
壱
匁
ニ
付
せ
に
な
に
ほ
と

ツ
ヽ
に
あ
た
る
そ
と
問
時
に
、

　
　
　
　
○
壱
匁
に
六
十
文
ツ
ヽ
に
成
と
い
ふ

　
　
法
に
、
九
百
六
拾
文
と
右
に
を
き
、
左
に
拾
六
匁
と
置を

き

、
右
を
十
六
匁
に
て
わ

れ
ハ
六
十
文
と
し
る
へ
し

　
こ
れ
は
銭
一
貫
文
に
つ
き
銀
何
匁
と
い
う
金
融
市
場
で
の
銭
相
場
か
ら
、
銀
一
匁

に
つ
き
銭
何
文
か
と
い
う
よ
り
庶
民
に
と
っ
て
実
用
的
な
銭
相
場
を
求
め
る
た
め
の

計
算
問
題
で
あ
る
。
町
場
で
は
商
取
引
な
ど
の
た
め
独
自
の
銭
相
場
を
定
め
る
こ
と

が
よ
く
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
も
銀
一
匁
に
つ
き
銭
何
文
と
い
う
相
場
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
銭
一
貫
文
＝
一
〇
〇
〇
文
の
丁
銭
で
は
な
く
、
銭
一
貫
文
＝
九
六
〇
文
の
省
銭

勘
定
と
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
こ
の
銭
は
、
本
書
の
刊
行
年
か
ら
み
て
、
寛
永
十
三
年
か
ら
幕
府
が
公
鋳
し

た
い
わ
ゆ
る
寛
永
通
宝
で
は
あ
り
え
な
い
。
幕
府
が
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
十

二
月
八
日
に
永
楽
銭
の
使
用
を
禁
止
し
て
通
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
多
様
な
鐚
銭
で
あ

る
。

　
次
の
問
題
で
あ
る
史
料
６
は
５
と
は
違
い
、
一
定
額
の
銭
を
買
う
と
き
代
銀
は
い

く
ら
か
と
い
う
、
具
体
的
な
両
替
算
で
あ
る
。

史
料
６

　
　
　
　
○
銭
か（

買
）わ
ハ
相さ
う
は場
て
か
ね
を
わ
る
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
百
よ
り
う
ち
ハ
四
か
け
て
引

　
一
、
四
貫
三
百
二
十
四
文
有
時
、
一
貫
文
ニ
付
十
八
匁
の
と
き
、
み
き
の
せ
に
に

銀
い
か
ほ
と
そ
と
問と

う

と
き
、

　
　
　
　
○
銀
七
拾
七
匁
八
分
五
り
に
成
と
い
ふ

　
　
法
に
、
百
よ
り
う
ち
の
二
十
四
文
に
四
を
か
け
て
加
入
申
し
、
先
廿
文
に
二
四

の
八
と
加
入
、
又
四
文
に
四
四
十
六
と
加
入
之
時
、
四
貫
三
百
二
十
五
文
に
な

る
、
是
に
相さ

う
は場
十
八
匁
を
か
く
れ
は
、
銭
七
十
七
匁
八
分
五
り
に
成
と
し
る
へ

し

　
史
料
６
の
最
初
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
銭
を
銀
で
買
う
と
き
に
は
、
一
貫
文
に

つ
き
銀
何
匁
と
い
う
銭
相
場
で
銀
を
割
れ
ば
銭
が
い
く
ら
に
な
る
か
わ
か
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
一
〇
〇
文
未
満
の
銭
さ
し
に
な
ら
な
い
端
数
の
銭
は
四
パ
ー
セ

ン
ト
増
し
で
計
算
し
た
。
11
の
問
題
で
わ
か
る
よ
う
に
、
銭
さ
し
は
省
銭
と
な
っ
て

い
て
銭
九
六
文
で
一
〇
〇
文
と
み
な
し
て
い
た
の
で
、
端
数
も
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
増

量
し
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
史
料
５
・
６
の
銭
相
場
は
一
貫
文
＝
一
六
匁
と
一
貫
文
＝
一
七
匁
の
設
定
で

あ
る
。
か
な
り
の
差
違
が
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
多
様
な
銭
が
流
通
し
て
い
た
こ

と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
幕
府
が
慶
長
十
三
年
十
二
月
八
日
に
出
し
た
触
で
は
、
永
楽

通
宝
は
使
用
停
止
と
し
、
金
一
両
＝
銀
五
〇
匁
＝
永
楽
銭
一
貫
文
＝
鐚
銭
四
貫
文
と

公
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
そ
の
後
も
何
度
も
触
れ
ら
れ
、
寛
永
二
年
に
も
一
両
＝
銭
四

貫
文
と
し
、
銭
の
高
下
売
買
を
禁
止
し
て
い
る
。
幕
府
は
銭
と
銀
の
相
場
を
直
接
は

指
示
し
て
い
な
い
が
、
計
算
上
一
貫
文
＝
一
二
匁
五
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
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表１　草間直方『三貨図彙』にみる銭相場

年 銭１貫文
の銀匁 注　記 １匁あたり

銭文
寛永 2 1625 17.5 悪銭２貫文但銭一貫文也 55.4 

3 1626 16.8 精銭17.5～16 57.7 
4 1627 16 60.6 
5 1628 17.1 板倉周防殿へ年礼、精銭 56.7 
6 1629 17 板倉周防殿へ年礼、精銭 57.1 
7 1630 17.6 板倉周防殿へ年礼、精銭 55.1 
8 1631 18.6 板倉周防殿へ年礼、精銭 52.2 
9 1632 18.1 板倉周防殿へ年礼、精銭 53.6 
10 1633 20 板倉周防殿へ年礼、精銭 48.5 
11 1634 21 板倉周防殿へ年礼、精銭 46.2 
12 1635 25 板倉周防殿へ年礼、精銭 38.8 
13 1636 25 板倉周防殿へ年礼、精銭 38.8 
14 1637 24 板倉周防殿へ年礼、精銭 40.4 
15 1638 19.5 板倉周防殿へ年礼、新銭 49.7 
16 1639 16 板倉周防殿へ年礼、新銭 60.6 
17 1640 16.1 板倉周防殿へ年礼、新銭 60.2 
18 1641 12 板倉周防殿へ年礼、新銭 80.8 
19 1642 12 板倉周防殿へ年礼、新銭 80.8 
20 1643 14 板倉周防殿へ年礼、新銭 69.3 

正保 1 1644 12 板倉周防殿へ年礼、新銭 80.8 
2 1645 12 板倉周防殿へ年礼、新銭 80.8 
3 1646 12 板倉周防殿へ年礼、新銭 80.8 
4 1647 12.5 板倉周防殿へ年礼、新銭 77.6 

慶安 1 1648 13.75 板倉周防殿へ年礼、新銭 70.5 
2 1649 14 板倉周防殿へ年礼、新銭 69.3 
3 1650 16 板倉周防殿へ年礼、新銭 60.6 
4 1651 16 板倉周防殿へ年礼、新銭 60.6 

承応 1 1652 16 池田備中殿後室より 60.6 
2 1653 16 池田備中殿後室より 60.6 
3 1654 16 池田備中殿後室より 60.6 

明暦 1 1655 17 池田備中殿後室より 57.1 
2 1656 18 牧野佐渡守へ継目礼 53.9 
3 1657 18 池田備中殿後室より 53.9 

愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号

し
こ
の
公
定
相
場
は
現
実
の
相
場
と
は
違
っ
て
い
た
。

　
草
間
直
方
の
『
三
貨
図
彙
』
物
価
之
部
巻
四
に
は
、
銭
一
貫
文
の
銀
と
し
て
表
１

の
よ
う
な
数
値
を
上
げ
て
い
る
。
寛
永
四
年
に
は
一
貫
文
＝
一
六
匁
と
公
定
相
場
よ

り
銭
高
で
、『
塵
劫
記
』
①
の
数
値
と
近
い
。

　
な
お
天
理
図
書
館
所
蔵
の
寛
永
五
年
刊
『
算
用
記
』
は
、
数
値
は
異
な
る
も
の

の
、「
十
一
　
銀
両
替
之
事
」・「
金
両
か
へ
の
事
」、「
十
四
　
せ
に
売
買
之
事
」
と

い
っ
た
項
目
や
そ
の
問
題
の
内
容
、
各
種
兌
銭
も
同
一
で
あ
る
。
こ
の
『
塵
劫
記
』

と
『
割
算
書
』
を
も
と
に
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
両

替
算
の
部
分
か
ら
は
納
得
で
き
る
。

二
　
寛
永
四
年
刊
・
五
巻
・
四
八
条
・
八
月
序
・
横
本
『
塵
劫
記
』
の
再
版

（
美
濃
版
本
）（
②
）

　
寛
永
四
年
刊
・
五
巻
・
四
八
条
・
八
月
序
・
横
本
『
塵
劫
記
』
に
つ
い
て
検
討
し

た
い
が
、
こ
れ
を
実
見
で
き
て
い
な
い
。
そ
こ
で
そ
の
再
版
で
あ
る
美
濃
判
本
で
検
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江
戸
時
代
の
和
算
書
に
お
け
る
貨
幣
両
替
（
一
）（
中
川
）

討
す
る
。

　
こ
の
『
塵
劫
記
』
の
特
徴
は
、
①
よ
り
巻
数
が
増
え
、
遊
戯
的
問
題
が
増
え
る
な

ど
、
問
題
数
が
増
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
両
替
算
も
第
一
巻
末
に
「
第
十
四
　
ぜ

に
う
り
か
ひ
の
事
」
が
入
り
、
第
二
巻
冒
頭
に
「
第
十
五
　
銀
両
か
へ
の
事
」、「
第

十
六
　
金
両
が
へ
の
事
」、「
第
十
七
　
大
一
き
ん
わ
り
・
小
一
斤
わ
り
・
金
わ
り
・

銀
わ
り
の
事
」、「
第
十
八
　
小
判
両
が
へ
之
事
」
と
、
金
銀
両
替
が
四
分
割
さ
れ

て
、
五
カ
条
に
増
え
た
。
順
番
に
検
討
し
て
い
こ
う
。

　「
第
十
四
　
ぜ
に
う
り
か
ひ
の
事
」
で
は
、
前
節
の
史
料
５
の
よ
う
な
問
題
は
な

く
な
り
、
６
の
問
題
に
類
似
し
た
、
銀
か
ら
銭
へ
、
銭
か
ら
銀
へ
の
問
題
が
二
問
載

せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
設
定
さ
れ
て
い
る
銭
相
場
は
い
ず
れ
も
銭
一
貫
文
＝
銀
一
七

匁
で
、
①
の
５
・
６
の
中
間
の
相
場
で
あ
る
。
ま
た
６
と
同
様
、
銭
は
丁
銭
で
勘
定

さ
れ
一
〇
〇
文
未
満
の
銭
に
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
増
し
の
処
理
を
し
て
お
り
、
こ
れ
を

「
目
を（

負
）ひ
か
ね
」
と
表
現
し
て
い
る
。

　
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
、
次
の
史
料
７
の
よ
う
な
①
に
は
な
い
問
題
が
あ
る
。

史
料
７

　
上
銭
一
貫
文
ニ
付
十
七
匁
の
さ
う
ば
な
り
、
中
銭
一
貫
文
ニ
付
十
五
匁
四
分
の
相さ

う

場は

也
、
銀
弐
百
五
拾
四
匁
三
分
五
り
あ
る
時
、
此
か
ね
に
て
ぜ
に
上
・
中
二
い（
色
）ろ

か
ひ
申
時
に
、
右
の
か
ね
に
て
上
銭
せ
に
も
中
銭
も
を（

同
）な
し
ほ
と
と
り
た
き
と
い

ふ
時
、

　
　
　
○
上
せ
に
七
貫
八
百
五
十
文
也

　
　
　
　
此
代
銀
百
卅
三
匁
四
分
五
り
也

　
　
　
○
中
せ
に
七
貫
八
百
五
十
文
也

　
　
　
　
　
此
代
銀
百
廿
目
九
分
な
り

　
　
　
　
　
　
銀
二
口
合
弐
百
五
拾
四
匁
三
分
五
り

　
法
に
、
上
銭
の
さ
う
ば
十
七
匁
に
、
中
銭
の
さ
う
ば
十
五
匁
四
分
を
加
へ
る
時

に
、
合
卅
二
匁
四
分
に
成
、
こ
れ
に
て
右
之
弐
百
五
拾
四
匁
三
分
五
り
を
わ
れ

ハ
、
七
貫
八
百
五
十
文
ツ
ヽ
と
し
れ
申
候

　
こ
の
問
題
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
流
通
し
て
い
る
銭
の
内
、
上
銭
と
中
銭
と
い
う

区
別
、
撰
銭
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
上
銭
は
一
貫
文
＝
銀
一
七
匁
の
相
場
で

あ
り
、
中
銭
は
一
五
匁
四
分
と
上
銭
の
九
割
ほ
ど
の
評
価
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
な
い

が
そ
れ
よ
り
低
い
評
価
で
あ
る
下
銭
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
次
に
「
第
十
五
　
銀
両
か
へ
の
事
」
で
あ
る
が
、
最
初
の
問
題
は
①
の
史
料
２
と

同
じ
よ
う
に
丁
銀
と
豆
板
銀
の
両
替
問
題
で
、
同
じ
く
逆
打
三
パ
ー
セ
ン
ト
引
に
設

定
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
続
く
三
つ
の
問
題
は
①
の
史
料
１
と
似
た
灰
吹
銀
と
丁
銀
の
両
替
問
題

で
、
丁
銀
は
よ
い
灰
吹
の
二
割
引
と
い
う
設
定
も
同
じ
で
あ
る
。
数
値
は
違
う
も
の

の
、
内
容
的
に
は
前
節
の
①
と
変
わ
ら
な
い
。

　
つ
い
で
「
第
十
六
　
金
両
が
へ
の
事
」も
、
最
初
の
四
問
は
小
判
で
は
な
い
吹
金
と

丁
銀
の
両
替
問
題
で
、①
の
史
料
３
以
下
の
四
問
と
数
値
も
含
め
同
一
内
容
で
あ
る
。

　「
第
十
七
　
大
一
き
ん
わ
り
・
小
一
斤
わ
り
・
金
わ
り
・
銀
わ
り
の
事
」
は
、
①

の
記
述
に
大
一
斤
が
加
わ
っ
て
お
り
、「
大
一
斤
と
い
ふ
は
弐
百
五
十
目
也
、
四
を

か
け
て
よ
し
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　「
第
十
八
　
小
判
両
が
へ
之
事
」
で
は
、
①
の
史
料
４
同
様
小
判
と
銀
の
両
替
で

あ
る
が
、
問
題
数
は
二
問
に
増
え
て
い
る
。
相
場
は
金
一
両
＝
銀
五
二
匁
・
五
六
匁

で
あ
り
、
４
が
幕
府
公
定
の
一
両
＝
六
〇
匁
で
あ
っ
た
の
と
比
べ
る
と
、
か
な
り
金

が
安
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
京
都
で
は
銀
の
需
要
が
高
く
、
そ
う
し
た
金
相
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号

場
の
状
況
に
あ
っ
た
相
場
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
さ
て
①
・
②
の
寛
永
四
年
刊
『
塵
劫
記
』
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
こ
の
段
階
で
は

金
・
銀
・
銭
と
も
幕
府
貨
幣
以
外
の
灰
吹
銀
や
各
種
金
な
ど
多
種
多
様
の
貨
幣
が
流

通
し
、
複
雑
な
両
替
行
為
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
貨
幣
両
替
に
お
い
て
秤
で

重
さ
を
は
か
る
―
掛
け
改
め
る
こ
と
は
必
須
で
あ
り
、
近
世
初
期
に
大
名
な
ど
が
国

元
と
藩
邸
や
蔵
屋
敷
で
「
銀
掛
屋
」
を
設
定
し
て
い
た
の
も
、
当
然
で
あ
っ
た
。
掛

屋
は
後
に
大
名
財
政
を
扱
い
仕
送
り
な
ど
を
行
う
者
に
な
っ
て
い
く
が
、
出
発
点
は

文
字
通
り
銀
を
天
秤
に
掛
け
改
め
る
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
②
は
『
塵
劫
記
』
初
版
の
①
に
比
べ
る
と
、
両
替
算
の
問
題
数
が
増
え
て
項

目
も
増
え
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は
類
似
し
て
お
り
、
吉
田
光
由
に
よ
る
改
訂
版
で

あ
る
と
考
え
て
不
自
然
で
は
な
い
。
た
だ
②
で
は
庶
民
に
と
っ
て
重
要
な
銭
の
両
替

算
の
比
重
が
増
し
、
撰
銭
行
為
や
銀
高
相
場
な
ど
、
よ
り
現
実
に
即
し
た
設
定
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

三
　
寛
永
八
年
六
月
刊
・
三
巻
・
四
八
条
・
序
漢
文
・
朱
刷
本
『
塵
劫
記
』

（
③
）

　
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
の
三
巻
本
『
塵
劫
記
』
は
、
上
巻
に
「
第
十
四
　
せ
に

う
り
か
い
の
事
」、「
第
十
六
　
金
両
か
へ
の
事
」、「
第
十
七
　
小
は
ん
両
か
へ
の

事
」
が
あ
る
。
②
に
あ
っ
た
「
第
十
七
　
大
一
き
ん
わ
り
・
小
一
斤
わ
り
・
金
わ

り
・
銀
わ
り
の
事
」
は
な
い
が
、
金
わ
り
・
銀
わ
り
は
各
々
第
十
六
・
第
十
七
の
問

題
の
後
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
内
容
は
②
に
似
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
改
訂
点
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、「
第
十

四
　
せ
に
う
り
か
い
の
事
」
で
の
銭
の
問
題
数
が
一
問
増
え
、
②
で
は
な
く
な
っ
て

い
た
銀
一
匁
に
つ
き
銭
い
く
ら
の
銭
相
場
の
問
題
が
復
活
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

こ
れ
に
続
い
て
、
銭
一
貫
文
に
つ
き
銀
一
五
匁
一
分
の
時
、
銀
一
匁
は
六
三
文
五
七

な
ど
、
計
算
結
果
の
数
値
の
割
付
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
こ

の
割
付
表
に
つ
い
て
は
、「
右
是
ハ
さ
ん
を
し
ら
さ
る
人
の
た
め
に
わ
り
付
を
き
申

候
也
」
と
添
書
さ
れ
て
お
り
、
算
を
知
ら
な
い
人
の
た
め
の
も
の
と
し
て
い
る
。
和

算
の
本
で
あ
り
な
が
ら
、
銭
相
場
を
計
算
せ
ず
に
参
照
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
は
、

実
用
的
な
試
み
と
い
え
る
。
こ
れ
以
降
の
塵
劫
記
で
は
こ
の
割
付
表
の
掲
載
が
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
に
な
り
、
寛
文
七
年
の
『
新
板
算
用
記
』
や
寛
永
二
十
年
の
『
万
用
不
求

算
』
で
は
両
替
算
関
係
で
は
銭
相
場
の
割
付
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
近
世
後
期
に

は
こ
れ
に
特
化
し
た
書
物
も
登
場
し
た
。

　
銭
相
場
割
付
の
範
囲
は
一
貫
文
＝
一
五
匁
一
分
か
ら
一
貫
文
＝
二
〇
匁
（
一
匁
＝

四
八
文
）
で
、
か
な
り
銭
高
な
相
場
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
表
１
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
寛
永
八
年
頃
に
は
銭
相
場
が
上
昇
傾
向
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
次
の
「
第
十
六
　
金
両
か
へ
の
事
」
は
、
①
の
史
料
３
な
ど
と
数
字
も
含
め
て
同

一
で
あ
る
。「
第
十
七
　
小
は
ん
両
か
へ
の
事
」
で
は
、
小
判
か
ら
銀
へ
の
両
替
算

の
問
題
が
三
問
あ
る
が
、
数
値
の
み
②
と
変
わ
っ
て
い
る
。
小
判
相
場
は
一
両
＝
五

六
匁
と
六
〇
匁
の
設
定
で
あ
る
。
ま
た
本
書
③
か
ら
の
特
徴
と
し
て
そ
ろ
ば
ん
の
図

が
一
枚
付
い
て
い
る
。

　
こ
の
『
塵
劫
記
』
③
に
つ
い
て
は
、
金
銀
両
替
算
は
②
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
、
銭

だ
け
相
場
上
昇
の
傾
向
の
な
か
で
そ
れ
に
対
応
す
る
銭
相
場
の
割
付
表
を
作
る
な
ど

工
夫
が
み
ら
れ
る
。

四
　
寛
永
十
一
年
八
月
八
日
刊
・
四
巻
・
六
三
条
・
序
和
文
・
朱
刷
小
型
本

『
ち
ん
か
う
き
』（
④
）

　
こ
の
小
型
の
『
ち
ん
か
う
き
』
は
六
三
条
あ
り
、
③
よ
り
一
五
条
多
い
が
、
新
し
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く
追
加
さ
れ
た
の
は
一
一
カ
条
で
、
あ
と
は
問
題
の
分
割
に
よ
り
増
え
て
い
る
。
文

章
が
簡
潔
に
な
り
、
全
体
と
し
て
挿
絵
が
増
え
た
。

　
両
替
算
は
第
一
巻
に
あ
り
、「
第
十
四
　
ぜ
に
う
り
か
ひ
の
事
」、「
第
十
五
　
銀

両り
や
うが
へ
の
事
」、「
第
十
六
　
金
両
が
へ
の
事
」、「
第
十
七
　
小
は
ん
両
が
へ
の
事
」

で
あ
る
。

　「
第
十
四
　
ぜ
に
う
り
か
ひ
の
事
」
の
問
題
数
は
七
問
で
、
そ
の
内
六
問
は
③
と

同
一
で
あ
る
。
付
け
加
わ
っ
た
の
は
、
銭
一
貫
文
に
つ
き
二
一
匁
五
分
の
と
き
に
、

銀
三
三
四
匁
九
分
七
厘
を
銭
に
両
替
す
る
と
い
く
ら
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
た

③
と
同
様
、
銀
一
匁
に
つ
き
銭
何
文
と
い
う
割
付
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
一
貫

文
＝
一
五
匁
一
分
（
一
匁
＝
六
三
文
五
七
）
か
ら
、
一
貫
文
＝
二
三
匁
（
一
匁
＝
四

一
文
七
四
）
と
、
③
よ
り
銭
高
銀
安
の
方
向
に
ま
で
表
が
拡
大
し
て
い
る
。
現
実
の

銭
高
相
場
の
動
向
を
反
映
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　「
第
十
五
　
銀
両り

や
うが
へ
の
事
」、「
第
十
六
　
金
両
が
へ
の
事
」、「
第
十
七
小
は
ん

両
が
へ
の
事
」
は
、
ほ
ぼ
④
と
同
一
で
あ
る
。

五
　
寛
永
十
八
年
十
一
月
刊
・
三
巻
・
朱
刷
小
型
本
『
新
篇
塵
劫
記
』（
遺
題

本
）（
⑤
）

　
こ
の
『
新
篇
塵
劫
記
』
は
、
巻
下
の
巻
末
に
吉
田
光
由
の
遺
題
が
あ
る
こ
と
で
遺

題
本
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
挿
絵
が
豊
富
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

問
題
の
内
容
的
に
は
④
の
『
ち
ん
か
う
き
』
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
非
常
に
多
く
、

板
木
も
同
じ
も
の
を
使
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。

　
両
替
算
に
関
し
て
は
、
巻
上
に
「
銀
両
替
」・「
金
両
替
」・「
小
は
ん
両
か
へ
の

事
」・「
銭
両
替
」
の
項
目
が
あ
る
。
こ
の
内
「
銀
両
替
」・「
金
両
替
」
は
④
と
同
一

で
あ
る
。

　「
小
は
ん
両
か
へ
の
事
」
は
銀
か
ら
小
判
へ
、
小
判
か
ら
銀
へ
の
両
替
算
が
三
問

あ
り
、
④
ま
で
の
塵
劫
記
が
小
判
を
銀
に
替
え
る
問
題
だ
け
で
あ
っ
た
の
と
違
い
、

銀
を
小
判
に
両
替
す
る
問
題
が
二
問
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
次
の
史
料
８
の
通
り
で
あ

る
。史

料
８

　
銀
五
百
七
十
二
匁
八
分
有
、
是
を
小
は
ん
に
か
へ
て
取
時
、
一
両
ニ
付
六
十
四
匁

か
へ
の
さ
ん
用
に
し
て
ハ
、
右
銀
子
ニ
小
は
ん
な
に
ほ
と
そ
と
問
、

　
　
　
小
は
ん
八
両
三
分
と
銀
十
二
匁
八
分
残
る
也

　
法
に
、
銀
五
百
七
十
二
匁
八
分
と
右
に
置
て
、
小
は
ん
六
十
四
匁
か
へ
を
も
つ
て

わ
れ
は
、
八
両
九
五
と
成
、
此
九
五
と
い
ふ
事
し
れ
ぬ
時
に
、
下
よ
り
四
を
も
つ

て
か
く
れ
ハ
、
八
両
三
分
八
と
成
、
此
八
に
ハ
替
を
か
け
て
四
て
わ
る
也

　
こ
こ
で
見
ら
れ
る
の
は
、
銀
を
小
判
に
か
え
て
残
り
を
銀
で
取
る
と
い
う
両
替
行

為
で
あ
る
。
吉
田
光
由
が
生
き
た
京
都
は
銀
遣
い
で
あ
る
が
、
小
判
の
需
要
が
増
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　「
小
は
ん
両
か
へ
の
事
」
の
も
う
一
問
に
つ
い
て
は
こ
こ
に
は
引
用
し
な
い
が
、

小
判
六
七
三
八
両
三
分
を
銀
四
二
七
貫
二
三
六
匁
七
分
五
厘
に
替
え
る
と
い
う
、
こ

れ
ま
で
に
な
く
多
額
の
両
替
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
小
判
相
場
も
一
両
＝
六
五

匁
、
六
四
匁
、
六
三
匁
四
分
と
、
幕
府
公
定
の
六
〇
匁
よ
り
高
く
設
定
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
も
小
判
の
需
要
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
小
判
需
要
増
大
の
原
因
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
。
小
判
の
輸
出
は
こ
の
時
代
に

は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
小
判
を
必
要
と
す
る
領
主
財
政
に
京
都
の
人
々
が
関
与

を
深
め
た
こ
と
、
金
遣
い
圏
と
の
商
取
引
が
増
加
し
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
金
遣
い
圏
と
の
経
済
的
関
係
が
深
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
次
に
「
銭
売
買
」
で
あ
る
が
、
七
問
の
内
六
問
は
④
と
同
じ
で
あ
る
が
、
最
初
の

銀
一
匁
の
銭
相
場
を
求
め
る
問
題
だ
け
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。
④
の
問
題
は
一
貫
文

＝
銀
一
五
匁
相
場
で
答
は
一
匁
＝
六
四
文
で
あ
る
が
、
⑤
で
は
一
貫
文
＝
銀
六
匁

で
、
金
一
分
（
慶
長
一
分
判
）
の
銭
相
場
を
求
め
て
お
り
、
解
答
は
一
六
文
で
、
一

匁
＝
一
六
四
文
の
銭
相
場
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。
銭
相
場
が
非
常
に
安
く
設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
こ
の
問
題
の
あ
と
に
あ
る
銭
相
場
割
付
表
も
、
一
貫
文
＝
一
〇
匁
（
一
匁
＝
九
六

文
一
〇
）
か
ら
一
貫
文
一
五
匁
（
一
匁
＝
六
四
文
）
ま
で
は
金
一
匁
あ
た
り
の
銭
相

場
、
一
貫
文
＝
六
匁
一
分
（
一
分
＝
一
五
文
七
四
）
か
ら
一
貫
文
＝
九
匁
九
分
（
一

分
＝
九
文
六
九
）
ま
で
の
銭
安
相
場
で
は
銀
一
分
あ
た
り
の
銭
相
場
が
書
き
上
げ
ら

れ
て
い
る
。

　
こ
の
銭
安
相
場
設
定
の
原
因
は
明
ら
か
に
寛
永
十
三
年
以
降
の
寛
永
通
宝
の
鋳
造

で
あ
ろ
う
。
表
１
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
寛
永
十
四
年
ま
で
一
貫
文
＝
銀
二
四

匁
だ
っ
た
銭
相
場
が
寛
永
十
六
年
に
は
一
貫
文
＝
銀
一
六
匁
ま
で
下
落
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
幕
府
は
寛
永
十
七
年
に
一
旦
銭
座
を
停
止
す
る
が
、
銭
相
場
は
そ
の
後
も

銀
一
二
匁
ま
で
下
落
し
て
い
る
。
草
間
伊
助
は
　『
三
貨
図
）
10
（
彙
』
で
、
寛
永
通
宝
鋳

造
後
市
民
が
古
銭
を
嫌
い
銭
価
の
高
下
が
平
等
で
な
か
っ
た
こ
と
、
寛
永
通
宝
が
一

貫
文
一
六
、
七
匁
と
な
っ
た
と
き
、
古
銭
の
内
上
質
の
精
銭
は
七
匁
五
分
で
あ
っ
た

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
古
銭
の
忌
避
が
止
ま
り
新
古
取
り
交
え
て
通
用
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
幕
府
が
寛
永
通
宝
鋳
造
を
一
旦
取
り
や
め
て
通
用
が
不
自
由
に

な
っ
て
か
ら
と
す
る
。
④
の
一
貫
文
に
つ
き
六
匁
一
分
と
い
う
非
常
な
銭
安
相
場

は
、
お
そ
ら
く
寛
永
通
宝
以
前
に
流
通
し
て
い
た
鐚
銭
＝
古
銭
の
相
場
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
『
新
篇
塵
劫
記
』
の
両
替
算
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、「
銀
両
替
」
の
冒

頭
に
挿
絵
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
論
文
末
の
図
１
に
こ
れ
を
挙
げ
た
。

あ
ま
り
上
手
な
絵
で
は
な
い
が
、
も
し
か
し
た
ら
吉
田
光
由
作
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
絵
柄
は
、
両
替
屋
の
使
う
天
秤
が
大
き
く
描
か
れ
、
そ
の
前
に
座
っ
た
両
替
屋
ら

し
き
男
が
針
口
を
叩
い
て
左
右
の
皿
の
平
衡
を
取
っ
て
い
る
。
近
く
に
は
分
銅
を
入

れ
て
い
る
箱
も
み
え
る
。
そ
の
前
に
は
脇
差
し
を
差
し
長
刀
を
横
に
置
い
た
武
士
が

江
戸
初
期
に
流
行
し
た
長
き
せ
る
を
ふ
か
し
て
、
く
つ
ろ
い
で
い
る
。
そ
の
前
に
置

か
れ
て
い
る
の
は
煙
草
盆
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
振
袖
を
き
て
切
髪
の
年
少
の
男
子
奉

公
人
が
お
茶
を
給
仕
に
出
て
き
て
い
る
。

　
き
せ
る
の
男
は
両
替
屋
の
客
で
、
彼
が
両
替
の
た
め
に
持
ち
こ
ん
だ
貨
幣
は
、
み

た
と
こ
ろ
か
な
り
の
数
の
大
判
・
小
判
・
そ
し
て
分
金
の
よ
う
に
見
え
る
し
、
こ
の

絵
が
銀
両
替
の
項
目
に
あ
る
こ
と
も
そ
れ
を
裏
付
け
る
だ
ろ
う
。
想
像
を
交
え
て
い

え
ば
、
こ
れ
は
大
名
の
家
中
が
京
都
の
両
替
屋
に
各
種
の
金
を
持
ち
込
ん
で
銀
に
両

替
し
て
も
ら
っ
て
い
る
図
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
灰
吹
銀
や
吹
金
が
第
一
に
領
国
貨

幣
と
し
て
流
通
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
想
像
も
あ
な
が
ち
間
違
い
と
も

言
え
ま
い
。
寛
永
期
の
塵
劫
記
は
武
士
と
両
替
屋
と
の
両
替
行
為
が
色
濃
い
の
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
挿
絵
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
天
秤
と
両
替
屋
・
武
士

の
客
・
お
茶
汲
み
の
奉
公
人
」
の
挿
絵
は
、
こ
の
後
も
長
く
『
塵
劫
記
』
の
両
替
算

に
付
随
し
て
現
れ
る
。

六
　
寛
永
二
十
年
五
月
西
村
又
左
衛
門
刊
・
三
巻
・
五
六
条
本
『
新
編
塵
劫

記
』（
⑥
）

　
こ
の
寛
永
末
年
に
出
さ
れ
た
三
巻
・
五
六
条
の
『
新
編
塵
劫
記
』
は
吉
田
光
由
蔵

版
で
は
な
く
、
書
肆
版
で
あ
る
。
出
版
元
の
西
村
又
左
衛
門
は
京
都
寺
町
誓
願
寺
前
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江
戸
時
代
の
和
算
書
に
お
け
る
貨
幣
両
替
（
一
）（
中
川
）

の
本
屋
で
吉
田
光
由
の
『
古
暦
便
覧
』
も
出
版
し
て
い
る
の
で
、
吉
田
の
意
を
う
け

て
出
版
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　『
塵
劫
記
の
研
究
　
図
録
）
11
（

編
』
に
よ
る
と
、
本
書
の
様
式
は
③
に
基
づ
く
が
、

④
・
⑤
の
内
容
を
取
り
入
れ
、
特
に
⑤
の
挿
絵
を
多
数
挿
入
し
て
編
集
し
た
も
の
で

あ
る
。
本
屋
が
出
し
た
も
の
の
た
め
か
、
字
形
や
体
裁
は
非
常
に
洗
練
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
れ
以
降
の
塵
劫
記
は
こ
の
版
を
底
本
に
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ

れ
以
降
塵
劫
記
は
吉
田
光
由
の
手
を
離
れ
、
本
屋
に
よ
り
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
が
、そ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
る
の
は
こ
の
『
新
編
塵
劫
記
』
⑥
な
の
で
あ
る
。

　
両
替
算
と
し
て
は
、
上
巻
に
「
第
十
四
　
銭
う
り
か
い
の
事
」、「
第
十
五
　
銀
両

が
へ
の
事
」、「
第
十
六
　
金
両
が
へ
の
事
」、「
第
十
七
　
小
判
両
が
へ
の
事
」
が
あ

る
。
そ
の
内
容
は
す
べ
て
寛
永
八
年
六
月
版
③
と
同
じ
で
、
形
式
も
類
似
し
て
い

る
。
細
か
い
表
現
で
は
④
・
⑤
と
同
じ
部
分
も
あ
る
が
、
問
題
内
容
は
取
り
入
れ
て

い
な
い
。

　
た
と
え
ば
⑤
は
寛
永
通
宝
鋳
造
に
よ
る
銭
相
場
の
急
落
を
ふ
ま
え
て
い
た
が
、
⑥

で
は
銭
相
場
も
寛
永
八
年
段
階
の
銭
高
相
場
に
戻
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
屋
が
単
に

古
い
版
を
準
拠
と
し
た
だ
け
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
⑥
が
出
版
さ
れ
た
寛

永
二
十
年
段
階
に
は
銭
の
鋳
造
停
止
に
よ
り
ま
た
銭
高
に
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

（
表
１
参
照
）
が
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
ま
た
⑤
の
「
天
秤
と
両
替
屋
・
武
士
の
客
・
お
茶
汲
み
の
奉
公
人
」
に
よ
く
似
た

図
が
、「
第
十
五
　
銀
両
が
へ
の
事
」
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
人
物
の
位
置
関
係
や

細
か
い
線
は
違
い
、
⑤
の
挿
絵
の
覆
刻
で
は
な
く
模
刻
で
あ
る
。

　
こ
の
挿
絵
模
刻
は
こ
の
後
も
塵
劫
記
な
ど
の
一
般
向
き
の
和
算
書
で
よ
く
行
わ
れ

る
。
特
に
重
版
本
で
多
い
。
体
裁
を
手
早
く
変
え
る
の
に
、
挿
絵
の
入
れ
替
え
が
有

効
で
あ
る
た
め
だ
ろ
う
か
。

　
一
例
を
あ
げ
よ
う
。
⑤
と
両
替
算
の
部
分
が
同
一
の
も
の
と
し
て
、
明
暦
四
年

（
一
六
五
八
）
重
版
の
『
新
篇
塵
刧
記
』
⑧
が
あ
る
。「
銀
両
替
」
部
分
に
挿
入
さ
れ

た
「
天
秤
と
両
替
屋
・
武
士
の
客
・
お
茶
汲
み
の
奉
公
人
」
の
図
も
、
⑤
や
⑥
の
覆

刻
で
は
な
く
模
刻
で
あ
る
（
図
２
）。
⑤
と
構
図
は
同
じ
で
あ
る
が
、
客
の
武
士
は

長
刀
だ
け
で
な
く
扇
子
を
脇
に
置
い
て
く
つ
ろ
い
で
お
り
、
キ
セ
ル
を
ふ
か
す
煙
も

描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
貨
幣
も
大
判
ら
し
き
楕
円
形
の
も
の
が
書
か
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
で
は
読
者
に
は
何
か
わ
か
ら
な
い
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、「
金
」
と
記
入
さ

れ
て
い
る
。
小
判
も
小
判
ら
し
く
模
様
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。

第
二
章
　
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
塵
劫
記

　
寛
永
期
に
京
都
で
吉
田
光
由
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
塵
劫
記
は
和
算
の
優
れ
た
入

門
書
で
あ
り
、
そ
の
後
も
版
を
重
ね
て
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
た
。
た
だ
そ
れ
に

影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
一
般
向
き
の
和
算
書
が
他
地
域
で
出
版
さ
れ
始
め
る
。
と

り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
江
戸
で
あ
る
。
万
治
・
寛
文
期
（
一
六
五
八
〜
七
三
）
に

は
江
戸
版
と
い
わ
れ
る
独
特
の
造
本
様
式
の
あ
る
本
が
江
戸
の
本
屋
に
よ
り
出
版
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
仮
名
草
子
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
実
用
書
も
存
在

し
、
塵
劫
記
も
あ
る
。
本
章
で
は
、
江
戸
版
を
は
じ
め
と
し
て
十
七
世
紀
後
半
に
江

戸
で
出
版
さ
れ
た
塵
劫
記
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一
　
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
柴
村
盛
之
刊
『
格
致
算
書
』
三
巻
本
（
⑦
）

　
江
戸
の
和
算
家
柴
村
盛
之
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
十
二
月
に
『
格
致
算
書
』

⑦
を
著
し
刊
行
し
た
。
こ
の
下
巻
に
「
金
銀
両
替
」
の
項
目
が
あ
る
。
ま
た
銭
売
買

は
独
立
し
た
項
目
が
立
っ
て
い
な
い
が
、「
金
銀
両
替
」
の
前
の
項
目
で
あ
る
「
万
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売
買
」
の
中
に
問
題
が
あ
る
。
塵
劫
記
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
金
銀
は
両
替
、
銭

は
売
買
と
、
言
葉
や
項
目
を
区
別
す
る
傾
向
が
あ
る
。
実
際
に
、
金
銀
を
中
心
に
扱

う
両
替
屋
に
対
し
て
、
銭
両
替
屋
は
し
ば
し
ば
銭
小
売
と
呼
称
さ
れ
た
。
銭
は
金
銀

で
買
う
も
の
で
あ
り
、
米
や
布
と
い
っ
た
商
品
に
近
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
、
本
書
で
は
特
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。

　
さ
て
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
本
書
に
は
、
従
来
の
塵
劫
記
に
は
な
い
特
色
が
あ
る
の

で
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
「
万
売
買
」
の
な
か
に
あ
る
銭
売
買
に
関
す
る
五
問
を
検
討
す
る
。
最
初
の

問
題
は
銭
一
貫
文
＝
一
六
匁
の
時
銀
一
匁
の
銭
を
問
う
問
題
、
次
は
同
じ
銭
相
場
の

と
き
銭
六
〇
文
が
銀
何
匁
に
あ
た
る
か
と
い
う
お
な
じ
み
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
あ
と
の
三
問
は
、
こ
れ
ま
で
の
塵
劫
記
の
問
題
に
は
な
か
っ
た
金
と
銭
の
売
買

を
扱
っ
て
い
る
。
三
問
の
内
最
初
の
問
題
を
次
に
引
用
す
る
。

史
料
９

　
金
壱
両
に
銭
三
貫
七
百
文
か
い
候
時
ハ
、
金
壱
分
に
付
な
に
ほ
と
に
あ
た
る
そ
と

問
、

　
　
　
壱
分
ニ
付
九
百
弐
十
四
文
に
あ
た
る
と
云

　
先
右
に
三
貫
七
百
文
と
お
き
、
是
を
四
ツ
に
わ
れ
ハ
、
九
百
廿
五
文
と
な
る
、
此

廿
五
文
へ
四
を
か
け
、
め（

目
）セ
ん
壱
文
引
ハ
九
百
二
十
四
文
と
し
る
ゝ

　
金
一
両
＝
銭
三
貫
七
〇
〇
文
だ
か
ら
、
金
一
分
は
そ
の
四
分
の
一
に
な
る
が
、
百

文
以
下
の
端
数
で
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
「
め
セ
ん
」
を
引
い
て
い
る
。
江
戸
は
金
遣

い
で
あ
る
か
ら
、
銀
で
は
な
く
金
で
銭
を
買
う
の
が
ふ
つ
う
だ
か
ら
、
和
算
書
に
こ

の
よ
う
な
問
題
が
必
要
で
あ
る
。

　
次
に
「
金
銀
両
替
」
の
項
目
を
検
討
し
よ
う
。
最
初
に
豆
板
銀
と
小
判
の
両
替
算

の
問
題
が
二
問
あ
る
。
丁
銀
で
は
な
く
少
額
貨
幣
の
豆
板
銀
と
の
両
替
で
あ
っ
て
、

金
遣
い
の
江
戸
な
ら
で
は
で
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
続
い
て
丁
銀
を
包
銀
に
替
え
る
問
題
が
あ
る
。

史
料
10

　
丁
銀
六
百
六
十
六
匁
五
分
を
つ
ゝ
ミ
銀
四
十
三
匁
に
し
て
ハ
何
枚
に
な
る
と
問
、

　
　
　
包つ

ゝ
ミ銀
拾
五
枚
廿
一
匁
五
分
と
云

　
先
右
に
六
百
六
十
六
匁
五
分
と
お
き
、
是
を
四
十
三
匁
に
て
わ
れ
ハ
十
五
枚
五
と

な
る
、
此
五
へ
四
十
三
匁
を
か
け
れ
ハ
廿
一
匁
五
分
と
し
る
ゝ
、
是
も
枚
迄
わ
れ

ハ
、
下
ハ
じ
き
に
廿
一
匁
五
分
と
し
る
ゝ
也

　
包
銀
は
上
方
で
も
両
替
屋
で
行
わ
れ
て
い
て
、
①
で
も
「
銀
四
三
わ
り
」
と
い
う

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
と
し
て
は
初
出
で
あ
る
。
包
銀
は
銀
何

枚
と
枚
数
で
数
え
ら
れ
、
主
と
し
て
儀
礼
的
な
贈
答
に
お
い
て
使
わ
れ
た
。

　
次
の
問
題
は
丁
銀
を
豆
板
銀
に
替
え
る
両
替
算
で
あ
る
が
、
百
匁
に
つ
き
五
分
ず

つ
「
ぶ
引
」
が
あ
る
設
定
で
あ
る
。
①
の
史
料
２
の
問
題
と
同
様
に
逆
打
で
五
パ
ー

セ
ン
ト
の
兌
銭
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
次
は
灰
吹
銀
を
豆
板
銀
に
両
替
す
る
問

題
で
あ
る
が
、
灰
吹
銀
一
五
貫
目
は
外
一
割
増
し
で
豆
板
銀
一
六
貫
五
〇
〇
匁
に
替

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
①
の
史
料
１
な
ど
の
二
割
増
し
に
比
べ
る
と
灰
吹

銀
の
相
場
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
次
に
は
吹
金
の
内
上
金
と
中
金
の
両
替
算

で
、
こ
れ
も
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
問
題
で
あ
る
。
金
遣
い
で
金
産
出
国
に
近
い
江
戸

で
は
吹
金
が
各
種
流
通
し
て
、
相
互
に
両
替
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
次
の
問
題
も
ま
た
こ
れ
ま
で
の
塵
劫
記
に
は
な
か
っ
た
内
容
で
、「
き
れ
小
判
」
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江
戸
時
代
の
和
算
書
に
お
け
る
貨
幣
両
替
（
一
）（
中
川
）

と
「
上
小
判
」
の
両
替
算
で
あ
る
。

史
料
11

　
き
れ
小
判
百
五
十
両
あ
り
、
是
を
上
小
判
に
か
へ
る
時
、
内
一
わ
り
引
て
、
此
上

小
判
な
に
ほ
と
ゝ
云
、
小
判
一
両
の
お
も
め
四
匁
七
分
有
、

　
　
　
　
上
小
判
百
卅
五
両
と
云

　
先
右
に
百
五
十
両
と
お
き
、
是
へ
お
も
め
四
匁
七
分
を
か
く
れ
ハ
七
百
五
匁
と
な

る
、
是
へ
法
九
を
か
く
れ
ハ
六
百
卅
四
匁
五
分
と
な
る
、
是
を
四
匁
七
分
に
て
わ

れ
ハ
上
小
判
と
し
る
ゝ

　
き
れ
小
判
は
破
損
し
た
小
判
で
、
慶
長
小
判
も
年
を
経
て
そ
う
し
た
小
判
が
増
え

て
い
た
。
そ
う
し
た
小
判
は
秤
で
量
っ
た
重
さ
を
上
小
判
の
重
さ
四
匁
七
分
で
割
っ

て
小
判
に
両
替
し
た
の
で
あ
る
。
小
判
は
計
数
貨
幣
で
あ
る
が
、
破
損
貨
幣
が
増
え

る
に
つ
れ
て
、
秤
量
が
必
要
に
な
っ
て
い
た
。

　
ま
た
続
い
て
、「
上
小
判
」・「
中
小
判
」
と
豆
板
銀
の
両
替
の
問
題
が
あ
る
。

各
々
一
両
に
つ
き
六
六
匁
五
分
、
六
六
匁
の
別
々
の
相
場
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
慶

長
小
判
の
内
上
質
の
も
の
と
劣
化
し
た
も
の
が
あ
っ
て
、
区
別
さ
れ
て
取
引
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
最
後
に
大
判
と
小
判
の
両
替
の
問
題
を
引
用
す
る
。

史
料
12

　
大
判
十
五
枚
を
小
判
に
両
か
へ
す
る
、
大
判
一
枚
に
付
小
判
七
両
壱
分
・
銀
十
三

匁
二
分
の
さ
う
は
の
時
ハ
、
此
小
判
な
に
ほ
と
ゝ
問
、

　
　
　
　
小
判
百
拾
一
両
三
分
と
云

　
先
右
に
七
両
一
分
・
十
三
匁
二
分
と
お
き
、
十
三
匁
二
分
は
か
り
を
小
判
の
さ
う

は
六
十
六
匁
に
て
わ
れ
ハ
二
と
な
る
、
又
一
方
を
四
に
て
わ
れ
ハ
二
五
と
な
る
、

是
へ
右
の
二
を
く
わ
へ
、
四
五
と
な
る
、
是
を
七
両
へ
く
わ
へ
七
両
四
五
、
是
へ

大
判
十
五
枚
を
か
け
れ
は
小
判
し
る
ゝ

　
①
の
史
料
３
で
は
大
判
と
銀
の
両
替
で
あ
っ
た
が
、
当
時
江
戸
で
は
大
判
と
小
判

の
相
場
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
な
お
「
金
銀
両
替
」
の
項
目
の
冒
頭
に
は
挿
絵
（
図
３
）
が
つ
い
て
い
て
、
天
秤

を
操
作
す
る
男
と
そ
の
向
こ
う
に
客
の
武
士
が
描
か
れ
て
い
る
。
構
図
は
違
う
が
、

塵
劫
記
の
「
天
秤
と
両
替
屋
・
武
士
の
客
・
お
茶
汲
み
の
奉
公
人
」
の
挿
絵
の
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
奉
公
人
は
描
か
れ
ず
、
茶
や
た
ば
こ

な
ど
の
接
待
を
う
け
て
い
る
様
子
も
な
く
、
客
は
二
本
差
の
ま
ま
で
天
秤
操
作
を
注

視
し
て
い
る
。
描
か
れ
て
い
る
貨
幣
は
、
大
判
と
金
箱
ら
し
き
も
の
の
上
に
置
か
れ

た
存
在
感
の
あ
る
さ
し
に
な
っ
た
銭
で
あ
る
。
銭
売
買
を
「
万
売
買
」
の
な
か
に
含

め
て
金
銀
両
替
と
区
別
し
て
は
い
る
が
、
実
際
に
は
江
戸
の
両
替
屋
に
と
っ
て
銭
が

重
要
な
商
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
挿
絵
で
あ
る
。

　
な
お
寛
文
十
三
年
に
は
、
江
戸
日
比
谷
横
町
の
亀
屋
が
下
総
関
宿
の
村
瀬
広
益
の

『
算
法
勿ふ

っ
た
ん
か
い

憚
改
（
算
学
淵
底
記
）』
を
出
版
し
て
い
る
。
こ
の
巻
一
に
は
「
金
銀
両
替

之
事
」
と
「
銭
売
買
之
事
」
の
項
目
が
あ
り
、
金
と
銭
の
両
替
の
問
題
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
十
七
世
紀
後
半
に
は
江
戸
や
そ
の
周
辺
で
活
躍
し
た
和
算
家
た
ち
が
書

い
た
一
般
向
き
の
和
算
書
は
京
で
出
版
さ
れ
た
塵
劫
記
の
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、

金
遣
い
圏
な
ら
で
は
の
金
と
銭
の
両
替
算
や
き
れ
小
判
の
問
題
も
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号

二
　
江
戸
版
の
和
算
書

　
本
節
で
は
江
戸
版
の
和
算
書
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
江
戸
版
と
は
江
戸
の
本
屋
が

京
版
を
元
版
に
し
て
出
版
し
た
本
で
、
粗
い
料
紙
・
独
特
の
字
風
・
師
宣
風
の
挿

絵
・
装
飾
的
な
題
簽
、
京
版
が
一
二
、
三
行
で
あ
る
の
に
対
し
一
五
、
六
行
で
あ
る

こ
と
な
ど
の
特
徴
を
持
）
12
（
つ
。
代
表
的
な
本
屋
は
松ま
つ
え会
市
郎
兵
衛
・
山
本
九
左
衛
門
・

本
問
屋
・
鱗
形
屋
で
あ
る
。

　
江
戸
版
は
従
来
京
版
の
重
版
す
な
わ
ち
海
賊
版
と
さ
れ
て
き
た
が
、
柏
崎
順
子
の

研
究
に
よ
り
、
江
戸
版
を
出
す
江
戸
の
本
屋
は
特
定
の
京
の
本
屋
と
提
携
関
係
に
あ

り
、
京
版
の
覆
刻
で
は
な
く
、
ど
こ
か
見
た
目
が
異
な
る
よ
う
に
し
て
改
版
さ
れ
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
）
13
（
る
。
特
に
挿
絵
を
菱
川
師
宣
風
に
改
編
す
る
こ
と
が
よ

く
行
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
江
戸
版
の
塵
劫
記
に
も
あ
て
は
ま
る
。
た
だ
江
戸
の
本

屋
と
提
携
し
た
京
の
本
屋
が
誰
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。

　
江
戸
版
の
塵
劫
記
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
は
以
下
の
二
書
で
あ
る
。
ま
ず
万
治

二
年
（
一
六
五
九
）
松
会
刊
『
新
板
塵
劫
記
』
⑨
で
あ
る
。
江
戸
の
本
屋
松
会
は
承

応
二
年
（
一
六
五
三
）
か
ら
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
ま
で
出
版
活
動
を
し
て
お

り
、
刊
行
し
た
書
物
は
松し

ょ
う
か
い
ば
ん

会
版
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
明
暦
二
年
に
初
代
市
郎
兵

衛
か
ら
二
代
目
に
代
替
わ
り
し
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
版
は
こ
の
二
代
目
が

出
版
し
た
。
京
西
村
又
左
衛
門
版
の
⑥
と
は
板
木
が
違
い
改
変
さ
れ
て
い
る
が
、
問

題
内
容
は
同
一
で
あ
る
。
ま
た
「
銀
両
が
へ
の
事
」
に
あ
る
挿
絵
は
人
物
の
位
置
関

係
か
ら
み
て
、
⑥
の
よ
く
で
き
た
模
刻
で
あ
る
（
図
４
）。

　
次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
寛
文
九
年
江
戸
山
本
九
左
衛
門
刊
『
新
編
塵
劫
記
』
⑩

で
あ
る
。
山
本
九
左
衛
門
は
大
伝
馬
町
三
丁
目
の
本
屋
で
赤
本
・
黒
本
な
ど
の
発
行

で
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
も
⑥
と
も
⑨
と
も
板
木
は
異
な
る
が
、
問
題
内
容
は
⑥
・
⑨

と
同
一
で
あ
る
。
た
だ
「
銀
両
か
へ
の
事
」
の
挿
絵
（
図
５
）
が
新
し
い
の
が
注
目

さ
れ
る
。
こ
の
図
は
確
か
に
そ
れ
ま
で
の
塵
劫
記
の
素
朴
な
挿
絵
と
比
べ
る
と
写
実

的
で
、
師
宣
風
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
挿
絵
の
テ
ー
マ
は
「
天
秤
と
両
替
屋
・

武
士
の
客
・
お
茶
汲
み
の
奉
公
人
」
で
、
構
図
も
図
１
に
近
い
。
た
だ
細
部
が
異

な
っ
て
い
る
。
畳
の
表
現
が
あ
る
こ
と
、
客
の
き
せ
る
が
時
代
の
流
行
に
応
じ
て
短

く
な
り
、
お
茶
汲
み
が
前
髪
を
残
し
た
年
少
の
男
子
奉
公
人
と
し
て
描
か
れ
る
な

ど
、
風
俗
の
変
化
に
あ
わ
せ
て
変
更
さ
れ
て
い
る
。
天
秤
が
よ
り
小
型
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
江
戸
と
京
都
の
違
い
な
の
か
、
時
代
差
な
の
か
興
味
深
い
。
特
に
注
目
し

た
い
の
は
貨
幣
で
、
小
判
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
客
の
傍
ら
に
大
判
は
あ
る
が
、
こ

れ
が
大
判
と
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
も
謎
で
あ
る
。
一
方
天
秤
に
向
か
う
両
替

屋
の
左
手
に
は
『
格
致
算
書
』（
⑦
）
同
様
金
箱
ら
し
き
も
の
が
描
か
れ
る
が
、
そ

の
上
に
乗
っ
て
い
る
の
は
銭
さ
し
で
あ
る
。
一
般
向
き
の
和
算
書
の
挿
絵
が
塵
劫
記

以
来
領
主
の
家
中
が
高
額
な
金
を
両
替
し
て
い
る
印
象
な
の
と
異
な
っ
て
き
て
い

る
。
地
域
、
そ
し
て
時
代
の
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
。

　
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
正
月
江
戸
新
橋
日
々
谷
横
町
亀
屋
板
『
新
編
塵
劫
記
』

⑪
と
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
川
崎
屋
板
『
新
編
塵
劫
記
』
⑫
は
、
⑨
と
同
版
で

あ
る
。

　
な
お
本
稿
の
取
り
扱
う
範
囲
よ
り
後
に
な
る
の
で
、
末
尾
の
和
算
書
一
覧
表
に
は

な
い
が
、
元
禄
期
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）
に
は
、
出
版
業
が
興
隆
し
つ
つ
あ
っ

た
大
坂
で
、
未
公
認
な
が
ら
本
屋
仲
間
を
組
織
し
て
い
た
二
四
軒
の
内
、
二
軒
の
本

屋
が
こ
の
⑨
と
同
版
を
出
版
し
て
い
る
。
元
禄
七
年
の
大
阪
油
屋
与
兵
衛
刊
『
新
板

塵
劫
記
』（
東
北
大
学
図
書
館
林
集
書
一
三
一
五
）
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
元

禄
十
四
年
大
坂
梶
木
町
伊
丹
屋
茂
兵
衛
刊
『
増
補
塵
劫
記
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館

小
倉
文
庫
六
五
）
は
そ
れ
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
体
裁
を
少
し
変
え
て
お
り
、「
銀

両
が
へ
の
事
」
に
付
け
ら
れ
た
挿
絵
も
変
わ
っ
て
い
る
（
図
６
）。
挿
絵
の
人
物
が
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江
戸
時
代
の
和
算
書
に
お
け
る
貨
幣
両
替
（
一
）（
中
川
）

ア
ッ
プ
に
な
り
、
大
坂
で
は
こ
の
時
期
本
両
替
と
銭
屋
の
仲
間
が
分
離
し
て
い
た
た

め
だ
ろ
う
か
、
天
秤
の
傍
ら
の
金
箱
の
上
に
銭
さ
し
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し

大
坂
に
お
い
て
京
版
で
は
な
く
江
戸
版
の
塵
劫
記
が
も
と
に
な
っ
て
塵
劫
記
が
出
版

さ
れ
始
め
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

三
　
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
初
秋
江
戸
加
藤
氏
松
会
刊
・
三
巻
三
冊
本
『
増

補
新
編
塵
劫
記
』（
⑬
）

　
こ
の
江
戸
版
の
出
版
元
の
松
会
は
、
前
項
で
み
た
よ
う
に
万
治
二
年
に
『
新
編
塵

劫
記
』
を
開
板
し
た
が
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
に
こ
の
三
冊
本
を
発
行
し
て
い

る
。
こ
の
時
に
は
三
代
目
三
四
郎
の
代
で
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
版
は
出
版
し
な
く
な
っ

て
い
）
14
（

た
。

　
こ
の
『
増
補
新
編
塵
劫
記
』
も
、
本
文
の
内
容
は
⑥
と
同
じ
で
あ
る
が
、
江
戸
版

に
は
な
か
っ
た
変
更
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
文
の
上
部
に
頭
書
と
い
わ
れ
る
頭
注

を
加
え
、
本
文
の
解
説
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
塵
劫
記
⑥
が
寛
永
前
期
京
都

で
の
貨
幣
両
替
の
内
容
で
あ
り
、
時
代
や
地
域
に
あ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
鑑
み
て
、

そ
れ
を
補
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
時
代
に
応
じ
た
新
し
い
問
題
七
項
目
も
頭
注
に
加
え
て
い
る
。
七
項
目
の
内

二
つ
は
両
替
算
に
関
す
る
も
の
で
「
金
に
て
銭
の
売
買
の
事
」
と
「
大
判
と
小
判
の

両
替
の
事
」
で
あ
る
こ
と
が
、
冒
頭
に
あ
る
増
補
の
目
録
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　「
第
十
四
　
銭
の
売
買
之
事
」
の
頭
注
で
は
、「
本
書
ハ
寛
永
の
は
し
め
つ
か
た
集

た
る
も
の
な
れ
ハ
、
其
頃
之
さ
う
ば
前
後
を
か
ん
が
へ
て
割
付
を
き
た
る
事
な
れ

バ
、
当
時
無
算
の
人
の
為
に
な
ら
す
、
去
に
よ
ツ
て
爰
ニ
十
一
匁
よ
り
十
三
匁
か
へ

迄
の
壱
匁
之
銭
を
割
付
置
候
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
に
銭
一
貫

文
＝
銀
一
一
匁
（
一
匁
＝
八
七
文
二
七
）
か
ら
一
貫
文
＝
一
三
匁
（
一
匁
＝
七
三
文

八
四
）
と
い
う
、
本
文
の
割
付
表
よ
り
銭
安
の
銭
相
場
の
割
付
表
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。

　
ま
た
そ
の
後
の
頭
注
で
、「
本
書
に
ハ
銭
を
銀
に
て
の
売
買
に
ば
か
り
し
る
し
有

之
、
金
之
相
場
わ
り
な
し
、
然
間
今
爰
に
金
ニ
て
の
売
買
の
品
を
し
る
し
を
く
也
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
で
は
金
と
銭
が
売
買
さ
れ
て
い
る
現
実
に
即
応
し
て
問
題
を

加
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
頭
注
部
分
に
三
つ
問
題
が
加
え
ら
れ
る

が
、
最
後
の
も
の
を
次
に
引
用
す
る
。

史
料
13

　
○
金
八
両
二
分
と
銀
二
匁
四
分
に
て
、
一
両
ニ
付
四
貫
七
百
か
へ
の
銭
を
買
申

時
、
銀
ハ
六
十
目
か
へ
に
し
て
、
右
之
金
銀
に
何
程
、

　
　
　
〽
銭
四
十
貫
百
卅
六
文

　
法
ニ
云
ク
、
八
両
二
分
、
二
匁
四
分
と
置
、
二
分
を
ハ
五
と
し
て
、
二
匁
四
分
を

ハ
六
十
目
に
て
わ
り
四
と
成
を
、
右
之
五
の
下
へ
く
わ
へ
、
八
両
五
四
と
成
、
是

に
四
貫
七
百
文
を
か
け
て
、
四
十
貫
百
卅
五
文
と
成
、
此
内
卅
八
文
に
ハ
本
書
に

有
之
ご
と
く
、
四
を
か
け
て
引
、
三
十
六
文
四
八
と
知
て
、
四
八
を
捨
ル
也

　
こ
れ
は
金
と
銀
を
も
っ
て
銭
を
買
う
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
金
一
両
＝
銭
四

貫
七
百
文
と
い
う
金
建
て
の
銭
相
場
が
記
さ
れ
て
い
る
。
金
銀
相
場
は
幕
府
公
定
の

金
一
両
＝
銀
六
〇
匁
の
設
定
な
の
で
、
銀
一
匁
＝
銭
七
八
文
余
と
な
り
、
確
か
に
本

文
に
あ
る
④
・
⑥
と
同
じ
銭
高
な
相
場
割
付
表
で
は
役
に
た
た
な
い
。
た
だ
江
戸
で

あ
れ
ば
金
一
分
あ
た
り
の
銭
相
場
の
割
付
を
掲
載
し
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る

が
、
本
文
の
表
に
あ
わ
せ
て
一
両
あ
た
り
の
銭
相
場
に
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
本
文
に
あ
る
銀
で
上
銭
・
中
銭
を
買
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
次
の
史
料
14
の
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号

よ
う
な
頭
注
が
あ
る
。

史
料
14

　
○
本
書
に
上
銭
・
中
銭
と
云
事
有
、
今
と
き
ハ
無
之
事
也
、
し
さ
い
ハ
此
本
書
ハ

寛
永
の
は
し
め
出
来
た
つ
、
其
頃
ハ
古
銭
遣
ひ
に
て
、
或
ハ
登
り
銭
・
下
り
銭
と

て
上
中
下
の
わ
け
有
、
諸
商
人
の
売
買
物
之
代
に
ハ
上
中
下
ま
じ
わ
り
て
有
之

を
、
ゑ
ら
ぬ
き
け
る
ゆ
へ
に
、
上
銭
を
ぬ
き
せ
ん
と
云
つ
る
也
、
其
以
後
新
銭
遣

い
に
な
り
て
よ
り
、
右
之
わ
け
な
し
、
今
時
之
若
き
衆
ハ
此
本
書
御
覧
候
て
ハ
御

ふ
し
ん
可
有
哉
と
そ
ん
じ
、
其
様
子
を
し
る
し
を
き
申
也

　
本
文
の
問
題
に
あ
る
上
銭
と
中
銭
に
つ
い
て
、
寛
永
通
宝
以
前
の
古
銭
遣
い
に
つ

い
て
は
今
時
の
若
者
は
知
ら
な
い
と
し
て
説
明
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
寛
永
版
の

塵
劫
記
の
両
替
算
が
一
般
向
の
和
算
書
と
し
て
は
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
実
用
性
を
失

い
つ
つ
あ
る
の
を
、
い
わ
ば
古
典
と
し
て
注
釈
を
加
え
る
こ
と
で
延
命
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　「
大
判
と
小
判
の
両
替
の
事
」
で
は
、『
格
致
算
書
』
に
あ
っ
た
よ
う
な
大
判
と
小

判
の
両
替
算
が
頭
注
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
大
判
相
場
は
『
格
致
算
書
』
の
設
定
が

大
判
一
枚
に
つ
き
、
小
判
七
両
一
分
と
銀
一
三
匁
二
分
で
あ
っ
た
の
と
比
べ
る
と
、

小
判
七
両
一
分
と
銀
九
匁
と
や
や
安
い
設
定
で
あ
る
。

　
ま
た
増
補
の
目
録
に
は
な
い
が
、「
小
判
両
替
之
事
」
で
も
、
頭
注
に
以
下
の
よ

う
な
新
し
い
問
題
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

史
料
15

　
○
銀
一
貫
五
百
八
十
目
有
、
是
を
一
両
ニ
付
六
十
目
か
へ
の
小
判
ニ
か
へ
申
筈
之

處
ニ
、
小
粒
に
て
取
申
度
と
の
望
に
よ
つ
て
、
一
両
ニ
五
分
ツ
ヽ
切
賃
を
引
候
て

か
へ
申
時
ニ
何
程
と
い
ふ
、

　
　
〽
小
粒
廿
六
両
ト
七
匁

　
法
ニ
云
ク
、
銀
壱
貫
五
百
八
十
目
を
右
ニ
置
、
左
に
そ
う
ば
六
十
め
に
き
り
ち
ん

五
分
を
く
わ
へ
て
六
十
目
五
分
と
成
、
是
ニ
て
右
を
割
、
但
金
之
所
を
割
て
半
銀

ハ
そ
の
ま
ゝ
置
、
是
ハ
あ
ま
り
と
知
へ
し

　
こ
れ
は
銀
を
小
判
に
両
替
す
べ
き
と
こ
ろ
、
小
粒
金
に
両
替
を
希
望
す
る
時
は
い

く
ら
に
な
る
か
と
い
う
初
出
の
問
題
で
あ
る
。
小
粒
は
慶
長
一
分
金
の
こ
と
を
指

す
。
こ
の
時
は
大
を
小
に
割
る
順
打
の
切
賃
（
兌
銭
）
が
一
両
に
つ
き
銀
五
分
（
〇
・

八
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
）
か
か
る
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
本
文
の
「
銀
両
が
へ
の
事
」
に
は
挿
絵
が
あ
り
（
図
７
）、
寛
文
九
年
江
戸
山

本
九
左
衛
門
版
⑩
（
図
５
）
と
構
図
は
同
じ
で
あ
る
が
、
よ
く
み
る
と
人
間
の
位
置

や
細
部
が
違
う
。
た
と
え
ば
客
の
近
く
に
お
か
れ
た
楕
円
形
の
も
の
に
は
線
が
書
き

込
ま
れ
て
い
る
が
、
大
判
で
は
な
く
小
判
に
見
え
る
。
ま
た
天
秤
の
前
の
男
の
脇
に

置
か
れ
た
金
箱
の
上
の
銭
さ
し
の
量
が
増
え
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
小
判

と
金
を
中
心
と
し
た
江
戸
の
両
替
算
に
ふ
さ
わ
し
い
絵
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。

　
こ
の
頭
注
で
修
正
を
加
え
た
『
増
補
新
編
塵
劫
記
』
⑬
は
、
再
版
が
多
く
、
元
禄

二
年
仲
冬
十
一
月
刊
の
「
増
補
新
編
塵
劫
記
」
や
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
四
月

西
村
伝
兵
衛
刊
『
新
編
塵
刧
記
（
頭
書
集
成
）』
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
後
年
の
『
算

法
節
用
指
南
車
』
上
巻
な
ど
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
た
だ
少
し
ず
つ
差
違
が
あ

り
、
た
と
え
ば
元
禄
十
年
の
江
戸
大
伝
馬
町
鱗
形
屋
開
板
の
『
新
編
塵
劫
記
』
上
巻

に
は
「
銀
両
が
へ
の
事
」
の
挿
絵
が
な
い
。
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江
戸
時
代
の
和
算
書
に
お
け
る
貨
幣
両
替
（
一
）（
中
川
）

　
ま
た
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
夏
の
江
戸
柳
原
富
松
町
栃
木
屋
清
兵
衛
刊
『
万
宝

塵
刧
記
大
全
』、
正
徳
六
年
の
西
村
屋
与
八
刊
の
『
新
編
塵
劫
記
』（『
新
編
塵
劫
記

備
考
集
成
』）
は
、
頭
書
部
分
の
ス
ペ
ー
ス
は
あ
る
も
の
の
、
前
者
は
家
紋
、
後
者

は
中
国
故
事
の
絵
な
ど
両
替
算
と
は
直
接
関
係
の
な
い
絵
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
江
戸
版
の
頭
書
塵
刧
記
を
元
と
し
た
版
だ
が
、
頭
書
部
分
が
削
ら
れ
て
い
る

の
で
、
内
容
的
に
は
⑥
と
替
わ
ら
な
い
。

お 

わ 

り 

に

　
両
替
算
や
両
替
行
為
の
原
型
を
作
っ
た
の
は
間
違
い
な
く
寛
永
期
に
刊
行
さ
れ
た

吉
田
光
由
の
塵
劫
記
で
あ
る
。
吉
田
は
寛
永
通
宝
の
鋳
造
に
よ
り
銭
相
場
が
低
落
す

る
ま
で
は
そ
の
現
実
に
対
応
さ
せ
る
べ
く
両
替
算
の
部
分
に
改
訂
を
加
え
た
。
し
か

し
寛
永
二
十
年
に
銭
相
場
が
も
と
に
戻
り
か
け
た
と
き
に
は
、
本
屋
の
西
村
又
左
衛

門
に
塵
劫
記
を
ゆ
だ
ね
、
こ
の
『
新
編
塵
劫
記
』
が
そ
の
後
長
く
塵
劫
記
の
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
と
な
っ
た
。
こ
れ
の
両
替
算
の
内
容
は
主
と
し
て
寛
永
八
年
六
月
刊
・
三

巻
・
四
八
条
・
序
漢
文
・
朱
刷
本
『
塵
劫
記
』
に
、
寛
永
十
八
年
十
一
月
刊
の
遺
題

本
の
挿
絵
な
ど
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
時
代
を
経
る
と
と
も
に
貨
幣
の
状
況
が
変
わ
り
、
問
題
内
容
が
各
地
の

人
々
の
貨
幣
両
替
の
現
実
に
あ
わ
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
に
対
応
す
べ
く
和
算
書

も
対
応
を
迫
ら
れ
た
。
十
七
世
紀
後
半
に
江
戸
で
作
ら
れ
て
刊
行
さ
れ
た
和
算
書
に

お
い
て
は
、
金
遣
い
圏
な
ら
で
は
の
金
と
銭
、
大
判
と
小
判
の
両
替
の
問
題
が
現

れ
、
切
れ
小
判
に
関
す
る
問
題
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

　
京
版
を
も
と
に
刊
行
さ
れ
た
江
戸
版
で
は
本
文
は
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
挿
絵

は
変
更
さ
れ
た
。
両
替
屋
で
の
両
替
行
為
の
場
景
も
、
武
士
に
関
わ
り
の
深
い
領
国

貨
幣
や
大
判
の
両
替
か
ら
、
銭
や
少
額
金
貨
と
い
っ
た
日
常
的
な
貨
幣
両
替
へ
と
変

わ
っ
て
い
く
。
江
戸
の
出
版
が
成
長
す
る
に
つ
れ
、
寛
永
二
十
年
五
月
西
村
又
左
衛

門
版
を
古
典
と
し
て
本
文
に
置
い
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
時
代
に
会
わ
な
い
部
分
を

頭
注
で
説
明
し
、
新
し
い
金
遣
い
圏
の
両
替
算
を
加
え
た
新
し
い
塵
劫
記
、『
増
補

頭
書
新
板
塵
劫
記
』
も
江
戸
で
出
現
し
た
。

　
こ
う
し
た
流
れ
は
元
禄
・
宝
永
の
改
鋳
を
経
て
上
方
に
も
及
ん
で
い
く
が
、
そ
れ

は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

注（
1
） 

日
本
学
士
院
日
本
科
学
史
刊
行
会
編
『
明
治
前
日
本
數
学
史
　
新
訂
版
』
全
五
冊
、

（
財
）
野
間
科
学
医
学
研
究
資
料
館
、
一
九
七
九
年
。

（
2
） 

山
崎
與
左
衛
門
『
塵
劫
記
の
研
究
　
図
録
編
』
森
北
出
版
、
一
九
六
六
年
。
吉
田
光

由
・
大
矢
真
一
校
注
『
塵
劫
記
』
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）、
一
九
七
七
年
。『
江
戸
初

期
和
算
選
書
』
一
〜
一
一
巻
、
研
成
社
、
一
九
九
〇
〜
二
〇
一
一
年
。

（
3
） 

伊
東
多
三
郎
「
近
世
初
期
の
貨
幣
問
題
管
見
」『
国
民
生
活
史
研
究
』
二
。
榎
本
宗

次
『
近
世
領
国
貨
幣
研
究
序
説
』（
東
洋
書
院
、
一
九
七
七
年
）
に
、
灰
吹
銀
に
関
す

る
史
料
と
そ
れ
を
整
理
し
た
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 

森
田
柿
園
「
加
藩
貨
幣
録
」
所
収
。

（
5
） 

小
葉
田
淳
『
金
銀
貿
易
史
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
六
年
。

（
6
） 

渡
辺
信
夫
『
幕
藩
制
確
立
期
の
商
品
流
通
』（
柏
書
房
、
一
九
六
六
年
）
の
秋
田
藩

の
例
な
ど
。

（
7
） 

国
会
図
書
館
所
蔵
。

（
8
） 

前
掲
『
金
銀
貿
易
史
の
研
究
』。

（
9
） 

小
葉
田
淳
『
日
本
の
貨
幣
』
至
文
堂
、
一
九
五
八
年
。

（
10
） 
草
間
直
方
『
三
貨
図
彙
』
文
献
出
版
、
一
九
七
八
年
。

（
11
） 
前
掲
『
塵
劫
記
の
研
究
　
図
録
編
』。

（
12
） 
柏
崎
順
子
「
江
戸
版
考
（
其
三
）」『
人
文
・
自
然
研
究
』
四
、
二
〇
一
〇
年
。

（
13
） 

前
掲
「
江
戸
版
考
（
其
三
）」。

（
14
） 

柏
崎
順
子
「
松
会
三
四
郎
　
其
二
」『
言
語
文
化
』
四
五
、
二
〇
〇
八
年
。
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和算書一覧表（Ⅰ）

参照
番号 年　代 題　名 形　態 作　者 出版元 収蔵（所収）

両替
関係
挿絵

1622 元和８年 割算書 １冊 毛利重能 東北藤原集書018 なし

① 1627 寛永４年序 塵劫記 ４巻26条２冊本　
漢文序

吉田光由 『塵劫記の研究　図
録編』30頁

なし

1627 寛永４年８月序 塵劫記 ５巻48条 横本 吉田光由 なし

② 1627 同上再版 塵劫記 ５巻48条 美濃
判本

吉田光由 早稲田小倉文庫16　 なし

1628 寛永５年 算用記 横本１冊 天理大学所蔵／小寺
裕校注『江戸初期和
算選書』第11巻、
研成社、2011年

なし

③ 1631 寛永８年６月 塵劫記 ３巻48条 吉田光由 東北林文庫543 なし

1632 寛永９年６月 塵劫記 ５巻50条 吉田光由 京中野市右衛門他 なし

④ 1634 寛永11年８月８日 ちんかうき ４巻63条・
小本・和文序

吉田光由 岡本７ なし

1641 寛永18年６月 新編塵劫記 ３巻50条 大本 吉田光由 安田十兵衛 早稲田小倉文庫29 なし

⑤ 1641 寛永18年11月 新篇塵劫記 ３巻53条70条・
小本・遺題

吉田光由 暦算書板行所平安寺
町五条上ル西側天王
寺屋市郎兵衛

東北林文庫612 あり　
図１

⑥ 1643 寛永20年５月 新編塵劫記 ３巻56条 吉田光由 西村又左衛門 早稲田小倉文庫41 あり

1643 寛永20年正月 万用不求算 ２巻 烏丸通松原下町八幡
屋八郎兵衛

国会図書館所蔵 なし

1655 明暦元年 新編諸算記 ３巻 百川忠兵衛 大坂川崎屋忠兵衛 東北藤原集書97 なし

⑦ 1657 明暦３年12月 格致算書 ３巻 柴村藤左衛門盛之 東北林文庫12 あり　
図３

1657 明暦３年 算元記 ３巻 京藤岡市郎兵衛 東北藤原集書14 なし

⑧ 1658 明暦４年 新篇塵刧記 ３巻３冊 早稲田小倉文庫50 あり　
図２

1659 万治２年２月 改算記 ３巻１冊 大和国郡山山田彦
右衛門正重

中野氏道継 東北林文庫635 なし

⑨ 1659 万治２年 新編塵劫記 ２巻か 吉田光由 江戸松会 東北藤原文庫3622 あり　
図４

1667 寛文７年 新板算用記
（塵劫記抄）

１冊 吉田光由 江戸うろこかた屋 東北藤原文庫3621

1668 寛文８年５月 算法明備 ３巻３冊 岡嶋友清 寺町通２条下ル町中
村五兵衛

東北大学林集書
1240（延享版）

なし

⑩ 1669 寛文９年 新編塵劫記 ３巻56条 大本 江戸山本九左衛門 東北林文庫553 あり　
図５

1671 寛文11年 古今算法記 ７巻６冊 京澤口三郎左衛門
一之

京都田中庄兵衛 東北岡本刊35 なし

1673 寛文13年 算法勿憚改
（算学淵底記）

５巻５冊 下総葛飾郡関宿村
瀬義益

新橋日々谷横町亀屋 東北林文庫23 
（延宝元年版）

なじ

⑪ 1675 延宝３年正月 新編塵劫記 ３冊 新橋日々谷横町亀屋 東北狩野7.19838.1 あり

⑫ 1685 貞享２年 新編塵劫記 ３巻 吉田光由 川崎屋次郎左衛門 東北岡本刊56 あり

⑬ 1686 貞享３年 増補頭書新板
塵劫記（増補
新編塵劫記）

３巻56条 吉田光由 江戸加藤氏松会 東北岡本刊53 あり　
図７

1686 貞享３年 新編塵劫記 ３巻合冊 吉田光由 早稲田小倉文庫59 あり

※  所蔵は図書館HPで見ることができるものを優先し、原史料を確認できないものに限り書籍名を挙げている。略号は東北：東北大学図書
館、早稲田：早稲田大学図書館、東北大学図書館の和算資料データベースに関しては http://dbr.library.tohoku.ac.jp/infolib/meta_pub/
G0000002wasan へ。

愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号
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図１　寛永18年11月刊『新篇塵劫記』 図２　明暦４年刊『新篇塵刧記』

  ※  両替屋の左に書かれている「相違ハなひなひ」
という文字は落書きであるが、両替屋の言葉
としておもしろい。

図３　明暦３年12月刊『格致算書』

図４　万治２年『新編塵劫記』

図５　寛文９年『新編塵劫記』

図６　元禄14年『増補塵劫記』

図７　貞享３年『増補頭書新板塵劫記』

江
戸
時
代
の
和
算
書
に
お
け
る
貨
幣
両
替
（
一
）（
中
川
）
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