
…

此
の
記
録
は
富
岡
古
明
氏
（
甲
府
市
善
光
寺
町
在
住
）
の
書
庫
か
ら
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
古
明
氏
の
曽
祖
父
敬
明
翁
は
明
治
五

ど
ん
さ
ん
じ

だ
い
し
よ
う
ぎ
り

年
三
月
に
山
梨
県
権
参
事
（
副
知
事
）
と
し
て
甲
州
独
特
の
地
租
納
税
方
法
で
あ
っ
た
大
小
切
税
法
を
新
政
府
が
全
国
統
一
の
地
租
に
改

正
し
よ
う
と
す
る
の
に
反
対
す
る
農
民
騒
動
の
鎮
撫
官
と
し
て
着
任
し
た
。
同
翁
が
山
梨
県
に
赴
任
し
た
時
は
既
に
五
十
才
で
あ
っ
た
。

大
器
晩
成
と
云
う
可
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
次
に
述
べ
る
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
翁
は
文
政
五
年
生
、
二
十
一
才
の
時
佐

お
ぎ

賀
鍋
島
の
支
藩
小
城
（
七
万
三
千
石
）
の
重
臣
（
鍋
島
支
族
）
と
し
て
若
殿
の
側
近
に
仕
え
た
。
所
が
若
殿
病
死
に
か
ら
象
大
殿
側
近
の

く
ら
ん
ど

家
老
（
太
田
蔵
人
）
が
専
横
の
振
舞
が
あ
っ
た
の
に
対
し
憂
国
の
青
年
武
士
が
粛
正
を
意
図
し
刃
傷
事
件
を
起
し
た
。
此
の
事
件
の
頭
取

（
リ
ー
ダ
ー
）
が
当
時
四
十
才
分
別
盛
り
の
翁
で
あ
っ
た
。
（
註
・
大
小
切
税
法
は
一
般
に
信
玄
に
よ
る
制
度
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
）

表
題
の
「
丹
心
秘
録
」
は
右
事
件
に
関
す
る
裁
判
記
録
及
尋
問
調
書
で
あ
る
。
記
録
は
和
紙
に
毛
筆
で
二
七
○
貢
に
わ
た
る
同
志
七
名

の
対
話
形
式
に
よ
る
調
書
で
あ
る
。
翁
は
こ
れ
を
油
紙
に
包
ゑ
家
族
の
者
が
触
れ
る
こ
と
を
禁
じ
一
切
語
ら
な
か
っ
た
。
今
度
曽
孫
古
明

氏
に
よ
り
敬
明
翁
の
研
究
者
に
披
鰯
さ
れ
た
た
め
事
件
の
全
貌
が
判
っ
た
も
の
で
あ
る
。

い
ん
し
つ

此
の
騒
動
の
性
格
は
他
藩
に
よ
く
あ
る
跡
目
相
続
を
巡
る
同
族
間
の
抗
争
と
か
重
臣
間
の
権
力
闘
争
と
云
っ
た
隠
湿
な
事
件
と
全
く
異

葉
隠
に
つ
い
て

Ｈ
丹
心
秘
録
の
梗
概

島
田
駒
男
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質
の
も
の
で
あ
る
。
公
明
正
大
な
陽
性
的
事
件
で
あ
る
。
現
代
流
に
表
現
す
る
と
老
猶
な
権
勢
亡
者
を
正
義
派
青
年
将
校
が
斬
好
と
云
う

強
行
手
段
に
よ
っ
て
粛
正
を
図
っ
た
刃
傷
事
件
で
あ
る
。

な
お
す
け
な
無
た
か

世
子
の
直
亮
は
ま
だ
若
か
っ
た
の
で
大
殿
直
尭
の
リ
モ
コ
ン
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
大
殿
の
側
近
に
太
田
蔵
人
が
権
力
を
握
り
、
若

殿
の
藩
政
刷
新
方
針
に
何
か
と
牽
制
を
加
え
た
。
若
殿
は
自
己
の
指
向
と
大
殿
側
と
の
板
挾
み
に
な
や
み
遂
に
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
な
り
其
の

結
果
病
気
が
昂
じ
て
此
の
世
を
去
っ
た
。

敬
明
を
初
め
若
殿
に
仕
え
た
青
年
将
校
の
悲
歎
は
大
き
く
、
そ
れ
丈
に
蔵
人
に
対
す
る
僧
し
ゑ
も
又
倍
加
し
た
。
そ
の
間
若
殿
の
病
気

中
広
間
に
詰
め
て
い
た
家
臣
一
同
に
対
し
蔵
人
は
病
状
が
良
い
か
ら
心
配
し
な
い
様
に
と
報
告
さ
せ
た
が
間
も
な
く
逝
去
さ
れ
た
。
又
若

か
難
し
も
せ
き
と
も
の

殿
の
御
入
棺
に
際
し
家
臣
は
上
下
の
正
装
で
悲
歎
に
暮
れ
寂
と
し
て
声
な
き
時
、
蔵
人
は
略
服
装
の
ま
ま
立
会
い
、
そ
の
上
供
者
と
口
論

さ
ぞ

す
る
等
不
謹
慎
な
態
度
は
目
に
余
る
も
の
が
あ
っ
た
。
列
席
の
若
者
達
は
亡
君
の
霊
も
嚥
か
し
無
念
で
あ
ら
れ
よ
う
と
推
察
し
、
此
の
恨

し
ん
め
い
を
お
し
玄
ず

を
晴
さ
な
い
で
は
臣
道
相
立
た
ず
と
云
っ
た
状
況
に
あ
っ
た
。
敬
明
も
此
時
「
不
惜
身
命
」
の
気
持
を
起
し
葉
隠
武
士
道
を
貫
く
決
意
を

し
た
。
初
め
は
単
独
で
決
行
す
る
方
針
で
い
た
が
其
后
順
次
同
志
の
者
が
自
然
に
集
ま
り
七
人
の
同
志
と
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
各
自
手
分

け
し
て
蔵
人
の
動
静
を
探
索
し
、
彼
が
独
行
の
時
を
ね
ら
っ
て
い
た
。
元
治
元
年
（
一
八
六
二
）
五
月
七
日
そ
の
機
会
を
つ
か
承
敬
明
を

除
く
六
名
が
帰
途
を
待
受
け
て
切
り
つ
け
た
。
直
接
刀
を
下
し
た
の
は
藤
山
相
右
衛
門
で
あ
る
。
所
が
橋
の
上
で
あ
っ
た
の
で
相
手
が
川

か
ね

に
落
ち
夜
陰
に
ま
ぎ
れ
狼
籍
者
と
叫
び
乍
ら
知
人
の
家
に
逃
げ
込
ん
で
了
っ
た
。
予
て
本
人
以
外
は
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
と
敬
明
が
戒
し

め
て
お
っ
た
の
で
不
本
意
な
が
ら
打
損
じ
の
ま
ま
引
上
げ
た
。
当
時
敬
明
は
来
客
（
徳
本
十
郎
）
と
自
宅
で
酒
を
汲
交
し
て
お
り
現
場
に

臨
ん
で
い
な
か
っ
た
。
同
志
が
事
の
次
第
を
報
告
に
来
て
す
ぐ
や
り
直
そ
う
と
誘
わ
れ
た
が
、
既
に
相
手
の
警
戒
も
厳
重
に
な
っ
て
い
る

◎
騒
動
の
概
要
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だ
ろ
う
か
ら
他
日
を
期
し
再
挙
す
る
申
合
を
し
た
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
幕
府
よ
り
長
州
征
伐
の
出
兵
令
が
到
着
し
た
の
で
そ
れ

所
で
な
く
な
り
股
年
長
の
敬
明
が
黄
任
を
負
っ
て
自
首
し
た
。

（
註
・
他
の
者
の
氏
名
は
論
旨
の
都
合
上
省
唇
す
る
）

裁
判
は
当
時
九
郎
左
衛
門
と
名
乗
っ
て
い
た
敬
明
か
ら
取
調
べ
が
始
め
ら
れ
た
。
彼
は
次
の
様
に
申
開
き
を
し
て
い
る
。

先
づ
蔵
人
な
る
人
物
の
不
行
跡
を
攻
撃
し
、
事
件
以
前
に
同
人
が
江
戸
詰
時
代
米
五
千
俵
の
不
正
が
あ
り
、
外
に
女
性
問
題
も
か
ら
ゑ

一
度
御
役
御
免
と
な
っ
た
が
大
殿
に
取
入
っ
て
間
も
無
く
再
任
さ
れ
た
。
以
来
権
勢
を
誇
り
私
利
私
慾
を
む
さ
ぼ
り
且
又
前
記
の
如
く
若

殿
を
軽
ん
じ
不
敬
の
行
為
を
強
調
し
、
国
家
の
た
め
悪
人
を
除
く
実
力
行
使
を
し
た
旨
堂
々
と
述
べ
て
い
る
。
（
因
に
当
時
の
武
士
階
級
うＩ

に
と
っ
て
藩
が
国
家
で
あ
り
、
江
戸
幕
府
は
そ
の
連
合
政
権
と
し
て
受
と
め
て
い
た
。
従
っ
て
此
の
裁
判
記
録
で
も
藩
を
全
て
国
家
と
表
”く

取
調
が
進
む
に
つ
れ
蔵
人
を
重
用
し
た
大
殿
の
不
手
際
が
浮
上
し
て
来
る
が
、
此
点
事
が
大
殿
の
身
辺
に
及
ぶ
と
敬
明
の
陳
述
は
歯
切

れ
が
悪
く
な
り
「
忌
謹
に
触
れ
る
の
で
」
と
そ
れ
以
上
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
辺
が
葉
隠
の
「
君
は
君
た
ら
ず
と
も
、
臣
は
臣
た
り
」
の

精
神
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

裁
判
の
進
行
中
に
於
て
検
察
側
も
被
告
側
も
葉
隠
精
神
を
随
所
に
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
例
え
ば
蔵
人
を
打
損
ん
じ
た
の
は
武
士
道
に
於

て
不
覚
も
甚
だ
し
い
、
何
故
知
人
宅
に
名
乗
り
目
的
を
果
さ
な
か
っ
た
の
か
と
詰
問
を
し
て
い
る
。
是
に
対
し
て
は
前
記
の
如
く
第
三
者

を
巻
添
に
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
残
念
な
が
ら
思
い
留
ま
っ
た
と
申
述
べ
て
い
る
。

三
年
が
か
り
の
取
調
べ
の
結
果
、
相
手
は
逆
賊
の
罪
名
で
処
分
さ
れ
粛
正
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
。
一
方
敬
明
は
責
任
者
と
し
て
死
罪

現
し
て
い
る
。
）

◎
裁
判
の
経
過



の
宣
告
を
受
け
、
外
の
六
人
も
重
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。
敬
明
の
死
罪
に
対
し
て
は
、
幕
末
の
明
君
と
し
て
有
名
の
本
藩
（
三
五
万
七
千
石
）

か
ん
そ
う

の
間
隻
公
の
「
敬
明
は
殺
す
な
」
の
鶴
の
一
声
に
よ
り
終
身
禁
固
刑
と
な
っ
た
。
同
時
に
家
は
取
潰
さ
れ
家
財
は
没
収
さ
れ
家
族
の
者
は

悲
惨
な
生
活
に
堪
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
以
上
が
「
丹
心
秘
録
」
の
概
要
で
あ
る
。

や
が
て
舞
台
は
一
転
し
明
治
維
新
と
な
り
敬
明
は
赦
さ
れ
明
治
二
年
に
通
算
六
年
の
獄
舎
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
、
本
藩
の
閑
豊
公
に
引

立
て
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
や
っ
と
運
命
の
芽
が
出
て
佐
賀
藩
北
海
道
開
拓
使
を
兼
務
し
、
廃
藩
置
県
の
直
后
伊
万
里
県
（
今
の
佐
賀
県
）

権
参
事
と
し
て
中
央
政
府
太
政
官
の
任
命
を
受
け
た
。
其
時
の
県
令
（
知
事
）
が
剣
聖
山
岡
鉄
舟
で
あ
る
。
双
方
共
に
六
尺
豊
の
偉
丈
夫

で
あ
り
敬
明
も
藩
の
師
範
を
勤
め
た
達
人
で
あ
る
。
又
謹
道
家
と
し
て
も
共
通
趣
味
あ
り
敬
明
の
従
弟
に
書
聖
中
林
糯
竹
が
居
っ
た
関
係

上
大
い
に
肝
胆
相
照
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
鉄
舟
が
明
治
大
帝
の
侍
従
と
な
っ
て
か
ら
敬
明
は
鉄
舟
と
の
親
交
を
語
る
こ
と
を
避
け
て

以
上
の
事
歴
を
葉
隠
に
照
し
合
せ
る
と
次
の
箇
条
に
あ
て
は
ま
る
。

つ
れ
と
も

『
葉
隠
は
死
の
哲
学
と
ば
か
り
思
い
こ
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
彼
（
祖
述
者
山
本
常
朝
）
は
あ
く
ま
で
も
鍋
島
藩
の
士
と
し
て
最
後
ま

で
、
こ
の
国
を
抱
き
か
か
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
朝
有
事
の
際
の
心
得
だ
っ
た
。
そ
の
一
朝
有
事
を
考
え
た
場
合
、
「
武
士

道
と
い
う
は
死
ぬ
事
と
見
附
け
た
り
」
な
ど
と
い
っ
て
す
ぐ
そ
の
場
で
死
ん
で
し
ま
っ
て
は
何
に
も
な
ら
な
い
の
だ
。

常
朝
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
私
（
著
者
、
奈
良
本
辰
也
）
の
興
味
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
考

き
か

え
て
読
ん
で
い
る
中
に
、
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
馬
場
美
濃
守
（
信
玄
購
下
の
猛
将
）
の
話
を
引
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
会
っ
た
。
美
濃
守

が
戦
場
で
の
話
に
、
自
分
も
い
ざ
突
進
と
い
う
声
が
か
か
っ
た
と
き
、
目
の
前
が
真
暗
に
な
る
、
し
か
し
や
が
て
、
そ
れ
が
ぬ
ぐ
う
よ
う

に
晴
れ
て
月
影
に
敵
の
姿
が
浮
か
ぶ
よ
う
に
現
わ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。

い
た
。
）
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こ
の
と
き
美
濃
守
は
そ
れ
が
他
よ
り
も
早
く
そ
の
境
地
に
行
け
る
の
は
、
死
の
覚
悟
が
で
き
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
言
う
。
つ
ま

り
、
死
を
覚
悟
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
生
に
つ
な
が
る
と
い
う
話
だ
。
私
は
こ
こ
で
「
死
を
生
に
転
化
」
す
る
方
法
と
し
て
の
「
死
の

覚
悟
」
を
み
た
の
で
あ
る
。
『
葉
隠
』
は
、
何
気
な
い
語
り
口
で
そ
れ
を
教
え
て
い
た
』

（
「
葉
隠
」
奈
良
本
辰
也
著
、
二
一
－
二
貢
）

前
記
の
葉
隠
聞
雷
文
と
比
較
し
て
見
る
と
、
敬
明
の
粛
正
行
動
は
、
死
中
に
活
を
求
め
た
葉
隠
精
神
の
忠
実
な
発
露
で
あ
っ
た
と
見
る

口
葉
隠
に
つ
い
て

う
ん
ら
く

つ
ら
も
と

佐
賀
葉
隠
は
藩
士
の
山
本
常
朝
が
自
分
の
穂
蓄
を
口
述
し
た
も
の
を
弟
子
の
田
代
陣
基
が
七
年
間
に
全
十
一
巻
を
記
述
し
た
も
の
で
あ

る
。
戦
国
時
代
も
終
り
徳
川
幕
府
も
四
代
将
軍
の
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
泰
平
の
世
と
な
り
武
士
道
も
す
た
れ
よ
う
と
す
る
時
、
こ
れ
で
は

な
ら
じ
と
武
士
道
の
真
髄
を
色
々
な
教
訓
的
実
話
を
基
に
し
て
組
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
現
代
流
に
云
え
ば
エ
リ
ー
ト
社
員
心
得

帖
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

祖
述
者
の
山
本
常
朝
は
彼
の
父
神
右
衛
門
が
藩
の
勤
を
円
満
退
職
し
て
隠
居
し
た
七
十
才
の
時
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
。
生
来
は
虚
弱

つ
れ
は
る

な
体
質
で
あ
っ
た
が
厳
し
い
教
育
を
受
け
た
。
父
親
に
は
十
一
才
で
わ
か
れ
そ
の
あ
と
血
統
上
は
甥
に
当
る
二
十
才
年
長
の
常
治
に
よ
り

た
ん
ね
ん

引
続
き
厳
し
い
鍛
錬
を
受
け
た
。
そ
の
彼
に
最
も
大
き
な
感
化
を
与
え
た
の
は
湛
然
と
云
う
僧
侶
で
あ
る
。

葉
隠
に
は
毎
朝
祈
る
四
つ
の
願
が
あ
る
。

一
、
武
士
道
に
お
い
て
お
く
れ
取
り
申
す
ま
じ
き
事
。

こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
。
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葉
隠
に
は
次
の
様
な
説
話
が
載
っ
て
い
る
。

『
一
、
若
い
う
ち
か
ら
立
身
し
て
お
役
に
立
っ
て
も
、
立
派
な
仕
事
は
で
き
な
い
も
の
だ
。
ど
の
よ
う
に
聡
明
な
生
れ
つ
き
で
あ
っ
て

も
、
若
い
う
ち
は
そ
の
才
能
も
十
分
に
実
ら
ず
、
他
人
も
信
用
し
な
い
の
で
あ
る
。
五
十
歳
ご
ろ
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
才
能
を
磨
き
あ
げ
た

の
が
よ
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
い
る
あ
い
だ
は
人
々
の
目
に
は
立
身
が
遅
い
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
の
人
が
、
立
派
な
仕
事
を
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
人
は
失
敗
し
て
家
を
傾
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
自
分
の
た
め
に
不
正
を
働
い
た
の
で
は
な
い
か
ら

す
ぐ
立
ち
直
る
も
の
だ
』
（
同
書
九
二
貢
）

と
思
う
。

一
、
大
慈
悲
心
を
起
こ
し
人
の
た
め
に
な
る
べ
き
事
。

『
す
な
わ
ち
彼
が
仏
教
の
修
業
に
お
い
て
習
得
し
た
精
神
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
言
葉
に
「
こ
の
世
は
す
べ
て
か
ら
く
り
人
形

の
よ
う
な
も
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
幻
の
字
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
儒
教
が
現
実
の
世
界
を
あ
く
ま
で

実
在
だ
と
ゑ
る
に
対
し
て
、
こ
の
世
は
仮
り
の
世
と
す
る
仏
教
的
な
考
え
方
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
』
（
前
掲
書
一
五
貢
）

敬
明
翁
が
大
器
晩
成
型
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
葉
隠
に
再
び
対
比
し
て
見
る
と
一
層
理
解
さ
れ
る
こ
と

（
註
・
湛
然
和
尚
、
湛
然
梁
重
。
鍋
島
家
菩
提
寺
高
伝
寺
第
十
一
代
住
職
。
佐
賀
郡
与
賀
村
楊
柳
寺
の
開
山
。
当
時
、
傑
僧
の
聞
え
高
く
、
そ
の
言
語
逸
話

は
『
葉
隠
』
の
中
に
も
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
仏
道
・
武
士
道
の
神
髄
を
極
め
、
山
本
常
朝
は
こ
の
湛
然
和
尚
の
深
い
感
化
を
う
け
た
。
同
書
二
八
二
頁
）

一
、
主
君
の
御
用
に
立
つ
べ
￥

つ
か
虫
つ

一
、
親
に
孝
行
仕
る
べ
き
事
。

主
君
の
御
用
に
立
つ
べ
き
事
。
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富
岡
敵
明
は
山
梨
に
赴
任
す
る
以
前
に
死
刑
の
宣
告
を
受
け
、
家
も
一
度
取
潰
さ
れ
て
い
る
。
や
が
て
赦
さ
れ
て
長
男
の
重
明
が
出
身

の
小
城
藩
の
家
臣
と
し
て
取
立
て
ら
れ
家
を
再
興
し
、
自
分
は
佐
賀
本
藩
の
永
代
藩
士
に
取
り
立
て
ら
れ
色
之
の
役
に
つ
い
た
。

だ
い
し
よ
う

そ
し
て
山
梨
県
の
副
知
事
格
で
赴
任
し
た
の
が
五
十
才
の
時
で
あ
る
。
前
記
葉
隠
の
教
訓
通
り
の
コ
ー
ス
を
歩
い
て
い
る
。
甲
州
大
小

：切
騒
動
の
責
任
を
取
ら
さ
れ
た
土
肥
県
令
の
後
任
の
知
事
は
二
十
九
才
の
藤
村
紫
朗
で
あ
っ
た
。

新
進
気
鋭
の
藤
村
県
令
の
下
に
敬
明
は
黙
殉
と
仕
え
、
日
野
春
の
原
野
十
七
町
歩
の
開
拓
に
心
血
を
注
ぎ
、
そ
れ
迄
北
巨
摩
に
は
な
か

っ
た
養
蚕
を
奨
励
し
、
今
日
の
日
野
春
地
区
の
繁
栄
の
基
礎
を
造
っ
た
。
葉
隠
の
説
く
「
蔭
の
御
奉
公
」
を
地
で
行
っ
た
。

葉
隠
に
は
又
次
の
よ
う
な
説
話
が
あ
る
。

『
一
、
龍
泰
寺
で
聞
い
た
話
に
、
「
上
方
で
易
者
が
言
う
に
は
、
僧
侶
で
も
、
年
が
四
十
に
も
な
ら
な
い
う
ち
に
立
身
す
る
の
は
良
く

な
い
こ
と
だ
ｏ
身
を
誤
る
も
と
で
あ
る
。
四
十
に
し
て
惑
わ
ず
と
い
う
言
葉
は
、
孔
子
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
賢
者
で
あ
る
と
愚
者

で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
四
十
に
な
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
相
応
に
年
功
を
積
ん
で
、
心
が
迷
わ
ぬ
よ
う
に
な
る
』
と
あ
っ
た
。
（
同
書
九
三
貢
）

る
こ
と
が
出
来
る
。

『
一
、
勝
茂
公

そ
し
て
、
年
の
暮
涯

尚
葉
隠
に
は
社
員
勤
務
心
得
箇
条
の
外
に
、
藩
主
つ
ま
り
経
営
者
心
得
言
行
録
な
る
も
の
が
口
述
さ
れ
て
い
る
処
に
そ
の
特
殊
性
を
見

（
註
・
龍
泰
寺
、
佐
賀
市
赤
松
町
に
あ
る
名
刹
、
曹
洞
宗
。
本
尊
観
世
音
菩
薩
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
龍
造
寺
隆
信
が
周
防
国
竜
文
寺
要
室
和
尚
に
開

韮
さ
せ
た
寺
で
、
代
之
龍
造
寺
家
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
。
曹
洞
十
二
ヶ
寺
の
一
つ
で
、
現
在
は
大
隈
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
。
）

ご
が
ん
も
ん

勝
茂
公
（
初
代
）
の
御
代
に
は
、
毎
年
元
旦
に
ゑ
ず
か
ら
御
願
文
を
お
書
き
に
な
り
、
与
賀
・
本
庄
・
八
幡
に
納
め
ら
れ
た
。

年
の
暮
に
願
ほ
ど
き
を
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
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例
え
ば
浪
人
中
の
斉
藤
用
之
助
な
る
者
に
つ
い
て
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
る
。

浪
人
中
は
定
収
が
な
い
の
で
或
る
夕
方
炊
く
米
が
な
く
な
り
奥
方
が
涙
を
流
し
て
い
た
。
こ
れ
を
見
た
用
之
助
は
表
に
出
て
、
た
ま
た

ま
通
り
か
か
っ
た
御
用
米
を
抜
刀
し
て
お
ど
か
し
全
部
自
宅
に
運
ば
せ
て
其
の
預
り
書
を
渡
し
た
。
こ
れ
は
勿
論
藩
米
の
強
奪
で
あ
る
か

ら
家
老
達
は
用
之
助
に
死
罪
を
宣
告
し
た
。
藩
主
の
勝
茂
公
は
藩
祖
（
父
君
）
の
直
茂
公
に
其
の
旨
を
家
老
か
ら
報
告
さ
せ
た
。
こ
れ
を

聞
い
た
直
茂
は
何
も
云
わ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
側
に
居
っ
た
奥
方
に
向
っ
て
、
人
の
命
は
日
本
と
大
唐
国
を
合
せ
て
も
な
お
足
り
な
い
程

大
切
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
大
切
の
命
を
何
度
か
の
合
戦
に
投
げ
出
し
て
今
日
の
鍋
島
藩
を
築
い
て
呉
れ
た
人
で
あ
る
。
ま
し
て
用
之
助

ひ
と

程
の
勇
者
は
得
が
た
い
仁
で
あ
る
。
そ
れ
が
米
が
無
い
程
に
処
遇
し
た
の
は
此
の
わ
し
が
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
用
之
助
を
殺
し
て

わ
し
達
が
生
き
て
い
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
用
之
助
に
代
っ
て
や
り
度
い
と
も
ら
し
た
。
此
を
聞
い
た
家
老
は
当
主
勝
茂
公
に
報
告
す
る

と
「
あ
あ
有
が
た
い
思
い
や
り
で
あ
る
」
と
即
刻
無
罪
し
た
。
そ
れ
程
戦
功
の
あ
っ
た
用
之
助
等
が
或
る
時
隊
長
の
命
令
に
服
さ
な
く
な

っ
た
。
直
茂
（
日
峯
公
）
が
心
配
し
て
本
人
達
に
、
お
前
達
は
誰
れ
の
下
な
ら
命
令
に
服
す
る
か
と
直
接
た
ず
ね
た
。
私
達
は
富
岡
喜
左

衛
門
賢
明
の
下
な
ら
喜
ん
で
働
き
ま
す
と
答
え
て
許
可
さ
れ
た
。
賢
明
は
富
岡
城
に
住
む
様
に
な
り
そ
れ
迄
の
後
藤
姓
を
改
め
た
富
岡
家

あ
っ
た
。

一
、
家
中
に
よ
い
人
物
が
出
る
よ
う
に

一
、
家
中
の
者
か
ら
浪
人
が
出
な
い
よ
う
に

一
、
家
中
に
病
気
に
か
か
る
者
が
な
い
よ
う
に

と
い
う
三
か
条
で
あ
っ
た
。
御
逝
去
に
な
っ
た
年
の
御
願
文
が
残
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
』
（
前
掲
書
）

ち
な
象

因
に
佐
賀
藩
で
は
浪
人
し
て
も
他
国
に
出
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
本
人
の
行
状
に
よ
り
い
づ
れ
又
適
当
の
役
に
取
立
て
る
慣
習
が
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の
初
代
で
あ
る
。
賢
叩

代
前
の
先
祖
で
あ
る
。

賢
明

こ
た
つ

又
歴
代
藩
主
の
言
行
録
の
最
初
に
次
の
話
が
あ
る
。
藩
祖
直
茂
公
が
或
る
冬
の
夜
夫
妻
で
、
俺
達
は
炬
燵
に
あ
た
っ
て
い
て
も
こ
ん
な

に
寒
い
か
ら
、
も
っ
と
寒
い
思
い
を
し
て
い
る
者
が
多
か
ろ
う
。
誰
達
が
一
番
寒
い
思
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
百
姓
で
あ
ろ
う
か
、
い

や
百
姓
は
藁
を
燃
や
し
て
暖
が
取
れ
る
。

一
番
寒
い
思
を
し
て
い
る
の
は
牢
屋
に
入
っ
て
い
る
者
達
で
あ
ろ
う
。
火
の
気
も
な
く
寝
具
も
粗
末
。
そ
こ
で
急
に
夜
半
牢
中
に
何
入

居
る
か
の
調
査
が
命
ぜ
ら
れ
係
員
が
何
事
が
起
き
た
の
か
と
驚
く
中
に
台
所
方
に
か
ゆ
の
炊
出
が
発
せ
ら
れ
た
。
入
牢
中
の
者
達
に
熱
い

か
ゆ
の
臨
時
差
入
が
行
わ
れ
、
一
同
涙
を
流
し
て
感
謝
し
た
と
云
う
逸
話
も
残
っ
て
い
る
。

葉
隠
は
斯
し
た
従
業
員
の
ひ
た
す
ら
な
忠
誠
心
と
経
営
者
の
温
情
に
よ
っ
て
合
成
さ
れ
た
人
生
規
範
で
あ
る
。

喬
任
、
多
く
の
海
軍
将
星
）

佐
賀
者
は
頑
固
一
徹
で
上
役
と
衝
突
す
る
、
そ
の
た
め
時
に
は
浪
人
す
る
が
、
斯
し
た
正
直
一
途
の
者
で
な
け
れ
ば
世
の
た
め
人
の
た

め
に
な
ら
な
い
こ
と
を
国
全
体
が
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
敬
明
翁
も
亦
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
斯
し
た
気
風
が
人
材
を
育
て
維
新

の
際
多
く
の
英
才
を
中
央
政
府
に
送
り
込
む
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
初
代
司
法
卿
江
藤
新
平
、
大
隈
重
信
、
副
島
種
臣
、
大
木

『
〃
は
が
く
れ
″
と
い
え
ば
、
古
く
か
ら
鍋
島
藩
に
伝
え
ら
れ
た
武
士
道
の
教
科
書
的
な
も
の
で
、
佐
賀
藩
の
武
士
達
は
こ
れ
を
根
本

に
し
て
教
育
を
受
け
、
そ
れ
が
代
常
な
が
い
間
に
わ
た
っ
て
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
、
は
げ
し
い
気
性
の
、
勇
敢
な
武
士

的
素
質
が
何
時
の
間
に
か
佐
賀
の
人
間
の
中
に
流
れ
て
一
つ
の
伝
統
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
一
般
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思

追
記

は
斯
し
た
勇
士
を
擁
し
て
九
州
各
地
で
働
き
、
関
原
に
参
加
し
、
大
阪
夏
陣
で
戦
死
し
て
い
る
。
敬
明
翁
か
ら
十
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り
ゆ
う
ぞ
う
じ
い
え
か
ね

葉
隠
の
冒
頭
に
藩
の
歴
史
と
伝
統
を
学
ぶ
こ
と
が
大
切
で
あ
り
其
の
理
解
の
必
要
性
を
強
張
し
て
い
る
。
『
龍
造
寺
家
兼
公
は
仁
慈
に

富
ま
れ
た
方
で
武
勇
の
道
に
も
す
ぐ
れ
、
鍋
島
清
久
公
は
善
根
の
深
い
方
で
こ
れ
ま
た
仁
慈
の
心
も
厚
く
、
そ
の
後
龍
造
寺
隆
信
公
・
鍋

島
直
茂
公
と
い
う
方
々
が
跡
を
つ
い
で
、
そ
の
お
方
に
よ
り
お
家
は
ま
す
ま
す
栄
え
て
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
他
家
に
も
ま
さ
る
立
派
な

よ
上
』

家
柄
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
い
ま
の
人
為
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
他
所
の
仏
を
尊
ぶ
こ
と
ば

か
り
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ま
っ
た
く
理
解
の
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。

釈
迦
も
孔
子
も
楠
公
も
信
玄
も
、
な
る
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
聖
人
や
武
将
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
人
た
ち
は
一
度
も
龍
造
寺
・

鍋
島
の
家
に
家
来
と
し
て
仕
え
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
家
の
家
風
に
合
う
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
』
（
前
番
二
七
貢
）

右
の
表
現
は
極
端
で
あ
る
が
、
そ
れ
程
一
筋
に
主
家
に
尽
す
こ
と
に
専
念
せ
よ
と
の
趣
意
で
あ
ろ
う
。

佐
賀
藩
の
風
土
と
甲
州
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
見
る
と
其
の
差
異
が
よ
く
判
る
。
先
づ
気
が
つ
く
の
は
、
佐
賀
に
は
統
治
者
の
転
封
が

無
か
っ
た
。
封
建
時
代
流
行
し
た
領
主
の
交
迭
が
な
か
っ
た
の
で
人
の
心
に
安
定
感
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

秀
吉
の
九
州
征
伐
に
龍
造
寺
政
家
が
働
い
た
結
果
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
政
家
は
肥
前
三
五
万
七
千
石
の
所
領
を
安
堵
さ
れ
た
。

う
。
実
際
に
お
い
て
、
明
治
維
新
こ
の
方
、
日
本
が
戦
争
に
敗
け
る
ま
で
の
約
百
年
間
、
旧
佐
賀
藩
か
ら
沢
山
の
名
将
が
輩
出
し
、
ま
た

戦
時
に
際
し
て
は
将
校
と
い
わ
ず
兵
と
い
わ
ず
、
そ
の
勇
敢
さ
を
た
た
え
ら
れ
る
幾
多
の
実
例
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
「
は

が
く
れ
」
の
思
想
が
脈
々
と
し
て
底
流
に
流
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
る
の
が
一
般
の
通
念
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
』

か
み
こ
た
鱈
し

な
抵
つ
ぐ

（
註
。
「
葉
隠
」
神
子
侃
編
訳
・
付
・
随
筆
「
葉
隠
」
鍋
島
直
紹
〔
参
議
員
議
員
・
前
佐
賀
県
知
事
〕
箸
二
四
四
頁
よ
り
）

㈲
佐
賀
藩
の
史
的
風
土
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政
家
の
嗣
子
高
房
は
病
弱
で
あ
っ
た
が
た
め
義
兄
弟
の
鍋
島
直
茂
が
龍
造
寺
の
家
臣
団
と
領
地
を
禅
譲
に
よ
っ
て
引
継
い
だ
。
会
社
に
唇

え
る
な
ら
オ
ー
ナ
ー
社
長
の
嗣
子
に
適
材
が
な
い
た
め
専
務
代
っ
て
引
継
い
だ
様
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
直
茂
を
藩
祖
と
呼
び
其
の
子

勝
茂
を
初
代
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
権
力
闘
争
に
よ
る
血
な
ま
ぐ
さ
い
歴
史
が
な
い
。
戦
国
時
代
親
兄
弟
の
間
に
於
て
さ
え
信
頼
出

来
な
か
っ
た
よ
う
な
暗
影
が
こ
こ
に
は
無
い
。
そ
う
し
た
明
る
い
風
土
の
中
に
代
灸
の
明
君
の
行
状
が
葉
隠
と
云
う
至
純
の
倫
理
を
醸
成

お
ぎ

し
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
但
し
龍
造
寺
の
家
臣
団
と
の
均
衡
を
保
つ
た
め
小
城
、
蓮
沼
、
鹿
島
、
の
三
支
藩
を
造
っ
た
。
初
代
勝
：

茂
の
長
子
元
茂
が
小
城
藩
を
創
設
分
封
し
た
。
そ
の
関
係
を
図
示
す
る
と
次
の
表
の
通
り
で
あ
る
。

く
き
し
る

尚
勝
茂
の
六
男
直
長
は
神
代
家
を
相
続
し
て
い
る
。
敬
明
は
此
の
神
代
家
の
利
温
の
次
男
に
生
れ
十
才
の
時
富
岡
孫
明
（
惣
八
）
の
養

子
と
な
っ
た
。
と
も
角
佐
賀
藩
の
武
士
達
は
郷
土
の
歴
史
に
対
し
て
誇
を
持
ち
、
一
種
の
信
仰
に
近
い
感
情
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
尊
い
伝
統
こ
そ
が
葉
隠
を
生
ん
だ
主
な
る
因
子
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

甲
州
の
場
合
は
武
田
三
代
に
よ
っ
て
築
上
げ
た
気
風
は
立
派
な
も
の
が
有
っ
た
。
甲
陽
軍
鑑
の
素
材
で
あ
る
戦
国
武
士
の
立
派
な
説
話

が
残
さ
れ
て
い
る
。
然
し
残
念
乍
ら
武
田
家
の
滅
亡
と
共
に
雲
散
し
た
。
幕
府
直
轄
地
と
し
て
た
ま
に
は
名
代
官
も
来
た
が
、
多
く
は
代

官
制
に
よ
る
圧
政
の
ゑ
が
定
着
し
て
了
っ
た
。

甲
陽
軍
鑑
は
史
実
と
し
て
は
若
干
問
題
点
が
あ
ろ
う
が
、
甲
州
武
略
の
説
話
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
や
が
て

山
鹿
流
の
原
典
と
な
り
、
山
鹿
流
の
軍
学
は
佐
賀
に
伝
え
ら
れ
敬
明
も
藩
校
で
山
鹿
素
水
に
学
ん
で
い
る
。
山
鹿
流
が
葉
隠
の
母
体
で
あ

ふ
か

る
か
ら
、
甲
州
武
士
気
風
は
佐
賀
の
風
土
に
よ
っ
て
跡
化
さ
れ
葉
隠
と
な
っ
た
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

墨
兵
う
と
う
ｊ

敬
明
翁
は
山
梨
に
三
年
在
任
、
名
東
県
権
令
（
知
事
）
と
し
て
一
年
半
、
其
の
間
旧
士
族
の
反
乱
を
鎮
め
、
騒
動
の
原
因
と
な
っ
た
淡

路
島
を
兵
庫
県
に
合
併
し
阿
波
一
国
を
徳
島
県
と
し
て
独
立
さ
せ
た
。
明
治
九
年
十
一
月
、
熊
本
神
風
連
の
乱
に
よ
り
軍
司
令
官
と
県
令
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龍
造
寺
康
家
Ｉ

龍造寺・鍋島系図

ｌ
蕊
ｌ
家
純
ｌ
周
家
’
’
１
隆
信
１
－
政
家
ｌ
高
房

一
一
篝
．
§

（
村
中
腿
偶
寺
）

ｌ
家
和
ｌ
胤
久
ｌ
胤
栄

（
母
慶
間
に
よ
る
義
兄
弟
）

鍋
島
清
久
ｌ
清
房

（
利
受
）

一
ｌ
鍋
島
直
茂
Ｉ

（
多
久
家
祖
）

ｌ
長
信

（
須
苛
鍋
島
家
祖
）

ｌ
信
周

（
神
代
鍋
島
家
祖
）

（
佐
賀
藩
祖
）

信
房

ｌ
忠
茂

（
佐
焚
藩
初
代
）
（
小
域
藩
祖
）

Ｉ
勝
茂
１
－
１
元
茂
ｌ
直
能
ｌ
元
武

茂
昭

（
蓮
咽
藩
祖
）

ｌ
直
澄
ｌ
直
之

（
佐
賀
藩
二
代
）
（
佐
賀
藩
三
代
）

ｌ
忠
直
ｌ
光
茂
ｌ
－
ｌ
綱
茂

（
白
石
鍋
恥
家
祖
）

ｌ
直
弘
Ｉ
直
尭

（
鹿
島
藩
祖
）

ｌ
直
朝
ｌ
直
条

（
神
代
家
相
院
）

Ｉ
直
長
１
－
１
直
利

（
村
田
鍋
島
家
祖
）

ｌ
茂
真

（
佐
賀
藩
四
代
）

ｌ
吉
茂

（
佐
賀
藩
航
代
）
（
佐
賀
藩
六
代
）

ｌ
宗
茂
Ｉ
宗
教
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が
殺
さ
れ
た
直
後
に
県
令
と
し
て
着
任
、
翌
年
二
月
に
西
南
の
役
に
遭
遇
し
熊
本
城
に
寵
城
、
戦
後
は
荒
廃
し
た
熊
本
の
復
興
に
専
念
、

永
十
象
あ
ま
た

産
業
奨
励
、
三
角
港
の
築
港
等
在
勤
十
六
年
に
及
び
数
多
の
功
績
を
残
し
た
。
其
の
間
幾
度
か
死
を
覚
悟
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
功
に
よ

り
男
爵
を
さ
ず
か
り
、
貴
族
院
議
員
は
一
年
で
辞
し
、
以
来
山
梨
に
隠
棲
し
明
治
四
十
二
年
二
月
八
十
八
才
を
以
て
大
往
生
さ
れ
た
。

と
う
か
い

尚
同
翁
の
雅
号
は
歌
介
で
、
其
の
意
は
「
堅
く
節
操
を
守
っ
て
世
俗
と
合
わ
な
い
こ
と
、
徳
が
光
っ
て
大
き
な
さ
ま
」
字
典
解
釈
よ
り

藩
公
の
居
な
か
っ
た
甲
州
で
は
富
岡
家
が
唯
一
の
旧
華
族
で
あ
っ
た
。
然
し
敬
明
翁
は
、
自
分
が
甲
州
に
来
た
の
は
墓
守
の
気
持
と
し

て
で
あ
る
と
子
孫
に
語
り
伝
え
て
い
る
。
副
知
事
と
し
て
の
立
場
上
中
央
政
府
命
令
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
が
、
甲
州
大

小
切
騒
動
の
際
二
人
の
首
謀
者
（
小
沢
留
兵
衛
、
島
田
富
重
郎
）
を
死
罪
に
し
た
の
は
誠
に
申
訳
な
い
こ
と
を
し
た
。
せ
め
て
自
分
の
骨

を
甲
州
の
地
に
埋
め
て
県
民
え
の
お
詫
び
と
し
た
い
と
洩
し
て
い
た
由
で
あ
る
。
又
子
孫
に
対
し
て
も
そ
の
気
持
を
忘
れ
ず
つ
つ
ま
し
く

暮
す
よ
う
に
と
戒
し
め
て
い
た
由
。
（
註
・
島
田
富
重
（
十
）
郎
は
筆
者
の
一
族
・
顕
彰
碑
在
恵
雄
芭

山
本
神
右
衛
門
七
十
才
の
子
と
し
て
生
れ
た
常
朝
が
祖
述
し
た
葉
隠
を
生
涯
の
信
条
と
し
た
敬
明
翁
が
甲
州
を
永
住
の
地
と
定
め
た
の

は
奇
し
き
因
縁
と
云
う
可
き
で
あ
る
。

筆
者
紹
介

島
田
駒
男
氏
明
治
四
十
一
年
十
二
月
十
日
生
甲
府
市
中
小
河
原
町
一
石
原
重
吉
四
男
（
後
島
田
家
を
つ
ぐ
）

学
歴
甲
府
中
学
（
現
甲
府
一
高
）
を
経
て
、
東
京
商
大
（
現
、
一
橋
大
学
）
昭
和
八
年
卒
業

現
在
新
ダ
イ
ヤ
産
業
取
締
役
社
長
、
傍
ら
出
身
地
石
和
町
に
於
て
、
温
泉
旅
館
「
承
か
ど
園
」
を
経
営
す
。
近
年
左
記
編
著
刊
行
あ
り
。

一
、
三
兄
弟
物
語
二
、
農
士
の
心
三
、
農
士
の
心
補
遺
四
、
甲
州
大
小
切
騒
動
と
富
岡
敬
明
（
林
是
幹
記
）

林
是
幹
教
授
の
古
稀
の
記
念
号
に
際
し
七
十
才
を
一
つ
の
跳
躍
台
と
し
て
常
朝
に
あ
や
か
り
教
授
の
学
風
の
一
層
の
増
幅
を
期
待
し
拙

稿
の
終
り
と
す
る
。
（
畏
友
林
是
幹
教
授
と
小
学
校
以
来
の
竹
馬
の
友
と
し
て
。
）
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