
伊

勢

の

水

銀

り斉

中

村

直

勝

一

大
和
吉
野
川

の
上
流

は

三
つ
に
岐

れ

る
が
、

そ

の
三
川

と
も

に
、

沿
岸

に
、
丹
生

川
上
社

が
奉
桐
さ

れ

て
お

る
。

丹
生

川
上
上

ノ
社
、
丹

生
川
上
中

ノ
社
、

丹
生

川
上

ド

ノ
社
と
言
わ

れ
、

三
社
を
合

し

て
、

も

と
官

幣
大
社
。

広
瀬
龍

田

に
あ

る
風
神
と

併
し
、

平
安
時

代

以
来

の
名
社
中

の
名
社

で
あ

っ
た
。

丹
生

川
上
社

は

「
雨
師

社
」

と

も
言
わ
れ
、
降

雨
止

雨
を
掌

る

こ
と

が
、

そ

の
神
徳

で

あ

る
と

さ
れ
た
。

農
を
以

っ
て
国
政

の
基
と
し

た
わ
が

国
で
は
、

五
雨
十

風

の
あ

る

こ
と
を
以

て
、

理
想

の
天
恵

と
し
た

。
従

っ
て
歴

代

に
亘
り
、

宮
中

年
中
行
事

の
中

で
、
雨
神

風
神

へ
の
奉
莫

は
特

に
重
大

な
る
祭
事

で
あ

っ
た
。

降
雨

を
祈

る
時

は
黒
馬

を
、

止
雨

の
時
は
白

馬
を
索

い

て
、

吉

野

の
川
上
ま

で
、
勅

使

を
差
遣

さ
れ

る

こ
と
が
、
本

義

で

あ

っ
た
。
後
世

の
絵
馬

の
起
源

で
あ
る
。

丹
生
川
上

の
神

は
雨

師
明
神

と
も
言

わ
れ

て
、

そ

の
故

を

以

っ
て
、

国
家

か
ら
特
殊

の
崇

敬

が
あ

っ
た

こ
と

に
は
、
不
思
議

は

な
い
し
、

そ
れ

に
対

し

て
不
平

を
言

う

気

は
な

い
が
、

止
雨
降

雨
と

い
う
福
徳

が
余

り

に
誇

張
さ

れ
す
ぎ

て
、
丹
生

明
神

の
本
質

た

る
重

大
な
る

こ
と
が
、

か
き
消

さ
れ

て
お

っ
た
よ
う

な
気

が
す

る
の

で
、

そ

れ

に
関
す

る
従

来

の
神

祇
史
研
究

に
、

一
矢

を
酬

い
た

い

の
で
あ

る
。

そ
れ
は
、

そ

の
神
名

た
る

「
丹
生
」

と
は
何

ぞ
、

と

い
う
疑
問

か
ら

で
あ

る
。

丹
生
と

は
、

代

赫
色

の
土
と

い
う

こ
と

で
は
な

い
か
。

二

丹
生
の
名
は
、
早
く
も
神
武
天
皇
東
征
の
時
に
見
え
る
。

伊
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伊

勢

の
水

銀

剤

神
武
東
征
の
信
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
古
伝
に

一
応
の
耳
を
傾
け
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

熊
野
灘
を
迂
回
、
那
智
勝
浦
の
辺
で
上
陸
さ
れ
た
神
武
天
皇
は
、

八
腿
鳥
に
導
か
れ
て
熊
野
大
峰
吉
野

の
山
々
を
越
え
、
大
和
国
の
東
端
、
吉
野
川
の
川
尻
で
あ
る
丹

生
川
に
到
着
さ
れ
た
。
そ
の
途
中
で
、
井
光
、
石
押
分
、
土
蜘
蛛
と
言
わ
れ
る
山
賎

に
遇
わ
れ
た
。

そ
こ
で
、
何
と
か
し
て
刃
の
力
を
用
い
な
い
で
、
天
下
自
ら
平
和
な
ら
ん
こ
と
を
、
天
地
神
明
に
祈
ら
れ
た
。

そ
の
事
が
果
せ
る
か
ど
う
か
の
神
意
を
と
う

べ
く
、
水

を
用
い
ず
し
て
飴
を
作
ろ
う
事
を
仰
せ
、
水
を
用
い
ず
し
て
飴
を
作
る
奇
蹟
を
示
さ
れ
、

つ
い
で
丹
生
の
川

に
壷
を
投
込
ま
れ
る
と
、

河
の
鮎
が
自
ら
水
面
に
浮
び
上

っ

た
。

こ
れ

で
、
神
意

の
ほ
ど
が
示
さ
れ
た
。
間
も
な
く
大
和
平
定
の
偉
業
を
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
物
語

は
、
神

話

で
あ

る
か
ら

、

こ
れ

か
ら
歴
史
事

実

を
掴
ま

ん
と
す

る
こ
と
は
、

大

人
気

な

い
企

で
あ
ろ
う

か
も
知
れ
な

い
が
、

思

い
切

っ
て
、

こ
の
物

語
を
勘

考

し

て
見
る
と
、
次

の
三
点

に
、
何

や
ら
ん
歴
史

の
影

の
よ

う
な
も

の
が
、

掴
め

そ
う

で
あ

る
。

第

一
。

石
押
分

(
い
わ
お
し
わ
け

)
井
光

(
い
ひ
か

り
)

土

蜘
蛛

と

い
う
名
は
、

何
れ
も

鉱
山

の
坑
道

に
出

入
し

て

い
る
鉱
夫

の
事

で
は
な
か

ろ
う

か
。
土
蜘
蛛

と

い

う

の
は
、

坑
道
内

の
危
険

に
備

え
て
、
腰

に
ザ
イ

ル
を

つ
け

て
お

る
姿

を
形
容
し

た
も

の
で

は
な

い
か
。

第

二
。

水
を

用

い
ず

し

て
飴
を
作

る
と

い
う

こ
と
を
、

い

ま
の
わ
れ

わ
れ
が
嘗

め

て
お

る
あ

の
甘
味

の

「
飴
」
と
見

る

こ
と

は
ど
う

で
あ

ろ
う

。
三
千
年

前

の
占
代

に
、

飴

の
よ
う
な
甘
味

が
あ

り
得
る

で
あ

ろ
う
か
。

寧

ろ

こ
の
飴

の
字

は
誤
字

で
あ

っ
て
、
も

と
も

と
は
鉛

の
字

で
は
な

か
ろ
う
か
。

柔
か

い
鉛
、

つ
ま
り
水

銀
を
採

取
さ
れ

た
の
で
は
な

い
か
。

丹
生

と

い
う

の
は
辰
砂

を
含

ん
で
お
る
土

で
あ

っ
て
、

そ
こ
か
ら
朱

も
採

れ
る
し
、

水
銀

も
採
れ

る
の
で
あ

る
。

水

銀
は
朱
泥

土

の
中

に
ど

う
か
す

る
と
、

一
摘

の
塊

っ
た
液
様

と
し

て
、
露
出

し

て
お

る

こ
と
が
あ

る
。

第

三
。
丹
生

川

の
鮎

が
浮

び
上

っ
た
と

い
う

こ
と

は
、

そ

の
壷

の
中

に
、
朱

か
ま

た
は
鉛

化
剤

か

の
毒

薬
を

入
れ

て
、

川
中

に
投
入

さ
れ
た

の
で
、

そ
の
毒

に
あ

て
ら

れ

て
、
川
魚

が
死

ん
だ

の
で
は
な

い
か
。

そ
れ
ら

を
併
し

て
考

え
る
と
、

神
武
天
皇

丹
生

の
川
上

の
物
語

は
、

丹
生
、

即

ち
辰
砂
、

朱
、
水
銀

と

い
う

一
連

の
毒
物

の
存
在

と
、
そ

の
使

用
と
を
、
暗
示

す
る
物
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語

で
は
な

い
か
.

広

く
全

国
的

に
手

取

っ
て
見

る
と
、
丹
生

と
か
赤

坂
と

か
血
原

と
か

い
う
地
名

の
あ

る
と

こ
ろ
は
、

辰

砂
を
含

ん
だ
L
壌

の
あ

る
地
点

で
あ

る

そ
う
し

た
辰

砂

を
掘

り
出
す

べ
く
坑

道
に
出
入

す

る
か

ら
、

こ

の
人

々
は
穴
師

で
あ

っ
た
。

そ
れ

が

雨
師

と
転

識

し

て
、
丹

生

明
神

を
雨
神

に
し

て

し

ま

っ
た

の

で
あ

ろ
う朱

は
顔

料

で
あ

る

こ
と
の
外

に
、

貴

重
な

る
防
腐

剤

で

あ

る
、

四

中
大

兄
皇

子

が
中

臣
鎌
足

と
志
を
合

わ
し

て
蘇

我
氏
討

伐

の
密

議

を
さ
れ

た
場
所

で
あ
る

の
で
、

そ

こ
に
談
山

(
語
ら

い
や
ま
)

の
地
名

が
起

っ
た

、
と

い
う
伝

説
が

あ

る
が
、

こ
れ

は

■
談
山
L

と

い
う
文

字

か
ら
附
会

さ
れ

た
物

語

で
あ

ろ

う
,

中
大

兄
皇
子

と
か
中
臣

鎌

足
と
か
言

っ
た
当

時
政
界

第

.
人
者

、

し
か

も
誰

が
考
え

て
も

反
蘇

我
氏

の
明

星

で
あ
る

二
人

の
密
議

が
、
飛

鳥
京

至
近

の
多

武
峰

で
、

行

わ
れ
る

べ
き
筈

が
な

い
。

蘇

我
氏

が
、

そ

の
よ
う

な
事
を
看

過
す

べ
き
わ

け

は
な

い
,

談

山

の
名

は

、

そ
の
初

め
は
丹
山

で
あ

っ
た
ろ
う
、

い

ま

で
も
桜

井
市

か
ら
談

山
神
社

へ
登
る
道

に
、

水
銀

鉱
脈

の
露

頭

が

三
、

四
ケ
所
見

ら
れ

る
。

催

人
は
談

山
を

タ

ン
ザ

ン
と
呼

ん

で
お
る
。
ダ

ン
ザ

ン
と

は
決

し

て
言
わ

な

い
,

談

山

の
鳴

動

と

い
う

こ
と
が
古
来
信

仰

せ
ら
れ

て
お
る

。

談
山
神
社

の
奥

宮
地

と
も
言

う

べ
き
地
盤

が
、

時

に
よ

る
と
鳴
動

し

て
、

そ

の
時

代

の
政

界

に
大
織

冠
鎌
足

公

が
戒
告

を
与

え
ら

れ
た

の

で
あ

る
と
言

わ
れ

る
、

こ
の

鳴
動

と

い
う

の
と
、

鉱
石

を
爆
破

す
る

時
の

音
響

で

は
な

い
か
。

五

天
武
天
皇
及
び
持
統
天
皇

の
吉
野
離
京

へ
の
行
幸
は
、

普
通
で
は
考
え
ら
れ
な

い
ほ
ど

の
頻
繁
さ
で
あ
る
。
丹
生
川
上

に
あ
る
宮
滝
の
景
観
が
御
意

に
叶
う
た
の
で
あ

っ
た
と
解
釈
さ
れ

て
あ
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
な
ら
ば
萬
葉
人
に
と
り
て
は
、
建
に
慶
賀
す

べ
き

こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
宮
滝

の
景
観
に
そ
れ
だ
け
の
魅
力
は
な
い
。
地
方
の
離
宮
に
巡
幸
す
る

こ
と
が
、

そ
の
当

時
の
中
国
帝
王
の
衿
持
で
あ

っ
た
の
で
、

そ
れ
に
学
ば
れ
た

一
転
の
帝
王
学

で
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
吉
野
離
宮
行
幸
の
度
数
が
多
き
に
す
ぎ

伊

勢

の
水

銀

剤
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伊

勢

の
水

銀

剤

る
。丹

生
川
上

の
辰

砂
、
朱

の
入

手
。

そ
れ
を
解
く

謎

で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

」一
/　

 

弘
法
大
師
が
高
野
山
に
金
剛
峰
寺
を
創
建
さ
れ
た
時
に
、

狩
場
明
神
と
丹
生
都
比
売
大
神
の
助
勢
に
よ
り
て
功
を
全
う
さ
れ
た
。
爾
来
、
こ
の
両
神
は
寺
内
鎮
守
仏
法

擁

護
の
神
と
し
て
、
鄭
重
に
奉
斎
さ
れ
て
あ
る
。

丹
生
都
比
売
大
神
は
決
し
て
雨
神
と
し
て
祭
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
高
野
山

の
山
麓
東
西
に
丹
生
が
相
当
に
存
在
す
る
。

丹
生
都
比
売
大
神
と
い
う
の
は
、
そ
の
丹
生

の
採
掘
権
を
大
師
に
譲
与
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
狩
場
明
神
と
い
う
の
は
、
そ
の
辺
の
狩
人
で
、
あ
の
山
中
に
広
き
平
地
の
あ
る
こ
と
を
、
教
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

七

{
一
山
室
生
寺
は
、
弘
法
大
師
が
創
立
者
で
は
な
い
ら
し
い
が
、
そ
の
傘
下
に
加
わ

っ
て
か
ら
、
寺
運
は
隆
ん
に
な

っ
た
。

そ
の
附
近
に
辰
砂
や
水
銀
を
発
掘
し
た
坑
道
が
残

っ
て
お
る
。
い
ま
も
本
堂

に
登
る
石
段
に
は
、

何
と
な
く
紫
色
を
帯
び
た
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
着
く
で
あ
ろ
う
。

寺

か
ら
五
六
丁
の
上
流
に
龍
穴
神
社
が
あ
る
。

御
本
殿

に
あ
る
龍
穴
な
る
も
の
は
、
水
銀
鉱
採
掘
の
坑
道
で
あ
ろ
う
。

そ
の
附
近
に
血
原
と
い
う
地
名
が
あ
る
。
土
壌
が
血
色
で
あ
る
。
数
百
年
前
、

こ
こ
で
仇
討
が
あ

っ
て
、
そ
の
時

に
流
れ
た
血
潮
で
土
が
染
ま

っ
た
の
で
あ
る
と
、
狸

-伝
す
る
。
血
潮
が
数
百
年
も
代
賭
色
の
ま
ま
残
る
べ
き
わ
け
は
な
い
。

即
ち
辰
砂
を
含
ん
だ
丹
生

の
土
色
で
あ
る
。

八

太
平
洋
戦
争

の
時
で
あ

っ
た
。
楠
公
遺
蹟

の
千
早
赤
坂
の
地
名
か
ら
推
し
て
1

千
早
は
血
原

の
転
誼
と
見
た
の
で
1

必
ず
水
銀
が
採
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
提
唱

し

て
、
大
阪
の
日
本
合
成
化
学
工
業
株
式
会
社
に
水
銀
採
掘
を
懲
憩
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

た
し
か
に
水
銀
は
採
れ
て
、
一
応
、
軍
部

の
御
用
を
満
た
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

一4一



そ
れ

が
余

り
に
微
量
し

か
採

れ
な
く
、
今

日
で
は
採
算

に
合

わ
ぬ
の

で
廃
坑

に
な

っ
た
が

、

赤

坂
千

早

か

ら
水

銀

や
朱

が
採

れ
る

こ
と
は
確

か

で
あ

る
。

こ
れ

が
大
小

両

楠
公

活
躍

の
軍

資
金

で
あ

っ
た

と
見

た
ら
、

ど
う

で
あ

ろ
う

か
。

九

と
り

と
め

の
な

い
よ
う

な

こ
と
を

、
長

々
と
述

べ
、

そ

れ
に
憶
説
を

加
え

て
、
尤

も

ら
し

い
こ
と

を
書

い

て
見

た
の
は
、

こ
う

し
た
予
備

知
識

を
以

っ
て
、

三
重

県
多

気

郡
勢

和
村

大
字

丹
生

に
あ

る
丹
生
大

師

の

こ
と
を

記

そ

う
と
す

る
か
ら

で
あ
る
。

松
坂
市

か
ら
南

西
方

三
里
許

り

に
あ

る
。

丹
生
明
神

神

宮
寺

成
就
院

と
公
称

す

る
.、

一
〇

「
続

日
本
紀
」

和

銅
六
年

(
七

=

二
)
五

月
十

一
日

の
條

に
、
諸
国

か
ら
貢
納
す

る
調

は
、
布

を

以

っ
て
す

る

こ
と
が
本
来

で
あ

る
が
、

次

の
国

々
は
、
代
物

を
以

っ

て
す
る

こ
と

に
し
た
、

と

い
う
規
定

が

あ
る
。

相
模

、
常

陸
、

上

野
、

下
野

、
武
蔵

の
五

国
は
維
布

を

、
大

和
、
参
河

は
雲
母

を
、
近
江

は
慈
石

を
、

信

濃
か
ら

は
石
硫
黄

を
、

と
十
数

ケ
国

の
特

産

物
を
指

定
せ

る

中

に
、

伊
勢

は
水

銀

を
以

っ
て
す

る
事

が
記

さ
れ

て
お
る

。

こ
れ

が
伊

勢
水
銀

の
文
献
上
初

見

で
あ

る
。

『
延

喜
式
」

の
内

蔵
寮

の
と

こ
ろ

に
は
、
伊
勢

水
銀
小

四
百

斤

の
貢
進
あ

る
こ
と
を
記

し

て
お
る
。

早

く

も
伊
勢
水

銀

は
皇

室

の
御
用
品

で
あ

っ
た
。

『
延
喜
式
」

に
、
も

う

一
ケ
所
、

¶
民
部
下

」

の
と

こ

ろ
に
、
諸
国

か
ら

の
正
税

と
し

て
政
府

に
納

む

べ
き
も

の

は
米

穀

で
あ

る
が
、
諸
国

の
都
合

に
よ

っ
て
、

大
絹
、

白
絹
、

鹿
革
、
紫

草

以
ド
を
以

っ
て
す

る
事
を

認
め
た

こ
と
が

あ
る
。

そ
の
中

に
、

伊
勢

は
水
銀

四
百
斤

を
以

っ
て
す

る

こ
と
が
あ

る
。

伊
勢

は
、

調
も

租

も
、
共

に
水
銀

を

以

っ
て
し
た

の
で

あ
り

、
伊
勢
水
銀

は
天
ド

の
名
物

で
あ

っ
た
に

相
違

な

い
。

一

一

『
今
昔
物
語
」

巻
第
十
七
に

一
伊
勢
圏
人
、
依
地
蔵
助
存
命
語
第
十
三
」
と
し
て
、
伊
勢
国
飯
高
郡
の
あ
る
下
人
が
、

郡
司
の
命
に
よ
り

て
、

公
に
進
む

べ
き
水
銀
を

伊

勢

の
水

銀

剤
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伊

勢

の

水

銀

剤

採
掘

す

べ
く
穴

に
入

っ
て
、

水
銀
を

掘

っ
て
お

っ
た
と

こ
ろ

、
穴

の
入

口
が
落
盤

し
て
、
坑
内

に
閉
じ

込

め
ら

れ
た
が
、

日
頃
か
ら
信

心
を
致
し

て
お

る
地
蔵
菩
薩

の
御

導
き

に
よ

っ
て
、
無
事

に
坑
外

に
出

る

こ
と

が
出
来

た
と

い
う
奇
特
談

が
あ

る
。

同
書

巻
第

二
十

九

に

「
於
鈴

香
山

、
蜂
蟄

殺
盗

人
語
第

三
十
六

」
が
あ

る
。

京

の
水
銀
商

が
、
年
来
、

伊
勢

に
来

っ
て
絹
、
布
、

糸
、

綿
、

米
を
商

い
、

水
銀
を

購

入
し

て
帰

っ
て
お

っ
た
が
、

あ
る
時
、

八
十
余

人

の
盗
賊

に
襲
わ

れ
、

す

べ
て

の
荷
物

を
奪

わ
れ
、
半
死
半
生

の
目

に
遇

っ
た
。

と

こ
ろ

へ
、

虚
空

か
ら
長

さ

二
丈
ば

か

り
の
赤

い
雲

が

現

わ
れ
た
。

そ
れ

は

一
群

の
蜂

で
あ

っ
た
。

盗

人

一
人
毎

に

二

百

の
蜂

が
着

い
て
、

そ

の
悉

く
を
蟄

し
殺

し

て
、
飛

び
去

っ
た
。

こ
の
水

銀
商

は
、
京

の
家

で
酒
を
造

っ
て
お
る
が
、
常

に

そ
れ

を
蜂

に
も
呑

ま
せ

て
お

っ
た

の
で
、

い
ま

そ
の
蜂

が

恩
返
し
を
し

た

の
で
あ

る
、
と
。

何

れ
も
京

の
水
銀

商
が
伊
勢

水
銀
を

入
手

す
る
物
語

で
あ

る
が
、

こ
の
物

語
か

ら

で
も
、
水

銀

が
如

何

に
貴

重
品

で
あ

っ
た
か
が
、
察

し
ら
れ

よ
う
。

こ
こ

で
思

い
出
す

こ
と

は

『
日
本
書

紀
」
欽

明
天
皇

即
位

前
紀

の
と

こ
ろ
に
あ

る
山
城

国
深
草
住

人
秦

大
津

父

の

こ
と

で
あ

る
。

大
津

父
は
伊
勢

に
行

商
す

る
を
常

と
し
、

た
め

に
大

い
に

致
富
、

天
皇
践
柞

式
典

の
後
援
者

と
な

っ
た

ら

し
く
、

そ

の
後
、
大

蔵
省

に
奉

仕
し

た

の
で
あ

っ
た
。

彼

が
秦

氏

で
あ

っ
た
か
ら

に
は
、
絹
織
物

を
持

っ
て
伊
勢

に
ま

で
出

か
け

た

の
で
あ

ろ
う

こ
と

は
、

察

せ

ら
れ

る
が
、
何

の
故

に
、

わ
ざ
わ

ざ
伊

勢

に
ま

で
出

か
け

た

か
。
伊
勢

に
は
絹
織
物

を
購
入

す
る

ほ
ど

の
富

者
が
お

っ
た

か
ら

で
あ
ろ
う

か

。

そ
れ

と
も
伊
勢
水

銀
と

交

換
し

た

の
で
は
な

か

っ
た
か
。

こ
こ
に
も
伊
勢
水
銀

の
佛

が
見
ら

れ
る
。

伊

勢
水
銀

の
歴
史
を
物

語
る
文
献

は
、

こ
の
後
、

し
ば
ら

く
、
事

を
欠

く
。

や

っ
と

現
わ
れ
る

の
は
南

北
朝

時
代

に
な

っ
て
か
ら

で
あ

る
。

.兀
弘

三
年

(
=

三
二
八
)

五
月
廿

四
日
附

で
録
上
さ

れ
た

「
元
弘

三
年
内
蔵

寮
領

等

目
録
」

に

一
伊
勢

国
丹
生
山
、

地
頭
押
領
之

、

用
途

四
五
貫
文
進
済

云

々

と
あ

る
も

の
が
、
そ
れ

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
水
銀

の
代
り

に
金

子

で
貢
納

し

て
お

っ
た
ら

し

い
事

し
か
、

伺
え

な

い
。

と

こ
ろ
が
、
荻

野

三
七
彦
氏
所

蔵
著
文
書

に
、
次

の

一
通

あ

る

こ
と
を

知

っ
た
。
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雑
誌

『
日
本
歴
史
」
第
百
五
十

五
号

(
昭
和
三
十
六
年
五
月
刊
)
に

{
伊
勢
丹
生
水
銀
の
文
書
」
と
い
う
論
文
に
引
用
し
て
お
ら
れ
る
,

(端
裏
雷
)

「
論
旨
案

丹
生
山
水
銀
事

延
文
.二
ニ
ヨ
四
」

論
旨

正
文

被

下
氏
女

了

藤
原

当
寮
領
伊
勢
国
丹
生
山
水
銀
惣
奉
行
事
氏
女
申
、

伽
執
達
如
件

延
文

三
年

二
月
十
四
日

左
中
弁
時
光

謹
上
内
蔵
頭
殿

商

人
等
新
儀
非
法
事

奏
聞
之
処
、
事
実
者
、
太
不
可
然
、
厳
密
加
下
知
、
可
令
全
寮
役
給
之
由
、
被
仰
下
候
也
、

さ
き

に
一・一口
っ
た

.兀
弘

三
年

の
目

録

は
五
月
汁

四

日
の
録

上

で
あ

っ
た
.

そ

の
五
月
十

七

日
に
は
、
在

京

都

の
光
厳
天

皇

は
、

隠
岐

か

ら
還
幸
中

の
後

醍
醐
天

皇
か
ら
廃

位

す

べ
く
勅

命

が
あ

っ
た
,

そ
の
年
号

た

る
正
慶

二
年

も

中

止

に
な

り
、

元
弘

三
年

に
復

し

た
時

で
あ

る

伊
勢

丹
生
水

銀
も
、

後

醍
醐

天
皇

の
隠
岐
御

遠
幸

中

に
、
鎌

倉
方

の
地
頭

が
押

領

し
た

の
で
あ

っ
た

ろ
う
。

そ
の
後
、
建

武
中

興

と
共

に
伊

勢
丹
生
山

も

再

び
内

蔵

寮

に
復

し

て
、

実
績
を

挙
げ

て
お

っ
た

の
で
あ

っ
た
が
、

と
か
く
水

銀

の
購

入
に

つ
い
て
、
商

人
が

非
法
押
妨

を
常

に
加

え
、

惣
奉

行
職

で
あ

っ
た
藤
原

氏
女

を
悩

ま
し

た
の

で
、

延
文

三
年

(
一
三
五
八
)

の

こ
の
後

光
厳

天
皇
編
旨

と
な

っ
た
の

で
あ

る
、

宛
名

の
内
蔵

頭

は
山
科

教
言

の
事

で
、

応
永
十

六
年

(
}
四
〇
九

)
十

二
月
十

五

日
正

二
位
権

中
納

言

で
麗

じ
た
人

で
あ

る
.

こ
こ
で
注

目
し

て
お

い
て

ほ
し

い
こ
と
は
、

伊
勢
丹

生

水

銀
が
、

内
蔵

頭
山
科

家

の
支
配

下

に
あ

っ
た

こ
と
で
あ

る
。

=
二

松
阪
市
の
南
方
、
櫛
田
川
の
上
流
、

伊

勢

の
水

銀

剤

高
見
山
の
麓

に
、

弘
法
大
師
を
本
尊
と
し
た
丹
生
大
師
堂
が
あ
る

そ
こ
に
辰
砂
を
坑
内
か
ら
搬
び
出

し
た
木

桶
や
、
辰
砂
を
蒸
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伊
勢

の

水
銀

剤

驚

ノ

職

・

・

黙

鰍繋

選鱗

黙

認

線躯
水銀升錬用釜と蓋(部 分)

辰砂を持ち出す木桶

寺
伝

に
よ
る
と
光

仁
天
皇
宝
亀

五
年

(七

七

四
)

年

(八

一
一.一)
大
師

こ
の
地

に
巡
錫
し
、

こ

の
精
舎

あ
る
を

知
り
、

え
た
。
大

師
は

つ
い
で
高
野
山

を
開
か
れ
た

、

と

い
う

一
四

溜
し
て
水
銀
を
造

っ
た
土
製
鍋
が
あ
る
と
き
い
て
、
十

年
来
、
参
詣

の
日
あ
る
べ
き
を
祈
願
し

て
お

っ
た
。

江
戸
時
代

の
松
坂
白
粉
は
有
名
な
も

の
で
、
三
井
家

は
、
そ
れ
を
松
坂
か
ら
江
戸
に
運
ん
だ
も
の
で
あ

っ
た
。

松
阪
市
に
い
ま
も
三
井
屋
敷
が
あ
る
。

そ
の
白
粉
の
鉛
毒
で
、
歌
舞
伎
役
者
は
五
体
不
随
に

な

っ
て
朴
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
丹
生
大
師
は
女
人
高
野
と
俗
称
す
る
。
丹
生
山

成
就
院
が
公
称
で
あ
る
。
境
内
を
接
し
て
祭

っ
て
あ
る

丹
生
神
社
は
神
宮
寺
で
あ

っ
た
。

ご
ん
ぞ
う

弘
法
大
師
の
師
僧
勤
操
大
徳

の
開
基
と

い
う
。
弘
仁
四

師

の
遺
業
を
全
う
す

べ
く
、
梵
刹
を
整

Q

昭
和

五
十
年

二
月
十

日
仏
縁
あ

っ
て
、
参

山
し
た
。

成

就
院

に
は
、

坑

道

で
採
集
し
た
辰
砂
、

そ
れ
を
持
ち
出
す

木
桶
、

水
銀
升
錬
用

の

素
焼

釜
、

そ
の
蓋

(
破
片
)

が
現
存
す

る
。

こ
の
陶
器

の
釜
や

蓋

に
は
、
焼
け
た
水
銀
糟

が
附
着

し

て
お

る
。

こ
の
土

地
に
、

四
五
年
前

ま
で
は
、

水
銀

を
採
集

し

て
お

っ
た
会
社

が
あ

っ
た
が
、

鉱
害

が

や
か

ま
し
く

な

っ
た

の

で
業

務

を
中

止
し

て
お
る
そ
う

で
あ

る
が
、

こ
こ
の
鉱
脈

は
含
有

量
が
豊
富

な
の
で
、
残

り
惜
し
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い
の
で
あ

る
。

と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

丹
生
神

社

の
神

苑

に
あ
る
杉

の
大

木

に
も

驚

い
た
。

伊

勢
神

宮

の
古

杉
老
樹

に
も
劣
ら

ぬ
巨
姿

で
あ
る

.、

一
五

以
上

に
縷

々
紫

々
と
書

い
た

こ
と
は
、
既

に
二
三

の
先

覚

が
言
及

さ
れ
た

こ
と

で
あ

っ
て
、

今
更

ら

し
く

こ
こ
に
書

く
必
要

の
な

い

こ
と

で
あ

る
か
も

知
れ

な

い
が
、

最

近
に
な

っ
て
、
伊
勢
水
銀

に

つ
い
て
は
、

そ
の
地

方

の

人

々
か
ら
も
忘

れ
ら

れ

て
お

っ
た
別
箇

の
用
途

が
あ

っ
た
ら
し

い
事

に
、

気
附

い
た

の
で
、

こ
の

一
文

を
草

し

て
御

叱
正
を
仰

ぎ

た
い
と
念

じ
た
か
ら
、
今

日
ま
で
知
ら

れ

て
お

っ
た
伊
勢
水

銀

の
こ
と

を
、

以
上

に

お

い
て
、

一
応
瞥
見

し

て
お
い
た

の
で
あ

る
。

次

に
述

べ
る

で
あ

ろ
う
知
見

を
得

た

こ
と

は
、
丹

生
大

師

の
大
師
堂

に
参
詣

し
た
お
か

げ

で
得

た
示
唆

で
あ

る
。

そ
れ

に
し

て
も
、

そ
う
し

た
史
蹟

に
は
、

白
ら

足
を

運
ん

で
、

そ

の
実

地
見
学

と
い
う

こ
と
が
、
如
何

に
必
要

で
あ

る
か
を
、

し
み

じ
み
と
感

じ

た
か
ら

で
あ

る
.

一
六

成
就
院

の
本

堂

た
る
大
師
堂

に
寳

し
た
。
堂
宇

は
立

派

と

は
言

い
得

な

い
.

つ

つ
ま

し
や
か
な
小

堂

で
あ

っ
た
。

そ
の
紙
張
り
格

子
戸

の
格

子

に
、

無
数

の

ヘ
ヤ
ー

ヒ

ン
が
挿

し
て
あ

っ
た
。
数

万

に
も

及

ぼ
う

か
。
切
髪

の
幾

束

も
懸
け

て
あ

っ
た
,

女
性
悲

願

の
し
る
し

で
あ
ろ
う
か

、
余

り

に
も
多

数

の

ピ

ン
が
気

に
な

る

こ
の
辺

の
婦
女
.r
が
良

縁

あ
ら

ん

こ
と
を
祈
願

し

て
、

そ

の
篤
志

の
ほ
ど
を
示

そ
う
と
、

切
髪

を
供

え
た

の
で
あ

ろ
う
か
.、
そ
れ

は
ど

こ
に
で
も
見

ら
れ
る
通
例

で
あ

る
。

そ

の
切
髪

の
代
り

に
櫛

を

以

っ
て
す
る

こ
と
も
あ

る
。

そ
の
櫛

を
簡

略
し

て

ヘ
ヤ
ー

ヒ

ン
を

以

っ
て
し

た

こ
と

で
か
も
知

れ

ぬ
と
思

い
、

こ

の
地

方

女
性

の
や
さ
し

さ

に
心
を
打

た
れ
な

が
ら

、

寺
を
辞

し
た
。

お
寺

に
お

っ
た
時

に
、

次

の
考
え

が
浮

ん
で
く

れ

た
ら
、
寺

の
住
持

に

つ
い
て
、

そ

の
事

を
き
く

の

で
あ

っ
た

が
、

松

阪
市

に
帰

っ
て
か
ら

で
気
が
附

い
た

の
で
、
六

日
の
菖

蒲
、

卜

日
の
菊

の
思

い
で
あ

る
。

そ

の
後
、

成
就
院

に
数
回
手
紙

を
出

し

て
見

た
が
、

い
ま

な
お
返
事

が
貰
え

な

い
、
何
か

訳
が
あ

る

の
か
も
知

れ
な

い
。

ふ
と
心

に
浮

ん
だ

の
は
、

あ

の
ピ

ン
は
縁

結
び

の
祈
願

で
は

な
く

し

て
、
堕

胎

の
秘

願

で
は
な
か
ろ

う

か
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
丹
生

大
師

に
参
れ
ば
、

そ
の
御

利

益

が
あ

っ
た

の

で
は
な

か
ろ
う

か
。

伊

勢

の

水

銀

剤
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伊

勢

の

水

銀

剤

い
く
ら

伊
勢
松
阪

の
婦
女
子

が
無
垢

で
あ

ろ
う
と
も

、

今

日
此

頃
、

縁
結

び

を
神

仏

に
祈

る

よ
う

な
古

風

な
人
も

な
か
ろ

う
し
、

仮

り

に
在

る

に
し
て
も
、

そ
れ
は

二

三
か

四
五
人

の

こ
と

で
、

か
く
も
多

数

に
、

こ
の
奥

山

ま

で
、
参
詣
す

る
と

い
う

こ
と

は
、
在

り
得
ま

い
。

い
ま

の
女
性

は
、
も

う
少
し
甲
斐

性

が
あ
ろ
う
。

松
阪

か
ら

こ

こ
ま

で
三
里

。
山
辺

の
里

ま

で
、

わ
ざ
わ

ざ

足
を
運

ぶ

の
は
、

秘
か

な
る
悲
願

か
ら

で
は

あ

る
ま

い
か
。

水
銀
剤

が
堕
胎

剤

に
な
る
の

で
は
な

い
か
。

夢

の
よ
う

な
推

量
が

湧

い
た
。

そ
し

て
そ
れ

が
的
中

し

た
。
と
言

う

の
は
。

一
七

「
山
科

言
経

日
記
」
天

正
十
年
九

月
七

日

に

興

正
院
宮
女

小
少
将

方

ヨ
リ
、

小
川
善

大
夫

へ
書
状

二
、
懐
妊

三

ケ
刀
也

、
然
者

、

ヲ

ロ
シ
薬
之

事
、

申

由
有
之
、

種

々
斜
酌

ナ
カ

ラ
、

七

包
遣
了

と

い
う
記
事

が
あ

る
。
言
経

は
言
継

の
子

で
、
さ

き

に
出

た
教
言
か

ら
七
代

の
後
胤

で
あ

る
。

こ
の
時
、

内
蔵

頭

で
あ

っ
た
。

山
科
家

の
侍
官

小
川
善
大

夫

に
宛

て
て
、

興
正
院

か
ら

手

紙
が
来

た
。

興

正
院

(多

分
、

尼
門
跡

の
寺

院
)

の
女
中
小

少
将

が
懐

妊
し

た
。

三
ケ
月
目

で
あ

る
。
堕

胎

す

る
な
ら
今

で
あ

る
。
御

手
許

に
オ

ロ
シ
薬

が
在

る
と

承

る

の
で
、

ほ
し

い
と
言

っ
て
来

た
。

言
経

は
、

そ
れ
は
内
秘

の
薬

で
あ

る

か
ら
、

出

す

べ
き

か
、
否
む

べ
き
か
、

い
ろ

い
ろ

と
考

慮
し

た
が

、

渡

さ
ざ

る
を
得

ま

い
と
観
念

し

て
、
七
包
を
交
附

し

た
、

と

言
う

こ
と

で
あ
る
。

堕
胎
薬

の
あ

る

こ
と

は
、

表
向
き

に
す

べ
き

で
な

い
。

そ

れ
を
山
科
家

か
ら
出

し

て
お
る

こ
と
は
、

秘

中

の
秘

で
あ
ろ
う

が
、
小
少
将

は
尼

門
跡

の
女
中

で
あ

る
と
す

れ
ば
、

ど
う

し

て
も

そ
の
不
行
儀

を
隠

し
て

や
ら

ね
ば

な

る
ま

い
か

ら
、
言
経

は
躊

躇

し
な

が
ら
、
渋

々
、

出

し

た
の

で
あ

ろ
う
。

こ
の
文
中

に
言
経

の
心
は
覗

け
る
。

内

蔵
寮
領
伊

勢
水
銀
。

内
蔵

頭
山
科

言
経
。
堕

胎
剤
。

こ
の
三
点

が
繋

が
ら

ぬ
も

の
か
。

一
八

こ
れ
を
知

っ
た

の
で
急

い
で
成
就

院

に
手

紙
を
出

し

て
、
江

戸
時
代

に
寺
家

か
ら
、

何

か

の
和
薬

か
粉

薬
か

を
信
者

に
渡

し

て
い
な
か

っ
た

か
。

妊
婦
を
預

っ
て
や

っ
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た
、
と

い
う
よ
う

な
事

が
無

か

っ
た
か
。

問

い
合

し
た
が

、

返
事

が
来

な

い
。

近
く
出

か
け

て
聞

い

て
見

る
よ
り
仕
方

が
あ

る
ま
い
。

一
九

併

し
、

江
戸
時

代

の
西

村
和
廉
氏

の
著

で
あ

る

『
丹
洞

夜

話
」

(神

宮
文
庫

本
)

に
は
、

「
水
銀
、

令
人

筋

骨
掬
攣
、
解

金
銀
銅

錫
毒
、
堕
胎

絶
孕
」

と

あ
る
そ
う

で
、

水
銀

が
堕
胎
剤

で
あ

る
こ
と
は
、

こ
こ

に
た
し

か

に
認

め

ら
れ

て
お
る
。

こ
の
書
名

「
丹

洞
夜

話
」

か
ら

、

こ
の

一
冊
は
水
銀

の
こ
と

を
か

い
た
本

か
、

と
思
う

の

で
、

こ
れ
も
成

る

べ
く

近

い
機

会
に
、
神
宮

文
庫

で
披

見
さ

せ

て
も
ら
う

心
積
り

で
あ
る
。

貝
原
益

軒

の

『
大
和
本
草

」

に
は
、

軽
粉

の
と

こ
ろ
で

、

こ
れ
は

「
賊
粉

と
も
水

銀
粉
と
も

云
、

功
能

多
し
、
水

銀

に
て
製

す
る
所

な
り
、
本
邦

に

て
は
、

平
安
城

及

伊
勢

に
て
之
を
造

る
、
毒
あ

り
、
楊
梅

瘡

に
、
俗

医
多
く

、

之
用
ゆ
、

之
を

服
す

る

こ
と
久

し
け
れ

ば
、

治
し
難

し
、

慎

み
て
妄

に
用

ゆ
る
勿
れ
」

と
言

っ
て
お

る
と

こ

ろ
が
あ

る
。

こ
れ

を
見

て
も
、

伊
勢
水

銀
剤
が
駆

梅
薬

で
あ

っ
た

こ
と
は
、

確

か
で
あ

っ
た
。

駆

梅
剤
が

堕
胎

薬

に
は
成

る
ま
い
が
、
効
く

と
信
じ

て
、
用

い
た
か
も
知

れ
な

い
。

二
〇

丹
生

が
辰
砂

で
あ
り
、

そ
れ
か
ら
、

朱

な
り
、

水

銀
な

り
、

が
製

造
さ

れ

て
、
鍍

金
剤
と

し

て
防
腐
剤

と
し

て
、

朱
塗

り

の
塗
料

と
し

て
、

の
用
途
あ

り
し

こ
と
は
、

近
来
、

大

い
に
認

あ
ら
れ

て
来

た

が
、

丹
生

か
ら
堕
胎
剤

が
造

ら
れ
た

こ
と

に
言
及

し
た
人

は
な
か

っ
た
。

そ
れ

に
気
が
着

い
た

の
で
あ

る

か
ら

、
も

っ
と
研
究
し

て
見

た
い
が
、
そ

れ
以
上

に
丹

生

の
薬

剤
的
研

究

に
深
入

り
す
る

こ
と

は
、

私

の
任

で
な

い
か
ら
、

こ
れ

以
上

に
及

ぶ

こ
と
は
遠

慮
し

ょ
う
。

少

し
調
子

に
乗

り

す
ぎ
た

が
、

思

い
切

っ
て
、
次

の
暴

言
を
吐

い
て
お
き

た

い
。

女

人
禁

制
を
厳

し

く
言

っ
て
お
る
高

野
山

の
末
寺

に
、

女

人

の
入
山

を
許

す

お
寺

が
あ

る
。

女
人
高

野

と
言

わ
れ
る
。
大
和

の
室
生
寺

は
そ

の
代
表
的

な
名
刹

で
あ

る
。

松
阪
市

の
成
就
院

も

ま
た
、
女

人
高
野

の
称
が
あ

る
。

女

人
の
入
山
を

認
め

る
以
上

に
歓

迎
し
た
ら

し

い
。

何
れ
も
水
銀

採

掘

の
寺

で
あ
る
。

伊

勢

の

水

銀

剤
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伊
勢

の
水

銀

剤

弘
法
大
師
の
真
言
密
教

の
裏
面
に
、
女
性
堕
胎
を
認
め
た
か
、
ど
う
か
。

堕
胎
と
い
う

こ
と
が
、
今
日
ほ
ど
悪
事
と
は
思
わ
れ
な
か

っ
た
古
代
や
中
世
に
お
い
て
、

必
ず
し
も
、

口
と
そ
の
調
節
、
と
い
う
大
局
か
ら
眺
め
て
、
水
銀
剤
も
ま
た
、
救
済

の
妙
薬

で
は
な
か

っ
た
か
。

女
人
高
野
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
秘
薬
が
施
与
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
が
、
掴
め
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

寧
ろ
、
そ
の
秘
境

の
奥
底
に
こ
そ
は
、
宗
教
の
慈
悲
が
ひ
そ
む
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
事
は
、
堕
地
獄
の
悪
罪
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
。

日
本

の
人
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