
６３１割防灘を渡った借金取り

東
大
寺
の
威
を
借
り
て

天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
夏
、
周
防
徳
山

藩
（
萩
藩
の
支
藩
）
内
の
被
差
別
部
落
に
す
む

菊
次
郎
は
、
豊
後
国
の
同
身
分
の
忠
兵
衛
の
訪

問
を
う
け
た
。
忠
兵
衛
は
、
借
金
の
取
立
て
に

協
力
し
て
ほ
し
い
、
も
ち
ろ
ん
礼
金
は
た
っ
ぷ

り
は
ず
む
か
ら
、
と
菊
次
郎
に
も
ち
か
け
た
。

忠
兵
衛
の
プ
ラ
ン
で
は
、
周
防
国
に
あ
る
東

大
寺
領
（
現
在
は
防
府
市
）
の
御
威
光
を
ふ
り

か
ざ
し
て
取
り
立
て
た
い
と
い
う
の
だ
。
こ
の

東
大
寺
領
と
い
う
の
は
、
鎌
倉
時
代
、
東
大
寺

再
建
に
際
し
て
周
防
一
国
が
東
大
寺
（
重
源
上

人
）
に
与
え
ら
れ
て
以
来
、
そ
の
一
部
が
わ
ず

か
に
残
存
し
近
世
に
は
「
国
衙
土
居
八
町
」
と

部 落史の窓

周
防
灘
を
渡
っ
た
借
金
取
り

ｌ
瀬
戸
内
経
済
圏
と
被
差
別
部
落
Ｉ

よ
ば
れ
て
い
た
も
の
を
い
う
。

菊
次
郎
は
こ
の
件
を
東
大
寺
領
近
辺
の
被
差

別
部
落
の
住
民
・
源
次
に
相
談
し
た
。
そ
の
源

次
が
つ
て
を
た
ど
っ
て
東
大
寺
の
「
候
人
」
の

某
に
わ
た
り
を
つ
け
、
実
行
す
る
こ
と
に
決
ま

っ
た
。
候
人
と
は
、
周
防
東
大
寺
領
に
居
住
し

現
地
管
理
に
あ
た
る
人
々
で
、
明
治
維
新
後
に

は
士
族
と
さ
れ
た
か
ら
近
世
に
あ
っ
て
も
士
分

格
の
人
々
で
あ
る
。

海
を
渡
り
豊
後
へ
借
金
を
取
立
て
に
行
く

面
々
は
、
束
大
寺
候
人
の
息
子
や
百
姓
な
ど
総

勢
七
人
。
東
大
寺
の
御
威
光
を
み
せ
つ
け
る
た

め
に
菊
の
紋
章
の
は
い
っ
た
提
灯
な
ど
の
小
道

具
を
持
参
し
て
、
七
人
は
海
を
渡
り
、
豊
後
の

浜
脇
（
現
在
は
別
府
市
）
に
到
着
し
た
。
現
地

布
引
敏
雄

一
行
は
忠
兵
衛
の
案
内
で
新
開
村
の
彼
の
家

に
お
も
む
き
、
そ
こ
で
忠
兵
衛
の
父
・
鳥
屋
貞

兵
術
に
面
会
し
た
。
新
開
村
は
府
内
の
町
（
現

在
は
大
分
市
）
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
と
こ
ろ

で
、
日
向
国
延
岡
藩
の
飛
び
地
と
な
っ
て
い
た

村
で
あ
る
。

頁
兵
衛
は
よ
ほ
ど
富
裕
な
者
ら
し
く
、
土
蔵

が
五
、
六
棟
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
延
岡
藩
と
の

つ
な
が
り
が
深
い
ら
し
く
帯
刀
を
ゆ
る
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
仕
事
は
皮
類
を
上
方
へ
売
り
捌
く

こ
と
で
、
頁
兵
衛
居
宅
の
周
囲
に
は
仲
間
が
三

○
軒
ほ
ど
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
皮
類
上
方
運
送

の
関
係
か
ら
、
周
防
徳
山
藩
の
菊
次
郎
ら
と
つ

な
が
り
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
貞
兵
術
が
富
裕

富
裕
な
豊
後
の
部
落
民

も
と
も
と
長
州
側
の
窓
口
は
被
差
別
身
分
の

菊
次
郎
た
ち
だ
っ
た
が
、
百
姓
た
ち
の
差
別
意

識
の
た
め
に
一
行
に
は
加
え
て
も
ら
え
な
か
っ

た
。
だ
が
、
二
人
が
こ
の
も
う
け
話
を
指
を
く

わ
え
て
見
て
い
る
わ
け
は
な
く
、
便
船
に
の
り

一
行
の
先
ま
わ
り
し
て
待
ち
受
け
て
い
た
の
だ
。

に
は
、
忠
兵
衛
が
出
迎
え
て
い
た
が
、
そ
こ
に

は
菊
次
郎
や
源
次
の
姿
も
あ
っ
た
。
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6４ 

貞
兵
衛
が
一
行
に
借
金
証
文
を
見
せ
て
詳
し

く
話
し
た
内
容
と
は
こ
う
だ
（
図
参
照
）
。

借
金
証
文
は
二
通
あ
り
、
金
の
借
り
主
は
府

内
町
の
商
人
・
桜
屋
平
兵
衛
、
金
の
出
所
は
日

向
延
岡
の
寿
屋
清
助
で
、
鳥
屋
貞
兵
術
は
そ
の

取
次
を
し
た
の
で
あ
る
。
借
金
の
総
計
は
お
よ

そ
七
○
○
両
。
こ
の
貸
借
関
係
が
生
じ
た
の
は

文
政
二
年
（
一
八
二
八
）
の
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
返
済
が
な
い
ま
ま
に
時
が
す
ぎ
、
天
保
六

年
（
一
八
三
五
）
に
は
府
内
藩
御
勝
手
方
が
奥

印
を
捺
し
て
返
済
を
保
障
し
て
い
る
。
す
な
わ

実
は
府
内
藩
の
借
金

だ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
借
金
取
立
一
行
の
費
用

を
す
べ
て
ま
か
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

長
州
側
の
史
料
に
は
、
貞
兵
術
の
こ
と
を

「
至
っ
て
富
家
と
相
見
え
、
彼
地
に
て
は
手
長

之
者
と
か
申
し
、
こ
こ
元
の
械
多
同
類
の
者
の

由
」
と
書
い
て
い
る
が
、
「
手
長
（
永
）
」
と
は

数
力
村
に
ま
た
が
る
行
政
範
囲
で
あ
り
、
長
州

藩
に
お
け
る
大
庄
屋
の
管
轄
に
相
当
す
る
よ
う

な
も
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
近
世
部
落
の
長
者

と
手
永
の
者
と
を
混
同
す
る
な
ど
、
長
州
側
に

認
識
の
誤
り
が
あ
る
。

豊後国借金取立関係図

ち
、
真
の
借
り
手
は
府
内
藩
（
「
実
は
御
領
主

様
御
借
入
金
」
で
あ
り
桜
屋
平
兵
衛
も
取
次

だ
っ
た
の
だ
。

鳥
屋
貞
兵
術
が
被
差
別
部
落
の
住
人
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
推
し
て
、
日
向
延
岡
の
寿
屋
清
助

も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
府

内
藩
は
被
差
別
部
落
の
富
豪
か
ら
借
財
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
当
時
、
府
内
藩
は
財
政
が
逼

迫
し
て
お
り
、
こ
れ
を
改
革
す
る
た
め
に
家
老

の
岡
本
主
米
と
豪
商
・
広
瀬
久
兵
術
に
よ
る
藩

政
改
革
が
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
に
は
じ

嶬ｍＬＴｉｉｈ
鴫屡…－鱗兵繍

ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

桜
屋
に
貸
し
た
金
の
返
済
を
せ
ま
る
た
め

に
、
真
の
金
主
を
偽
り
、
苦
肉
の
策
と
し
て

「
東
大
寺
御
用
金
」
と
称
し
た
理
由
は
何
だ
ろ

う
か
。
お
そ
ら
く
、
被
差
別
身
分
の
者
の
主
張

は
軽
ん
じ
ら
れ
る
、
と
く
に
真
の
金
主
が
こ
れ

ま
た
被
差
別
身
分
と
い
う
こ
と
で
は
返
済
を
迫

り
に
く
い
、
と
貞
兵
衛
ら
が
判
断
し
た
か
ら
だ

と
思
わ
れ
る
。

偽
東
大
寺
一
行
は
桜
屋
平
兵
衛
や
府
内
藩
に

返
済
を
迫
っ
た
が
、
全
く
相
手
に
さ
れ
な
か
っ

た
。
府
内
藩
の
財
政
改
革
が
完
成
す
る
ま
で
は

返
済
は
で
き
な
い
と
つ
っ
ぱ
ね
ら
れ
、
「
遠
路

ご
苦
労
千
万
」
な
ど
と
声
を
か
け
ら
れ
る
始
末

だ
っ
た
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
借
金
取
立
は
成
功
せ

ず
、
一
行
は
む
な
し
く
周
防
へ
引
き
上
げ
た
。

身
分
を
わ
き
ま
え
な
い
罪

と
こ
ろ
が
こ
の
豊
後
渡
海
一
件
が
露
見
し
、

一
行
は
逮
捕
さ
れ
、
処
罰
を
う
け
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
の
罪
状
は
、
無
断
で
他
国
へ
赴
い
た

こ
と
、
ま
た
被
差
別
部
落
の
者
か
ら
の
依
頼
を

う
け
、
ま
た
、
彼
等
と
行
動
を
共
に
し
た
こ
と



６５周防灘を渡った借金取り
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
結
論
を
出
す
に
当
っ
て
萩
藩
で

は
、
前
例
を
し
ら
べ
、
そ
れ
に
な
ら
っ
た
。
そ

の
前
例
と
さ
れ
た
第
一
は
、
享
和
二
年
（
一
八

○
二
）
、
周
防
山
口
の
町
に
近
い
被
差
別
部
落

の
者
が
、
日
本
海
側
の
三
隅
村
の
被
差
別
部
落

の
者
と
頓
母
子
を
め
ぐ
っ
て
争
い
を
お
こ
し
た

事
件
で
あ
る
。
こ
の
時
、
武
士
身
分
の
者
と
百

姓
身
分
の
者
が
こ
の
争
い
の
仲
裁
に
は
い
り
、

三
隅
村
へ
出
向
い
た
事
例
が
あ
る
。
事
件
に
関

わ
っ
た
武
士
・
百
姓
、
ま
た
被
差
別
部
落
の
者

は
、
身
分
を
わ
き
ま
え
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と

し
て
そ
れ
ぞ
れ
処
罰
さ
れ
た
。
被
差
別
部
落
の

者
は
「
平
人
」
と
交
際
し
た
と
い
う
理
由
で
山

口
町
の
牢
に
入
れ
ら
れ
、
六
○
日
経
過
の
の
ち

入
れ
墨
を
さ
れ
て
放
免
さ
れ
た
。
源
次
へ
の
判

断
は
こ
れ
に
な
ら
っ
た
。

摂
州
渡
辺
銀
の
借
受

第
二
の
事
例
は
、
天
保
二
年
（
一
八
四
○
）
、

三
田
尻
宰
判
西
浦
浜
方
の
年
寄
土
佐
屋
幸
四
郎

が
、
小
郡
近
辺
の
被
差
別
部
落
の
長
蔵
に
頼
み
、

摂
州
渡
辺
村
か
ら
銀
銭
を
借
り
よ
う
と
し
た
事

件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
発
端
は
小
郡
に
す
む

右
の
二
例
を
前
例
と
し
て
、
豊
後
渡
海
一
行

に
く
だ
さ
れ
た
判
決
は
以
下
で
あ
る
。
中
心
人

物
の
東
大
寺
侯
人
の
息
子
某
は
「
病
死
」
、
同

足
軽
の
修
平
が
、
土
佐
屋
に
対
し
て
「
渡
辺
銀
」

を
借
り
る
な
ら
利
息
も
安
い
と
も
ち
か
け
、
長

蔵
を
紹
介
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
長
蔵
が
土

佐
屋
に
対
し
て
「
一
応
皮
荷
物
積
登
せ
候
得
は
、

其
の
後
ハ
先
為
替
と
し
て
惜
銀
相
調
」
え
ま
し

ょ
う
と
い
う
の
で
、
土
佐
屋
は
「
皮
荷
物
買
入

の
入
金
」
と
し
て
金
二
○
両
を
長
蔵
に
渡
し
、

渡
辺
銀
を
一
五
○
両
ほ
ど
借
り
受
け
る
約
束
を

し
た
。
そ
の
後
、
渡
辺
村
の
手
代
の
者
が
周
防

の
玖
珂
郡
の
方
ま
で
や
っ
て
き
た
の
で
、
借
受

け
銀
を
お
調
え
で
き
ま
す
と
い
う
長
蔵
の
言
葉

を
信
じ
て
、
土
佐
屋
は
名
代
の
者
を
玖
珂
へ
派

遣
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
土
佐
屋

は
金
を
借
り
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
後
に

わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
一
件
は
長
蔵
が
仕

組
ん
だ
詐
欺
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
事
件
の
結
果
、

土
佐
屋
は
「
平
人
の
身
分
と
し
て
穣
多
の
者
申

し
合
わ
せ
、
他
国
借
の
手
段
せ
し
め
」
た
と
い

う
こ
と
で
、
「
張
紙
閉
戸
」
の
処
罰
を
う
け
た
。

豊
後
渡
海
一
行
の
処
罰

じ
く
某
は
「
出
奔
」
し
た
た
め
処
罰
で
き
な
か

っ
た
（
こ
の
人
物
は
逮
捕
を
ま
ぬ
が
れ
る
）
。

足
軽
と
中
間
の
二
人
は
「
追
込
」
、
百
姓
身
分

の
者
の
う
ち
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
人
物
は

「
御
究
中
死
亡
」
（
即
ち
、
牢
内
で
死
亡
し
た
「

ほ
か
の
百
姓
二
人
は
「
張
紙
閉
戸
」
と
な
っ
た

（
日
数
二
○
日
経
過
後
に
、
一
人
は
「
郡
退
」
、

も
う
一
人
は
「
村
退
」
と
さ
れ
た
）
。
右
の
う

ち
「
病
死
」
や
「
御
究
中
死
亡
」
は
拷
問
な
ど

厳
し
い
取
り
調
べ
の
結
果
と
も
想
像
さ
れ
る
。

「
張
紙
閉
戸
」
と
は
罪
状
書
を
扉
に
貼
り
つ
け
、

戸
口
に
竹
を
十
文
字
に
交
差
し
て
蟄
居
さ
せ
る

わ
け
だ
が
、
百
姓
身
分
の
者
に
つ
い
て
は
こ
こ
ま

で
の
こ
と
を
し
た
か
ど
う
か
さ
だ
か
で
は
な
い
。

さ
て
、
源
次
と
菊
次
郎
、
こ
の
二
人
の
被
差

別
部
落
民
に
対
す
る
処
罰
は
ど
う
だ
っ
た
か
。

源
次
に
対
し
て
は
、
ま
ず
入
牢
が
申
付
け
ら

れ
、
日
数
七
○
日
が
経
過
し
た
の
ち
に
放
免
さ

れ
、
以
後
の
「
他
国
出
行
」
を
禁
止
し
た
。
菊

次
郎
は
徳
山
藩
の
者
だ
か
ら
と
い
う
の
で
、
萩

藩
側
で
は
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
お

そ
ら
く
徳
山
藩
側
で
の
取
り
調
べ
と
処
罰
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。



6６ 

瀬
戸
内
海
経
済
圏
と
被
差
別
部
落

豊
後
渡
海
一
件
や
そ
の
前
例
と
さ
れ
た
渡
辺

銀
借
受
一
件
は
、
一
九
世
紀
に
は
、
被
差
別
部

落
の
富
裕
者
が
金
融
業
に
の
り
だ
し
、
「
平
人
」

と
さ
れ
た
人
々
や
藩
政
府
に
ま
で
金
を
貸
す
と

い
う
実
態
が
、
瀬
戸
内
地
域
に
成
立
し
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

被
差
別
部
落
の
人
々
の
富
裕
化
は
と
く
に
皮

革
業
を
通
じ
て
な
さ
れ
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
中

期
に
海
運
流
通
が
全
国
規
模
で
成
立
し
て
い
く

事
態
に
対
応
し
て
い
る
。
皮
革
の
上
方
運
送
に

長
州
の
農
民
た
ち
が
抗
議
し
は
じ
め
る
の
は
、

十
八
世
紀
初
頭
に
皮
革
が
商
品
と
し
て
全
国
流

通
網
に
の
っ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
長
州
藩

で
は
一
八
世
紀
末
の
寛
政
三
年
二
七
九
二

に
は
、
皮
革
業
に
よ
っ
て
富
ん
だ
被
差
別
部
落

の
長
者
か
ら
、
百
姓
・
町
人
さ
ら
に
は
武
士
身

分
の
者
ま
で
も
が
金
を
借
り
る
事
態
が
進
行

し
、
そ
の
た
め
身
分
制
度
の
維
持
が
む
つ
か
し

く
な
っ
た
と
指
摘
し
て
、
被
差
別
部
落
の
人
々

へ
の
差
別
強
化
を
指
令
す
る
藩
法
が
出
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
藩
法
は
、
「
た
と
え
平
人
い
か
ほ

ど
内
證
差
し
問
い
候
共
、
義
理
を
弁
え
候
者
は

ヶ
様
の
者
こ
れ
有
る
ま
じ
き
所
、
犠
多
に
交
り

候
時
は
則
ち
穣
多
同
前
の
儀
、
そ
の
身
柄
の
み

な
ら
ず
親
族
ま
で
も
稜
し
候
道
理
に
相
あ
た

り
」
人
倫
の
道
に
背
く
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

部
落
民
の
経
済
的
伸
張
に
対
す
る
激
し
い
警
戒

感
に
も
と
づ
き
、
「
穣
多
」
と
交
際
す
れ
ば
本

人
は
も
と
よ
り
親
族
ま
で
も
「
職
」
れ
る
の
だ

と
、
差
別
意
識
の
拡
大
培
養
に
躍
起
で
あ
る
。

ま
た
寛
政
七
年
二
七
九
七
）
に
は
、
徳
山

藩
内
の
被
差
別
部
落
の
富
裕
者
と
大
坂
役
人
村

の
間
で
、
皮
売
買
の
為
替
を
め
ぐ
っ
て
争
論
が

お
き
て
い
る
。
役
人
村
の
八
幡
屋
忠
兵
衛
、
同

備
中
屋
忠
兵
衛
、
同
岸
部
屋
与
三
郎
ら
と
皮
類

交
易
を
行
っ
て
い
た
徳
山
藩
内
の
治
兵
街
が
、

皮
類
を
上
方
へ
運
送
し
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の

為
替
金
を
め
ぐ
っ
て
役
人
村
の
商
人
た
ち
か
ら

大
坂
町
奉
行
所
に
訴
え
ら
れ
た
の
だ
。

お
お
ま
か
に
い
っ
て
、
大
坂
ｌ
周
防
徳
山

Ｉ
防
府
ｌ
小
郡
ｌ
豊
後
府
内
ｌ
日
向

延
岡
ま
で
の
瀬
戸
内
海
を
流
通
幹
線
と
す
る
経

済
圏
に
、
被
差
別
部
落
の
人
々
に
関
わ
る
金
融

網
、
皮
革
な
ど
の
物
資
の
流
通
網
が
は
り
め
ぐ

ら
さ
れ
て
い
た
事
実
が
あ
る
の
だ
。

と
く
に
長
州
藩
と
周
防
灘
を
へ
だ
て
て
向
か

い
あ
う
豊
前
・
豊
後
方
面
は
、
人
間
の
往
来
も

さ
か
ん
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
長
州
の
部
落

寺
院
で
あ
る
棚
井
村
の
Ｓ
寺
は
豊
前
中
津
村
の

Ｊ
寺
を
本
寺
と
し
、
そ
こ
か
ら
の
布
教
活
動
に

よ
っ
て
成
立
し
た
寺
で
あ
る
。
ま
た
、
文
化
一

四
年
二
八
一
七
）
に
は
周
防
国
室
津
の
鳥
屋

源
兵
衛
が
豊
後
の
塩
屋
村
に
住
居
を
構
え
、
杵

築
領
内
の
革
・
角
・
骨
・
爪
の
す
べ
て
を
一
手

に
集
荷
す
る
許
可
を
得
た
事
例
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
瀬
戸
内
海
を
流
通
幹
線
と
す

る
経
済
圏
で
被
差
別
部
落
民
に
よ
る
金
融
網
や

物
資
流
通
網
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
こ
れ
が
被

差
別
部
落
民
の
実
力
の
向
上
と
し
て
支
配
層
の

目
に
映
じ
た
と
す
れ
ば
、
支
配
層
に
警
戒
感
を

よ
び
お
こ
さ
せ
も
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た

事
態
の
進
行
の
必
然
と
し
て
豊
後
渡
海
一
件
の

よ
う
な
事
件
も
お
き
て
く
る
の
で
あ
る
。

［
付
記
］
豊
後
へ
の
借
金
取
立
事
件
に
関
す

る
史
料
は
、
山
口
県
文
書
館
所
蔵
の
『
豊
後

国
犠
多
貸
付
銀
御
各
一
件
』
で
あ
る
。
ま
た
、

大
分
県
部
落
史
研
究
会
の
一
法
師
英
昭
氏
に

は
諸
種
の
ご
教
示
に
預
か
っ
た
。
こ
こ
に
謝

意
を
表
し
て
お
き
た
い
。




