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ら

論

説
.

上
杉
鷹
山
公
道
プ
リ
㌃
ド
リ

ヒ
大
王
の
農
政
(
二
)

第
九
巻

(第
五
號

五
六
)

六
七
〇

上
杉
鷹
山
公

ε
フ
リ
ー

ド
リ

ヒ
大

王

の
農
政

閏
=

(
二
)

高

岡

熊

雄

上
家
陳
述
せ
し
所

鳳
農
業
脛
瞥
に
必
要
な
る
土
地
、
.勢
力
及
び
資
本

の
三

つ
の
者
に
就
き
鷹
山
公

ε
普
大
王
ε

が
實
際
行
ひ
し
政
策
を
比
較
研
究
せ
る
も
の
な
る
が
、
両
者

の
探
れ
る
農
業
政
策
中
相
酷
似
せ
る
も

の
は
蕾

に
此

の
三
者

の
み
に
止

ら
す
、
其

の
他
種

々
な
る
政
策
に
於
て
之
を
認
む
る
を
得
。
左

に
順
を
逐
ふ
て
之
を
述
べ
ん
。

封
建
制
度
の
下
に
於
て
各
藩
互
に
孤
立
し
脛
濟
上
自
給
自
足

の
圭
義
を
探
り
、
且
門
戸
を
閉
鎖
し
て
海
外
諸
国

.

ε
交
通
を
遮
断
し
普
通
貿
易
の
行
は
れ
ざ

る
時
代
に
於
て
は
人
民
の
日
常
所
要
の
食
糧
は
國
内
若
く
は
藩
内

の
生

産

の
み
を
以
て
供
給
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
が
短
め

一
朝
若
し
天
候
其

の
度
を
失
し
穀
類
實
ら
さ
る
が
如
き
こ
ご
あ

ら
ん
か
、
之
が
救
済
を
他
に
仰
ぐ
を
得
す
、
米
傾
は
徒
ら
に
騰
貴
し
、
藩
民
饑
餓

の
惨
黙
に
陥

る
は
必
然

の
結
果

に
し
て
其

の
實
例

に
乏
し
か
ら
ず
。
さ
れ
ば
饑
餓
に
封
ず
る
政
策

ε
穀
櫃

の
調
節

ご
は
當
時
鳥
政
家
の
最
も
労
慮

を
廻
ら
し
れ
る
置
こ
ろ
な
い
。

米
澤
藩
は
既

に
述

べ
し
如
く
四
邊
続
ら
す
に
山
岳
を
以
て
し
、
他
藩
ε
の
交
通
頗
る
不
便
な
り
、
且
地
東
北
に



7

、

偏
す
る
を
以
て
原
産
地
を
熱
帯
地
方

に
有
す
る
水
槽

の
栽
培
に
謝
し
て
は
噛
気
候
上
頗

る
不
利
益
な
る
地
位
に
在

り
て
個
伶
屡
襲
ひ
来
れ
り
。
歴
代
の
藩
主
も
之
が
慮
急
策

に
就
て
は
種

牛
叢
策
ず
る
所
あ
り
た
り
。
鷹
山
公
転
亦

重
て
饑
饉
の
豫
防
に
置
き
、
之
が
施
設

こ
し
て
は
半
時
に
於
て
米
穀
を
貯
蔵
し
以
て
不
時

の
用
に
供
す
る
の
外
な

、き
を
認
め
、
盛
ん
に
備
荒
貯
蓄
を
奨
嚇

し
、
公
自
か
ら
籾
倉
を
建
築
し
て
貯
米
し
又
蕃
土
及
び
農
民
を
勧
誘
し
て

之
、に
徽
は
し
、
早
々
若
干

の
出
銭
を
な
し
て
籾
を
購
入
し
て
貯
藏
せ
馬

而
し
て
敷
倉
成
る
庖
公
は
常

に
若
干
俵

の
籾
を
與

へ
て
以
て
之
を
漑
せ
り
。
其

の
後
天
明
四
年
に
至
る
や
、
二
十
ケ
年
を
期

し
線
十
五
萬
俵
を
蓄
減
す

べ

き

一
大
計
萱
を
樹
て
」
貴
行
に
着
手
し
、
尚
四
民
を
し
て
同

一
期
間
等

し
く
備
荒
貯
蓄

せ
し
め
、
豫
定
の
期
限
を

退
る
≧

ご
三
ケ
年
即
ち
文
化
三
年
に
至
り
遂
に
全
く
其

の
目
的
を
達
せ
り
。
熬
り
ε
錐
も
猶
僅

か
に
孚
ケ
年
間

藩
民
…を
救
済
…し
得

る
に
渦
一ぎ
ざ

る
を
以

て
、
翌
年

よ

り
}更
に
拾

ケ
年
間
此

の
計

鑑
を
縄
㎜緬
…し
、
鷹

山
公

の
歿
後
甫
軸

に
之

を
二
十

ケ
年
の
織

綾
事
業

こ
な
せ
り
。

タ

鷹
山
公
在
世
中
天
明
三
年
に
は
有
名

な
る
奥
朋
の
大
凶
作
あ
り
、
仙
垂
、
南
部
、
津
軽
等
の
騰
落
に
て
は
米
儂

は
五
斗
入

一
俵
十
貫
以
上
に
暴

「臆

し
、
人
民
は
食
を
得

る
能
は
す
餓
死
す
る
も
の
頗

る
多
く
、
甚
し
き
は
死
人
の

肉
を
食
じ
だ
る
も
の
す
ら
あ
り
し
ε
稠
す
る
が
如
き
惨
状
を
極
め
た
り
ピ
難
も
、
猫

軌
米
澤
藩
に
於
て
は
籾
倉
を

開
き
之
を
救
済
せ
し
か
ば
、
米
贋
は
五
貫
以
上
に
上
ら
牽
し
て
幸
に
恐
慌
を
兎
か
れ
、
又
天
保
四
年
の
凶
荒
に
際

の

し

て
も
等

し
く
大

に
釜

す

る
所

あ
り
セ
ガ
。
其

の
他

時

々
起
り
た

る
低
度

の
不
作

の
際

に
も
書

棚
を
出
し

て
以

て

論

説

上
杉
鷹
山
公
ζ
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
農
政
(二
∀
.

第
九
巻

(第
五
號

五
七
)

六
七
一



論

説

上
杉
鷹
山
公
g
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
農
政
(二
)

第
九
券

(第
五
號

五
八
)

六
七
二

米
償

の
認
節

を
圖

り
且
能

く
藩
員
を
救
濟

せ
り
。
是

皆

鷹
山
公

の
施

設
其

の
宜

し
き
を
得

た

る
結
果

な
り
。
鷹
山

D

公
は
備
輩
貯
蓄
の
外
凶
作

の
場
合
に
は
飯
　料
以
外
に
米
萎
を
使
用
す
る
こ
ご
を
禁
止
し
、
酒
造

の
如
き
も
其

の
額

、

を
制
限
す
る
奪
種

力
な
る
雁
卿急
策
を
講

じ
穴
り
。

普
大
王
時
代

の
普
魯
西
も
亦
四
方
皆

な
強
国
に
依
り
て
園
ま
れ
、
加
ふ
る
に
交
通
猫
不
便
に
し
て
自
由

に
外
囲

よ
り
し
て
穀
類
を
輸
入
す
る
を
得
ざ
り
し
を
以
て
、
大
王
位
に
即
く
や
.耐
労
に
依
り
て
試

み
ら
れ
し
国
立
穀
物
倉

庫
に
着
目
し
、
伯
林

の
穀
倉
に
於
け
る
貯
蔵
姿
が
僅
に
三
千
六
百
石
に
過
ぎ
ざ
り
し
を
視
て
大
に
當
局
者
を
批
難

し
、
凶
作
に
し
て
穀
類

の
供
給
不
足
な
る
掛
合
に
備
ふ
る
爲
め
速
か
に
伯
林

.

ス
プ
チ
ソ
、
ヴ
ェ
ゼ
ル
及
び
「ミ
ソ

デ
ソ
諸
市
に
在

る
倉
庫
に
穀
類
を
買
ひ
入
れ
て
貯
賊
し
、
更

に
進
ん
で
は
國
内
庭

々
に
新

な
に
倉
庫
を
建
設
し
、
.

假
令
凶
作

の
際

ご
難
も

一
年
有
孚

の
問
は
軍
隊
及
び
全
国
民
に
必
要
な
る
食
糧
を
供
給
し
得

る
を
以
て
目
的

と
な

し
た
る
が
如
き
、
恰
も
鷹
宙
公
が
長
年
月
を
期
し
て
蕃
民
所
要

の
米
穀
を
肝
臓
せ
し
め
た
る
建
相
等
し
き
政
策
な

り
Q普

大
王
も
亦
穀
償
調
節

の
爲
め
に
穀
倉
を
利
用
し
、
穀
贋
低
廉
に
し
て
爲
め
に
生
産
者
た
る
農
長
大
に
苦
痛
を

蔵
す
る
場
合
に
は
、
政
府
は
之
を
買
ひ
上
げ
て
財
賊
し
、
之
に
反
し
て
穀
債
騰
貴
し
て
消
費
者
困
難
な
る
境
遇
に
.

陥
る
ご
き
は
、
貯
威
せ
る
穀
類
を
宣
り
出
し
て
以
て
償
格

の
下
落
を
圖

る
等
穀
僧
の
暴
騰
暴
落
を
抑
制

せ
ん
こ
ε

を
努

め
π
り
。
而
し
て
此

が
資
材
は
軍
に
穀
倉
常
事
者
に
の
み

一
任
せ
季
、
屡
大
王
自
か
ら
其

の
衝

に
當
り
、
ラ

7
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《
萎

一
シ
エ
ソ
フ
エ
ル
(
三
斗
帳
)
の
償
格
を
し
て
嘗
に
十
八
グ
F
ツ
シ
エ
ソ
(四
十
五
鏡
)乃
至

一
夕
ー

レ
ァ

(翌

圓
五
拾
銭
)
の
間

に
定
め
ん
ε
せ
り
。

斯
く

の
如

く
小
変
及
び
ラ
イ
姿
を
常

に
貯
戯
し
て
以
て
備
荒

の
用

に
供
せ
し
か
ば
、

}
七
七

一
年
よ
り

一
七
七

二
年
に
亘
れ
る
大
凶
作
に
遭
遇

せ
し
際

に
、
隣
国
に
て
に
小
変

一
シ
ェ
フ
エ
ル
の
償
七
圓
五
拾
磯
ま
で
暴
騰
せ
し

に
も
拘
は
ら
ず
、
濁
り
普
魯
酉

に
て
は
其
の
、償
三
囲
に
過

ぎ
参
し
て
國
民
大
に
其

の
恩
澤
徒

浴

せ
し
が
如
き
は
、

恰
も
天
明
及
び
天
保
の
大
凶
作

に
於
け

る
米
澤
藩
の
場
合

の
如
し
。

普
大
王
は
常

に
適
當
猛
る
時
期
に
能

く
穀
贋

の
調
節
を
圖
ら
ん
こ
し
、
地
方
所
在

の
官
吏
を
し
て
穀
類
播
種
よ

ヘ

コ

り
収
穫

に
至
る
ま
で
の
間
常
に
其

の
状
況
を
報
告
せ
し
め
、
経
験
を
重
ぬ
る
に
從
ひ
盆
其

の
規
模
を
罎
暖
し
、
其

の
方
法
を
完
全
に
し
、
遂
に
詳
細
な
る
農
事
統
計
を
編
成
す
る
に
至
れ
り
。
斯
く
の
如
き
は
普
大
王
の
思
慮

の
頗

る
緻
密

に
し
て
用
意

の
周
到
な
る
を
議

し
て
餓
り
あ
b
。
若
し
国
民

の
穀
作
豊
饒
に
し
て
能
く
国
民
.の
需
要
を
充

な
し
伺
鯨
り
あ
る
が
如
き
場
合
に
於
て
憾
、
人
王
は
藪
に
始
め
て
穀
類

の
國
外
輪
出
を
許
可
せ
り
。
之
が
爲
め
に

も
聴
許
制
を
採
用
せ
り
。
更

に
進
ん
で
は
穀
類
の
慣
格
の
み
喉
ら
争
、
麺
麭
の
憤
格
に
し
て
穀
償

と
の
差
始
り
に

,

人
な
る
場
合
に
於

て
は
働
苦
し
て
之
を
低
減
せ
し
め
し
等
鷹
山
公
ε
等
し
く
普
大
王
も
亦
国
民
の
食
糧
問
題
に
關

し
て
直
接
器
せ
る
所
多
か
り
き
。
.

・

=

二

輪

読

上
杉
鷹
山
公
こ
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
農
政
〔二
}

第
九
巻

(真
玉
號

五
九
)

六
七
三

曹

、.一…
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説

上
杉
鷹
山
公
ε
.7
り
τ
ド
リ
ヒ
大
王
の
農
政
(二
〉

第
九
巻

(第
五
號

六
〇
}

六
七
四

東

北
地
方

は
常

に
備
荒

貯
蓄

の
政
策

に
依

り
て
凶
作

に
備

ふ

る
の
必
翼
あ
り

し
如

く
、
気
候

の
關
係

上
稻
作

は

ミ

決
し
て
安
全
な
る
農
業
注
に
あ
ら
す
ご
錐
も
、
現
今
猶
此
の
地
方
の
農
家
は

一
般

に
水
田
に
重
を
億
き
て
兎
角
畑

作
を
軽
ん
ホ

る
の
弊
風
あ
り
、
呪
ん
や
百
有
飴
年
前
の
・鷹
山
公

の
叫席
代
に
於
て
を
や
。
賢
明

尽
る
公
は
能
く
此
の

弱
黙
に
着
目
し
、
農
業
の
経
濟
を
し
て
安
全
な
ら
し
め
、且

つ
未
墾
を
開
獲

し
土
地

の
利
用
を
充

分
な
ら
し
む

る
が

爲
め
に
は
稻
作
の
外
一更
に
塗
作

の
必
要
な
る
所
以
を
認
め
盛
ん
に
之
を
奨
顕

し
、
備
荒
貯
斐
閏
の
如
き
も
地
方

に
依

り
て
は
米
に
代
ふ
る
に
姿
を
以
て
し
得
る
の
途
を
開
き
し
如
き
は
蓋
し
策
の
得

た
る
も
の
ε
謂
は
ざ
る
可
ら
ず
。

是
れ
恰
も
普
大
王
の
英
.國
農
業
経
管
浜
の
輸
入
ご
相
識
照
す
る
を
得
可
し
。
當
時
猫
逸

の
農
業
は
猶
頗

る
幼
稚

の
域
.に
在

り
て

一
般
に
所
謂
三
國
農
業
行
は
れ
、
農
耕
地

の

一
部
を
以
て
休
閑
地

こ
し
他
に
は
穀
類

の
連
作
行
は

れ

っ
、
あ
り
し
が
、
英
国
に
て
は
既
に
穀
類

の
外
餌
料
作
物
を
栽
培
し
、
且

つ
家
畜

の
舎
飼
沙
行
は
れ
土
地

の
養

分
の
缺
乏
を
防
ぐ
の
み
な
ら
す
、
穀
類

の
生
産
敷
量

の
如
.き
も
遙
か
に
猫
逸

の
上
に
在

り
し
を
.以
て
、
普
大
王
は

或
は
英
.國
よ
b
し
て
ウ
ヰ
ル
ソ
ソ
、
ブ
ラ
ウ

ン
の
如
き
農
業
技
師
を
招
聘
し
て
國
[有
農
場
「に
於
て
英
国
農
業
法
を

實
行
し
以
て
他

の
模
範

こ
な
し
、
或
は
人
を
彼
地
に
派
遣

し
て
以
て
之
を
實
脅
せ
し
め
、
或
は
自
國
農
民
に

〃
ッ

エ
ル
ン
・

エ
ス
バ
レ
ツ
ブ
ー.
チ
モ
シ
ー
、

ラ
イ
グ
ラ
ス
、
白

ッ
メ
グ
サ
奪
種
々
牧
草
の
種
子
を
無
代
を
以
て
交
付

し
、
'其

の
成
績

の
佳
良
な
る
も
の
に
は
賞
品
を
授
與
し
、
天
盛
に
蕪
菁

の
栽
培
を
奨
糊
す
る
等
凋
逸
農
業
法
の
政

善
を
圖
b
、

カ
メ
ラ
學

の
蛮
展

と
相
俟

っ
て
斯
國
の
農
業
は
著

し
き
獲
展
を
な
せ
り
。

1



r

瞳
四

鷹
山
公

の
米
夢
作
を
奨
倒
せ
し
は
主
と
し
て
蕃
民
の
食
糧
を
自
給
せ
ん
&
す
る
目
的
よ
り
出
づ
。
普
大
王
の
英

国
農
業
渋
の
輸
入
も
亦
然
b
。
而
し
て
當
時
米
澤
藩
に
於
て
も
ヌ
普
魯
西
王
國
に
在
て
も
住
民

の
需
要
を
満
足
せ

し
む
る
.爲
め
」
落
飾
或
は
園
外
よ
り
し

て
種

々
な
る
農
産
物
及
び
農
産
加
工
品
を
輸
入
せ
り
。
例
之
米
澤
藩
に
於

て
は
生
糸
、
紙
、
漆
、
藍
及
び
紅
花

の
如
く
普
魯
西
園

に
於
て
は
ソ
ソ
ネ

ン
、
葎
草
、
煙
草
、
藍

、
染
料
其

の
他
種

々
な
る
工
藝
作
物
及

び
蔬
菜
類

の
如

さ
是
な
り
。
而
し
て
鷹
山
公
も
普
大
王
も
共
に
此
等
輸
入
品
を
成
る
可
く
自

己
の
領
土
内

に
於
て
生
産

し
、
以
て
他
よ
り
の
供
給
を
仰
ぐ
の
要
な
か
ら
し
め
ん
ご
種

々
書
策
す
る
所
あ
り
た
り
の

之
が
爲
め
に
鷹
山
公
は
先
づ
藩
内

に
於
て
桑
.
楮
及
ひ
漆
餐
百
萬
本

を
栽
培
す
る
の

一
大
討
議
を
樹
て
れ
り
。

當
時
米
澤
藩
に
於
て
も
既

に
養
飛
行
は
れ
起
り
ε
雌
も
其

の
業
未
だ
盛
ん
菰
ら
ざ
り
し
を
以
て
、

一
は
蕃
民
の
需

要
に
懸
ず
る
儒
め
、
他
は
容
量
に
比
し
て
債
格
の
割
合
高
き
盆
笊
は
交
通
不
便
な
る
米
澤
藩
に
於
け
る
最
夏

の
移

出
品
な

る
を
以
て
盛
に
之
が
生
産
を
奨
廠
せ
ん
と
せ
り
。
然

る
に
當
時
桑
は
隣
藩
最
上
暮
よ
り
し
て
買
ひ
入

つ
、

.

あ
り
し
を
以
て
養
鍛
の
隆
盛
を
圖
る
に
は
桑
葉
を
自
給
す
る
の
必
要
な
る
所
以
を
認
め
、
藩
内

に
酉
萬
本
の
桑
樹

を
栽
培
せ
ん
足
し
、
或
は
桑
園
を
開
讃
し
、
或
は
桑
苗
を
藩
外
よ
b
購
入
し
、
或
は
苗
圃
を
設
け
、
農
民

は
勿
論

藩
士
と
雌
も
必
ず
之
を
栽
培
し
以
て
養
議
に
従
事
せ
し
め
、
合
日

の
養
議
巡
廻
敏
師
に
等
し
き
吏
員
を
置
き
、
公

自
か
ら
は
養
懸
手
引
草
を
上
梓

せ
り
。
今
日
米
澤
地
方
が
我
が
國
に
於

て
有
名
な
る
養
獄
地

ε
な
り
、
且

つ
絹
織

論

説
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形
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.

畳

,

論

説

上
杉
鷹
山
公
ぞ」フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
正
の
農
政
(二
)

第
九
巻

(第
五
號

六
二
)

六
七
六

物

の
生
産
を
以
て
世
に
著
は

る
、
は
鷹
出
公

の
常
時

の
政
策
の
効
に
蹄
す
べ
き
や
大
な
り
。

今
日
猫
逸
農
業
界

の
現
瓶
の
み
を
知
る
も

の
誰
か
普
大
王
が
鷹
山
公
達
等
し
く
養
慧
業
の
獲
展

に
努
力
せ
し
こ

ぜ
を
想
像
す
る
を
得
ん
や
。
濁
逸
に
於
て
も
十
六
世
紀
頃
よ
り
し
て
養
翻
業
既

に
移
入
せ
ら
れ
、
歴
代

の
統
治
者

之
を
奨
櫛
せ
し
に
も
拘
は
ら
す
、
未
だ
充
分
に
効
績
を
翠
ぐ
を
得
ざ
り
し
か
ば
、
音
大
王
位
に
卸
風
や
自
給
自
足

の
経
済
主
義
に
則
り
、
國
民
の
需
要
す
る
生
糸
を
自
給
す
る
に
は
大
に

養
猛
業
を
奨
断
…ず
る
の
必
要

を
感
じ
、

終
.世
之
が
爲
め
に
大
に
努
力
す
る
所
あ
り
。
既
設
の
薬
園
を
維
持
す
る
の
外
新
に
之
を
増
設
せ
ん
&
し
或
は
人
王

自
か
ら
之
を
御
料
地
内
に
設
け
、
或
は
御
料
地

の
小
作
契
約
を
更
新
す
る
際
に
は
必
で
小
作
人
を
し
て
桑
樹

を
栽

培
す
る
の
契
約
を
結
ば
し
め
、
其
停
本
数

一
人
に
て

一
千
本
以
上
に
上
り
し
も
の
少
な
か
ら
ざ
り
し
が
如
き
、
或

は
桑
園

の
造

成
費
を
補
助
し
、
或
は
之
が
監
督
官

を
椴
き
、
叉
地
方
の
役
員
に
し
て
之
が
興
働
に
努
力
せ
事
典

の

成
績
の
不
良
な
る
も
の
は
之
を
交
迭
し
、
或

は
貴
族
農
場

に
も
拗
誘
し
て
薬
掛
を
栽
培
せ
し
め
、
或
は
土
地

の
割

合
に
農
家

の
多
数
な
る
地
方
に
は
桑
園
の
設
置
を
特
に
奨
腐
す

る
等
努
力
す
る
所
頗

る
多

し
。
更
に
進
ん
で
は
養

獄
其
の
物
に
蜀
し
て
は
大
王
自

か
ら
互
額

の
縄
費
を
投

じ
て
養
叢
室
聾
建
設
し
、
之

に
徴

へ
る
も
の
に
は
纒
費
を

補
助
し
、
或

は
騒
具
を
給
興
し
、
養
轟
の
成
績
佳
.具
な
る
も

の
は
賞
典
金
を
交
付
し
、
田
園
に
在
る
宗
教
家
及
び

激
師
を
鋤
議
し
て
養
猛
を
特
ま
し
め
て
漸
次
之
を
他

に
及
ぼ
さ
し
劫
、
養
翻
敏
師
を
遠

く
瑞
西
及
び
伊
太
利
よ
り

招
賜
し
、
伯
林
に
在
る
小
単
核
教
員
養
成
所

に
於
て
は
學
事
の
傍
養
錨
を
漱
.へ
、
其

の
成
績
の
良
好
な
る
も
の
は

'
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特
に
選
ん
で
地
方
吏
員
に
採
用
し
、
常
務
の
外
養
獄
業
の
奨
.働

の
任
に
當
ら
し
め
、
又
斯
業
に
關
す
る
種
々
な
る

著
述

を
な
し
て
置
く
之
を
配
謝
せ
り
。
双
生
総
菜
の
獲
暖
簾
諒
し
て
も
製
綜
場

の
建
設
費
補
助
、
製
縣
職

工
の
官

費
養
成
生
緕
倉
庫
の
建
築
等
質
施
せ
ら
れ
、
猫
逃
の
生
締
を
し
て
當
塒
の
製
絡
國
た
り
し
佛
閲
酉
の
夫
れ
ご
能
く

競
争
し
得

る
に
至
ら
し
め
ん
ε
努
め
え
り
。
其

の
努
力
の
結
果
室
し
か
ら
季
大
王
即
位
の
頃
に
は
製
縣
場
は
伯
林

市
に
僅

に

一
ケ
庭
あ
る
の
み
な
眠
し
が

一
.七
七
五
年
に
は
同
市
の
み
に
て
も
九
ケ
庭

と
な
り
、

一
七
八
三
年
に
は

職
工
の
敷
五
千
人
以
上
に
上
り

一
七
八
二
年
に
は
桑
樹

二
百
萬
以
上
孟
な
り
.一
七
八
五
年
に
は
生
総

の
産
額

一
萬

七
千
封
度

に
上
れ
り
。
撚
り
芭
錐
も
大
王

は
之
を
以
て
満
足
せ
事
、
葡
努
力
如
何
に
依
り
て
は
少
敷

の
年
月
間
に

コ
.一萬
封
度

の
生
産
を
な
し
得
可
し
ご
せ
b
。
大
王
崩
去

の
際
は
斯
國
の
養
懲
業

の
最
も
隆
盛
を
極
め
し
時
代
に
し

て
、
共

の
後
戦
孚

の
相
緩
き
π
る
ご
、
濁
逸

の
氣
候
が
寧
ろ
養
職
業
に
適
當
福
ら
ざ
り
し
ご
、
斯
業
以
外
他

に
有

利
な
る
事
業
農
業
界
に
起
り
し
嚼
め
等
種
々
な
る
原
因
に
依
り
て
十
九
世
紀
に
入
り
て
以
来
頓
に
其

の
勢
を
挫
折

し
後
見

る
に
足
る
可
き
も
の
な
く
、
寧
ろ
贋
格
低
廉

に
し
て
品
纂

三
見
な
る
も
の
を
南
方
諸
國
ま
り
輸
入
す
る
を

以

て
有
利

ご
な
す
に
至
れ

り
。
撚
り

ε
雌
も
今

日
原

料

を
他
国

に
仰
ぎ

つ
、
盛

に
絹
織
物

を
製
造

し
て
世
界

に
有

名

な

る
製

品

を
生
産

七

つ

＼
あ

る
は

、
普
大

王
の
養

鷲
業

に
劃

す

る
功
績

の
今
日

に
及

べ
る
も

の

に
し
て
、
今
日

氷
海
地
方

に
於
け

る
養
鐡

業
及

び
織
物
業

が
瞳
…山

公

の
歌
策

の
隙
澤

を
被
れ

る
芒
相

酷
似

す
。

岡
蕊

論

説

上
杉
鷹
山
公
`
フ
・
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
農
政
三

)

第
九
巻

露

玉
號

晶(
三
一

六
七
七
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論

説

上
杉
鷹
印
公
ε
ブ
リ
!
ド
リ
ヒ
大
王
の
農
政
〔二
)

第
九
巻

(第
五
號

六
四
)

六
七
八

鷹
山
公
は
桑
ご
共
に
漆
及
び
楮
も
各
百
萬
本
宛
を
幕
内
に
栽
培
せ
ん
と
し
、
漆

の
爲
め
に
は
未
墾
地

を
開
讃
し

て
之
を
栽
培

せ
る
の
み
な
ら
す
、
農
家
商
人
よ
り
棘
肚
佛
閣
等
に
至
る
ま
で
各
個
本
宛
を
栽
培
す
べ
し
ご
て

一
定

の
規
程
を
設
け
、
漆
樹
.の
長

「
尺
以
上
に
生
長
し
た
る
ご
き
は

一
本
に
付
二
十
饒
宛
の
奨
勘
金
を
與

へ
し
代
り
に
、

未

だ
植
附
け
ざ
る
に
既

に
植
附
け
た
り

ど
て
公
儀
を
欺
く
も
の
あ
る
と
き
は

一
本
に
付
新
た
に
五
本
を
値
し
め
、

既
に
植
附
拠
り
ε
難
も
枯
死
す
る
ご
き
は
直
ち
に
之
を
再
補
せ
し
め
、
若
し
植
代
を
な
さ
ゴ
リ
し
ε
き
は
泄
料
に

庭
せ
り
。
而
し
て
生
産
物
は
総

て
既
定

の
贋
格
を
以
て
買
ひ
上
げ
藩
民
を
し
て
経
済
上
困
難
を
威
令
る
こ
ε
な
か

ら
し
め
だ
り
。

`

・

楮
も
亦
當
時
皿陥
島
地
方
よ
り
盛
ん
に
輸
入
せ
し
紙
を
自
給
ず
る
爲
め
に
奨
締
し
、
紅
花
、
藍
亦
撚
り
ε
す
。

鷹
山
公
の
奨
熾
せ
し
此
等

の
作
物
と
相
対
照
す

べ
き
も

の
に
し
て
普
大
王
の
栽
培
を
奨
漸
せ
し
も
の
は
亜
眈
、

葎
草

、
煙
草

、
大
青

萄

二
匿

轟

。
邑

v
茜
莫

寄

σ
葦

葺

。
・毒

)、

・
メ
ウ
ヰ

キ
ヤ
ウ

(∩
署

ヨ

攣

・幽)
、
其

の

他
の
工
藝
作
物
及
び
疏
菜
類
な
り
。
何
れ
も
皆
従
来
園
外
よ
り
供
給
を
仰
ぎ

つ
N
あ
b
し
も
進
ん
で
之
を
自
給
せ

ん
と
試

み
起
り
。
殊
に
大
王

の
最
も
努
力
せ
し
は
馬
鈴
薯

の
栽
培
な
り
。
是
れ
国
民

の
食
糧
に
重
大
な
る
關
係
あ

る
を
以

て
菰
り
。
當
前
畑御
逸
に
於
て
馬
鈴
薯

は
未
だ
殆
ん
ご
栽
培
せ
ら
れ
ざ

る
も
將
來
食
物

の
自
給
上
之
が
栽
培

の
必
要
を
痛

切
に
感
じ
た
る
を
以
て
大
王
は
屡

々
之
が
爲
め
に
訓
令
を
獲
し
て
農
民

に
勧
誘
し
。
遂
に
は
五
月
初

句
に
は
憲
兵
及

ひ
町
村
吏
員
を
し
て
農
村
を
巡
回
せ
し
め
殆

ん
ざ
強
制
的
に
之
を
栽
培
せ
し
め
た
る
は
有
名
な
る

7
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呼

一

政
策
の

】
に
し
て
、
其
の
結
果
遂
に

「
般
に
栽
培

せ
ら
る

、
農
作
物
ε
な
り
、
A
-日

の
凋
逸

に
て
は
馬
鈴
薯

は
日

常

の
食
卓
に
必
要
峡

く
こ
ご
能
は
ざ
る
も

の
ビ
な
れ
b
。
叉
農
家
を
し
て
住
宅

の
周
園
に
は
必
事
具
樹
を
栽
培
せ

し
め
、
若
し
命
令

に
服
従
せ
ざ
る
も
の
あ
る
ど
き
は
罰
金
を
課
せ
し
等
警
治
國
主
義
を
盛
ん
に
獲
挿
せ
る
は
鷹
山

公
の
農
業
政
策
に
さ
も
似
な
り
。

=
ハ

畜
、産
に
關

し
て
も
鷹
山
公
及
ひ
普
大
王
共
に
之
が
獲
展
に
力
を
鑑
せ
り
。
從
來
米
澤
地
方
に
於
て
も
多
少
産
馬

事
業
は
行
は
れ
た
ゆ
し
が
、
其

の
後
次
第
に
衰
退
し
、
鷹
山
公

の
時
代
に
至
り
て
は
最
早
徳
川
幕
府

へ
献
上
す
る

馬
も
藩
公
の
使
用
す
る
も
の
も
悉
く
皆
な
他
藩
よ
り
供
給
を
仰
か
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
状
態
こ
な
り
。
之
が
爲
め
に

莫
大
な
る
金
銭
を
費
せ
し
を
以
て
、
鷹
山
公
は
有
名
な
る
馬
産
地
よ
り
し
て
種
馬
等
を
買
入
れ
て
産
馬
事
業

の
復

醤
に
力
を
端
し
、
遂
に
能
く
其

の
目
的
を
達

せ
り
。

普
魯
西
王
國
に
於
て
も
歴
代
の
統
治
者
は
産
馬
事
業
を
奨
廊
し

フ
リ
ー
ド
ゾ
ツ
ヒ
、
ウ
ヰ
ル

ヘ
ル
云

一
世
の
如

き
今
日
猶
有
省
な
る
ト
ラ
ケ
ー
ネ

ソ
種
馬
牧
場

の
創
設
着

た
り
。
普
大
王

の
時
代
に
至
り
て
は
常
備
軍
に
増
設
せ

ら
れ
、
戦
争
は
繊
細
的
に
行
は
れ
、
開
墾
事
業
は
獲
麗
し
、
交
通
機
關
は
梢
改
善
し
、
國
民
の
富

の
程
度
も
上
進

す
る
等
種
々
な
.る
原
因
よ
り
し
て
馬
匹
に
封
ず
る
需
要
増
進
し
捜
る
を
以
て
、
普
大
王
は
麗

々
に
國
立

の
種
馬
牧

場

を
増
設
し
て
以
て
民
間

に
種
馬
を
配
附
し
、
叉
農
家
に
し
て
種
馬
を
飼
養
す
る
も
の
あ

る
ご
き
は
補
助
金
等
を

論

説

上
杉
鷹
山
奮
与

サ
ー
ボ
巷

大
正
の
農
政
三

)

錆
九
巻

(第
五
號

六
五
)

六
七
丸

」
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論

説

上
杉
鷹
山
灸
ご
フ
ウ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
農
政
(二
)

第
た
巻

(鰐
五
號

大
大
)

肉
入
O

交
付

し
.て
之

を
奨

.倒

せ
り
。
牧
馬

乗

の
有
利

と
な

る
に
從
ひ
私
設

の
種
馬
所

も
盛

ん
ど
な
れ
り
。

、
撚

り
ご
錐

も
當

時
政
頁

を
必
要

ご
せ
し
も

の
は
産
馬

乗
よ
り
は
寧

ろ
牧
牛

業
な

り
し

な
り
。

牛
畜

の
種
類

も
劣

等

に

し
て
且

つ
飼
料

も
頗

る
不
完
全

な

り
し

か
ば
、
大

王
は
東

フ
ワ
ー

ス
ラ

ソ
ド
和
蘭
及

び
ホ

ル
ス
タ
イ

ン
地
方

ノ

よ
り
種
牛
を
買

ひ
入
れ
て
以
て
在
来
牛

の
改
頁
に
充
て
、
所
謂
英
国
農
業
法
に
依
り
て
飼
料
を
改
良
し
て
盛
ん
に

舎
飼
注
を
奨
慨
し
、
且

つ
和
蘭
其
他
よ
り
し
て
酪
農
業
に
経
験
あ
る
も

の
を
招
聘
し
て
牛
酪
及
び
乾
酪

業
を
起
し

以
て
園
外
よ
り
の
輸
入
を
防
遏
せ
ん
ご
努

め
た
り
。
牛
馬

の
外
綿
羊
業
を
盛
ん
な
ら
し
む
る
爲
げ
西
班
牙
よ
り
し

て
メ
リ
ノ
種
を
輸
入
せ
り
。
養
豚
業
も
亦
馬
鈴
薯
栽
培
の
増
加
ε
酪
農
業
の
殿
展
ε
内
国
植
民

の
結
果
中
小
農
の

増
加
せ
し
矯
め
等
幾
多
の
原
因
よ
り
し
て
次
第
に
盛
ん
ε
な
れ
り
。

斯
く

の
如
く
鷹
山
公
ご
普
大
王
ε
は
漿
断
…せ
し
家
畜
の
種
類
に
多
少
異
な
み
所
あ
り
し
ε
碓
も
、
足
れ
主
こ
し

て
国
情
の
然
ら
し
む
る
所

に
し
て
而
者
共
に
畜
産
業
に
注
意
を
携

ひ
之
が
獲
展
に
力
を
讒

せ
し
は

一
な
り
。

向
七

農
業
に
劃
レ
て
種
々
な
る
政
策
を
樹

て
＼
之
を
貴
行
し
以
て
充
分
に
之
が
数
果
を
奏
せ
ん
ご
徴
せ
ぱ
、
直
接
農

民
若

く
は
農
業
に
接
濁
し
て
政
策
實
施
の
任
に
當

る
べ
き
役
人
に
其

の
人
を
得
ざ

る
可
ら
す
。
適
材
を
獲
ん
ε
徹

せ
ば
之
冷
優

遇
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
事
に
特
に
注
意
せ
し
鷹
山
公
は
實

に
英
邁

の
名
主
ピ
謂
は
ざ
る
可
ら
す
。
公

は
常
時
農
村
支
配
の
任
に
當
れ
る
郷
村
頭
取
に
は
家
老
を
以
て
之

に
嘗

て
、
郡
奉
行
を
以
て
其
頃
藩

の
政
治
上
頗

,

層



r

「

る
勢
力
あ
り
b
寺
就
奉
行

の
上
に
置
き
、
又
農
村
に
は
新
な
に
郷
村
出
投
な
る
役
人
を
置
き
て
濁
り
農
事
に
關
す

る
も
の
の
み
な
ら
す
、
農
民

の

一
身
上
に
至

る
ま
で
萬
事
を
斡
旋
せ
し
め
、
武
⊥
⊥
の
地
位

の
上
下
を
踰
越
事
俊
才

を
選
ん
で
其

の
任

に
就
か
し
.め
、
而
レ
て

一
度
其
職
を
授
く

る
や
中
央
藩
臆

は
彼
等
の
駕
す
庭

に
干
渉
を
加

へ
季

全
力
を
獲
揮
せ
し
め
、
其

の
功
績
の
顕
著

な
る
も
の
あ
る
ご
き
は
緩
ん
で

、
以
て
中
央

の
要
職

に
就
か
し
め
把
り

米
澤
藩
の
農
政
が
偉
大
な
る
効
果
を
奏
せ
し
原
因
の

一
は
確
か
一に
鷹
山
公

の
當
事
者
を
待
遇
せ
し
方
法
其

の
宜
し

き
を
得
た
る
が
短
め
な
り
。

鷹
巾
[公
に
比
す
れ
ば
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
主
は
萬
事
を
自
か
ら
行
は
ん
こ
し
少
な
く
も
自
ら
指
揮
せ
ん
ε
守
る

傾
向
あ
り
た
り
し
が
、
農
事
に
翻
す
る
官
吏
も
試
験
制
度
に
依
り
て
有
爲

の
士
の
み
を
採
用
し
、
勉

め
て
繁
文
纒

膿
を
廃
し
、
事
務
は
敏
捷

に
塵
現
せ
し
め
、
官
吏
を
し
て
不
正
の
行
爲
あ
る
と
き
は
少
し
も
假
倍
す
る
所
な
く
制

裁
を
加

へ
て
賞
罰
を
明
に
せ
り
ε
云
ふ
。

咀
八

吾
人
は
章
を
重
綴
る
こ
ε
十
七
以
て
鷹
山
公
ご
普
大
王

ε
の
農
業
政
策

の
主
な
る
も

の
を
陳
述
し
互
に
比
較
封

照
せ
り
。
鷹
山
公
が
藩
力
疲
弊
の
後
を
受
け
適
切
な
る
農
業
政
策
を
樹
て
＼
之
を
貴
行
し
以
て
大
に
経
済
的
貴
方

を
磯
撮
し
、
東
北
地
方
に
米
澤
藩
あ
る
こ
と
を
し
で
置
く
世
に
知
ら
し
め
た
る
は
元
よ
り
公
の
英
邁

な
る
に
締
せ

ざ
る
可
ら
す
ε
雌
も
、
叉
公
の
『
に
付
設
當
綱
及
ひ
覆
戸
善
政
な
る
二
人

の
補
佐
あ
り
て
能
く
公
の
心
を
以
て
心

ε
し
て
働
け
る
効
や
大
な
り
。
普
大
王
の
農
政
を
行
ふ
に
當
り
て
も
亦

フ
オ
ソ
隔

バ
ー
ゲ
ン
く
8

国
お
2

フ
オ
ソ

.

論

説

上
杉
鷹
汕
公
ご
フ
リ
ー
ド
ウ
ヒ
大
王
の
農
疎
(二
)

蕗
九
巻

(第
五
號

六
七
)

六
八
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講

親

霧

鷹
山
奪
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リ
r
ド
リ
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農
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春
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交
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エ
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ゲ

ス

'、8

霊
ユ
㈹
盤

等

の
如

き
は
有
力

な
る
補
助
潜

血
り
し

な
り
,
時

の
古
今
を
問

は
す
、
地

の
東
西

を
論

魅
す

、
各
名

君

の
下

に
は
必
ず
良
相

あ

り
藪

に
始

め
て
偉

業
を
成
就

す
る
を
知
、る
。

晩

年
鷹

山

公
病
床

匠
在

り
し
際
齊
定

公

ぜ
謝
話

せ

る

と
き
叉

は
食
事

の
時
は
必

ず
端
座

せ
り
。
之

が
婆
.臥
を
勤

む

る
も

の
あ

る
も
公

は
曰
く
。
『
余

は
幸

に
し

て
六
な

る
通
な
く
し

て
以

て
今
日

に
至

る
蝕
命

既
に
少

な
し
、
比

の

儘

に
し

て
勤

め
畢

ら
ん
哉

」

8
普
大

王
も
亦

遺
詔

に

曰
く
『
人

の
世

に
生

る
、
生

よ
り
死
に
至

る
迄

一
瞬

闘

の
み
、

人

の
義
務
民
地

の
瞬
間

に
於

て
阯
會

の
爲
め

に
公
益

を
圖

る
に
在

り
」

ご
最
後

の

　
言

何

ぞ
其

れ
能

く
相

似

な

る

や
。
両
君
主

は

一
生
涯

を
通

じ
全
力

を
注

ぎ
て
、
肚

會
の
爲

め
国
家

の
爲

め
公
益

を
圏

ら

ざ
る
可

か
ら
ざ

る

一
大

決
心

を
以

て
活
動

せ
り
。
思

ふ
に
・鷹
山
公
を

し
て
音

容
酉

に
生

れ
し
め

ん
か
、
普

大

王

の
行

ひ
た

る
が
如

き
農
業

政
策

を
實
施

せ
し

な
ら
ん
。
.普

大
王

に
し
て
若

し
米

澤
藩

主
起
り

し
な
ら
ば
等
し

(
鷲
山

公

ご
同
様

な

る
農
業
政

策

を
行

ひ
し
な

ら
ん
。
東

西
地

を
隔

つ
と
錐

も
両
名

圭

は
殆
ん

ざ
時
代

を
同

じ
う
し

て
出

で
、
且

同
様

な
喝
経
済

政

策

の
主
義

に
則
り

て
以

て
殆

ん

ご
相

同

じ
き
農
政

を
行

ひ
、
鷹
山
公

は
米
澤
藩
中

興
の
圭

ε
な

り
松

蝉
神
肚

ε

し
て
今
猶
世

に
尊

ば
れ
、
普

大
王
は
普

魯
西
王
國

の
基
礎

を
肇
造

し
て
雷

名

を
世
界

に
轟

か
せ
り

、
偶
然

ご
は
云

へ
員
に
面
白

き
東
西

の
現

象
.な
ら
歩

や
。

追
記

本
編
論
ず
ろ
麗
の
上
杉
.鷹
山
公
の
農
業
政
策
ぽ
余
の
編
纂
す
る
舞

學
農
政
學
研
究
叢
書
第
四
珊
ξ
し
て
不
日
出
版
す
べ
き
規
準
士
齋
藤
坐

助
著
「
上
杉
鷹
山
公
の
農
政
」
に
員
ふ
所
天

な
り
。
(大
八
、八
、
八
)
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