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堀

江

保

蔵

序

言

国
家
共
他
の
政
治
闘
鰹
の
力
に
よ
っ
一
仁
、
経
済
的
諮
闘
係
の
旅
保
・
渡
良
・
創
成
の
た
め
に
潟
さ
れ
る
一
切
の
方
策
措
置
の
締
膿

が
経
済
政
策
で
る
る
。
粧
済
白
総
過
程
が
程
々
の
翻
黙
か
ら
匝
八
刀
さ
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
経
稗
政
策
は
或
は
生
産
政
策
・
配
給
政
策

等
に
匝
別
せ
ら
れ
、
或
は
農
業
政
策
・
工
業
政
策
・
商
業
政
策
・
枇
品
目
政
策
等
忙
匝
別
せ
ら
れ
、
或
は
針
内
政
策
・
針
外
政
策
に
匝

別
せ
ら
れ
得
る
で
あ
ら
う
。
此
等
個
別
的
政
策
白
い
づ
れ
が
支
配
的
政
策
で
あ
る
か
、
そ
し
て
共
等
の
聞
に
如
何
な
る
政
策
惜
系
が

存
ず
る
h
は
、
歴
史
的
に
興
へ
ら
れ
た
る
経
済
的
諮
問
係
の
如
何
に
よ
っ
て
、
従
つ
で
ま
た
政
策
主
酬
闘
が
如
何
な
る
情
勢
に
置
か
れ

て
ゐ
る
h
に
従
つ
で
異
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

本
稿
忙
於
て
は
江
戸
時
代
の
経
済
政
策
を
考
察
し
て
、
そ
己
に
如
何
な
る
閥
系
が
存
し
た
か
を
見
よ
う
と
忠
ふ
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
は
先
づ
営
時
の
経
神
的
諸
閲
係
に
就
て
一
言
し
た
け
れ
ば
左
ら
ね
。

世曾科串大蹄典、糎済政策白羽参照1) 



営
時
白
経
済
は
い
ふ
迄
も
友
ぐ
土
地
経
済
で
あ
り
、
之
を
某
礎
と
し
て
封
建
制
皮
が
存
立
し
て
ゐ
た
。
帥
ち
幕
府
及
諸
侯
は
士
地

を
農
民
に
耕
作
せ
し
め
、
そ
の
牧
穫
白
令
部
を
主
と
し
て
現
物
を
以
て
牧
納
し
、
之
を
以
て
そ
の
財
政
を
賄
っ
た
。
従
っ
て
一
般
武

士
も
モ
白
う
も
よ
り
支
給
せ
ら
れ
る
俸
蔽
に
よ
っ
て
生
活
を
維
持
し
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
土
地
経
済
は
、
封
建
的

社
合
機
構
の
経
済
的
部
面
た
る
に
外
左
ら
・
な
か
っ
た
白
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
常
時
は
粋
純
土
地
経
済
-D
時
代
で
は
な
い
。
即
ち
平
和
白
到
来
と
共
に
帯
再
建
し
た
生
産
力
は
、
土
地
経
済
に
於
て
生
じ

た
飴
剰
生
産
物
を
巾
心
と
し
て
商
品
経
済
・
貨
幣
経
済
砂
著
し
く
進
展
せ
し
め
た
。
最
大
の
商
品
は
米
で
あ
っ
て
、
営
時
市
揚
忙
廻

返
せ
ら
れ
る
米
は
犬
開
幕
府
の
御
城
米
、
諸
侯
の
御
照
米
、
士
出
問
、
の
貰
却
す
る
納
屋
米
の
=
一
種
に
大
別
せ

ιれ
る
が
、
そ
の
う
ち
畳

ι於
て
最
も
大
た
り
し
は
御
減
米
で
る
っ
て
、
例
へ
ば
大
阪
一
ヶ
年
の
入
偉
米
四
百
寓
石
或
は
辛
れ
以
上
の
う
ち
約
四
分
の
三
は
御

殿
米
で
あ
っ
た
と
い
ふ
J

そ
の
上
御
荷
物
と
汎
稲
せ
ら
る
L
米
以
外
の
商
品
に
し
て
、
諸
伎
が
商
品
化
せ
る
も
の
も
少
く
た
か
っ
た
。

之
陀
工
っ
て
諸
侯
の
手
許
に
一
旦
蒐
め
ら
れ
た
徐
剰
生
産
物
が
、
商
品
経
済
耕
民
遠
の
い
は
ピ
原
動
力
企
た
っ
た
と
と
が
窺
は
れ
る
で

あ
ら
う
。

期
〈
D
如
〈
商
品
粧
済
白
波
建
は
生
産
機
構
と
斡
接
た
閥
係
が
あ
っ
た
。
併
し
商
品
D
雫
要
部
分
が
諸
侯
に
上
っ
て
商
品
化
せ
ら

れ
た
と
は
い
へ
、
そ
れ
は
諸
侯
が
今
日
の
意
味
に
於
け
呂
商
人
と
し
て
市
場
に
立
現
は
れ
る
と
い
ふ
の
で
は
友
く
、
況
ん
や
嘗
時
は

商
は
末
葉
た
り
と
し
て
賎
し
め
ら
れ
た
昨
代
で
あ
る
か
ら
、
商
品
化
に
直
接
携
は
る
も
の
は
商
人
で
あ
っ
た
。
而
し
て
商
人
は
或
は

商
品
配
給
の
仲
介
機
関
と
し
て
或
は
商
業
資
本
家
と
し
て
宮
力
炉
累
ね
、
や
が
て
そ
の
富
力
は
幕
府
及
誇
俣
白
樺
力
を
以
て
し
で
も

抜
〈
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
っ
た
の
み
授
ら
中
、
彼
等
を
し
で
そ
の
前
に
朋
服
せ
し
め
る
枇
態
忙
ま
で
な
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る

江
戸
時
代
の
紹
梢
政
策

帯
五
十
巻

四
七
五

第
四
焼

七

鈴木直三著、徳川時代田米穀配給組織、 467買2) 



江
月
時
代
の
鰻
持
政
策

解
五
十
巻

四
七
六

策
凹
鵠

七
回

に
商
品
経
済
は
封
建
的
生
産
関
係
主
基
礎
と
し
そ
白
一
翼
と
し
て
殻
達
し
た
。
而
し
て
そ
の
樺
を
握
る
商
人
の
商
業
資
本
力
は
、
支

配
階
級
並
に
主
要
生
産
昔
た
る
農
民
に
喰
入
る
己
と
に
よ
っ
て
同
己
を
讃
大
し
つ

L
、
封
建
的
生
産
閥
係
そ
の
も
の
を
崩
壊
に
導
き

つ
i
A

あ
っ
た
。
土
地
経
消
と
貨
幣
経
済
と
の
矛
盾
と
は
か
L

る
欣
態
を
意
味
す
る
白
で
あ
っ
て
、
幕
附
及
諸
侯
の
立
揚
よ
り
す
れ
ば

封
建
制
度
を
維
持
し
つ
L
如
何
に
貨
幣
粧
済
に
慮
ず
べ
き
か
と
い
ふ
己
と
が
話
然
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
以
上
が
経

済
政
策
の
主
槌
で
あ
る
幕
肘
及
諸
侯
が
置
か
れ
た
一
般
的
情
勢
で
あ
る
。

経
済
政
策
の
内
容

主
要
生
産
業
で
あ
る
農
莱
に
就
て
見
る

ι、
或
は
本
田
畑
に
煙
草
・
甘
擦
の
作
付
を
禁
じ
、
或
は
悶
に
桑

を
植
う
る
を
禁
じ
以
て
米
産
の
維
持
を
闘
っ
た
。
人
口
制
限
白
防
止
、
離
村
の
防
止
、
離
村
農
民
の
蹄
農
奨
脚
乃
至
路
島
民
担
制
等
一

( 

) 

生
憎
政
策

連
白
人
口
政
策
も
、
結
局
に
於
て
は
農
村
崎
労
働
力
を
維
持
し
、
以
て
農
産
を
佐
保
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
加
ふ
る
に
勤
設
の
名

に
於
て
農
耕
技
術
白
改
良
を
指
導
奨
肋
し
、
ま
た
萎
共
他
の
雑
穀
及
び

H
薯
・
熔
鈴
曲
者
等
の
食
用
農
産
物
の
栽
培
、
開
草
・
木
綿
・

桑
・
橋
英
他
の
特
畑
農
産
物
の
栽
培
を
奨
励
し
た
。
此
等
は
何
れ
も
農
産
増
加
策
で
あ
る
が
、
重
賄
が
米
の
生
涯
に
置
か
れ
た
と
と

は
勿
論
で
あ
っ
て
、
特
用
農
産
物
の
栽
培
は
米
穀
白
栽
培
の
妨
げ
と
な
ら
ぬ
範
聞
に
於
て
奨
励
せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
由
。
動
農
以
上
に

増
産
策
と
し
て
注
意
す
ペ
き
は
、
新
国
関
委
の
奨
闘
で
あ
っ
て
、
特
に
享
保
年
間
以
来
、
或
は
幕
山
・
諸
侯
自
ら
荒
蕪
地
を
開
拓
し

或
は
代
官
見
立
新
岡
の
訟
を
設
け
、
或
は
町
人
民
開
墾
を
請
負
は
し
む
る
友
ど
諸
種
目
方
法
で
開
愛
に
努
め
た
。
尤
も
後
期
に
は
農

民
が
新
聞
に
走
り
て
本
田
を
顧
み
ざ
る
の
弊
を
生
巳
、
ま
た
土
地
粂
併
白
山
弊
を
助
長
す
る
傾
向
あ
り
し
た
め
専
用
り
に
新
田
を
許
可
し



な
い
己
と
に
た
っ
た
が
、
併
し
享
保
以
後
の
耕
地
の
増
加
は
右
白
奨
励
策
に
負
ふ
と
己
ら
が
ゆ
ノ
く
な
い
で
あ
ら
弓
。

突
は
工
業
に
剖
す
る
政
策
で
あ
る
が
、
己
主
で
も
主
と
し
て
増
産
と
い
ふ
こ
と
が
考
へ
ら
れ
た
。
官
時
の
工
業
は
勿
論
都
市
に
於

て
も
行
は
れ
た
。
京
都
や
江
戸
の
い
は
む
脊
修
的
工
議
品
は
い
ふ
に
及
ば
事
、
武
器
・
装
身
具
・
建
具
等
は
大
挺
の
都
市
に
於
て
製

造
せ
ら
れ
、
商
業
都
市
と
稀
せ
ら
れ
る
大
阪
に
も
酒
浩
業
者
・
蝋
燭
製
造
業
者
・
絞
油
屋
・
染
物
屋
等
が
存
し
た
。
併
し
乍
ら
大
量

的
に
全
図
的
に
消
費
せ
ら
れ
る
工
業
製
品
は
、
原
料
で
あ
る
特
用
農
産
物
の
産
す
る
農
村
に
於
て
、
概
ね
農
村
千
工
業
と
し
て
生
産

せ
ら
れ
た
。
木
綿
織
物
・
麻
織
物
・
紙
・
蝋
・
漆
・
砂
精
・
軽
玉
・
島
去
な
ど
み
左
そ
れ
で
あ
る
。

此
等
が
地
方
産
業
と
し
て
起
っ
た
の
は
勿
論
古
く
か
ら
の
体
統
に
比
一
く
と
己
ろ
で
あ
る
が
、
併
し
図
産
奨
励
の
名
に
於
て
行
は
れ

た
工
業
政
策
も
亦
興
っ
て
力
あ
り
し
己
と
を
忠
は
ね
ば
な
ら
由
。
己
の
政
策
は
賂
軍
吉
宗
が
唱
導
し
て
以
来
特
に
閥
心
を
持
た
れ
た

も
の
で
る
っ
て
、
諸
侯
は
原
料
の
供
給
、
資
金
の
貸
興
、
生
産
技
術
の
移
植
等
の
方
法
に
よ
り
頻
り
に
閥
湿
の
興
隆
を
闘
っ
た
。
闘

産
と
は
領
外
よ
り
白
移
入
口
問
に
劉
抗
す
る
領
内
生
産
物
の
意
味
比
も
問
び
ら
れ
、
例
へ
ば
仙
査
の
如
き
寒
闘
に
於
て
も
践
の
生
諜
が

奨
陶
せ
ら
れ
て
或
程
度
成
萌
し
て
ゐ
る
が
、
併
し
園
虐
な
る
語
は
領
外
移
山
間
用
特
産
物
の
義
陀
用
ゐ
ら
れ
た
場
合
多
〈
、
諸
侯
は
之

に
よ
っ

τ自
己
の
筒
閣
の
寓
強
を
闘
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
領
外
移
出
に
際
し
て
は
製
品
検
告
は
特
に
厳
重
で
あ
っ
た
。
蓋
し
大

阪
・
江
戸
北
九
他
の
集
散
市
場
・
消
費
市
場
に
は
、
各
地
よ
り
同
類
。
商
品
が
集
る
を
以
て
、
品
質
の
粗
悪
は
直
ち
に
版
責
数
量
及
び

債
格
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
は
ま
た
直
ち
に
領
主
の
財
政
並
に
領
民
の
生
荷
応
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
ら
で
あ
る
。

上
述
の
如
く
常
時
の
壬
菜
の
主
裂
な
る
も
の
は
農
産
物
を
原
料
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
農
業
政
策
に
於
け
る
特
用
農
産
物

の
奨
勘
と
こ
の
岡
政
奨
励
と
の
聞
に
は
街
接
な
閥
係
が
あ
っ
た
。
而
も
一
万
に
於
て
は
米
作
を
犠
牲
に
し
で
ま
で
特
別
良
時
物
の
栽

江
戸
時
代
の
鯉
糟
政
策

第
五
十
巻

七
五

四
七
七

第
四
都

怯好貞夫、新田の研究、 54頁以下参照3) 



江
戸
時
代
目
鰹
持
政
策

悼
五
十
巻

四
七
八

第
四
披

-b 
六

培
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
斯
く
て
之
を
盛
ん
た
ら
し
め
ん
と
す
れ
ば
勢
ひ
米
作
に
不
遁
営
左
右
荒
地
又
は
僻
地
を
選

ば
ね
ば
左
ら
ね
わ
け
で
る
っ
て
、
従
っ
て
そ
の
加
工
業
も
一
定
の
限
界
を
持
た
ね
ば
左
ら
た
か
っ
た
。
併
し
モ
の
範
囲
内
に
於
て
能

ふ
限
り
増
産
政
策
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

( 

) 

田
給
政
策

幕
府
の
採
っ
た
方
策
と
し
て
は
、
配
給
を
掌
る
商
人
に
大
剛
開
業
務
別
に
株
仲
間
を
組
織
せ
し
め
、
以
て
配

給
組
織
を
固
定
化
し
た
己
と
を
皐
げ
得
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
領
地
経
済
の
自
給
自
足
を
立
前
と
し
寧
ろ
そ
の
強
化
を
闘
ち
ん
と
せ
る

諸
藩
の
配
給
政
策
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
先
づ
出
事
ぐ
べ
き
は
所
調
律
官
邸
ち
商
品
の
移
出
入
の
停
止
で
あ
る
。
そ
の
針
象

と
せ
ら
れ
た
も
の
に
は
種
々
の
商
品
が
あ
り
、
殊
江
田
出
し
禁
止
に
は
軍
事
的
目
的
の
含
ま
れ
た
揚
合
も
あ
っ
売
が
、
多
く
の
揚
合

に
は
自
給
自
足
経
済
を
目
標
と
し
て
行
は
れ
た
。
津
留
の
緩
和
せ
ら
れ
た
も
の
が
移
出
入
に
際
し
て
関
税
を
課
ナ
る
方
法
で
あ
っ
て

之
に
は
財
政
的
目
的
も
合
ま
れ
て
ゐ
た
が
、
自
給
自
足
政
策
の
一
部
で
あ
っ
た
と
と
は
い
ふ
迄
も
な
い
。

か
く
し
て
自
由
な
る
商
品
の
流
通
は
著
し
〈
制
限
を
加
へ
ら
れ
た
が
、
更
に
多
く
の
藩
に
於
て
は
配
給
損
程
に
直
接
関
興
し
て
寅

賀
利
潤
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
政
策
が
行
は
れ
た
。
所
謂
薄
替
専
貢
仕
法
と
れ
で
あ
っ
ゥ
、
或
は
領
内
産
物
交
は
移
入
品
の
領
内
配
給

を
調
占
し
、
或
は
領
内
産
物
の
領
外
移
出
を
濁
占
す
る
等
、
そ
の
種
類
並
に
形
式
は
様
々
で
あ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
そ
の
政
治
的

楳
力
を
利
用
し
て
配
給
の
権
を
潤
占
せ
ん
と
せ
し
方
策
に
外
な
ら
な
い
。
殊
に
三
四
の
藩
に
於
て
見
ら
れ
た
如
く
、

領
内
配
給
と
併
せ
て
領
外
移
出
主
調
占
せ
る
揚
合
は
、
恐
ら
く
領
外
移
出
の
抑
制
占
を
確
貫
に
し

E
つ
移
出
宇
盛
ん
な

ιし
む
る
目
的

一
商
品
に
つ
き

を
以
て
領
内
配
給
の
濁
占
に
及
べ
る
も
の
と
考
ふ
べ
く
、
現
時
の
輸
出
振
興
策
及
び
そ
白
一
翼
と
し
て
の
閥
内
配
給
の
統
制
と
思
ひ

併
せ
て
深
き
興
味
を
覧
え
る
。

下村富士男、近世の貿易統制白一考察(世青銅漕史阜、第三巻四競〕参j照
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而
し
て
こ
の
政
策
は
前
の
園
産
奨
励
政
策
と
密
接
な
閥
係
白
あ
っ
た
己
と
勿
論
で
あ
っ
て
、
邸
ち
そ
れ
は
園
産
興
隆
策
の
成
果
を

直
接
藩
D
利
鈍
の
た
め
に
寅
現
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
図
産
の
興
隆
自
鰹
も
一
定
限
度
ま
で
か
L
A

る
政
策
に
よ
っ
て
促
進

せ
ら
れ
得
た
も
の
と
考
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
ま
た
専
寅
政
策
の
う
ち
特
に
領
外
移
出
の
濁
占
は
、
前
述
の
津
出
し
制
限
政
策
と
一
見

矛
盾
す
る
が
如
〈
ぜ
あ
る
が
、
併
し
領
地
経
済
白
強
化
と
い
ふ
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
そ
と
に
は
、
矛
盾
の
統
一
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
更
に
ζ

の
政
策
に
就
て
一
言
ず
ぺ
き
は
、
本
来
配
給
D
過
程
E
掌
れ
る
商
人
と
D
闘
係
で
る
る
。
或
る
揚
合
に
は
商
人
口
情
動

は
排
除
せ
ら
れ
た
。
併
し
多
く
の
揚
合
彼
等
は
利
用
せ
ら
れ
、
更
に
特
模
商
人
と
の
相
互
依
存
の
閲
係
も
随
所
に
見
ら
れ
た
D
で
あ

っ
て
、
特
に
領
外
移
出
の
揚
合
例
へ
ば
大
阪
・
江
戸
等
白
仕
同
地
の
問
屋
と
藩
と
の
関
係
は
袋
三
官
接
と
た
っ
た
。

E

L
忙
商
品
経

済
に
印
し
た
経
済
政
策
の
重
要
な
る
特
質
が
岳
る
。

専
貰
政
策
と
併
せ
見
る
べ
き
も
の
に
幕
府
の
貿
易
統
制
策
が
あ
る
。
そ
れ
は
貿
易
泌
を
長
崎
一
港
に
、
相
手
闘
を
清
・
蘭
二
固
に

限
り
、
而
も
邦
人
の
出
貿
易
を
般
禁
ぜ
る
と
と
、
貿
易
を
長
崎
舎
周
に
調
占
せ
し
め
た
と
と
、
入
超
に
終
始
せ
る
こ
と
の
不
利
益
を

売
が
れ
ん
が
た
め
数
同
に
豆
り
貿
易
額
を
制
限
せ
る
と
と
等
で
る
る
が
、
そ
の
詳
細
は
省
略
す
る
。

( 

ー) 

物
債
政
策

商
品
粧
消
の
稜
達
は
物
使
騰
貴
の
趨
勢
を
伴
ふ
。
か
〈
て
は
歳
入
源
の
確
定
せ
る
幕
府
及
諸
藩
の
財
政
並

に
一
定
の
俸
株
に
依
っ
て
生
活
せ
る
武
士
の
家
計
は
困
維
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
て
物
慣
騰
貴
の
趨
勢
に
如
何
に
康
す
ぺ
き

か
と
い
ふ
己
と
は
甚
だ
重
要
左
る
課
題
で
あ
っ
た
。
首
時
、
諸
色
値
段
は
米
債
に
従
ふ
と
の
恩
想
も
存
し
た
が
、
賃
際
は
必
や
し
も

然
ら
や
、
例
へ
ば
天
保
改
革
の
頃
に
は
諸
色
は
騰
貴
す
る
一
方
で
あ
る
の
に
米
債
は
逆
に
下
落
し
、
矯
政
者
を
頗
る
憎
ま

L
h。
ま

た
米
は
最
大
の
商
品
で
あ
り
、
而
も
幕
川
川
・
諸
侯
及
武
士
並
に
生
産
者
で
あ
る
農
民
は
そ
の
提
供
者
で
あ
る
D
に
封
し
、
彼
等
は
諸

江
戸
時
代
田
租
持
政
策

樺
五
十
血
せ

四

t
九

t
F
回
読

七
七

浮世D有様、第四春、 361頁6) 
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済
政
策
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嶋
田
四
披

七
F、

四
八

O

色
に
劃
し
て
は
需
要
者
と
し
ナ
}
市
場
に
臨
ま
ね
ば
在
ら
ぬ
。
更
に
米
債
は
大
慨
に
於
て
歳
の
製
凶
を
某
礎
と
し
で
縫
勤
し
そ
白
高
低

の
植
は
米
商
人
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
諸
色
値
段
に
は
豊
凶
に
よ
る
費
動
は
そ
れ
程
弧
く
現
は
れ
な
い
。
か
〈
て
米
煩
に

射
す
る
政
策
と
諸
色
値
段
に
射
す
る
政
策
と
は
自
ら
異
ら
ね
ば
友
ら
な
か
っ
た
。

先
づ
米
僚
に
到
し
て
は
之
を
趨
白
同
に
維
持
す
る
事
が
考
へ
ら
れ
た
。
査
し
幕
附
・
諸
侠
及
武
士
は
常
に
米
債
の
高
か
ら
ん
こ
と
を

欲
ナ
と
雌
も
、
之
が
矯
め
殊
更
に
商
工
階
級
の
利
盆
を
無
視
し
そ
の
不
平
を
勃
発
せ
し
め
、
や
が
て
自
己
忙
針
す
る
反
抗
と
な
り
階

級
制
度
破
壊
の
念
を
闘
す
乙
と
は
、
極
力
一
警
戒
し
在
け
れ
ば
な
ら
左
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
更
忙
米
憤
騰
貴
の
苦
痛
に
桂
〈
ざ
る
制

民
が
続
車
を
組
ん
で
羽
段
し
共
他
の
暴
動
K
問
つ
る
に
於
て
は
、
か

L
る
祉
合
的
騒
援
を
芯
起
吐
し
め
ざ
る
た
め
に
も
米
債
の
暴
騰

を
抑
制
す
る
方
策
を
講
じ
た
け
れ
ば
た
ち
た
か
っ
た
。
か
く
て
幕
府
は
米
備
調
節
の
も
れ
め
忙
各
種
の
方
法
を
矧
ひ
た
が
、
そ
れ
は
市

場
出
廻
り
米
又
は
在
米
白
減
少
に
よ
る
引
上
策
、
そ
の
増
加
に
よ
る
引
下
策
を
中
心
》
一
し
、
之

r加
へ
て
米
債
公
定
令
又
は
引
下
令

も
公
布
せ
ら
れ
、
米
商
人
又
は
取
引
機
闘
に
劃
す
る
統
制
策
も
講
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

之
に
射
し
諸
色
値
段
に
剥
し
て
は
、
ひ
と
へ
に
そ
の
騰
貴
白
抑
制
乃
至
引
下
策
が
講
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
方
法
を
見
る
に
、
例
へ
ば

享
保
の
元
椋
悪
貨
白
改
鰭
、
天
保
の
株
仲
間
解
放
の
如
き
非
常
手
段
が
あ
り
、
ま
た
幕
末
開
港
後
に
は
重
要
商
品
が
直
接
横
演
に
廻

迭
さ
れ
以
て
江
戸
白
物
債
が
暴
騰
せ
る
を
矯
正
す
る
た
め
に
、
五
品
江
戸
間
口
問
令
白
張
布
も
見
ら
れ
た
。
ま
た
占
寅
占
買
に
よ
っ
て

暴
利
を
食
る
商
人
の
検
血
中
も
屡
々
行
は
れ
て
ゐ
る
。
併
し
普
通
に
採
ら
れ
た
の
は
倹
約
の
奨
脚
・
脊
修
禁
止
で
あ
る
ロ

一
般
に
倹
約

と
い
ふ
と
と
は
江
戸
時
代
に
限
ら
中
武
家
時
代
一
般
の
重
要
注
生
活
原
理
の
一
つ
で
あ
る
。
特
に
江
戸
時
代
農
家
が
常
に
切
詰
め
た

生
析
を
強
要
せ
ら
れ
た
己
と
は
い
ふ
迄
も
一
泣
い
が
、
歳
入
源
の
確
立
せ
る
従
つ
ナ
一
量
入
矯
附
を
立
前
と
す
る
幕
附
及
諸
藩
の
財
政
も

本庄博士、徳川幕府白米傾調節、 II3-4頁7) 



収
支
の
辻
複
を
合
は
せ
る
た
め
に
倹
約
は
最
も
重
要
左
方
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
更
に
一
定
の
俸
織
に
依
存
す
る
武
士
も
先
づ
伶
約

に
よ
っ
て
家
計
の
破
綻
を
防
が
心
ば
た
ら
な
か
っ
た
。

然
る
に
町
人
は
属
政
者
の
限
よ
り
見
て
蓉
修
と
考
へ
ち
る
t
h

生
活
忙
も
熔
A
Y
る
事
が
出
来
る
。
否
問
平
ゐ
宥
体
的
生
荊
は
町
人
に
よ

っ
て
創
出
せ
ら
れ
る
。
か
く
て
士
庶
に
針
し
て
費
せ
ら
れ
た
倹
約
令
は
、
主
た
る
問
棋
を
町
人
に
置
い
た
と
考
へ
ら
れ
る
白
で
あ
っ

て
、
印
ち
町
人
。
奔
修
的
生
活
が
武
士
及
農
民
に
倖
橋
し
、
以
で
支
配
階
級
及
生
麿
階
級
の
生
析
が
困
難
忙
陥
る
と
と
を
防
止
せ
ん

と
し
た
り
で
あ
る
。
簡
素
た
る
生
活
が
寅
現
せ
ん
が
た
め
に
、
幕
府
は
田
島
々
衣
服
・
履
物
・
調
度
・
玩
具
等
の
高
岡
山
口
聞
の
製
浩
或
は

販
寅
を
禁
じ
、
天
保
改
革
の
際
に
は
江
戸
に
於
て
高
憤
口
問
争
服
喪
す
る
商
人
八
十
徐
名
を
検
出
帯
す
る
等
の
手
段
を
講
じ
て
ゐ
ス
市
点

享
・
元
職
の
頃
江
戸
の
石
川
六
兵
衛
や
大
阪
の
淀
屋
を
悶
則
に
廃
し
た
の
も
一
つ
に
は
脊
修
の
取
締
り
を
徹
底
さ
せ
ん
が
た
め
で
あ

っ
た
。
以
上
の
如
く
倹
約
の
奨
励
は
、
財
政
経
叫
の
方
法
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
買
に
消
費
政
策
で
あ
り
同
時
に
物
領
政
策
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四

社
曾
政
策

以
上
諸
々
の
政
策
を
よ
り
よ
〈
理
解
す
る
た
め
に
、
制
品
目
政
策
に
就
て
一
言
を
加
へ
る
。
先
づ
奉
〈
ぺ
曹

は
岡
地
永
代
賀
買
の
禁
及
び
分
地
の
制
限
で
あ
る
が
、
此
等
は
主
と
し
て
農
民
の
問
に
貧
富
の
懸
隔
が
生
じ
以
て
封
建
制
度
の
上
地

経
済
的
基
礎
白
破
壊
せ
ら
れ
ん
と
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
。
同
様
の
目
的
よ
わ

L
て
貯
穀
を
奨
励
し
、
幕
末
自
ら
も
固
米
を
設
け

て
凶
援
の
手
首
と
し
た
。
凶
歳
・
徹
僅
に
際
し
て
は
夫
食
穏
貸
を
行
び
或
は
御
救
普
請
を
起
す
等
、
難
民
の
救
済
に
多
く
の
努
力
を

致
し
た
己
と
は
い
ふ
迄
も
在
い
コ
特
に
旗
本
・
御
家
人
の
困
筑
を
救
済
す
る
た
め
に
寛
政
・
天
保
の
附
度
に
亙
り
、
幕
引
は
棄
括
邸

ち
貸
借
の
破
棄
を
断
行
し
た
。
貞
享
二
年
以
後
数
同
に
亙
っ
て
愛
せ
ら
れ
た
相
針
済
の
令

1
1利
子
附
金
銭
貸
借
の
訴
訟
は
幕
府
忙

江
戸
時
代
田
経
済
政
策

四
J、

第
四
擁

七
九

部
五
十
巻

浮世の有様、第叫巻、 40$頁8) 
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於
て
-
切
受
理
せ
』
了
、
個
人
聞
の
和
談
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
し
と
す
る
も
の

l
ー
も
そ
の
放
某
に
於
て
右
の
棄
損
令
忙
劣
ら
ざ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
棄
摘
及
び
相
謝
済
は
い
は
ど
貧
官
調
節
策
の
一
種
と
も
見
ら
れ
る
が
、
明
瞭
に
貧
富
白
調
節
を
目
標
と
す
る
も
の
は

二
三
の
藩
に
於
て
行
は
れ
た
土
地
分
給
策
、
騎
れ
る
富
豪
E
閥
所
に
庭
し
或
は
富
商
に
御
用
金
を
課
す
る
等
白
方
法
忙
よ
る
富
豪
抑

座
策
友
ど
で
あ
ら
う
。

以
上
の
如
〈
枇
曾
政
策
は
貧
富
懸
隔
の
費
生
防
止
、
窮
民
の
救
済
、
宮
豪
の
抑
座
の
三
方
面
に
分
っ
て
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
日
楳

は
要
す
る
に
封
建
的
身
分
闘
係
の
維
持
に
あ
り
、
特
に
商
品
経
掛
の
護
諸
に
関
聯
し
て
寓
を
蓄
積
せ
る
宮
商
の
抑
座
策
が
講
ぜ
ら
れ

た
己
正
は
、

一
方
に
於
工
彼
等
と

ω
相
互
依
存
の
闘
係
が
深
く
な
っ
た
こ
と
L
併
せ
注
意
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

経
済
政
策
の
健
系

以
上
に
於
て
江
戸
時
代
の
経
済
政
策
の
主
左
る
内
容
を
掲
げ
た
。
其
等
が
如
何
た
る
酬
盟
系
白
下
に
控
目
、
れ
て
ゐ
た
か
を
見
る
に
、

い
ふ
迄
も
在
〈
四
百
系
の
植
軸
を
た
す
も
の
は
生
産
政
策
、
特
に
農
産
物
の
維
持
乃
至
増
加
策
で
あ
っ
て
、
主
要
農
産
物
で
あ
る
米
の

増
産
が
更
に
そ
の
中
心
を
な
し
て
ゐ
た
。
営
時
白
人
口
政
策
も
、
祉
合
政
策
の
う
ち
忙
一
言
し
た
農
村
の
窮
民
民
射
す
る
政
策
も
、

右
白
生
産
政
策
に
闘
酬
明
せ
し
め
る
乙
と
に
よ
っ
て
そ
白
意
味

E
珂
解
す
る
亡
と
が
出
来
る
。
営
時
は
所
謂
寸
米
遁
ぴ
の
経
済
L

の
時
代

で
あ
っ
て
、
幕
府
及
諸
伎
の
財
政
は
主
と
し
て
米
の
牧
納
に
依
存
し
、
武
士
の
生
活
も
主
と
し
て
米
を
以
て
給
興
せ
ら
る
ミ
俸
臓
に

依
作
し
、
従
っ
て
米
穀
収
納
の
大
小
が
幕
府
及
諸
候
の
経
済
力
の
強
弱
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
か
ら
、
米
の
生
産

ι最

も
大
た
る
関
心
が
持
た
れ
た
の
は
首
然
で
あ
る
。



併
し
乍
ら
既
に
貨
幣
粧
消
・
商
品
経
済
が
進
展
し
つ
も
ゐ
あ
る
以
上
、
之
に
印
し
た
政
策
も
行
は
れ
ぎ
る
を
得
な
い
。
加
之
、
土
地

経
桝
の
み
に
依
存
す
る
と
と
を
立
前
と
せ
る
幕
府
及
諸
侯
の
財
政
が
、
貨
幣
経
済
の
進
展
に
件
っ
て
唆
第
に
窮
欣
を
一
万
す
に
於
て
は

積
極
的
に
之
を
利
用
し
京
く
は
消
極
的
に
之
を
抑
制
す
る
が
如
昔
方
策
を
と
ら
ね
ば
左
ら
た
か
っ
た
。
積
同
倒
的
に
利
用
せ
ん
と
す
る

政
策
の
先
づ
第
一
は
諸
藩
の
行
へ
る
岡
産
の
専
寅

ι於
て
之
を
見
る
と
と
が
出
来
る
。
郎
ち
本
来
商
人
忙
委
ね
ら
る
べ
き
}
配
給
過
程

に
自
ら
闘
奥
し
、
而
も
賀
賀
利
仰
向
を
籾
占
ぜ
ん
と
せ
る
に
と
は
、
最
も
よ
〈
そ
の
積
極
性
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
己

の
政
策
は
主
と
し
て
周
産
副
ち
領
内
産
物
に
就
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
友
す
た
め
に
は
先
づ
図
珪
の
興
隆
を
岡
ら
ね

ば
左
ら
由
。
従
っ
て
闘
産
奨
励
政
策
は
生
産
政
策
E
あ
り
、
同
時
に
配
給
政
策
へ
の
前
提
を
な
せ
し
も
の
で
あ
っ
て
、
諸
侯
は
一
方

に
は
米
産
の
維
持
・
増
加
に
汲
々
と
し
つ
弘
、
他
方
に
於
で
米
穀
栽
培
白
妨
げ
と
は
な
ら
ぬ
範
閣
内
に
於
て
特
用
農
産
物
の
栽
培
並

に
之
を
原
料
と
す
る
工
業
製
品
の
生
産
に
多
大
の
努
力
主
傾
注
し
た
の
で
あ
る
。

幕
府
が
商
人
・
手
工
業
者
に
株
仲
間
を
組
織
せ
し
め
た
こ
と
も
、
多
く
の
蕩
合
之
に
よ
っ
て
冥
加
金
収
入
を
期
待
し
た
賄
よ
り
考

へ
る
た
ら
ば
、
之
亦
積
極
的
政
策
の
一
っ
と
し
て
事
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
尤
も
己
の
揚
合
に
は
、
株
仲
間
白
植
は
仲
間
員
の
仲

問
内
外
忙
於
け
る
自
由
競
争
を
阻
止
し
た
仕
組
み
で
あ
る
か
ら
、
貨
幣
経
済
白
護
越
を
抑
制
す
る
商
も
存
し
た
と
と

K
留
意
し
た
け

れ
ば
た
ら
ぬ
。
官
商
に
射
す
る
御
用
金
の
課
徴
や
騎
れ
る
富
豪
白
関
所
も
そ
こ
に
は
貧
困
調
節
の
観
念
が
存
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

や
は
り
と
の
抑
制
策
。
一
に
加
へ
ら
る
・
へ
き
で
あ
ら
う
。
か
や
う
に
貨
幣
経
済
の
進
展
を
抑
制
せ
ん
と
す
る
政
策
は
町
人
そ
の
も
の

を
客
髄
止
し
た
が
、
貨
幣
経
済
そ
の
』
の
を
客
健
と
せ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
物
償
政
策
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
諸
侯
及
武
士
が
そ
の
最

大
の
提
供
者
で
あ
る
米
の
債
格
は
之
を
通
営
に
調
節
し
、
諸
色
値
段
は
館
ム
限
り
騰
貴
を
抑
へ
、
以
て
土
地
経
枠
に
某
礎
を
誼
〈
幕

江
戸
時
代
白
経
同
政
策

第
五
十
巻

l四
ノ又

第
四
鵠

F又



江
戸
時
代
白
経
済
政
策

第
五
十
巻

四
八
四

第
凶
鵠

F、

府
-
諸
俣
の
財
政
及
武
士
の
生
活
の
安
定
を
岡
ら
ん
と
し
た
白
で
あ
る
。
而
し
て
例
へ
ば
天
保
改
革
の
際
に
は
、
諸
色
値
段
引
下
の

H
的
を
以
て
、
冥
加
金
牧
入
の
無
〈
た
る
の
を
も
願
み
中
、
株
仲
間
の
解
放
を
断
行
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
的
領
政
策
が
知
何
に
重

要
腕
せ
ら
れ
た
か
を
知
る
こ
と
が
山
来
よ
う
。

要
す
る
に
土
地
経
済
に
印
し
た
政
策
を
植
軸
と
し
、
貨
幣
経
済
に
印
し
た
政
策
は
そ
の
補
完
的
役
割
主
演
じ
た
。
誌
に
江
戸
時
代

白
経
済
政
策
閥
系
が
あ
り
、
而
し
て
そ
れ
は
昔
時
の
経
憐
機
時
並
に
経
済
情
勢
に
附
膝
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
顧
ふ
忙
近
世
一
初
頭
か

ら
、
商
業
乃
至
商
人
は
、
思
想
に
於
て
は
兎
も
角
、
賓
際
に
於
て
は
頗
る
重
要
問
せ
ら
れ
た
。
町
人
忙
依
っ
て
城
下
町
の
繁
柴
を
悶

り
、
そ
の
た
め
忙
町
地
の
地
子
銀
主
免
除
す
る
と
か
、
原
則
と
し
て
町
人
に
掛
す
る
課
税
を
考
へ
ざ
り
し
が
如
昔
、
之
を
示
し
て
ゐ

る
。
而
も
他
方
に
於
て
は
海
外
貿
易
を
閉
鎖
し
或
は
株
仲
間
主
組
織
せ
し
め
、
以
て
商
人
の
所
躍
に
一
定
の
限
界
を
劃
し
た
。
斯
〈

の
如
〈
貨
幣
経
済
に
卸
し
た
政
策
は
、
商
人
乃
至
商
業
を
封
建
的
枇
合
機
構
白
裡
に
包
括
し
つ
i
h

之
を
利
肘
ず
る
こ
と
に
主
眼
を
置

け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
方
に
於
て
町
人
と
相
互
利
用
・
相
互
依
存
の
方
向
を
と
り
、
他
方
に
於
て
抑
腔
の
方
向
を
と
っ
た

と
し
て
も
決
し
て
矛
盾
し
た
わ
け
で
は
友
か
っ
た
。
若
し
江
戸
時
代
の
経
済
政
策
に
矛
盾
あ
り
、
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
貨
幣
経
済
白
進

民
主
目
前
に
見
乍
ら
、
飽
く
ま
で
士
地
経
済
に
依
存
す
る
と
と
を
考
へ
、
イ
地
経
済
忙
即
し
た
政
策

E
経
済
政
策
の
中
枢
と
し
て
悶

守
し
た
罰
に
あ
る
。

併
し
乍
ら
土
地
経
消
よ
り
貨
幣
経
済
へ
、
全
面
的
に
存
立
基
礎
の
締
換
を
刷
る
と
と
は
、
そ
れ
自
身
封
建
的
粧
台
機
構
の
否
定
を

意
味
す
る
事
柄
で
あ
っ
て
、
常
時
の
鶴
政
者
、
殊
に
租
法
墨
守
の
精
一
川
が
骨
髄
忙
ま
で
浸
透
せ
る
潟
政
者
逮
が
よ
く
鋳
し
得
る
と
己

ろ
で
は
左
か
っ
た
。
か
く
て
上
涼
一
の
加
育
経
済
政
策
関
糸
が
組
京
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
根
本
に
於
て
は
封
建
的
世
曾
機



構
の
維
持
と
い
ふ
己
と
か
ら
割
附
さ
れ
た
も
白
で
あ
る
己
主
は
詳
言
を
要
し
悲
い
。
唯
一
一
一
爵
す
べ
き
は
、
個
々
の
政
策
の
稜
動
の
動

機
が
多
く
の
場
合
財
政
の
困
難
に
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
蓋

L
事
買
上
財
政
の
豊
か
去
る
と
と
は
封
建
的
支
配
力
の
輩
聞
な

る
こ
と
示
す
も
の
で
あ
り
、
経
済
問
山
想
に
於
て
も
叫
別
府
豊
か
に
し
て
下
氏
を
虐
げ
ざ
る
と
と
が
君
主
の
道
で
あ
る
と
設
か
れ
て
ゐ
た

か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
首
時
の
経
済
政
策
は
同
時
に
財
政
々
策
で
も
あ
っ
た

b
け
で
あ
る
。

以
上
、
江
戸
時
代
の
経
済
政
策

E
、
そ
の
主
障
を
一
躍
考
慮
に
入
れ
十
し
で
漣
べ
た
が
、
賃
際
に
は
幕
府
の
政
策
と
諸
藩
の
政
策

と
の
聞
に
は
多
少
の
相
還
が
あ
っ
た
こ
と
を
一
言
し
左
け
れ
ば
左
ら
由
。
例
へ
ぽ
困
産
奨
励
政
策
に
就
て
見
る
も
、
幕
府
の
そ
れ
は

曜
に
諸
伎
に
勧
奨
し
若
く
は
模
範
的
施
設
を
行
ふ
に
過
却
を
た

h
っ
た
が
、
諸
蒋
に
於
て
は
白
己
の
も
の
と
し
て
之
を
貸
行
し
た
。
ま

た
配
給
政
策
に
就
て
見
る
も
、
そ
の
極
鮪
と
も
見
ら
る
ベ
会
一
国
産
の
享
買
は
諸
市
部
の
行
へ
る
と
と
る
で
あ
う
て
、
天
保
改
革
の
際
に

は
幕
府
は
等
"
。
斯
く
の
如
き
政
策
に
劃
し
て
禁
令
を
饗
し
て
ゐ
る
。
反
針
の
例
を
県
ぐ
れ
ば
、
物
倒
政
政
は
た
と
ひ
重
瓢
が
江
戸
の

物
慣
に
置
か
れ
て
ゐ
た
に
し
て
も
、
幕
府
が
会
閥
的
に
行
へ
る
と
乙
ろ
で
あ
っ
て
‘
諸
蒋
は
唯
之
に
従
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。

山
間
く
の
如
く
幕
府
と
諸
藩
と
の
政
策
の
相
違
は
、
宅
と
し
て
配
給
組
織
に
封
す
る
政
策
及
び
之
と
直
接
闘
係
あ
る
生
産
政
策
及
物

債
政
策
に
於
て
現
は
れ
て
ゐ
る
。
か
ミ
る
相
違
は
何
底
か
ら
生
じ
た
か
を
考
ふ
る
に
、
幕
府
の
直
接
支
配
地
印
ち
所
謂
天
備
は
自
由

市
場
で
あ
り
‘
之
在
中
心
と
し
て
金
岡
経
済
が
発
達
し
た
の
で
あ
っ
て
、
邸
ち
幕
府
は
慨
に
企
図
経
掛
を
統
制
ナ
ベ
き
立
揚
に
あ
っ

た
の
に
封
し
、
諸
藩
は
夫
々
そ
の
領
地
に
於
て
自
給
自
足
の
経
済
を
維
持
す
る
の
を
立
前
と
し
て
ゐ
た
亡
と
之
れ
で
あ
る
。
か
く
て

江
戸
時
代
の
経
済
政
策
惜
系
は
鍛
密
に
は
次
の
如
く
修
正
じ
も
な
け
れ
ば
友
ら
ぬ
。
山
d
h
J

幕
府
の
そ
れ
は
生
産
政
策
を
植
軸
と
し
、
貨

幣
経
済
に
却
し
た
政
策
の
う
ち
主
と
し
て
商
業
の
設
建
乃
玉
商
人
の
活
躍
を
抑
止
せ
ん
と
す
る
も
の
を
以
て
之
に
配
し
た
。
之
に
針

江
戸
時
代
の
組
組
問
政
策

第
五
十
巻

四
八
五

第
四
銃

^ 



江
戸
時
代
の
鰻
栂
政
策

事
五
十
血
管

四
八
六

静
四
班

y、
四

し
て
諸
藩
の
政
策
は
、
柿
完
的
政
策
と
し
て
恥
給
過
程
に
禎
磁
的
に
閥
興
す
る
が
如
き
も
の
を
探
川
し
た
。
勿
論
政
策
の
本
質
に
相

遣
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
封
建
的
枇
合
機
構
の
維
持
が
そ
の
根
本
目
標
で
あ
っ
た
貼
に
於
て
は
同
一
で
あ
る
。
併
し
貨
幣
経
済

に
印
し
た
政
策
に
於
て
い
は
ど
積
倒
的
と
消
極
的
と
の
差
建
の
あ
っ
た
こ
と
は
軍
要
腕
し
た
け
れ
ば
た
ら
泊
で
あ
ら
う
。

更
に
江
戸
時
代
の
経
済
政
策
は
之
を
時
の
経
過
と
旧
関
係
に
於
て
考
へ
凪
ば
な
ら
ね
。
祉
A

明
口
政
策
の
一
項
目
と
し
て
掲
げ
た
団
地

永
代
寅
買
の
禁
並
に
分
地
の
制
限
は
初
期
よ
り
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
所
詞
生
産
政
策
に
脇
す
る
勤
農
、
新
田
開
後
の
奨
閥
、

図
産
の
奨
脚
等
は
い
づ
れ
也
事
保
年
間
印
ち
州
刑
事
吉
宗
の
時
に
最
も
明
確
左
形
を
と
っ
て
親
は
れ
た
。
配
給
政
策
の
ろ
ち
例
へ
ば
株

仲
間
を
組
織
せ
し
む
る
こ
と
は
、
初
期
に
於
て
は
大
摺
響
察
的
取
締
主
主
た
る
目
的
と
し
た
が
、
用
調
田
沼
時
代
に
友
る
と
冥
加
金

牧
入
を
得
る
己
と

E
重
要
な
る
目
的
と
し
て
、
株
仲
間
白
結
成
が
む
し
ら
懲
想
せ
ら
れ
た
。
諸
藩
の
専
買
は
初
期
に
も
そ
の
例
が
存

ず
る
け
れ
ど
も
、
重
要
視
せ
ら
る
L

K
至
っ
た
の
は
享
保
頃
か
ら
後
で
あ
っ
て
、
殊
に
丈
化
丈
政
以
後
に
開
始
せ
ら
れ
た
例
が
限
る

多
い
。
物
債
政
策
も
同
様
で
あ
っ
て
、
米
仮
調
節
策
が
本
格
的
と
な
っ
た
の
は
享
保
以
後
で
あ
り
、
諸
色
値
段
の
引
下
が
喧
ま
し
く

論
ぜ
ら
れ
る
十
う
に
た
っ
た
の
ん
事
保
以
後
で
あ
る
。
殊
に
物
債
政
策
は
時
代
の
経
過
と
共
に
径
三
且
要
友
政
策
と
し
て
取
上
げ
ら

れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
天
保
白
改
革
に
於
て
は
享
保
及
寛
政
の
改
革
に
於
け
る
物
領
政
策
と
は
比
較
に
た
ら
ね
程

厳
重
な
も
の
が
あ
り
、
更
に
幕
末
に
な
る
と
幕
府
が
か
つ
て
否
定
せ
る
配
給
の
瀦
占
白
方
法
に
上
る
物
債
引
下
策
も
誹
ぜ
ら
る
L
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
主
題
覧
す
る
に
、
江
戸
時
代
の
経
済
政
策
は
大
般
に
於
て
享
保
年
間
以
後
前
述
の
如
き
健
系
主
具
備
す
る
に
至
っ
た
と
考
へ

る
と
と
が
出
来
る
。
而
し
て
そ
の
惜
系
は
幕
末
に
至
る
ま
で
そ
の
ま
L
維
持
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
付
れ

E
も
、
各
政
策
の
問
の
軽
重



に
は
自
ら
鑓
化
が
現
は
れ
た
。
幕
府
が
新
田
閃
護
奨
励
よ
り
も
寧
ろ
農
村
人
口
の
維
持
に
努
力
す
る
一
面
、
物
債
政
策
に
特
に
霊
知

を
置
け
る
が
如
昔
、
諸
藩
の
図
産
専
買
が
益
々
盛
ん
と
な
れ
る
が
如
吉
、
之
を
示
し
て
ゐ
る
。
要
す
る
に
前
週
の
如
き
経
済
政
策
の

健
系
は
、
貨
幣
経
済
白
準
肢
と
共
に
成
立
し
、
後
に
は
所
部
補
完
的
地
位
に
E
4
つ
べ
き
政
策
が
主
た
る
政
策
と
そ
の
地
位
を
脚
撫
す

る
が
如
き
視
を
皇
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

四

結

至宝Z
何回

以
上
に
於
て
江
戸
時
代
の
主
な
る
粧
消
政
策
を
掲
げ
、
そ
の
慨
釆
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
た
。
而
し
て
そ
れ
は

嬰
す
る
に
、
幕
間
と
諸
葎
と
に
於
て
多
少
の
相
違
が
あ
っ
た
に
も
拘
ら
十
、
ま
た
時
代
の
粧
過
に
伴
っ
て
荒
干
の
鑓
化
を
示
し
た
に

も
拘
ら
宇
、
土
地
経
済
比
一
即
し
た
政
策
を
主
と
し
、
貨
幣
経
済
に
即
し
た
政
策
を
従
と
せ
る
鮎
に
於
て
一
貫
せ
る
も
の
が
る
っ
た
。

か
L
る
政
策
悌
系
の
持
つ
a
哲
味
は
い
ム
迄
も
た
く
之
に
よ
っ
て
封
建
制
度
を
維
持
ぜ
ん
と
す
る
に
る
り
、
直
接
的
に
は
幕
府
及
諸
藩

の
財
政
の
柿
姐
と
い
ふ
と
と
が
考
へ
ら
れ
た
。

か
h

る
政
策
版
刷
叫
は
経
済
曲
中
設
に
上
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
。
刷
刷
ふ
に
首
時
の
経
済
思
想
は
、
多
く
は
封
建
制
度
を
是
認
し
之
を
維

持
す
る
と
と
を
以
で
そ
の
根
本
の
立
場
と
し
た
。
而
し
て
と
の
制
度
を
動
揺
せ
し
む
る
も
の
が
貨
幣
絞
済
の
護
法
で
あ
り
、
そ
の
稽

彰
一
掌
握
す
る
町
人
の
接
顕
で
あ
る
己
と
は
、
首
時
の
事
者
が
一
様
に
認
め
た
と
己
ら
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
如
何
に
之
に
割
出
陣
す
べ
き

か
ム
」
い
ム
己
、
と
は
論
議
の
重
要
な
項
目
の
一
で
あ
っ
た
。
勿
論
何
れ
の
翠
者
も
商
業
は
有
無
を
相
泊
十
る
機
構
で
あ
る
こ
と
を
認
め

て
、
之
を
無
用
と
は
考
へ
泣
か
っ
た
ゃ
う
で

b
る
が
、
之
に
携
は
る
商
人
に
就
て
は
彼
等
を
無
用
の
穀
決
し
で
あ
る
と
し
、
槌
カ
排

斥
せ
ん
と
す
る
も
の
例
へ
ば
林
子
平
や
山
片
幡
桃
の
如
き
も
の
も
あ
っ
た
。
一
三
浦
栴
闘
千
本
居
宣
長
は
商
人
そ
の
も
の
L
の
有
在
を

江
戸
時
代
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政
錯
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も
必
要
と
し
た
が
、
彼
等
の
食
利
行
潟
や
者
修
の
増
長
主
防
止
す
る
た
め
に
商
取
引
に
制
限
を
加
へ
ん
こ
と
を
論
じ
て
ゐ
る
。
い
づ

れ
に
し
て
も
商
は
末
業
た
り
井
一
せ
ら
れ
た
事
は
多
く
の
経
済
堕
者
に
共
通
の
賄
で
あ
っ
て
、
従
つ
亡
君
主
は
商
曹
と
利
を
争
は
や
、

倹
約
に
よ
っ
て
財
川
を
暫
か
に
し
、
以
て
四
民
主
愛
育
す
る
己
と
ー
叩
ち
仁
政
で
あ
る
と
説
か
れ
た
が
、
之
に
封
し
て
積
極
的
に
商
業

に
乗
出
し
利
を
得
て
財
用
を
豊
か
に
す
べ
し
と
説
く
も
の
例
へ
ば
太
宰
春
叢
や
海
保
育
院
の
如
苦
闘
竿
者
も
あ
っ
た
。

斯
〈
の
如
く
商
人
並
に
商
業
に
闘
す
る
説
忙
は
種
々
白
も
の
が
あ
っ
た
が
、
結
局
に
於
て
消
極
的
に
商
人
乃
至
そ
の
折
躍
を
抑
制

し
以
て
身
分
制
度
の
紘
持
を
阿
る
か
、
積
位
的
に
商
業
に
携
っ
て
財
政
を
豊
富
に
し
以
て
支
配
者
の
地
位
の
安
定
主
制
る
か
、
と
の

e 

二
つ
に
師
す
る
の
で
あ
っ
て
、
更
に
そ
れ
は
例
へ
ぽ
熊
滞
蕃
山
が
「
貨
幣
は
君
子
白
い
や
し
む
も
の
注
れ
共
、
財
用
の
檎

E
ば
下
に

わ
た
さ
ね
も
の
友
り
。
庶
人
は
い
や
し
き
も
の
た
れ

E
も
、
-
北
九
乞
制
す
る
樺
は
上
に
あ
り
。
君
子
有
徳
主
隼
で
、
貨
財

E
い
干
し
と

す
れ
共
、
天
下
の
貨
を
制
す
る
檎
は
上
忙
あ
り
日
と
論
巳
た
と
と
ろ
に
師
一
ず
る
。
印
ち
商
業
乃
至
商
人
主
封
建
的
批
曾
機
構
の
う

ち
に
包
掃
し
、
支
配
者
白
樺
力
に
上
つ
で
之
を
抑
座
す
る
か
若
く
は
利
川
せ
ん
と
寸
る
己
と
之
れ
で
る
る
。
同
し
て
殆
ど
総
て
の
経

済
息
干
者
が
農
業
主
中
心
的
産
業
と
考
へ
、
農
民
主
虐
げ
ざ
る
べ
き
を
詑
け
る
こ
と
は
い
ふ
迄
も
た
い
と
こ
ろ
で
る
っ
て
、
従
っ
て
官

時
の
経
済
臨
常
設
は
析
も
常
時
の
経
済
政
策
を
裏
付
け
る
閥
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

か
く
て
経
済
思
想
が
一
般
的
に
消
極
的
で
あ
っ
た
如
く
、
経
済
政
策
も
亦
消
極
的
で
あ
っ
て
、
印
ち
封
建
的
批
曾
閲
係
。
維
持
と

い
ふ
こ
と
が
専
ら
考
量
せ
ら
れ
た
。
而
し
て
そ
白
た
め
に
財

M
E盟
か
に
せ
ん
と
す
る
に
念
に
し
て
、
却
っ
て
経
済
準
設
の
理
想
に

反
す
る
が
如
き
諸
結
旧
市
、
例
へ
ば
農
民
の
一
一
球
求
、
富
商
と
の
結
托
D
如
き
事
柄
を
も
生
じ
た
白
で

b
る
。
之
れ
進
展
し
行
く
貨
幣
経

済
、
仲
び
行
〈
商
業
資
本
主
封
建
的
壮
合
機
梼
の
う
ち
に
包
掃
し
得
た
く
た
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
ぐ
て
政
策
の
時
換
が
要
求

せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
諸
務
の
専
寅
白
如
き
、
之
と
関
聯
す
る
岡
産
奨
帥
の
如
き
政
策
は
、
主
要
な
る
契
機
と

た
っ
た
も
の
と
し
て
重
要
繭
し
友
け
れ
ば
な
ら
ね
で
あ
ら
う
。
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