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一

　
本
書
は
、
津
田
氏
の
、
幕
府
の
油
市
場
政
策
を
通
し
て
み
た
彪
大
な
幕
藩
政

策
史
で
あ
る
。
各
面
を
構
成
す
る
既
発
表
の
論
文
も
、
一
括
し
て
大
冊
の
う
ち

に
収
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
明
ら
か
に
推
敲
の
あ
と
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き

る
。　

か
か
る
大
著
の
完
成
す
る
ま
で
の
背
崇
に
つ
い
て
は
、
　
「
あ
と
が
き
」
に
詳

し
く
示
さ
れ
て
い
る
が
、
経
済
政
策
史
の
成
果
が
ま
と
め
ら
れ
る
前
に
、
村
方

史
料
の
博
捜
と
そ
の
分
析
に
よ
る
諸
業
績
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
氏
陰
身
に
よ
っ
て

な
し
と
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
同
じ
地
域
を
研
究
す
る

筆
海
も
、
猫
額
通
り
た
え
ず
氏
の
後
塵
を
拝
し
、
摂
河
泉
地
方
に
あ
ま
ね
き
氏

の
足
跡
に
驚
嘆
し
つ
づ
け
て
き
た
次
第
で
あ
る
。
　
「
国
訴
」
を
は
じ
め
て
学
界

に
紹
介
し
て
畿
内
先
進
地
域
に
特
有
な
農
民
闘
争
の
形
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

り
、
ま
た
農
民
層
分
解
論
に
と
っ
て
必
須
な
史
料
で
あ
る
「
作
付
反
別
取
調
帳
」

を
発
掘
さ
れ
た
り
そ
の
功
績
は
大
き
い
。
そ
れ
ら
の
上
に
い
く
つ
か
の
研
究
が

畿
内
地
域
を
主
題
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
、
村
方
史
料

か
ら
の
発
想
を
「
経
済
政
策
偏
史
に
お
き
か
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
分
析
の
隣
は
、
農
鑑
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
従
来
の
視
野
か
ら
解
放

さ
れ
、
政
治
損
当
者
－
一
幕
吏
の
意
図
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
転
換
は
、
氏
の
関
西
か
ら
東
京
へ
の
移
佐
と
は
切
り
は
な
し
て
は
考
え
ら
れ

な
い
。
そ
こ
で
は
、
権
力
者
肉
身
の
史
料
「
旧
幕
引
継
文
書
」
の
調
査
が
可
能

と
な
り
、
ま
た
加
え
て
東
京
を
中
心
に
展
開
し
て
い
た
政
策
史
的
分
析
が
氏
に

影
響
を
与
え
た
と
み
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
本
書
の
論
点
を
整
理
し
、
幕
藩
制
中
期
か
ら
末
期
に

い
た
る
幕
政
の
動
き
を
、
油
甫
場
を
逮
し
て
み
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

二

　
序
章
で
は
、
政
治
権
力
と
の
関
連
で
商
品
流
通
を
と
り
あ
げ
る
（
つ
ま
り
経

済
政
策
史
）
理
由
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
幕
藩
論
の
全
経
済
過
程
が
商
品

流
通
に
端
的
に
現
わ
れ
る
こ
と
、
市
場
統
制
が
幕
藩
封
建
機
構
を
さ
さ
え
る
た

め
に
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
一
小
地
域
を
対
象
と
し

た
個
別
露
な
研
究
を
克
服
し
、
燈
油
政
策
か
ら
油
布
場
を
歴
史
的
に
再
構
成
し

よ
う
と
す
る
意
図
が
表
面
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
幕
藩

体
制
の
段
階
的
な
変
化
の
探
究
、
そ
し
て
窮
極
的
に
は
幕
藩
制
の
霞
己
否
定
と

し
て
の
絶
対
主
義
化
の
方
向
を
さ
ぐ
り
、
従
来
の
西
爾
雄
藩
中
心
の
明
治
維
新

論
へ
の
批
判
が
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
も
統
制
の
強
か
っ
た
油
は
、
そ
の
意
味
で
、
政
策
の
あ
と
を
丹
念
に
辿
る

に
は
好
個
の
テ
ー
マ
と
い
え
よ
う
。

．
第
一
章
で
は
、
問
題
の
出
発
点
を
確
定
す
る
意
味
で
成
立
期
の
大
坂
油
市
場

が
示
さ
れ
、
京
口
郎
等
歴
（
元
和
国
電
概
）
、
江
戸
口
油
聞
屡
（
元
禰
三
）
、
繊

油
屋
（
延
宝
）
と
い
っ
た
三
つ
の
油
問
屋
の
組
織
と
、
油
漉
買
の
機
能
、
擁
限
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評

が
示
さ
れ
る
。
ま
た
以
下
の
論
述
の
主
軸
を
な
す
大
坂
油
市
場
の
役
罰
の
三
側

面
、
ω
江
戸
へ
の
日
用
消
費
物
資
の
供
給
地
た
る
こ
と
、
②
大
坂
が
全
函
的
な

流
通
の
拠
点
と
す
る
に
充
分
な
支
え
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
⑧
大
坂
は
江
戸
へ

の
供
給
地
の
み
で
な
く
、
領
圏
の
売
買
市
場
で
あ
る
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
第
二
章
で
は
、
近
世
中
期
（
ほ
ぼ
享
保
か
ら
宝
謄
に
か
け
て
）
で
の
流
通
機

構
を
と
り
あ
げ
、
当
跨
江
戸
懸
想
屋
の
指
導
性
な
く
、
大
坂
か
ら
の
送
り
油
が

集
即
し
が
た
く
、
大
坂
建
の
油
絹
場
に
よ
る
仕
入
荷
物
に
依
存
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
か
く
て
大
坂
建
値
に
よ
る
江
戸
支
配
が
み
ら
れ
始
め
、
幕
府
に
よ
る
涯

戸
下
り
油
の
特
権
化
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
大
坂
出
油
量
は
荷
受
機
関
と
し

て
独
占
化
の
方
向
を
た
ど
り
、
大
坂
周
辺
の
在
方
油
を
掌
握
す
る
、
宝
暦
期
に

は
、
灘
購
の
水
車
漉
稼
の
撫
抗
を
排
し
て
菜
種
の
大
坂
買
を
強
制
し
生
産
制
限

を
行
う
に
遺
る
。
し
か
し
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
、
大
坂
表
せ
種
物
や
抽
を
問
題

に
す
る
だ
け
で
、
必
ず
し
も
各
地
の
絞
瀦
業
や
種
物
市
場
を
抑
圧
し
よ
う
と
は

し
て
い
な
い
。

　
第
三
章
は
、
絞
油
業
の
上
で
一
つ
の
纐
期
を
な
す
明
和
期
を
と
り
あ
げ
る
。

す
な
わ
ち
明
和
三
年
差
で
は
、
大
坂
以
外
で
の
覇
業
的
な
絞
細
腰
を
全
面
的
に

抑
圧
し
、
ま
た
絞
草
の
大
坂
・
灘
へ
の
集
中
を
は
か
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
従

来
か
ら
存
在
し
た
堺
、
平
野
郷
な
ど
は
ギ
ル
ド
の
携
成
体
の
中
に
吸
収
さ
れ
大

．
坂
へ
屈
服
し
、
在
方
の
油
集
祷
機
関
も
停
止
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て

は
、
在
方
絞
油
業
者
は
冥
加
銀
上
納
を
ゆ
出
、
在
方
農
蹴
も
ま
た
反
対
運
動
を

展
開
す
る
（
但
し
腿
和
薫
年
翫
・
六
月
の
反
対
に
つ
い
て
は
従
来
の
研
究
成
果

が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
）
。
　
し
か
し
こ
の
性
急
な
幕
府
の
三
年
令
は
ほ
ど
な
く

摂
河
泉
の
絞
油
業
者
の
特
殊
性
を
公
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
明
湘
七
年
の

仕
法
改
正
へ
と
転
換
す
る
。

　
こ
の
「
明
和
の
仕
法
扁
は
、
京
口
油
問
醗
臼
野
蟹
庄
左
衛
門
が
指
導
的
な
役

翻
を
果
し
て
い
て
ω
大
坂
京
貸
・
涯
戸
口
問
麗
・
出
油
麗
の
株
認
可
と
そ
の
独

占
確
認
、
②
大
坂
両
種
物
絞
油
屋
の
株
立
て
と
種
物
買
入
独
占
、
③
摂
河
搬
の

心
身
設
定
（
冥
加
銀
上
納
）
と
大
坂
抽
市
場
へ
の
隷
属
、
ω
油
魯
買
の
株
主
な

ど
が
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
油
の
在
方
で
の
集
祷
機
構
が
大
坂
資
本
の
も
と
で
七

ケ
所
鋤
鯨
円
さ
れ
、
生
産
力
の
宥
回
い
と
田
租
わ
れ
る
灘
経
へ
も
大
坂
隔
買
本
の
准
一
挙
が

み
ら
れ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
仕
法
の
目
標
は
、
大
坂
周
辺
地
域
の
絞
油
業

の
火
坂
油
市
場
へ
の
隷
属
1
1
包
括
化
で
あ
り
、
か
く
て
汀
…
群
市
場
に
対
し
て
大

坂
油
市
場
が
売
買
の
「
光
方
」
と
し
て
法
制
的
に
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

方
法
は
、
い
わ
ゆ
る
田
沼
時
代
の
商
業
資
本
の
特
権
化
と
冥
加
銀
上
納
の
動
き

の
一
環
と
し
て
い
え
る
。

　
氏
は
田
沼
に
つ
い
て
は
十
分
に
は
論
じ
て
お
ら
れ
な
い
が
、
明
和
三
年
令
と

踊
七
年
仕
法
と
の
断
絶
を
説
明
す
る
に
は
、
明
瀦
六
年
八
月
の
田
沼
意
次
の
老

中
就
任
を
介
在
せ
し
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
章
で
は
、
寛
政
期
か
ら
文
政
期
に
か
け
て
下
目
油
稼
を
中
心
に
、
後
に

作
成
さ
れ
た
詳
継
な
統
計
を
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
デ
ー
タ
は
、
政
策
史
以

外
の
観
点
か
ら
も
今
後
広
く
利
卒
し
う
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

綿
実
平
郷
心
の
最
大
の
絞
油
業
地
域
と
し
て
時
日
の
、
天
明
八
年
以
降
寛
政
期

に
か
け
て
の
大
坂
か
ら
の
独
立
化
が
氷
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
西
国
十
三
ケ
團
種

物
の
大
坂
差
廻
停
止
と
兵
庫
灘
へ
の
巾
着
（
実
質
離
に
は
量
的
に
畑
期
待
薄
）
、
寛

敗
三
年
に
灘
繕
水
車
両
組
請
負
入
の
認
冨
．
と
江
芦
直
接
問
搬
設
蔵
（
こ
の
年
か

ら
文
政
薩
摩
ま
で
江
戸
礁
積
を
行
う
）
な
ど
一
連
の
動
き
が
あ
る
。
こ
れ
は
す

べ
て
、
氏
は
の
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
寛
政
改
．
革
の
商
品
流
通
で
あ
り
、
田
沼

の
「
明
和
仕
法
」
と
の
違
い
が
明
確
に
よ
み
と
れ
る
。
改
革
過
程
で
の
油
の
問

（307）149



題
は
、
後
に
の
べ
る
天
保
改
革
時
の
そ
れ
ほ
ど
ば
つ
き
り
と
位
縫
づ
け
ら
れ
て

い
な
い
の
は
心
残
ワ
で
あ
る
。

　
第
五
章
は
、
前
章
と
阿
・
時
期
の
大
坂
資
本
・
在
方
資
本
・
農
驚
の
三
勢
力
の

対
応
関
係
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
た
る
と
、
在
方
株
の
ギ
ル
ド
化
の

方
向
が
み
ら
れ
、
大
坂
資
本
は
在
方
株
の
代
弁
者
的
な
地
象
を
擦
っ
て
く
る
が
、

両
者
の
密
着
が
行
わ
れ
始
め
る
。
し
か
し
農
民
は
ま
だ
大
坂
資
本
へ
の
従
属
性

を
た
ち
き
る
に
は
至
ら
ず
、
矛
盾
を
深
め
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。

　
第
六
章
は
、
交
政
段
階
の
潤
訴
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
氏
の
毒
血
が
か
つ
て

十
分
に
発
揮
さ
れ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
文
政
六
年
の
綿
関
係
の
泌
訴
に
付
帯
し

て
、
問
年
か
ら
翌
七
年
に
か
け
て
種
物
直
面
下
直
・
小
売
油
壷
直
を
歎
願
す
る
。

こ
の
訴
状
で
は
、
農
民
の
農
業
経
常
の
再
生
産
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
文
額
を
つ

ら
ね
て
い
る
。
小
売
油
問
題
は
こ
の
後
ず
っ
と
天
保
三
年
令
に
ま
で
ひ
き
つ
が

れ
て
行
く
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
文
政
段
階
の
園
訴
の
性
格
究
明
は
、
第
二

一
章
と
の
闘
連
で
の
ち
に
さ
ら
に
深
め
ら
れ
る
。

、
こ
こ
ま
で
は
、
全
体
と
し
て
前
篇
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
、
一
…
．
、
両
に
約
す
れ

ば
、
大
坂
油
…
市
場
中
心
の
油
墨
湖
が
明
和
に
完
備
し
、
そ
れ
に
対
し
在
方
の
反

対
が
展
開
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

三

　
第
七
章
以
下
が
、
氏
の
論
述
の
主
眼
点
で
あ
り
脳
裏
の
三
分
の
二
以
上
を
こ

れ
に
墨
て
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
第
一
～
六
章
は
、
そ
の
後
の
主
要
な
論
点
の

前
提
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
七
章
は
、
本
需
中
最
も
長
編
で
、
化
政
期
の
検
原
謙
十
郎
に
よ
る
大
坂
油

．
市
場
調
査
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
最
も
興
味
深
い
部
分
と
い
え
る
。
天
保
の
仕
法

改
正
に
い
た
る
幕
寅
の
意
見
を
十
分
に
く
み
と
る
ζ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

繊
漂
は
、
穴
坂
油
衛
場
の
数
量
的
な
把
握
を
行
い
当
時
の
被
会
経
済
の
実
態
を

み
ご
と
に
掌
握
し
て
い
る
。
大
坂
か
ら
の
江
戸
輪
廻
し
波
は
、
大
坂
油
市
場
総

取
扱
螢
の
四
〇
％
に
す
ぎ
ず
、
五
掘
％
が
京
：
入
坂
市
中
そ
の
他
の
諸
地
方
に

積
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
絞
曲
線
は
、
交
化
一
四
～
文
政
九
年
で
は
、
大
坂
爾

種
物
絞
油
麓
三
山
一
％
、
摂
州
無
縁
露
霜
水
車
絞
油
屋
二
五
％
、
摂
河
泉
在
々
・

堺
町
入
力
水
車
絞
油
墨
四
一
％
で
、
大
坂
周
辺
が
六
六
％
の
多
き
を
占
め
て
い

る
。
明
和
三
年
令
を
思
い
出
す
と
隔
世
の
感
が
す
る
。
ま
た
大
坂
町
奉
行
所
へ

入
る
組
方
冥
加
金
は
二
騰
八
両
三
分
銀
四
二
貫
八
百
縫
で
、
う
ち
大
坂
周
辺
部

が
大
体
六
割
以
上
を
占
め
、
絞
油
鍵
の
比
率
と
ほ
ぼ
一
致
・
す
る
。
こ
の
面
向
金

と
明
和
仕
法
に
よ
る
大
坂
の
特
権
化
と
が
対
比
さ
れ
今
後
の
閲
題
と
な
る
。
ま

た
灘
目
の
江
戸
讃
か
ら
、
菱
壌
廻
船
よ
り
樽
廻
船
の
有
利
性
が
考
え
ら
れ
、
江

戸
・
大
坂
闘
の
全
流
通
機
構
と
の
抵
触
が
必
至
と
な
っ
て
く
る
（
天
保
改
革
へ

の
伏
線
を
な
す
）
。

　
北
原
の
立
場
は
、
油
方
値
段
に
つ
い
て
も
生
産
者
価
格
を
蒸
準
に
し
て
菜
種

糊
場
か
ら
油
彬
場
を
算
定
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
ま
た
明
和
仕
法
で
手
作
手
絞

以
外
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
西
旧
本
の
絞
油
業
に
対
し
て
同
情
的
で
あ
る
。
非
舎

法
の
各
地
の
絞
油
業
の
存
在
や
油
売
買
を
公
認
せ
ん
と
し
、
日
野
鷺
庄
左
衛
門

を
槍
蓋
に
あ
げ
て
特
権
商
人
に
よ
る
明
和
仕
法
の
否
定
を
考
え
て
い
る
。
こ
の

．
意
見
は
、
文
政
一
一
年
に
大
坂
町
奉
行
内
藤
隼
人
正
の
改
革
草
案
に
く
み
こ
ま

れ
て
く
る
。

　
こ
こ
で
津
田
氏
の
論
証
に
ご
擬
す
れ
ば
、
氏
は
た
え
ず
江
戸
悪
用
消
費
品
と

大
坂
市
場
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
を
立
て
て
い
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
幕

吏
の
文
濡
を
忠
実
に
さ
ぐ
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
当
然
の
帰
結
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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評

だ
が
も
う
一
歩
ふ
み
こ
ん
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば

臼
野
屋
へ
京
驚
話
劇
が
明
和
仕
法
の
立
役
者
と
目
さ
れ
な
が
ら
、
京
弼
白
陶

屋
自
身
は
大
坂
・
南
日
本
が
烹
と
し
て
供
給
し
て
禽
ら
明
癩
獄
期
1
1
江
…
戸
へ
の

市
場
ル
ー
ト
を
逸
脱
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
の
点
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い

（
q
鏡
利
益
の
み
か
ら
云
々
で
き
ま
い
）
。
む
し
ろ
明
和
仕
法
が
、
大
坂
お
よ

び
そ
の
周
辺
の
絞
油
参
集
巾
と
西
天
本
の
麺
物
生
産
と
い
っ
た
分
業
体
制
の
成

立
を
め
ざ
し
た
点
を
忘
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
か
。
口
野
の
行
動
は
こ
の
分
点
に

基
く
流
通
帯
場
に
便
乗
し
た
も
の
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
幕
府
に
よ
る
新
湖
二
つ
の
涯
ド
芦
抽
問
屋
系
統
の
設
蹴
も
、
寛
政
以
後
進
出
し

て
き
た
勘
定
所
御
用
達
に
よ
る
衛
場
支
配
の
計
画
も
楢
原
は
反
対
、
修
正
さ
せ

て
い
る
が
、
彼
は
特
需
商
人
の
進
出
を
極
力
排
斥
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。　

第
八
章
は
、
天
保
三
年
の
油
方
仕
法
改
疋
と
い
う
画
期
を
論
じ
て
い
る
。
こ

れ
は
楢
原
ら
の
慧
兇
が
大
き
く
と
ウ
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ω
兵
庫
・
堺
拗
種
物

問
屋
設
澱
一
大
坂
種
物
斎
場
の
機
能
分
散
、
江
戸
「
元
議
力
」
化
の
塞
本
線
…
確
1
7
…
、

②
従
来
の
三
つ
の
油
問
量
系
列
を
一
本
化
し
、
江
戸
・
大
坂
に
油
寄
せ
所
を
葉

隠
す
る
（
江
戸
投
影
島
の
分
は
天
保
八
年
廃
止
、
大
城
内
本
町
の
は
天
保
一
二

年
の
株
魯
問
解
散
謹
で
残
る
）
。
ま
た
油
仲
買
の
権
限
を
欄
限
す
る
。
紛
播
磨

絞
油
業
を
株
立
て
し
、
摂
河
泉
播
一
円
の
政
策
と
す
る
一
在
々
へ
の
掌
握
の
拡

大
、
ω
江
戸
・
大
坂
へ
差
出
し
た
残
り
の
油
は
、
直
小
売
許
可
、
㈲
冥
加
銀
免

除
、
㈲
領
囲
で
の
「
勝
手
次
第
油
稼
」
な
ど
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
大
坂
油
市

場
の
機
能
を
制
限
し
つ
つ
、
そ
の
周
辺
の
絞
三
業
地
帯
を
江
戸
油
市
場
に
直
結

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
江
戸
市
場
中
心
孟
義
に
き
り
か
え
て
き
た
も
の

で
あ
る
。
か
く
て
江
戸
地
廻
経
済
醐
の
育
戒
が
い
そ
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と

同
時
に
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
第
七
章
に
指
摘
の
あ
っ
た
西
日
本
種

物
N
大
、
奴
・
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
絞
油
と
の
分
業
が
、
領
岡
の
箱
宮
化
に
よ
っ

て
た
ち
き
ら
れ
始
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
津
田
氏
の
い
う
よ
う
に
、
大

坂
を
除
い
て
は
領
關
の
面
立
化
は
ま
だ
不
可
能
の
段
階
で
あ
る
が
、
幕
府
霞
身

も
、
京
都
油
市
場
を
山
城
か
ら
の
供
給
に
よ
ら
せ
大
坂
と
遮
断
す
る
な
ど
、
幕

府
宿
ら
も
領
国
化
を
指
向
し
は
じ
め
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
領
、
国
記
は
、

江
戸
と
い
う
最
大
の
消
費
殺
場
を
も
つ
点
に
一
つ
の
難
点
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

幕
府
の
甑
戸
中
心
主
義
へ
の
転
換
も
こ
の
観
心
か
ら
考
え
て
み
る
の
も
一
策
で

あ
ろ
う
。

　
第
九
章
は
、
霊
膵
島
の
油
急
所
の
あ
え
な
く
廃
止
に
い
た
る
経
過
と
、
江
戸

地
廻
油
（
胡
麻
油
・
荏
誌
中
心
）
と
下
り
油
（
水
油
中
心
）
の
顯
違
、
さ
ら
に

は
下
り
油
の
江
鐸
地
廻
囲
囲
へ
の
逆
拡
大
（
商
品
生
産
と
聞
係
）
が
示
さ
れ
る
。

畿
内
と
関
東
と
の
農
業
生
産
力
の
格
差
が
よ
み
と
れ
る
。
そ
し
て
か
く
ま
で
し

て
も
江
戸
地
廻
経
済
周
を
育
成
せ
ざ
る
を
え
な
い
幕
府
の
瀞
悩
が
み
ら
れ
よ
う
。

天
保
六
年
の
本
所
御
手
絞
脂
の
設
置
や
圓
ご
一
年
の
石
川
島
寄
場
絞
油
所
も
そ

の
は
か
な
い
あ
が
き
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

　
第
十
章
は
、
天
保
改
革
に
山
4
0
け
る
株
仲
間
の
解
散
と
嘉
永
の
可
興
を
中
心
に

の
べ
て
い
る
。
と
く
に
天
保
改
革
が
江
戸
十
年
問
屋
の
解
散
か
ら
遊
手
し
た
点

が
、
・
文
政
期
の
檎
原
の
調
査
か
ら
の
論
理
的
な
発
展
と
し
て
き
わ
め
て
説
得
的

に
と
か
れ
て
い
て
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
と
く
に
天
保
三
年
令
が
大
坂
町
奉

行
所
へ
の
冥
加
金
約
二
五
〇
画
余
を
す
て
え
た
の
は
、
文
化
六
年
か
ら
と
り
は

じ
め
た
江
戸
十
親
県
警
六
五
組
か
ら
の
　
○
、
二
〇
〇
両
の
冥
黙
劇
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
で
あ
る
が
（
こ
の
注
戸
、
大
坂
聞
の
商
業
資
本
対
策
の
ち
が
い
は
、

両
地
斌
の
生
産
力
格
差
の
表
現
で
あ
ろ
う
）
、
天
保
改
革
以
降
で
は
こ
れ
も
き
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り
す
て
て
し
ま
っ
て
い
る
。
解
散
は
、
素
人
売
買
を
抑
え
よ
う
と
す
る
点
か
ら

み
て
株
の
伝
統
を
全
く
の
り
こ
え
た
と
は
い
え
な
い
が
、
特
権
的
株
へ
の
擁
護

は
き
り
す
て
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
幕
府
は
新
し
い
経
済
的
な
政
策
に
よ
る
商

品
流
通
掌
握
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る
。
嘉
永
の
再
興
は
、
解
散
以
前
へ
の
単
な

る
回
帰
で
は
な
く
、
冥
加
金
を
あ
き
ら
め
た
幕
府
は
闘
屡
資
本
を
通
さ
ず
に
直

接
に
市
場
独
占
を
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
天
保
三
年
夏
と
の
一
貫
性
も
あ
る

が
、
同
時
に
絶
紺
主
義
酌
な
展
望
が
は
ら
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
第
十
一
章
は
、
安
政
・
慶
応
段
階
の
国
訴
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
嘉
永
七
年

の
繰
綿
・
実
綿
の
国
訴
が
在
方
の
ギ
ル
ド
化
し
た
綿
屋
仲
間
の
市
中
独
占
を
は

ね
の
け
た
の
に
対
し
、
一
方
安
政
二
年
の
菜
種
・
油
国
訴
は
、
大
坂
町
奉
行
与

力
内
山
彦
次
郎
と
の
交
渉
で
一
つ
の
限
界
に
つ
き
当
っ
て
い
る
。
勢
多
の
考
え

方
は
、
町
奉
行
阿
部
遠
江
守
・
と
近
く
、
明
和
仕
法
へ
の
復
古
法
酌
な
も
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
内
藤
1
1
葦
原
ラ
イ
ン
と
の
ち
が
い
が
あ
る
。

　
慶
応
の
魍
訴
に
つ
い
て
は
、
鴨
方
・
農
事
の
申
分
が
詳
細
に
説
明
さ
れ
、
と

く
に
御
用
油
を
楯
に
し
て
絞
首
を
…
恥
い
た
た
い
て
い
た
絞
油
画
の
仮
薗
が
は
が

れ
て
お
り
、
農
畏
管
理
に
よ
る
御
用
油
引
受
と
か
幾
多
の
論
点
が
展
開
し
て
い

る
。　

第
一
二
章
は
、
前
章
で
の
農
疑
勢
ヵ
を
背
景
に
、
幕
府
の
開
国
後
の
経
済
変

動
に
と
も
な
う
絶
対
主
義
的
政
策
が
の
べ
ら
れ
る
。
五
品
江
戸
廻
送
令
（
万
麺

一
）
、
諸
藩
の
専
売
制
の
上
に
立
つ
統
一
南
場
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
藏
営
物
産

会
所
（
安
敏
二
）
、
二
つ
の
直
営
絞
油
所
、
国
益
主
法
掛
に
よ
る
産
物
会
所
（
文

久
一
）
等
々
。
こ
れ
ら
は
結
局
西
南
雄
藩
の
二
番
煎
じ
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
、

い
ず
れ
も
失
敗
し
て
い
る
が
、
氏
は
あ
え
て
、
こ
こ
か
ら
、
終
章
に
う
か
が
え

る
よ
う
な
「
絶
対
主
義
へ
の
体
捌
転
換
」
を
み
、
　
「
初
期
の
維
新
政
権
の
絶
対

主
義
的
規
制
の
原
型
を
幕
末
で
幕
欝
の
側
で
採
用
さ
れ
て
い
る
点
を
見
出
」
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

四

　
彪
大
な
氏
の
論
著
を
、
ラ
ラ
な
形
で
し
か
紹
介
で
き
な
か
っ
た
の
は
串
訳
な

い
次
策
で
あ
る
。
こ
こ
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
論
点
は
あ
ま
り
に
も
多
岐
に
わ
た

り
、
紹
介
岩
の
筆
才
を
も
つ
て
し
て
は
十
分
に
消
化
す
る
こ
と
は
不
鱒
能
で
あ

る
。
た
だ
蟷
螂
の
斧
と
し
て
若
干
の
感
想
を
し
る
し
て
責
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
に
す

る
。　

個
々
の
事
実
の
評
価
に
つ
い
て
は
今
立
入
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
大
ま
か
な

思
い
つ
き
を
寵
し
て
み
る
と
、
氏
は
全
体
と
し
て
彪
大
な
史
料
を
駆
使
さ
れ
、

そ
の
結
果
政
策
貰
年
幕
電
の
意
向
は
克
明
に
復
原
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
つ

の
動
き
に
対
す
る
評
価
も
、
氏
の
言
葉
で
は
な
く
幕
吏
の
そ
れ
で
語
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
点
幕
吏
の
主
観
酌
意
図
を
客
観
麟
に
樗
編
成
す
る
こ
と
が
必
要
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論
氏
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
見
解
は
数
多
く
み
ら
れ
る
が
、

た
と
え
ば
幕
吏
が
江
戸
の
日
用
品
市
場
を
中
心
に
た
え
ず
立
論
し
て
行
く
の
に

対
し
、
資
本
主
義
的
諸
関
係
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
ま
た
違
っ
た
評
価
も
で
て
く

る
の
で
は
な
い
か
。
市
場
致
策
と
現
実
の
布
場
と
の
二
面
が
そ
ろ
わ
な
け
れ
ば

巌
時
の
幕
藩
制
は
樽
現
し
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
楢
原
の
調
査
に
始
ま
る
幕
末
期
の
諸
政
策
に
も
、
そ
の
都
度
一
貫
性
と

な
ら
ん
で
い
く
つ
か
の
断
絶
が
あ
る
。
先
に
内
藤
1
1
構
原
ラ
イ
ン
と
か
阿
部
肌

内
山
ラ
イ
ン
と
か
い
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
幕
吏
の
ち
が
っ
た
路
線
を
示
し
て

い
る
か
ら
で
あ
り
、
氏
も
そ
れ
を
認
め
て
お
ら
れ
る
が
、
政
策
担
当
満
の
政
権

の
場
で
の
勢
力
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
請
改
革
の
中
で
こ
れ
ら
の
人
物
を
通
し
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評潜

て
さ
ら
に
油
政
策
が
生
き
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
幕
末
期
に
つ
い
て
い
え
ば
、
天
保
三
年
令
と
天
保
改
革
と
で
は
、
連

続
す
る
藺
と
非
連
続
の
諏
の
二
強
が
あ
る
。
本
書
で
は
前
者
に
中
心
を
お
い
て

い
る
が
、
後
者
の
面
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
絶
対

主
義
へ
の
傾
斜
を
論
証
す
る
手
が
か
り
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
大
魚
を
得
て
わ
れ
7
7
2
れ
の
食
慾
は
さ
ら
に
鉦
盛
に
な
る
。
氏
の

準
縮
さ
れ
る
と
い
う
第
二
部
に
お
い
て
、
在
方
の
商
愚
生
産
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、

本
書
に
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
労
働
過
程
の
分
析
が
加
え
ら
れ
、
体
系
の
さ
ら
に

ま
と
ま
る
こ
と
を
祈
っ
て
や
ま
な
い
。
絞
油
業
を
云
々
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
労

働
形
態
に
つ
い
て
は
、
僅
か
に
幕
末
の
二
百
人
の
労
働
力
を
つ
か
5
人
足
寄
場

絞
油
研
を
集
合
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
麟
ア
と
規
定
し
た
り
、
播
磨
か
ら
の
一
一
根

へ
の
絞
油
労
働
者
を
「
見
樹
扁
と
規
定
し
た
り
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
の
性
格
規
定
が
、
本
証
の
数
量
的
な
一
握
の
上
に
立
て
ら
れ
た
ら
と
想
う
。

い
ず
れ
も
な
い
も
の
ね
だ
り
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
蕪
雑
な
紹
介
し
か
な
し

え
な
か
っ
た
非
礼
を
、
著
蒋
に
心
か
ら
お
わ
び
し
た
い
。
　
（
A
5
判
　
闘
六
七

頁
一
九
六
一
年
一
〇
月
・
郷
茶
の
水
雷
三
三
定
価
一
、
二
〇
〇
円
）

塚
本
善
隆
著

青
書
空
曇
志
の
研
究

礪
　
　
波

路

　
塚
本
善
隆
氏
が
昨
年
二
月
に
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
を
定
年
退
官
さ
れ

る
に
際
し
て
は
、
β
5
版
’
〇
七
Q
頁
の
大
器
「
塚
本
博
士
類
涛
記
念
仏
教
家

学
論
集
」
が
友
人
門
下
の
諸
氏
に
よ
つ
て
献
呈
さ
れ
た
が
、
こ
れ
と
対
を
な
す

塚
本
氏
陶
身
の
署
書
と
し
て
出
版
さ
れ
た
の
が
こ
の
「
回
書
釈
日
陰
の
研
究
」

で
あ
る
。
こ
の
番
の
中
心
を
な
す
の
は
、
第
二
篇
の
淫
書
釈
老
志
訳
註
で
あ
り
、

そ
の
前
後
に
解
説
篇
・
附
篇
が
設
け
ら
れ
、
既
発
表
の
論
交
に
一
部
補
訂
し
た

も
の
が
配
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
構
成
は

　
簾
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篇
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京
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第
三
十
七
牙
に
「
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収
と
仏
教
」
と
題
す
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第
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新
稿
）
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二
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ハ
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第
三
　
附
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一
　
北
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仏
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六
・
十
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の
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（
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と
な
っ
て
い
る
。
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