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佐
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初
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と
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度
の
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割
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れ
て
展
開
す
る
藩
政
は
・
慶
長
⊥
兀
寒
期
に
は
幕
府
の
過
重
軍
役
に
よ
・
て
雀
た
走
り
者
対
策
需
要
な
課
題
と
し
た
。
ま
た
、
寛
永
－
寛
文
期
は
元
和
…
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灘
鰻
瀦
遡

　
家
鎌
団
の
量
的
不
足
と
い
う
主
体
的
条
件
と
耕
地
の
憂
慮
性
・
由
林
の
広
大
性
か
ら
く
る
生
産
力
の
低
さ
と
い
う
客
観
的
条
件
に
規
定
さ
れ
た
土
佐
藩
の
象
　
…

臣
団
編
成
が
攣
鍵
を
必
然
化
・
た
・
・
に
・
・
て
い
・
．
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
L

は
　
じ
　
め
　
に

幕
藩
体
制
の
成
立
に
は
兵
農
分
離
す
な
わ
ち
、
家
臣
団
の
城
下
町

集
佐
が
一
般
的
な
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
水
戸
藩
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
①

初
期
郷
士
あ
る
い
は
藤
堂
藩
に
お
け
る
無
足
人
、
紀
州
藩
の
地
士
な

ど
の
例
に
み
・
る
よ
う
に
銀
漏
・
諸
藩
の
成
立
事
情
に
よ
っ
て
は
必
ら

ず
し
も
、
兵
農
分
離
が
貫
徹
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
転
封
の
場

合
、
新
領
主
は
旧
領
主
の
遺
臣
の
反
抗
を
避
け
る
た
め
に
兵
農
未
分

離
な
彼
等
を
地
方
支
配
機
構
の
末
端
に
す
え
て
、
馬
体
携
を
成
立
さ

せ
て
い
る
。
ま
た
、
転
封
と
は
異
な
る
が
領
国
の
渕
減
と
い
う
こ
と

の
た
め
に
逆
に
家
臣
を
土
着
さ
ぜ
て
郷
士
制
度
を
成
立
さ
ぜ
た
薩
摩

伽
の
例
も
あ
げ
ら
れ
る
・
そ
れ
ぞ
れ
が
兵
農
分
離
渠
徹
底
な
上
に
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藩
体
制
を
成
立
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
郷
士
擶
度

は
如
何
な
る
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
旧
勢
力
と
の
一
時
的

な
妥
協
と
い
う
こ
と
に
し
か
そ
の
役
割
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
土
佐
藩
の
場
合
を
と
り
あ
げ
て
藩
制
確
立
期
に
お
け
る
藩

政
と
の
関
連
に
お
い
て
郷
士
制
度
の
も
つ
役
割
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
た
い
。

　
土
佐
藩
の
藩
制
確
立
を
問
題
と
す
る
場
合
、
ま
ず
問
題
と
さ
れ
る

の
は
野
中
兼
山
の
諸
政
策
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
ヶ
に
野
中
兼
山
は

寛
永
十
一
二
年
二
十
二
歳
の
若
さ
で
土
佐
藩
二
十
四
万
石
の
奉
行
職
に

就
任
し
て
以
来
、
寛
文
三
年
深
尾
一
派
に
追
わ
れ
る
ま
で
、
約
一
二
十

年
間
藩
政
の
中
枢
に
あ
っ
て
采
配
を
ふ
る
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
諸

政
策
は
、
強
糊
的
夫
役
労
働
徴
発
に
も
と
つ
く
土
木
事
業
・
郷
士
取

立
に
よ
る
新
田
開
発
・
殖
産
興
業
・
専
売
仕
法
な
ど
の
事
業
と
し
て

正
保
か
ら
寛
文
に
か
け
て
展
開
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
⑤

　
諸
先
学
の
研
究
は
、
こ
れ
ら
野
中
兼
山
の
諸
政
策
を
藩
体
制
確
立

期
の
政
策
と
し
て
位
澱
づ
け
、
そ
の
内
容
を
究
明
す
る
べ
く
な
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
は
野
中
兼
出
の
お
こ
な
っ
た
諸
事

業
の
内
容
追
求
に
終
始
し
た
観
が
あ
る
。
郷
士
上
姓
と
新
田
開
発
、

殖
産
興
業
と
専
売
仕
法
…
ー
ー
こ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
は
論
究
さ
れ

て
は
い
る
が
、
両
者
の
相
互
関
係
す
な
わ
ち
野
中
兼
山
の
諸
政
策
な

り
、
諸
事
業
な
り
の
相
互
の
関
係
、
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
そ
れ
ら

の
基
軸
と
な
っ
た
も
の
が
な
ん
で
あ
っ
た
か
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
藩
の
政
策
と
し
て
は
把
握
さ

れ
て
い
る
が
、
藩
体
制
確
立
過
程
の
も
の
と
し
て
十
分
に
仕
概
づ
け

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
先
に
拙
稿
「
土
佐
藩
『
寛
文
の
為
替
』
の
一
考
察
」
に
お
い
て
、

野
中
兼
山
の
諸
政
策
遂
行
の
基
軸
と
な
っ
た
も
の
が
郷
士
制
度
で
あ

っ
た
と
し
た
。
こ
れ
は
兼
山
の
お
こ
な
っ
た
土
木
事
業
に
せ
よ
、
新

田
開
発
に
せ
よ
、
ま
た
殖
産
興
業
。
専
売
仕
法
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が

実
現
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
土
佐
藩
に
お
け
る
地
方
支
配
体
制
の
確

立
が
前
提
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
・
も
こ
の
前
提
条
件
を

つ
く
璽
だ
し
た
も
の
が
郷
士
の
起
用
・
郷
士
制
度
の
整
備
で
あ
っ
た

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
郷
士
制
度
に
よ
っ
て
土
佐
藩
に
お
け
る
地
方
支
配
体

制
全
般
を
か
た
ろ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
慶
長
年
間
に
～
お

そ
く
も
十
年
ま
で
に
は
l
i
体
制
的
に
は
地
方
支
配
体
制
は
成
立
し

て
い
た
し
、
そ
れ
よ
り
も
は
や
く
入
国
直
後
の
慶
長
六
・
七
年
に
お

29　（513）



こ
な
わ
胸
た
家
臣
団
へ
の
知
行
割
を
つ
う
じ
て
貢
租
夫
役
負
担
農
民

の
掌
握
は
一
ま
ず
完
了
し
て
い
た
。
土
佐
藩
に
お
け
る
郷
士
制
度
の

地
方
支
配
体
制
に
関
し
て
も
つ
意
義
は
、
一
に
は
以
前
に
倍
化
し
て

そ
の
頚
綱
を
強
化
し
た
こ
と
、
ま
た
郷
士
制
度
と
い
う
副
次
的
な
機

構
の
新
設
に
よ
っ
て
有
能
な
封
建
官
僚
を
育
成
・
登
庸
す
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
な
ど
に
一
応
竜
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
論
稿
で
は
、
さ
し
ず
め
地
方
支
配
に
も
つ
郷
士
制
度
の
役
割

を
考
究
し
、
ひ
い
て
は
野
中
兼
山
の
諸
政
策
遂
行
に
さ
い
し
て
、
そ

の
基
軸
と
な
っ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
と
り

も
な
お
さ
ず
土
佐
藩
に
お
け
る
藩
体
制
確
立
期
に
お
け
る
郷
士
綱
度

の
役
割
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
こ
と
と
思
う
。

④
　
瀬
谷
義
彦
氏
「
水
戸
藩
に
お
け
る
藩
士
制
度
の
史
的
考
察
」
今
茨
城
大

　
学
文
理
学
部
紀
要
』
工
）

②
　
　
寺
尾
宏
二
氏
　
「
蕪
崩
足
人
の
研
配
九
」
（
『
酬
瀧
済
史
研
鷹
九
』
　
一
ム
ハ
巻
四
【
・
｝
血
。

　
六
号
）

　
久
保
文
雄
氏
「
伊
賀
無
足
人
鰯
度
の
考
察
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
五
号
）

③
　
伊
東
多
三
郎
氏
「
近
世
封
建
制
度
成
立
過
程
の
一
形
態
－
紀
州
藩
の
場

　
合
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
一
一
巻
七
・
八
号
）

④
鍬
村
洋
氏
「
薩
摩
藩
に
於
け
る
卿
士
鯛
度
の
一
研
究
」
（
『
南
国
史
叢
』

　
王
）

⑤
入
交
壊
乱
氏
『
漏
本
農
民
経
済
史
研
究
』
・
『
徳
漸
幕
滞
体
制
解
体
過
程

の
研
究
』
下
巻

小
関
豊
吉
氏
「
寛
文
の
改
替
に
つ
い
て
」
（
『
土
佐
史
談
』
二
四
号
）

辻
重
忠
・
小
関
豊
吉
氏
『
野
中
兼
山
』

松
好
貞
夫
氏
「
野
中
兼
山
と
土
佐
藩
政
」
（
『
土
佐
史
談
」
二
七
号
）

広
谷
喜
十
郎
氏
「
土
佐
藩
政
確
立
過
程
と
商
業
資
本
」
（
『
土
佐
史
談
』
復

刊
一
三
万
）

1

初
期
藩
政
を
規
定
し
た
諸
条
件

　
土
佐
藩
が
成
立
し
た
の
は
山
内
一
豊
が
入
部
し
た
慶
長
六
年
中
一

六
〇
一
）
で
あ
っ
た
。
　
山
内
一
豊
は
は
じ
め
豊
臣
秀
吉
に
属
し
、
天

正
元
年
（
　
五
七
三
）
近
江
長
浜
に
四
百
石
の
禄
を
う
け
て
か
ら
播
磨

印
南
郡
、
若
狭
高
浜
、
ふ
た
た
び
近
江
長
浜
と
転
々
と
す
る
な
か
で

大
名
に
立
身
し
、
土
佐
に
国
替
さ
れ
る
前
は
遠
江
掛
川
で
五
万
石
を

給
さ
れ
て
い
た
。
関
が
原
の
一
戦
に
お
け
る
勲
功
で
、
一
躍
土
佐
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
．

二
十
万
二
干
六
百
石
の
国
持
大
名
に
取
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
山

内
氏
は
島
津
氏
や
佐
竹
氏
な
ど
の
守
護
大
名
に
系
譜
を
も
つ
旧
族
大

名
と
は
こ
と
な
り
、
数
度
の
転
封
を
つ
う
じ
て
す
で
に
兵
農
分
離
を

完
了
し
て
い
る
典
型
的
な
新
興
大
名
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
山

内
氏
の
土
佐
転
封
に
は
、
旧
来
の
権
力
基
盤
か
ら
の
強
制
的
離
脱
と

い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
後
進
性
の
濃
厚
な
土
佐
に
近
世
的
体
制
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を
確
立
さ
せ
る
こ
と
に
こ
そ
、
そ
の
旨
意
が
集
中
さ
れ
て
い
た
と
い

え
る
。

　
さ
て
、
土
佐
藩
に
お
け
る
藩
権
力
の
主
体
的
条
件
を
考
え
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
第
一
に
は
山
内
氏
が
新
興
大
名
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
二

に
は
土
佐
二
十
万
石
に
糖
毒
し
た
家
臣
団
の
増
強
編
成
が
必
要
と
さ

れ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
掛
川
五
万
石
か
ら
四
倍
強
の
土
佐
一
国
へ
の
転
封
！
こ
の
こ
と

は
凝
然
の
こ
と
家
臣
団
の
量
的
増
加
を
要
請
し
て
い
る
。
山
内
民
が

旧
領
か
ら
と
も
な
っ
た
知
行
取
家
臣
は
百
六
十
五
人
で
あ
っ
た
。
新

規
召
抱
知
行
取
家
臣
は
一
豊
在
生
中
に
八
十
二
人
を
か
ぞ
え
、
慶
長

十
年
壌
に
は
二
百
四
十
七
人
と
な
っ
て
い
る
が
、
召
抱
は
入
困
時
に

集
中
し
て
い
た
も
の
と
み
え
、
寛
文
三
年
に
は
二
百
六
十
八
人
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

ま
り
増
善
し
て
い
な
い
。
石
高
と
知
行
取
家
臣
数
と
の
関
係
は
そ
れ

ぞ
れ
の
藩
の
も
つ
特
殊
事
情
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
か
な
ら
ず
し

も
比
例
関
係
に
あ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
他
藩
と
比
較
し
た
場

合
、
土
佐
藩
の
二
十
万
石
に
対
す
る
二
百
五
十
人
前
後
と
い
う
の
は
、

た
と
え
ば
会
津
藩
（
親
藩
）
二
十
三
万
石
が
寛
文
五
年
に
知
行
取
家

臣
五
百
八
十
九
人
を
擁
し
て
い
た
の
に
比
し
て
少
な
い
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
⑤

が
で
き
よ
う
。
天
明
発
年
に
は
知
行
取
四
蕎
三
十
九
人
と
会
津
藩
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

そ
れ
に
接
近
し
て
は
い
る
が
、
土
佐
藩
で
は
藩
政
初
期
を
つ
う
じ
て

藩
権
力
の
軍
事
的
基
盤
で
あ
る
家
臣
が
量
的
に
不
足
で
あ
っ
た
こ
と

が
一
つ
の
特
色
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
客
観
的
諸
条
件
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
と
し
て
は
土
佐
に

お
け
る
後
進
性
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
国
主
長
宗
我
部
氏
は

天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
土
佐
一
国
に
封
じ
こ
め
ら
れ
て
後
、
み
・

ず
か
ら
を
近
世
大
名
に
転
化
す
べ
く
知
行
割
、
あ
る
い
は
大
高
坂
・

浦
戸
な
ど
城
下
町
の
建
設
等
を
つ
う
じ
て
在
地
給
人
紅
一
領
具
足
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

兵
農
分
離
を
は
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
不
成
功
に
終
っ
て
い
る
。
ま

た
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
に
着
手
さ
れ
た
検
地
も
莫
に
太
閤
検

地
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
く
一
多
分
に
「
給
人
を
対
象
と
し
た
知
行
坪

付
状
の
早
立
を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
る
・
し
た
が
っ
て
・
そ
こ
に

は
政
策
的
に
は
隷
属
農
民
の
自
立
化
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
入

国
蒔
の
混
乱
に
際
し
て
一
領
具
足
に
と
も
な
わ
れ
た
走
り
百
姓
の
多

出
し
た
こ
と
は
、
両
者
の
緊
密
な
関
係
の
一
端
を
披
歴
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　
こ
の
土
佐
に
お
け
る
兵
農
未
分
離
な
状
態
は
生
産
力
の
低
さ
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
推
定
で
は
あ
る
が
耕
地
醐
積
が

領
国
の
僅
か
四
～
五
％
で
、
八
○
％
が
山
林
で
あ
っ
た
と
い
う
自
然
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的
条
件
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か

か
る
耕
地
面
積
i
可
能
部
分
を
含
め
た
と
し
て
も
一
〇
％
に
み
た

な
い
一
の
艦
少
性
は
初
期
藩
政
を
規
定
し
た
第
工
の
客
観
的
条
件

　
　
　
　
⑦

で
も
あ
っ
た
。

　
第
三
の
客
観
的
条
件
と
し
て
土
佐
藩
に
課
せ
ら
れ
た
過
重
な
軍
役

が
あ
げ
ら
れ
る
（
7
0
頁
附
表
参
照
）
。
そ
れ
は
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）

の
江
戸
城
普
請
手
伝
い
に
は
じ
ま
り
，
元
和
・
寛
永
に
か
け
て
、
ほ

と
ん
ど
毎
年
の
よ
う
に
か
け
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
慶
長
十
五
年
の

尾
張
名
古
屋
城
の
普
請
手
伝
が
も
っ
と
も
重
課
で
あ
っ
た
。
そ
の
期

間
は
三
月
か
ら
八
月
ま
で
の
六
ケ
月
間
の
長
期
に
わ
た
っ
て
い
る
。

こ
の
時
土
佐
藩
で
は
家
臣
の
知
行
高
百
石
に
付
平
均
一
人
の
人
夫
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
か
け
総
計
千
六
百
三
十
二
人
余
の
人
役
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

阪
冬
の
陣
で
は
九
千
四
百
人
が
出
兵
し
た
．

　
第
四
と
し
て
は
、
走
り
者
の
多
出
が
あ
げ
ら
れ
る
。
現
象
的
に
は

入
国
時
の
混
乱
に
端
を
発
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
内
在
的
要

困
と
し
て
は
以
上
の
べ
て
き
た
初
期
藩
政
を
規
定
し
た
三
つ
の
客
観

的
条
件
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
後
進
性
・
耕
地
の
隙

少
性
は
隷
属
農
罠
の
自
立
化
の
緩
慢
さ
を
し
め
し
、
軍
役
負
担
の
過

重
は
そ
れ
だ
け
農
罠
負
担
の
重
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

・
な
い
。
上
層
…
か
ら
下
層
へ
と
出
掛
稼
さ
れ
て
い
く
課
役
畠
只
画
一
、
そ
れ
∵
り

は
代
官
・
給
人
等
の
過
酷
な
訣
求
、
あ
る
い
は
主
人
の
虐
使
と
な
っ

て
走
り
者
を
生
み
出
す
直
接
の
原
因
と
な
っ
た
。
こ
の
走
り
者
の
多

嵐
は
耕
地
の
荒
廃
・
労
働
力
の
不
足
を
竜
た
ら
し
、
藩
の
貫
租
夫
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

徴
収
に
支
障
を
き
た
し
た
。

　
第
五
と
し
て
、
天
然
資
源
で
あ
る
材
木
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
、
先
述
し
た
よ
う
に
土
佐
藩
の
領
国
の
八
○
％
は
山
林
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
生
産
物
地
代
の
増
徴
に
は
否
定
的
な
役
割
を
果
し
は
し

た
が
、
白
髪
山
・
魚
梁
瀬
・
大
野
見
な
ど
の
美
林
か
ら
伐
出
さ
れ
る

良
材
は
、
貨
幣
経
済
に
ま
き
こ
ま
れ
常
に
そ
の
不
足
に
あ
え
ぐ
藩
庫

を
う
る
お
す
一
大
資
源
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
軍
役
を
材
木
で

代
納
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
み
て
き
た
主
体
的
・
客
観
的
諸
条
件
が
柑
互
に
関
係
作
用
し

な
が
ら
土
佐
藩
の
初
期
藩
政
を
規
定
し
て
い
く
。
自
ら
は
典
型
的
な

近
世
大
名
で
あ
っ
た
山
内
氏
が
、
転
封
の
第
一
使
命
で
あ
る
土
佐
の

近
世
化
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
複
雑
な
コ
ー
ス
を
た
ど
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
の
は
か
か
る
諸
条
件
の
存
在
し
た
た
め
で
あ
る
。

①
「
御
家
伝
記
」
（
『
老
妻
國
群
書
類
従
臨
巻
一
九
所
収
）

②
　
拙
稿
「
土
佐
蕪
…
に
お
け
る
近
世
化
政
策
の
展
淵
」
（
鴨
臼
本
史
研
究
』
四
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止依存初期藩政の展開と郷士翻度の役謝（石躍）

　
五
尋
）
参
照

③
伊
東
多
三
鄭
氏
「
幕
藩
体
制
』
（
ア
テ
ネ
文
庫
）

　
　
な
お
伊
頚
氏
が
譜
代
藩
の
典
型
と
み
な
さ
れ
た
酒
井
氏
十
圏
万
石
庄
内

　
藩
の
場
合
は
明
和
七
年
に
知
行
取
が
四
九
四
人
い
た
。

④
平
尾
道
雄
氏
『
高
知
藩
財
政
史
臨

⑤
横
川
末
吉
氏
唱
長
宗
我
部
地
検
帳
の
研
究
』

⑥
近
世
村
落
研
究
会
編
『
土
佐
国
地
方
史
料
』
解
説
（
豊
瞬
武
・
横
川
末

　
吉
氏
執
筆
∀

⑦
高
知
県
は
現
在
で
も
全
面
積
の
七
四
％
が
森
林
、
六
i
七
％
が
耕
地
凍

　
野
と
な
っ
て
い
る
。
森
林
率
は
全
麟
平
均
の
六
一
％
と
よ
り
も
高
い
。

⑧
「
奈
古
屋
御
普
請
御
家
中
人
役
帳
」
（
『
藩
志
内
編
』
3
巻
所
収
）

⑨
　
平
尾
道
雄
氏
『
稿
本
忠
義
公
紀
』
1

⑩
前
掲
拙
稿
参
照

■
　
初
期
藩
政
の
展
開

　
先
に
み
た
諸
条
件
に
規
定
さ
れ
て
展
開
す
る
土
佐
藩
の
初
期
藩
政

は
、
元
和
末
年
か
ら
燦
見
永
初
年
に
か
け
て
の
藩
財
政
の
窮
乏
を
転
換

点
と
し
て
、
前
後
二
期
に
劃
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
期
の
慶
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

…
元
和
期
は
、
　
「
当
国
遣
瀬
盛
装
儀
如
前
々
」
と
い
う
従
来
の
体
制

を
踏
襲
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
転
封
の
第
一
使
命
で
あ
る
土
佐

の
近
世
化
を
、
藩
権
力
の
確
立
一
大
名
支
配
権
の
確
立
と
い
う
鼻
面

の
急
務
を
遂
行
し
て
い
く
な
か
で
実
現
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
元

和
末
年
の
藩
財
政
の
窮
乏
は
現
象
的
に
は
幕
府
の
過
重
軍
役
に
そ
の

原
因
は
も
と
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
実
、
構
造
的
に
は
旧
体
制
の
踏
襲

と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
貢
租
夫
役
の
徴
収
が
不
完
全
で
あ
っ
た
こ

と
に
原
因
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
慶
長
・
元
和
期
の
藩

政
が
近
世
的
体
制
の
確
立
を
志
向
し
な
が
ら
、
そ
の
展
開
過
程
で
一

方
に
照
三
三
の
踏
襲
と
い
う
側
面
を
克
服
し
き
れ
ず
に
持
続
し
、
他

方
で
は
幕
藩
的
体
制
を
上
か
ら
貫
徹
し
て
い
こ
う
と
す
る
幕
府
の
諸

政
策
一
！
と
く
に
過
重
軍
役
－
I
l
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
藩
財
政
の
窮
乏
と
な
っ
て
元
和
末
年
に
あ
ら

わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
寛
永
以
降
寛
文
に
か
け
て
の
、
後
期
の
、
い
わ
ゆ

一
る
野
中
兼
山
執
政
蒔
代
の
藩
政
の
主
眼
点
は
、
要
約
し
て
い
え
ば
、

藩
財
政
の
窮
乏
と
し
て
現
象
し
た
評
言
鋼
内
部
の
矛
盾
を
い
か
に
し

て
克
服
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
a
　
金
諾
・
元
和
期

　
こ
の
時
期
に
は
転
封
藩
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
藩
権
力
確
立

1
1
大
名
支
配
権
の
確
立
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
、
旧
家
臣
団
！
一

領
具
足
の
処
遇
、
藩
機
構
の
確
立
、
家
老
の
支
城
駐
屯
制
、
家
臣
団

の
知
行
翻
お
よ
び
軍
喜
的
編
成
、
貢
租
夫
役
農
民
の
設
定
・
掌
握
、
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本
城
の
構
築
・
城
下
町
の
設
立
な
ど
の
諸
問
題
が
藩
政
の
課
題
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

つ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
旧
稿
で
詳
論
し
て
い
る

♪
で
、
こ
こ
で
は
結
果
と
し
て
元
和
の
財
政
窮
乏
を
も
た
ら
す
こ
と

に
帰
結
し
た
貢
租
の
不
完
全
徴
収
、
そ
の
最
大
の
原
因
が
走
り
者
の

多
出
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
慶
長
十
七
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

（
一
六
一
二
）
制
定
の
　
「
忠
義
法
度
」
七
十
五
箇
条
中
、
実
に
二
十

二
箇
条
が
走
り
者
対
策
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
藩
政
の
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
の
対
策

が
「
本
在
所
連
れ
戻
し
」
を
原
則
と
す
る
厳
罰
主
義
に
貫
抜
か
れ
て

い
た
が
た
め
に
余
り
効
果
的
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る

　
　
　
　
　
　
　
④

に
と
ど
め
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
な
お
走
り
者
は
寛
永
…
寛
文
期
に
も
発
生
し
て
い
る
。
そ
め
意

味
で
は
藩
政
初
期
を
通
じ
て
の
課
題
で
も
あ
っ
た
。

①
　
　
「
御
手
許
文
書
」
（
「
土
佐
購
地
方
史
料
］
所
収
）

　
　
急
度
申
入
候
伽
其
元
在
所
街
姓
等
若
山
中
へ
立
退
候
共
早
々
可
有
還
住

　
候
　
漁
園
概
翔
等
之
一
如
前
々
柳
糊
違
有
問
同
一
　
縦
一
領
具
足
輩
た
り

　
共
於
令
還
住
は
異
議
有
間
三
一
　
其
人
奉
公
仕
度
と
申
族
は
可
狭
持
候
落

　
又
百
姓
並
と
申
輩
は
何
之
道
二
も
相
違
有
隅
敷
候
為
其
如
此
候
恐
々

　
謹
欝

　
　
（
慶
．
長
五
年
）

　
　
　
十
二
月
十
二
霜
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
内
　
鯵
　
理
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
そ
か
の
谷
あ
か
を
か
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浜
五
郎
兵
衛
殿

　
　
初
代
藩
主
山
内
一
豊
に
先
立
っ
て
優
長
五
年
十
月
に
土
佐
に
入
国
し
た

　
弟
康
盤
の
布
入
響
は
右
の
ほ
か
に
、
同
内
｛
谷
の
も
の
が
十
通
余
り
現
｛
仔
し
て

　
い
る
。
お
そ
ら
く
土
佐
全
域
に
わ
た
っ
て
窃
達
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
「
当
国
羅
欝
」
と
あ
る
の
は
「
畏
宗
我
部
元
親
否
箇
条
」
の
こ
と
を
さ
し

　
て
い
る
。

②
　
前
掲
拙
稿
参
照

③
「
定
法
度
条
々
」
（
『
土
佐
函
地
方
史
料
』
所
収
）
二
代
藩
主
山
内
忠
義

　
の
制
定
し
た
法
度
。
以
下
「
忠
義
法
度
扁
と
よ
ぶ
。

④
藩
政
初
期
に
お
け
る
走
り
者
は
康
盤
布
令
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
5
に

　
（
註
①
参
照
）
入
国
時
の
混
乱
か
ら
生
じ
た
逃
散
農
既
で
あ
っ
た
。
　
一
味

　
同
心
し
て
他
村
ま
た
は
隣
藩
に
逃
げ
こ
む
と
い
っ
た
藩
政
中
期
以
降
の
い

　
わ
ゆ
る
一
揆
的
性
格
は
も
っ
て
い
な
い
。
入
国
時
に
は
浦
戸
一
揆
や
本
山

　
一
撲
な
ど
一
領
具
足
を
童
体
勢
力
と
す
る
藩
権
力
へ
の
組
織
的
な
抵
抗
は

　
あ
っ
た
が
、
紅
直
り
者
の
そ
れ
は
き
わ
め
て
非
組
織
的
な
抵
抗
で
し
か
な
か

　
つ
た
。

　
　
「
百
姓
の
下
人
男
女
竜
等
は
し
り
．
｝
み
の
事
」
（
第
二
十
一
条
）
、
　
「
百

　
姓
艶
名
学
下
入
男
女
等
軸
も
の
の
事
鳳
　
（
第
二
十
五
条
）
と
い
う
条
文
が

　
示
す
よ
う
に
、
走
り
藩
に
は
貢
租
夫
役
負
担
農
斑
上
層
か
ら
名
子
・
下
人

　
に
な
ど
の
隷
属
ま
で
と
広
汎
な
農
斑
層
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
が
、
走
る
の

　
は
せ
い
ぜ
い
家
族
単
位
で
、
し
か
も
個
々
ば
ら
ば
ら
と
い
う
の
が
普
通
で

　
あ
っ
た
。

　
　
入
国
時
の
梶
乱
は
本
由
一
揆
の
鎮
圧
で
終
止
符
を
一
慈
う
た
れ
る
が
、

　
な
お
も
走
り
春
の
絶
え
な
か
っ
た
の
は
、
　
〔
田
過
重
な
貢
秘
夫
役
負
担
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働
代
官
・
給
私
等
の
過
酷
な
訣
求
　
㈹
主
人
・
使
罵
下
等
の
慮
使
、
さ
ら

　
に
は
　
ω
防
止
策
と
し
て
の
連
坐
制
な
ど
が
工
臨
と
な
っ
て
い
る
。
数
的

　
に
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
が
、
当
時
愛
り
考
が
多
出
し
、
こ
の

　
こ
と
が
一
二
当
局
に
と
っ
て
か
な
り
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
㌘
思
義

　
法
度
」
の
走
り
者
関
係
条
項
か
ら
充
分
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
三

　
十
六
条
で
は
「
年
々
喜
喜
奉
公
人
井
百
姓
巳
下
ま
で
親
類
に
相
か
か
る
故

　
に
い
つ
れ
も
令
同
心
他
屡
に
お
よ
ぶ
。
如
此
之
上
は
次
第
に
奉
公
人
善
姓

　
減
少
」
と
、
そ
の
間
の
事
情
を
物
藷
っ
て
い
る
。
ま
た
藩
が
こ
の
鰐
策
と

　
し
て
奉
公
人
の
「
潮
懸
り
」
を
規
定
し
、
労
働
人
口
の
確
保
に
つ
と
め
て

　
い
る
こ
と
も
そ
の
深
刻
さ
を
し
め
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

　
う
。

⑤
　
野
中
兼
山
治
政
下
の
例
と
し
て
一
例
を
あ
げ
て
お
く
。
　
「
下
田
之
も
の

　
は
江
口
九
郎
衛
門
ヒ
官
男
女
拾
三
人
連
、
是
は
直
酒
左
衛
門
ヒ
官
手
切
仕

　
候
へ
は
、
内
諸
に
て
炭
度
候
由
下
田
二
水
主
五
兵
衛
訴
状
致
、
理
相
澄
剰

　
訴
状
に
西
三
七
郎
右
（
衛
門
）
う
ら
判
被
成
也
扁
　
（
淡
輪
四
郎
兵
衛
「
万

　
覚
井
状
之
跡
讃
共
」
明
暦
二
年
三
想
廿
日
）
。

　
　
　
　
b
　
元
瀦
の
財
政
窮
乏
と
そ
の
対
策

　
過
重
軍
役
を
農
民
に
三
厩
し
き
れ
な
く
な
っ
た
時
に
、
藩
は
三
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

商
人
か
ら
の
借
銀
に
そ
の
活
路
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

の
結
果
は
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
、
土
佐
藩
で
は
三
都
商
人
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

借
銀
が
二
、
三
論
貫
に
た
っ
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
土
佐
藩
の
褒
高

は
二
十
万
工
干
六
百
石
、
実
高
は
「
寛
永
三
年
御
蔵
入
並
御
給
地

幽
に
嚢
ば
黒
蓋
万
九
妻
夫
莫
斗
余
で
・
そ
の
う
ち
御

蔵
入
は
四
万
八
干
四
百
十
九
石
余
で
あ
っ
た
。
か
り
に
こ
の
御
蔵
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
全
部
物
成
米
と
み
な
し
、
米
一
石
に
付
銀
一
二
十
匁
替
の
率
で
換
…
算

す
れ
ば
銀
千
四
百
四
十
貫
の
歳
入
と
な
る
。
御
蔵
入
を
全
部
借
銀
返

済
に
あ
て
た
と
し
て
も
二
、
三
年
か
か
る
わ
け
で
あ
る
。

　
か
か
る
藩
財
政
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、
，
元
和
七
年
か
ら
寛

永
三
、
四
年
に
か
け
て
幕
政
重
職
者
の
支
揺
、
普
請
役
の
材
木
献
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
よ
る
代
行
、
藩
政
中
枢
部
の
強
化
な
ど
を
背
景
に
し
て
、
借
銀
返

済
の
た
め
の
財
源
獲
得
政
策
が
展
開
し
て
い
く
。
そ
れ
は
貨
…
幣
収
入

を
増
加
す
る
こ
と
に
集
中
さ
れ
、
特
産
物
で
あ
る
材
木
の
上
方
消
却
、

そ
の
売
上
銀
に
よ
る
借
銀
返
済
と
い
う
こ
と
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
意
味
で
つ
ぎ
に
述
べ
る
諸
政
策
の
中
で
科
門
役
が
も
っ
と
も
重

視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
④
科
木
役
1
一
原
剛
と
し
，
て
　
「
一
国
不
残
可
申
付
、
下
城
付
又
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

寺
社
領
如
何
様
之
理
在
之
共
一
民
有
用
捨
事
」
と
さ
れ
、
国
譲
の
貢

租
夫
役
負
担
饅
民
に
も
れ
な
く
賦
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
⑧

　
一
、
科
木
役
之
事

　
　
　
　
（
マ
・
）

　
錠
中
歯
性
門
苧
家
数
を
以
一
ケ
年
中
に
ニ
ケ
月
耕
作
之
透
を
以
可
山
入
、

　
　
　
　
　
（
辛
柄
）

　
幕
外
に
は
か
ら
ひ
在
家
役
不
可
在
之
。
惣
別
如
此
後
着
着
奉
行
二
村
々
へ
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遣
儀
不
可
千
三
。
違
方
ハ
科
木
山
へ
入
儀
迷
惑
に
存
饗
ハ
、
季
寄
次
第
い

　
か
や
う
の
材
木
に
て
も
一
人
役
に
科
木
三
丁
つ
つ
の
以
算
縮
丁
銀
を
三
相

　
立
也
。
飯
米
一
人
に
五
合
宛
可
遣
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
科
木
役
以
外
の
夫
役
－
一
　
「
か
ら
．
ひ
在
家
役
」
を
免
除
し
、
夫
役
賦

課
を
一
本
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
年
に
ニ
ケ
月
間
科
木
山
に
入
ら
せ

た
．
の
で
あ
る
。
ま
た
遠
方
の
者
に
対
し
て
は
、
科
木
山
に
入
る
か
わ

斡
に
、
科
木
山
外
で
の
材
木
提
出
が
、
一
軒
に
つ
き
銀
九
匁
宛
の
代

⑩銀
納
と
し
た
。

　
＠
反
米
と
借
知
－
i
傭
行
取
家
臣
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
反
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
「
三
ツ
物
成
に
し
て
五
分
懸
り
」
、
　
す
な
わ
ち
収
入
の
五
％
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
た
。
　
翌
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
に
は
　
「
国
損
カ
カ
リ
」
（
一
割
Y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
借
増
し
、
更
に
は
御
役
知
一
知
行
の
「
弐
割
半
」
を
藩
は
強
制
的

に
家
臣
か
ら
借
上
げ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
◎
町
役
銀
・
そ
の
他
i
町
中
へ
町
役
懸
銀
と
し
て
五
貫
臼
を
課

　
⑭

し
た
、
ま
た
代
官
・
奉
行
等
に
対
し
て
は
物
成
・
運
上
銀
の
徴
収
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

担
額
が
、
野
中
主
計
・
福
岡
丹
波
等
の
入
札
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
。

そ
の
課
税
率
、
全
体
の
金
額
な
ど
不
明
で
は
あ
る
が
水
主
の
請
銀
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

諸
十
分
一
、
浦
疫
五
分
一
な
ど
が
財
源
の
一
部
と
さ
れ
た
。

　
以
上
の
増
徴
策
を
通
じ
て
藩
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
領
内
に
お
け
る
収

つ　入
た⑰計
。画

　　を
　　立
　　て
　　た
　　o

そ
の
収
入
予
定
額
は
約
銀
四
百
三
十
五
貫
で
あ

反
　
米

人
役
（
一
六
五
人
分
代
銀
納
）

役
銀
（
婚
知
）

百
姓
科
下
役

浦
山
諸
拾
分
一

万
小
物
成

運
上
銀

　
計

六
二
貫
・
〇
四
〇
匁

一
二
貫
・
四
五
〇
匁

一
〇
三
鑓
・
一
〇
〇
外

一
九
〇
貫
・
り
・

　
　
　
　
P
幽

　
　
　
　
　
？
”

　
五
八
貫
・
三
九
〇
匁

（
四
一
二
五
貫
・
三
九
〇
匁
）

　
こ
の
よ
う
な
諸
賦
課
に
よ
る
増
収
を
は
か
る
反
面
で
、
緊
縮
政
策

を
と
り
経
費
節
約
に
よ
る
余
剰
銀
を
生
み
出
そ
う
と
し
た
こ
と
は
い

皇
毛
も
な
や
ま
た
財
源
の
涌
養
を
は
か
る
意
味
か
ら
一
種
の
利

　
　
　
　
　
　
　
⑭

徳
政
も
行
な
わ
れ
た
。

　
さ
て
、
増
徴
政
策
の
重
点
が
科
木
役
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
は
以

上
み
て
き
た
如
く
で
あ
る
が
、
財
政
窮
乏
を
も
た
ら
す
一
因
と
な
っ

た
走
り
者
に
つ
い
て
の
対
策
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一

に
前
期
（
慶
長
…
元
和
）
に
み
ら
れ
た
厳
罰
主
義
的
制
裁
が
全
面
的
に

撤
回
さ
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
走
り
老
の
大
犯
三
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ケ
条
は
除
外
さ
れ
た
が
、
他
の
点
に
つ
い
て
は
還
佳
を
条
件
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

「
如
何
様
之
罪
科
た
り
共
融
宥
免
」
、
さ
ら
に
「
年
貢
引
負
又
は
借

物
う
け
か
か
り
、
う
り
か
け
、
か
ひ
か
け
以
．
賢
い
か
や
う
の
か
ま
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
り
と
い
ふ
と
も
可
相
捨
事
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
は
走
り

老
の
未
然
防
止
と
い
う
意
味
で
、
夫
役
を
科
断
役
に
一
元
化
す
る
た

め
に
他
の
諸
役
の
撤
廃
あ
る
い
は
軽
減
を
行
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
科
木
筆
以
外
の
柄
在
家
役
が
撤
廃
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
留

れ
た
こ
と
（
給
人
の
百
姓
三
役
は
「
役
家
一
闘
に
付
、
壱
ヶ
年
に
十
日
宛
」

と
制
限
さ
れ
た
）
、
あ
る
い
は
宿
送
嬰
助
郷
役
が
停
止
さ
れ
た
こ
と
な

ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
三
に
は
特
典
を
設
け
て
新
田
開
発
を
奨
励
し
、

そ
れ
を
通
じ
て
賢
主
者
の
再
生
産
を
豊
能
な
ら
し
め
よ
う
と
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
⑤

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
以
上
の
諸
政
策
　
　
と
く
に
財
源
獲
得
の
た
め
の
増
徴
政
策
は
、

そ
の
重
点
が
盤
木
役
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
に
特
徴
酌
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
生
産
力
発
展
に
よ
る
生
産
物
地
代
の
増
収

を
は
か
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
応
急
的
な
処
澱
で
あ
り
、

持
続
性
の
な
い
臨
時
的
・
一
時
的
な
政
策
で
あ
っ
た
。
か
か
る
増
徴

婆
収
奪
政
維
累
を
興
じ
て
一
声
和
州
九
猛
一
（
一
六
二
一
工
）
　
に
借
…
銀
の
盟
廻
半
を

　
　
⑳

返
済
し
、
寛
永
四
年
（
エ
ハ
一
八
）
に
は
皆
済
の
運
び
と
は
な
っ
た

晦
・
し
か
し
蓬
蓬
乏
の
原
因
で
あ
る
貢
租
の
不
完
穣
収
葎

制
的
に
克
服
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
克
服
の
た
め
に
は
、

貢
租
徴
収
体
系
を
藩
財
政
　
　
全
国
的
経
済
と
の
結
合
な
し
に
は
そ

の
窮
乏
化
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
　
　
に
照
応
し
た
も
の
に
再
編
成
す
る

こ
と
、
同
時
に
本
来
的
な
貢
租
で
あ
る
生
産
物
地
代
の
増
徴
、
と
く

に
貨
幣
微
収
源
の
質
的
拡
大
を
は
か
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
全
国
的
経

済
に
照
応
し
た
領
内
市
場
を
形
成
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
入
国
以
来
と
ら
れ
て
き
た
「
当
国
概
目
之
儀
、
如
前

々
」
と
い
う
旧
体
制
踏
襲
政
策
と
の
離
別
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
中
世
的
土
豪
百
姓
に
現
実
的
な
基
盤
を
お
き
、
生
産
物
地
代

よ
り
も
労
働
地
代
徴
収
に
重
点
を
お
い
て
い
た
こ
と
か
ら
の
脱
却
で

あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
検
地
、
新
田
開
発
、
田
懸
魚
銀
1
1
田
地
の
設

定
な
ど
の
政
策
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
検
地
　
　
所
謂
「
村
上
検
地
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
検
地
で
、
藩
政

改
革
の
第
三
年
縁
で
あ
る
元
和
九
年
（
一
六
一
一
一
瓢
）
か
ら
寛
永
一
二
、

四
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
、
　
「
国
中
蔵
入
寓
所
々
城
付
掛
給
人
知
行

　
　
　
　
　
　
⑳

何
モ
不
残
可
掘
改
」
と
出
日
回
の
増
加
、
上
知
な
ど
の
調
査
が
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
。
結
果
は
三
万
三
干
八
百
石
田
が
上
知
に
よ
る
御
蔵
入
と
さ
れ
た
。

ふ
ま
た
、
沖
｝
号
す
。
へ
・
き
は
こ
の
検
地
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
山
↑
内
氏
は
仲
違
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⑲

良
の
検
地
を
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
入
国
直
後
の
慶
長
六
、

七
年
（
一
六
〇
一
・
二
）
に
家
臣
団
の
知
行
割
、
貢
租
夫
役
負
担
農
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
設
定
、
知
行
地
付
に
よ
る
掌
握
等
を
行
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
長
宗

我
部
地
検
帳
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
、
山
内
氏
独
自
の
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
土
佐
海
で
は
こ
の
「
村
上
検
地
」
を
通
じ
て
貢
租
夫
役
負

担
農
民
の
再
設
定
を
、
基
礎
構
造
に
即
応
し
た
も
の
と
し
て
実
現
し
、

貢
租
徴
収
体
系
を
再
編
成
七
よ
う
擁
し
た
。
こ
れ
は
後
述
す
る
田
懸

役
銀
1
1
田
銀
の
成
立
に
よ
っ
て
現
実
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
新
田
開
発
ー
ー
慶
長
年
並
に
す
で
に
政
策
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い

る
が
、
藩
が
積
極
的
に
貢
租
．
増
徴
を
欝
的
と
し
て
お
し
す
す
め
る
の

は
、
こ
の
時
期
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
　
「
漁
村
荒
地
三

　
　
　
　
　
⑳

ケ
年
作
取
之
事
」
i
物
成
の
免
除
を
条
件
に
開
発
を
奨
励
す
る
段

階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

　
田
懸
役
銀
稲
田
銀
の
設
定
i
い
か
に
他
夫
役
の
制
限
、
軽
減
が

行
な
わ
れ
た
と
は
い
え
、
年
ニ
ケ
月
と
い
う
科
儲
役
は
過
大
な
課
役

で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
な
い
。
実
施
後
一
年
目
の
元
和
八
年
六
月
に

は
、
「
今
度
ノ
過
役
百
姓
ノ
浮
沈
二
面
リ
、
在
所
ヲ
脱
去
シ
、
荒
聖
ト
成

　
　
　
　
　
　
⑫

モ
丹
波
新
政
ノ
故
」
と
非
難
さ
れ
る
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
国

中
百
姓
亜
科
木
役
、
玄
年
一
ケ
月
分
霊
仰
付
候
、
調
申
由
承
及
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黛
）

当
年
又
ニ
ケ
西
分
被
仰
付
候
」
と
半
減
し
た
り
、
復
帰
し
た
り
す
る

動
揺
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
事
態
に
対
処
し
て
藩

は
漸
次
、
仁
木
役
の
銀
建
化
を
は
か
っ
て
い
る
。
元
和
年
間
は
霊
木

役
に
せ
よ
、
そ
の
代
銀
歯
に
せ
よ
い
ず
れ
も
「
門
苧
家
数
」
が
賦
課

基
準
で
あ
っ
た
が
、
寛
永
に
入
る
と
ま
ず
里
方
が
地
建
基
準
の
心
癖

（
本
田
一
反
二
早
笛
七
分
）
に
変
り
、
つ
い
で
山
方
に
ま
で
及
び
、
寛

永
四
年
（
一
六
二
六
）
の
田
懸
役
早
期
丁
銀
（
田
畠
一
反
二
世
銀
六
分
）

の
成
立
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
一
国
中
百
姓
　
田
懸
去
年
看
田
植
壱
反
二
七
分
宛
召
藩
候
　
打
続
さ
や
う
に

　
黒
々
し
き
之
条
当
年
表
血
ぞ
反
練
付
六
分
宛
皿
一
相
隅
瓦
短
命
四
　
得
其
意
可
申
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
事
、
　
（
寛
永
四
年
轡
月
二
十
二
日
）

　
こ
の
科
木
役
の
銀
納
化
i
田
懸
役
銀
一
丁
銀
の
成
立
は
、
門
苧

家
数
か
ら
地
高
へ
と
い
う
賦
課
基
準
の
変
化
を
背
景
に
し
て
い
る
が
、

こ
の
賦
課
基
準
の
変
化
、
す
な
わ
ち
上
高
基
準
に
な
っ
た
こ
と
は
、

貢
租
徴
収
単
位
が
所
謂
初
期
本
官
姓
か
ら
本
百
姓
一
般
へ
移
行
し
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
の

は
村
上
検
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
成
立
し
た
近
世
的
貨
幣
貢
租
1
1
田
上
役
銀
は
、
そ
の
後

田
銀
と
呼
称
は
変
る
が
、
寛
永
四
年
以
降
、
こ
と
に
野
中
兼
山
の
執
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㊥

政
時
代
に
恒
常
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
以
上
、
土
佐
藩
に
お
け
る
元
和
末
期
の
財
政
窮
乏
と
そ
の
対
策
に

つ
い
て
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
①
三
都
商
人
か
ら
の
借
銀
は
、
科
木
役
を
中
心
と
す
る
過
重
課
役

と
借
知
と
に
よ
っ
て
と
も
か
く
も
返
済
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か

・
も
、
特
産
物
で
あ
る
材
木
の
上
方
消
却
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、
藩
財
政
が
全
国
的
経
済
と
の
結
合
な
し
に
は
、
そ
の
窮
乏

化
を
克
服
し
え
な
い
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
②
借
銀
の
返
済
が
で

き
た
と
は
い
え
、
財
政
窮
乏
と
な
っ
て
表
面
化
し
た
藩
体
型
内
部
の

矛
盾
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
解
決
へ
の
糸
口
を
見
出
し
た
に
す
ぎ
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
藩
財
政
の
恒
常
的
な
窮
乏
化
が
潜
在
し
て
い
た
。

③
解
決
の
糸
口
は
、
新
田
開
発
あ
る
い
は
、
村
上
検
地
を
通
じ
て
新

た
に
貢
租
負
担
農
民
皿
本
百
姓
の
設
定
掌
握
を
行
な
い
、
科
木
役
を

田
懸
物
銀
慧
田
野
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
に
み
と
め
ら
れ
る
。

④
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
幕
藩
制
的
規
制
1
一
過
重
軍
役
に
特
徴
的
に

み
ら
れ
る
一
へ
の
対
応
と
し
て
の
、
藩
内
に
お
け
る
近
世
的
貨
幣

貢
租
徴
収
の
体
制
的
成
立
を
志
向
し
て
い
る
と
い
え
る
。
⑤
し
か
し
、

問
題
の
解
決
は
、
田
銀
の
成
立
が
確
定
す
る
の
が
野
中
兼
山
執
政
時

代
で
あ
る
こ
と
に
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
寛
永
中
期
以
降
に
も
ち
こ
さ

れ
て
い
る
。

①
　

「
並
矯
顕
記
二
七
例
御
鵬
欝
銀
甲
論
尽
都
嵐
山
部
屋
五
郎
七
制
衛
㎜
口
・
袋
屡
ぬ
瓶
中
口
・
覇
粥

　
屋
宗
徳
∵
…
石
歴
紹
…
測
誕
力
様
に
有
之
ウ
伸
由
見
へ
た
り
し
（
欄
南
路
志
」
五
五

　
巻
）

②
　
　
「
福
岡
丹
波
・
野
中
主
計
御
国
7
蚊
ヲ
議
セ
ル
時
、
丹
波
申
ケ
ル
ハ
又
借

　
銀
己
二
千
貫
織
二
過
キ
タ
リ
、
其
利
ヲ
加
テ
弐
チ
貫
羅
二
面
ソ
事
眼
前
ニ

　
ア
ル
ヘ
シ
漏
、
「
岡
七
年
二
酉
、
当
時
御
借
金
三
千
貫
軽
二
念
り
、
且
近
年

　
累
リ
ニ
心
幕
府
御
並
日
縫
耐
ア
リ
、
血
兄
二
御
公
川
伐
弥
御
罵
逝
迫
二
緊
ラ
ン
」
（
『
藻
…
激
心

　
青
簾
臨
W
）

③
　
高
知
県
立
中
構
図
欝
館
蔵

④
　

『
理
事
内
篇
』
W
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
元
和
七
年
は
「
三
ツ
物
成
扁
で

　
あ
っ
た
。

⑤
『
読
史
傭
要
』
金
銀
米
銭
欄
場
一
覧
、
元
和
八
年
の
項
。

⑥
ω
幕
府
重
職
の
支
援
一
上
方
借
銀
ハ
雅
楽
頭
忠
世
殿
、
藤
堂
和
搬
守

　
　
庸
岡
虎
殿
御
筑
叫
計
ヲ
U
以
テ
…
数
年
ノ
御
園
門
債
ヲ
御
鱒
臥
ア
リ
、
、
又
町
．
入
等
ヘ
ハ

　
　
松
平
隠
岐
守
殿
御
算
計
ヲ
以
テ
年
賦
二
二
償
ア
リ
、
総
テ
所
司
代
板
倉

　
　
伊
憩
只
｛
寸
殿
ノ
伽
岬
指
㎝
凶
ヲ
頼
・
も
給
ヘ
リ

　
㈲
　
藩
政
中
枢
部
の
強
化
i
・
深
尾
和
泉
を
園
政
の
後
見
役
と
し
、
御
蔵
入

　
　
の
う
ち
壱
万
珊
を
借
銀
返
済
駕
と
し
て
預
け
た
。
ま
た
新
ら
た
に
編
岡

　
　
丹
波
・
山
内
壱
岐
を
仕
度
役
に
加
え
、
専
村
淡
路
を
奉
行
職
に
任
ず
る

　
　
．
等
藩
政
中
枢
部
の
強
化
を
は
か
っ
た
。
改
革
に
あ
た
っ
て
の
諸
政
策
の

　
　
発
案
は
福
岡
丹
波
が
な
し
、
合
議
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
。

　
の
　
普
請
役
の
材
木
に
よ
る
代
行
i
借
銀
の
　
隠
勢
の
原
臨
と
な
っ
た
幕
府

39　（523）



　
　
の
普
講
役
に
つ
い
て
は
元
和
七
年
六
月
、
藤
堂
和
泉
守
を
介
し
て
、
老

　
　
中
に
以
後
薪
請
役
を
材
木
に
よ
っ
て
代
行
す
る
こ
と
願
い
入
れ
、
　
「
向

　
　
後
材
木
ヲ
以
御
普
請
役
ヲ
勤
サ
セ
給
フ
ヘ
ク
旨
」
の
許
可
を
得
た
。
こ

　
　
の
漁
隅
雌
耐
役
の
耕
H
太
丁
に
よ
る
代
行
と
い
う
処
概
は
借
銀
の
増
加
を
縢
止
す

　
　
・
る
応
急
処
概
で
あ
っ
た
。
　
（
引
用
史
料
は
『
藩
志
内
篇
」
W
所
収
）

⑦
「
定
高
札
」
第
二
十
四
条
（
研
．
土
佐
闘
地
方
史
料
』
所
収
）

⑧
　
同
　
第
八
条

⑨
柄
在
家
役
は
、
こ
の
段
階
で
は
農
漁
幾
に
対
す
る
一
種
の
地
域
的
臨
時

　
課
役
で
あ
っ
た
。

⑩
　
　
「
酉
姓
物
事
家
役
を
以
年
中
一
二
ニ
ケ
月
餅
歴
、
遠
方
之
者
ハ
、
　
一
軒
二

　
銀
九
匁
宛
差
上
」
（
『
南
路
憲
』
五
五
巻
）

⑪
「
定
高
就
漏
第
十
五
条

⑫
元
和
八
年
三
月
十
五
貼
「
御
仕
観
定
率
」
（
『
藩
志
内
篇
』
V
所
収
）

＠
　
元
和
八
年
雌
牛
十
暇
日
門
郷
仕
縫
師
群
脚
｝
（
漕
藩
志
内
篇
』
V
所
収
）

⑭
　
元
和
八
年
八
月
十
日
「
定
額
」
　
（
凋
，
藩
志
内
篇
」
V
所
収
）

⑮
訣
⑫

⑯
「
定
為
軋
」
舞
九
一
十
三
条

⑰
　
註
⑬

⑱
　
　
「
定
高
札
」
に
は
「
諸
職
入
不
入
者
扶
持
を
は
な
す
へ
き
事
解
　
（
第
十

　
七
条
）
　
「
諸
代
官
諸
奉
行
手
前
遂
穿
難
日
替
事
」
　
（
第
二
十
一
条
）
　
「
衣

　
装
以
下
之
事
」
　
（
第
一
．
∵
す
二
条
）
　
「
振
舞
事
最
納
脚
韻
　
串
箆
た
る
へ
ぎ
事
」

　
（
第
窯
十
三
条
）
等
の
規
定
が
あ
る
。

⑲
　
　
｝
、
姻
中
葛
雨
漏
浦
々
水
主
以
下
」
　
「
家
中
諸
奉
公
人
借
物
籾
米
並
金
銀

　
何
に
て
も
利
息
分
可
蟹
田
扁
と
利
息
の
切
捨
を
行
い
、
　
「
来
年
之
秋
本
分

　
に
て
妙
華
済
」
（
「
定
高
札
」
窮
二
＋
九
∴
二
＋
条
）
と
し
た
、
翌
元
和
八

　
年
に
は
「
利
徳
政
三
ケ
年
之
審
」
（
註
⑭
）
と
年
期
を
麺
期
し
た
。

⑳
⑳
＠
　
　
「
定
高
札
扁
第
一
二
一
・
四
条

⑳
山
内
忠
義
・
村
上
八
兵
衛
宛
書
状
（
潮
、
土
佐
鐵
地
方
史
料
』
所
双
）

⑳
　
　
　
「
「
兀
和
八
・
九
年
之
内
、
　
過
半
御
返
弁
」
　
　
（
静
南
欝
欝
』
五
五
巻
）

⑳
　
山
内
忠
義
・
野
中
玄
蕃
宛
誰
状
（
『
藩
論
内
篇
』
W
、
寛
永
四
年
所
双
）

　
「
其
方
色
々
被
入
精
候
故
、
当
年
串
僧
金
払
切
候
ハ
ん
様
二
穣
聞
大
慶
此

　
蜜
那
覇
、
此
上
万
尋
弥
せ
い
る
被
撫
凝
議
専
要
二
候
」
。
　
ま
た
、
　
『
薄
路

　
志
」
五
五
巻
は
「
寛
永
二
年
野
車
玄
蕃
に
被
仰
付
、
導
燈
之
者
膳
人
召
抱

　
材
木
為
仕
、
三
脇
年
以
後
御
越
済
之
由
承
伝
之
事
漏
と
記
し
て
い
る
。

⑳
　
秋
沢
繁
氏
「
士
佐
藩
の
『
国
運
』
の
成
立
に
つ
い
て
扁
（
『
土
佐
史
談
』

　
摺
恢
刊
一
轟
ハ
郡
万
）

⑳
　
　
「
可
栢
改
条
々
」
　
（
『
土
佐
躍
地
方
史
料
』
所
取
）

⑳
　
寛
永
窯
年
「
御
蔵
入
並
給
地
賑
」
　
（
高
知
県
立
中
央
蛮
書
館
蔵
）

⑳
横
倒
寒
吉
氏
『
長
宗
我
都
地
検
賑
の
研
究
」

⑳
　
前
掲
拙
稿

⑳
　
註
⑱

⑳
　
允
和
八
年
六
廻
十
二
日
「
就
科
木
役
菅
姓
善
悪
否
」
（
糧
藩
邸
内
篇
』
V

　
所
収
）

⑧
元
和
八
年
十
｛
月
ナ
四
日
、
野
中
玄
蕃
・
山
内
備
後
・
寺
村
淡
路
・
深

　
尾
搬
水
・
山
内
壱
岐
・
福
岡
丹
波
等
の
　
「
上
書
」
　
ひ
藩
志
内
篇
』
V
所

　
収
）

⑭
　
　
一
、
蚕
姓
田
懸
鼻
銀
巽
中
」
　
（
『
藩
志
内
簾
』
W
所
取
）

⑱
秋
沢
氷
山
前
掲
論
文
参
照
。
秋
釈
氏
は
繊
銀
の
系
譜
を
近
世
初
頭
の
他
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騒
送
夫
、
陣
夫
中
心
臨
時
不
定
隠
夫
役
↓
科
木
役
↓
田
銀
と
想
定
し
、
そ

の
成
立
に
つ
い
て
は
、
　
「
料
木
役
が
全
面
的
に
銀
納
、
地
子
懸
り
に
な
る

こ
と
か
ら
笑
質
的
に
は
寛
永
三
年
、
名
称
的
に
は
、
陶
年
よ
り
寛
永
十
八

年
迄
の
閥
に
、
田
銀
は
料
実
役
の
転
化
形
態
と
し
て
成
立
し
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
」
、
　
「
：
：
：
明
暦
期
を
、
実
質
約
内
容
を
備
え
た
、
完
成
せ
る

田
銀
の
全
「
般
酌
確
立
の
時
点
」
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
c
　
寛
永
i
寛
文
期

　
元
和
末
年
の
藩
財
政
窮
乏
の
克
服
は
、
大
坂
を
中
心
と
し
て
形
成

さ
れ
つ
つ
あ
る
全
国
的
商
品
流
通
網
！
一
…
全
国
的
経
済
へ
の
積
極
的

参
加
に
よ
っ
て
一
ま
ず
成
功
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
基
盤

と
な
る
領
内
市
場
の
形
成
は
先
に
み
た
よ
う
に
、
全
国
的
経
済
に
充

分
照
応
的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
、
藩
財
政
の
恒

常
的
な
窮
乏
化
を
阻
止
し
、
克
服
し
て
い
く
た
め
に
は
、
全
国
的
経

済
に
照
応
的
な
領
内
市
場
を
、
城
下
町
を
中
核
と
し
て
形
成
し
て
い

く
こ
と
、
同
時
に
領
内
市
場
の
強
力
な
掌
握
を
通
じ
て
、
藩
財
政
を

領
内
市
場
と
全
国
市
場
と
の
媒
介
環
1
一
結
節
点
と
し
て
の
位
観
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

定
心
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
寛
永
・
寛
文
期
の
土
佐
藩
に

お
け
る
藩
政
は
、
こ
の
課
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
く
。
具
体

的
に
は
土
木
事
業
（
新
田
開
発
・
築
港
）
・
殖
産
興
業
・
専
売
仕
法
な

ど
の
政
策
が
と
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
帰
結
す
る
と
こ
ろ
は
生
産
物

地
代
1
1
米
貢
租
の
増
徴
で
あ
り
、
特
産
物
の
強
姦
買
上
げ
と
い
う
収

奪
で
あ
っ
た
。

　
土
木
事
業
　
新
田
胴
発
に
直
結
す
る
治
水
灌
瀧
工
事
と
、
漁
業
の

振
興
・
商
贔
流
通
の
進
展
に
寄
与
す
る
築
港
工
事
と
に
大
別
さ
れ
る
。

治
水
灌
概
工
事
は
表
示
し
た
よ
う
に
、
土
佐
藩
領
内
に
流
れ
る
河
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

全
域
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
　
『
皆
［
山
集
』
の
記

す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
　
「
四
千
百
十
一
町
三
反
余
ノ
耕
田
ヲ
開
キ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
一
千
百
四
十
九
町
ノ
悪
水
ヲ
年
下
シ
テ
地
味
ヲ
豊
雍
」
に
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
石
高
に
し
て
寛
文
三
～
五
年
（
生
野
六
三
～
五
）
に
は
二

　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
　
　
　
　
　
断
ハ
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
は
七
万
八
千
石
余
の
増

万
三
千
石
余
、

加
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
な
お
郷
士
制
度
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
こ
と
に
す
る
）
Q

　
築
港
工
事
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
　
安
芸
郡
で
室
津
港
（
寛
永
七

年
－
廷
宝
七
年
）
、
津
融
港
（
慶
安
三
年
…
寛
文
元
年
）
、
香
我
美
郡
で
、

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

手
結
港
（
承
応
…
兀
年
一
明
暦
元
年
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
三
港
と
も

土
佐
の
東
…
灘
に
あ
る
港
で
、
上
方
へ
の
海
上
交
通
の
要
所
と
な
っ
て

　
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
他
に
は
幡
多
郡
南
端
に
あ
る
縮
島
の
防

波
堤
築
造
、
ま
た
城
下
町
高
知
の
外
港
で
あ
る
浦
戸
港
口
に
波
除
を

ニ
ケ
所
に
、
海
岸
は
掘
碧
し
て
土
砂
崩
れ
を
防
ぐ
な
ど
の
工
事
を
行
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主な治水灌瀧工事と開発薗積

考徽長　　麗発灘積全名講川

寛永16年着エ

正保2年完戒

寛永16年完成

万治元年完成

蘇元年舷i

徽4年完成i

慶安元年着工i

　　　　　　I

承応3年諮二1二［
明暦元年完繊

寛永！5年蒋二［㌶

　町　反　畝
42．0余

126．　7．　6

90．　1．　2

342．一5．　0

460。余

200．　0．　0

837．余

554．　9

60．　4

84．　4

，
8
　
　
§

5
．
⑤
⑤

砿
玖
a

36．　1．　3

6．　9．　3

tE　町　閥
1．　10．

　　43．

　　44．

1．　24．

1．　00．

1．10．

1．　07．

1．　21．

57．　25

　14．　4

　18．　53

1．　04．

42．　16

40．47

23．10

20．　50

物部用流域

山田腰
　父養寺
　上　井
　中　井
　船　入

野市上丼堰

　野市上引
野貰下井堰

　野市下秀
仁淀川流域

　
井
筋

晦
岡
井

　
弘
大

八

　
　
溝
灘
。
溝
溝
溝

∴
出
際
筋
樋
熱
川

　
　
鎌
十
岩
照
中
知
宮
下
行

　
鎌
　
　
万
　
　
　
　
一

　
　
　
四
　
　
　
　
　
本

川
溝
川
溝

土佐郡北部
　　森

　　新　井

　　相

　　井　q

つ
た
。
こ
れ
ら
諸
港
の
修
築
工
事
は
、
津
呂
港
が
「
深
八
尺
余
、
船

　
　
　
　
⑦

百
五
十
余
艘
」
を
収
容
す
る
港
と
し
て
完
成
し
た
こ
と
に
み
と
め
ら

れ
る
よ
う
に
、
船
の
往
来
を
便
利
に
し
、
漁
業
の
振
興
・
海
上
交
通

の
発
達
を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
は
上
方
と
の
商
品
流
通
に
資
し
た
の

で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ら
の
土
木
事
業
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
如
何
よ
う
し

『紫山集』巻84・87による。

　　　　　　（高知県立ri・1央図潜館蔵）

て
そ
の
労
働
力
を
投
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
、
従
先
規
田
地
壱
反
二
付
、
春
三
人
役
宛
か
ら
ざ
い
理
詰
召
遣
御
定
一
事

　
座
談
所
二
、
近
年
御
や
と
ひ
之
柄
在
家
と
被
仰
、
壱
ケ
年
二
三
度
苑
、
時

　
之
御
嫌
な
く
十
月
十
五
日
、
或
は
廿
日
遠
隔
よ
り
罷
出
相
動
当
職
。
其
上

　
百
人
役
に
て
も
仕
舞
兼
候
御
普
講
場
を
、
昔
人
役
滑
人
役
に
て
仕
舞
候
へ

　
と
奉
行
人
張
付
揆
故
、
百
姓
門
帳
之
外
過
分
に
ま
し
人
出
し
申
所
に
飯
米
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土佐藩初期藩政の展開と郷士制度の役割（石躍）

　
を
も
不
被
下
候
故
、
高
利
の
借
米
を
以
桐
勤
豪
雪
。
第
一
作
毛
仕
付
時
分

　
透
致
迷
惑
候
事
。

　
こ
れ
は
野
中
兼
山
の
失
脚
し
た
後
に
提
出
さ
れ
た
百
姓
町
罠
の
愁

　
⑧

訴
状
の
一
条
で
あ
る
が
、
土
木
事
業
に
あ
た
っ
て
の
労
働
力
投
入
の

様
子
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
農
耕
期
を
避
け
る
の
が
一
般
舶
で
あ
る

に
竜
か
か
わ
ら
ず
、
時
を
選
ぶ
こ
と
な
く
、
し
か
も
長
日
間
の
夫
役

賦
課
を
強
制
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
夫
役
徴
発
は
門
帳
の
規

定
以
上
に
増
徴
す
る
ば
か
り
か
、
工
事
現
場
へ
の
遠
近
を
考
慮
せ
ず

に
行
な
わ
れ
、
現
場
に
お
け
る
労
役
は
「
百
人
役
に
て
も
仕
舞
兼
遷
御

普
請
場
を
、
廿
人
役
珊
役
に
て
も
仕
舞
候
へ
」
と
い
う
極
め
て
苛
酷

な
も
の
で
あ
っ
た
。
津
呂
港
普
請
の
際
に
は
延
人
数
に
し
て
「
夫
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

拾
壱
万
七
千
五
百
七
拾
六
人
」
が
、
東
．
灘
地
方
の
水
主
に
柄
在
家
役

と
し
て
課
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
過
重
夫
役
賦
課
が
領
民
の
再
生

産
を
不
可
能
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

藩
は
こ
れ
に
対
処
し
て
、
城
銀
・
城
米
の
貸
付
を
行
な
っ
た
が
、
高
利

貸
で
あ
っ
た
た
め
再
生
産
に
役
立
つ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
破
壊
を
促
進

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

す
る
こ
と
に
結
果
し
た
。
野
中
兼
山
の
執
政
末
期
に
は
「
甲
浦
♂
安

喜
迄
之
内
に
而
、
御
未
進
方
急
に
被
責
男
女
弐
百
五
拾
六
人
、
弐
拾

ケ
年
参
拾
ケ
年
或
拾
四
五
年
之
年
切
に
、
纏
之
銀
子
取
方
タ
に
売

⑪放
」
と
い
う
事
態
に
ま
で
な
っ
て
い
た
。

　
土
木
事
業
は
新
田
開
発
を
通
じ
て
、
即
時
的
で
は
な
い
が
米
年
貢

増
徴
に
、
ま
た
港
湾
の
修
築
と
い
う
こ
と
で
、
国
外
へ
の
商
品
流
通

の
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
に
お
い

て
は
、
土
木
慕
業
に
投
入
す
る
労
働
力
を
う
る
た
め
に
と
ら
れ
た
過

重
夫
役
賦
課
が
領
民
の
疲
弊
を
も
た
ら
し
、
再
生
産
す
ら
不
可
能
な

状
態
に
追
い
や
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
野
中

兼
山
が
失
脚
す
る
原
因
と
な
っ
た
。

　
殖
産
興
業
と
専
売
仕
法
　
元
和
末
期
の
藩
財
政
の
窮
乏
、
そ
し
て
そ

の
克
服
を
通
じ
て
、
土
佐
藩
の
財
政
は
上
方
商
業
資
本
へ
の
依
存
度

を
た
か
め
て
い
っ
た
。
特
産
物
で
あ
る
材
木
の
上
方
消
却
に
よ
っ
て
、

財
政
窮
乏
を
克
服
し
え
た
こ
と
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
土
佐
藩

の
藩
財
政
は
す
で
に
「
大
坂
へ
の
投
入
を
続
け
な
い
限
り
、
藩
財
政

　
　
　
⑧

の
再
生
産
」
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
か
か
る
事
態
に
対
応
し
て
い
く

た
め
に
は
、
領
内
に
お
い
て
新
た
な
財
源
を
獲
得
す
る
こ
と
、
ま
た

強
力
な
商
業
統
鋼
を
行
い
、
既
存
の
財
源
か
ら
の
収
奪
を
強
化
す
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
領
内
に
お
け
る
商
品
生
産
・
商
品
流
通
を
発
展
さ

せ
、
そ
れ
を
強
力
に
掌
握
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
野
中
兼
山

の
殖
産
興
業
・
酋
襟
脚
仕
法
一
商
業
軍
慮
…
は
こ
の
よ
う
な
必
要
性
か
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ら
打
ち
繊
さ
れ
た
政
策
で
あ
っ
た
。
で
は
、
殖
産
興
業
、
す
な
わ
ち

新
た
な
財
源
獲
得
は
ど
の
よ
う
な
面
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う

か
。ω

一
、
御
属
中
在
々
所
々
に
漆
の
木
、
桑
の
木
、
楮
、
茶
木
、
植
可
申
候
。

　
　
楮
は
何
の
地
に
て
も
生
1
1
よ
く
候
。
由
掛
或
は
弘
屋
敷
所
持
の
者
は
杉

　
　
櫓
繊
F
松
木
に
よ
ら
詳
，
糖
【
可
由
－
候
。
杉
・
な
へ
は
ふ
せ
什
一
た
る
又
は
出
家
な

　
　
と
に
巧
者
在
之
翠
霞
、
逐
吟
味
在
々
に
過
分
ふ
せ
さ
せ
令
配
分
植
さ
せ

　
　
可
申
候
。
屋
具
に
も
藩
王
被
申
時
分
渚
、
由
奉
行
見
立
之
上
を
競
売
買

　
　
可
串
付
事
。

②
一
、
木
綿
、
た
ば
こ
、
な
た
ね
在
々
の
散
田
に
作
可
仕
候
。
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
瞬
中
掟
」
）

　
軸
木
t
桑
・
漆
・
楮
・
茶
の
栽
培
を
は
じ
め
と
し
て
、
杉
・

檜
・
桐
・
松
な
ど
の
植
樹
奨
励
、
さ
ら
に
は
散
田
へ
の
木
綿
・
た
ば
．

こ
・
菜
種
な
ど
の
植
付
奨
励
と
数
種
類
に
お
よ
ん
で
い
る
。
ま
さ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

そ
れ
は
「
年
貢
の
便
に
可
成
木
は
植
傷
申
」
で
あ
っ
た
。
他
に
も
鯉

鮒
の
養
殖
・
蜜
蜂
の
飼
育
、
あ
る
い
は
尾
戸
焼
の
創
始
な
ど
が
あ
る

が
、
藩
の
殖
産
興
業
政
策
の
中
心
は
農
民
的
副
業
の
奨
励
に
お
か
れ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
財
源
獲
得
の
た
め
の
商
撮
作
物
の
多
様
化
は
、

酬
癌
に
お
い
て
農
域
の
単
純
小
商
贔
生
産
岩
化
を
促
進
し
、
農
民
的

商
品
経
済
の
発
展
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
に
対
し
藩
は

厳
重
な
統
制
を
加
え
、
農
民
の
乎
許
に
余
剰
の
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
を

阻
止
し
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
史
料
①
の
最
後
の
部
分
に
…
が
さ
れ

る
「
山
奉
行
見
立
之
上
を
以
売
買
可
申
付
華
」
な
ど
そ
の
よ
い
一
例

と
い
え
よ
う
。

　
藩
は
殖
産
興
業
政
策
に
よ
っ
て
商
品
作
物
の
発
展
を
促
進
し
、
同

時
に
領
内
に
お
け
る
商
品
流
通
の
振
興
一
領
内
市
場
の
形
成
を
は

か
る
が
、
城
下
町
商
業
の
圧
倒
的
優
位
性
を
保
持
す
る
た
め
に
、
藩

権
力
に
よ
る
強
力
な
商
業
統
制
政
策
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
商
業
統
欄
の
中
軸
と
な
っ
た
も
の
は
専
売
仕
法
で
あ

っ
た
。

　
一
、
近
年
直
々
御
商
被
成
に
付
、
御
法
度
数
多
被
稗
出
、
物
毎
御
吟
味
強
く

　
…
…
（
略
）
…
…
諸
人
安
座
難
威
第
一
及
迷
惑
凄

　
一
、
近
年
国
中
之
茶
、
紙
、
漆
井
抽
欝
欝
に
至
迄
、
御
商
に
領
導
候
と
て
不

　
残
下
直
に
被
召
上
、
少
々
に
て
も
外
へ
う
り
串
候
得
ば
、
右
脚
通
御
糺
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
被
御
付
候
故
、
迷
惑
仕
事
。
　
（
「
西
十
七
箇
条
」
の
愁
訴
状
）

　
茶
・
紙
・
漆
∵
油
草
の
四
種
類
を
専
売
晶
と
し
て
指
定
し
、
生
産

者
で
あ
る
黒
黒
か
ら
直
接
藩
が
買
上
げ
、
城
下
町
挙
用
商
人
の
国
産

問
屋
を
困
じ
て
上
方
に
売
却
す
る
仕
隷
を
と
っ
て
い
た
．
藩
は
塩
売
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品
を
安
値
で
強
制
的
に
買
上
げ
た
ば
か
り
か
、
違
犯
者
に
対
し
て
は

「
小
科
導
者
も
御
尋
導
き
び
敷
、
数
臼
す
ね
を
御
認
め
、
永
々
籠
舎

被
仰
付
上
に
て
、
過
銀
或
は
御
閾
所
、
或
は
地
張
付
、
又
は
御
成
敗

　
　
　
⑯

被
仰
付
候
」
と
い
う
厳
科
で
の
ぞ
ん
だ
。
か
か
る
専
売
仕
法
は
、
つ

ま
る
と
こ
ろ
藩
権
力
の
領
内
商
晶
流
離
過
程
へ
の
介
入
で
あ
り
、
し

か
も
商
人
の
介
在
を
許
さ
ぬ
こ
と
に
お
い
て
、
自
ら
の
商
人
化
で
あ

っ
た
。

　
一
、
山
分
茶
、
紙
、
漆
、
滴
種
諸
代
物
先
年
は
商
人
山
里
入
絹
に
銘
々
相
対

　
を
以
て
貸
嵩
し
売
買
仕
候
処
に
、
近
年
由
縁
へ
参
商
人
堅
御
法
度
に
被
仰

　
付
、
御
茶
奉
行
衆
右
之
諸
代
物
御
納
被
曝
に
付
商
人
旧
す
き
わ
い
留
り
迷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
惑
仕
事
。
　
（
寛
文
三
年
八
月
十
三
日
「
御
壷
申
上
差
口
帳
偏
）

　
山
分
へ
の
商
人
立
入
り
禁
止
は
、
抜
け
売
買
を
防
止
し
、
独
占
を

強
化
し
て
い
く
た
め
の
当
然
の
処
概
で
は
あ
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も

全
面
的
な
立
入
り
禁
止
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
再
生
産
を
保
母

す
る
た
め
に
も
一
定
度
の
立
入
り
は
必
要
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ

れ
は
藩
の
厳
重
な
統
制
下
に
お
い
て
の
み
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
、
桑
名
［
平
介
殿
被
申
は
、
諸
売
物
一
下
切
に
柔
し
可
申
候
間
、
山
分
へ
士
冗

　
に
参
候
へ
と
被
管
候
故
、
山
分
へ
持
参
仕
、
則
諸
代
物
に
替
参
候
補
ば
闘

　
屋
に
て
御
売
被
戒
、
其
売
立
銀
之
内
に
て
売
口
銭
と
被
笠
壱
割
、
又
甘
分

一
と
被
仰
菰
分
又
御
評
し
被
成
、
売
物
之
代
銀
に
も
弐
渕
穐
之
利
母
御
舳

被
呼
事
故
、
廿
日
辮
日
之
内
に
利
足
三
わ
り
四
五
分
ほ
と
に
被
召
上
候
。

（
略
）

　
右
に
み
る
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
藩
営
と
か
わ
ら
な
い
ほ
ど
の
統

制
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
商
品
の
貸
付
、
売
立
銀
に
対
す
る
壱
割
の

課
税
、
あ
る
い
は
売
物
代
銀
に
対
す
る
弐
割
の
利
足
徴
収
と
、
取
奪

を
強
化
し
て
い
く
姿
は
、
ま
さ
に
高
利
貸
資
本
が
小
商
人
を
収
奪
し

て
い
く
姿
と
同
一
で
あ
る
と
い
え
る
。
毘
方
に
つ
い
て
も
「
小
商
人

共
在
郷
へ
も
諸
売
物
持
参
諸
候
へ
、
亡
し
可
比
熱
」
と
同
じ
よ
う
に

商
品
の
貸
付
を
行
い
、
そ
の
販
売
方
法
に
つ
い
て
は
「
事
々
庄
屋
方

へ
持
参
売
以
て
、
其
売
買
之
黒
血
面
に
記
売
申
」
こ
と
と
制
限
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
藩
は
直
接
生
産
者
と
城
下
町
御
用
商
人
と
の
閥
に
介

在
す
る
仲
買
商
人
の
排
除
、
あ
る
い
は
厳
重
な
統
綱
下
に
お
く
こ
と

を
通
じ
て
、
屯
つ
と
も
商
晶
性
の
高
い
国
産
物
で
あ
る
茶
・
紙
・
漆

．
油
草
の
四
種
を
専
売
品
と
し
塙
そ
れ
ら
の
売
買
を
独
占
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
多
大
な
利
潤
を
う
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

藩
は
か
か
る
生
産
粉
地
代
以
外
の
収
入
源
の
確
保
－
一
専
売
晶
の
維

持
・
増
産
を
鐸
的
と
す
る
直
接
生
産
者
へ
の
城
米
・
世
銀
の
貸
付
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

お
い
て
、
高
利
貸
資
本
的
機
能
を
も
は
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
専
売
晶
以
外
の
商
品
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

そ
の
統
綱
策
は
酒
の
場
合
に
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
慶
安
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

（一

Z
四
八
）
に
「
御
壷
中
酒
屋
百
八
十
一
軒
御
定
被
仰
付
嘉
事
」
と
、

酒
屋
の
軒
数
を
制
限
し
た
。
こ
れ
は
生
産
量
が
十
石
以
下
の
酒
麗
を

麗
止
し
、
新
た
に
酒
屋
株
を
設
け
て
運
上
銀
の
増
収
を
は
か
る
た
め

の
電
の
で
あ
っ
た
。
な
お
運
上
銀
に
つ
い
て
は

　
一
、
．
寛
文
弐
年
之
秋
よ
り
又
御
運
上
増
候
へ
と
霜
眉
付
候
。
私
と
も
仕
来
り

　
串
す
ぎ
わ
ひ
や
め
申
儀
迷
惑
に
奉
存
、
銀
三
拾
五
貫
に
御
請
仕
、
先
年
之

　
通
極
月
と
六
月
間
両
度
に
御
運
上
仕
筈
に
御
請
仕
候
所
に
、
御
改
替
と
被

　
傭
付
去
年
極
目
に
三
拾
五
貫
謬
一
所
に
被
召
上
二
段
迷
惑
仕
申
候
。

と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
株
が
一
種
の
特
権
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
商
人
の
閣
に
撮
管
す
る
竜
の
が
出
て
き
た
。
そ
の
結
果
は
「
外

よ
り
望
申
も
有
之
候
閾
、
増
銀
歯
寺
請
仕
候
へ
と
導
電
付
候
故
、
不

及
是
非
銀
三
拾
壱
貫
七
百
a
之
余
に
御
請
仕
」
と
、
特
権
を
確
保
す

る
た
め
に
運
上
銀
の
増
加
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
方
法
は
酒
屋
だ
け
に
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

油
歴
・
麹
屋
・
紺
屋
な
ど
に
対
し
、
て
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
油
屋
の

場
合
な
ど
「
干
今
運
上
次
第
二
上
リ
町
中
油
屋
壱
軒
に
醸
成
申
に
付
、

油
直
段
高
直
に
罷
成
り
其
上
細
悪
敷
一
も
へ
不
申
、
殊
に
入
用
程
不
足

申
に
付
諸
人
迷
惑
仕
」
と
い
う
状
況
を
呈
す
る
に
い
た
っ
た
α

こ
の
よ
う
な
藩
権
力
に
よ
っ
て
強
力
に
お
し
す
す
め
ら
れ
る
統
制
政

策
は
、
城
下
町
商
人
の
間
に
特
権
を
め
ぐ
る
競
争
を
激
化
さ
せ
、
次
「

第
に
少
数
の
限
定
さ
れ
た
も
の
を
特
権
商
人
化
し
て
い
っ
た
。

　
一
、
近
年
御
閲
量
出
来
仕
、
商
人
数
人
御
抱
被
、
上
方
・
備
前
・
備
中
迄
打

　
散
罷
在
、
万
｝
も
売
物
は
不
及
申
上
、
小
聞
物
品
々
、
帯
、
た
す
き
、
櫛

　
は
り
、
小
刀
、
剃
刀
、
は
さ
み
、
き
せ
る
、
か
父
み
、
す
み
、
筆
、
は
り

　
籍
、
重
箱
、
め
し
か
い
き
、
し
ゃ
く
し
、
た
ひ
、
く
わ
し
、
ゆ
わ
し
、

　
塩
、
味
噌
、
醤
抽
、
酒
、
あ
ゆ
等
艶
物
買
下
し
被
成
、
町
中
商
人
共
に
な

　
け
に
御
売
冷
戦
段
…
…
（
略
）
…
…

　
藩
は
、
か
く
し
て
成
立
し
て
く
る
城
下
町
特
権
商
人
を
通
じ
て
、

領
内
市
場
を
整
備
し
、
城
下
町
を
要
と
す
る
商
口
㎜
流
通
綱
を
つ
く
り

あ
げ
、
そ
の
強
力
な
掌
握
の
上
に
全
国
的
経
済
に
結
び
つ
い
て
い
つ

　
　
　
　
⑲

た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
藩
財
政
の
恒
常
的
な
窮
芝
化
を
克
服
す
る
た
め
の
財
源
獲

得
が
如
何
に
展
開
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
野
中
兼
山
の
殖
産
興
業

か
・
り
専
士
冗
什
四
法
へ
と
脚
劇
論
し
て
い
っ
た
経
済
政
策
1
1
商
業
研
帆
酬
酬
に
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
て
み
て
き
た
。
こ
の
他
に
、
町
役
銀
・
御
国
役
銀
な
ど
の
賦
課
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
い
は
浦
方
に
お
け
る
口
一
銀
徴
収
制
度
の
改
革
な
ど
が
行
わ
れ
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で
い
る
が
、
そ
こ
に
一
貫
し
て
い
る
竜
の
は
ト
形
態
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
れ
、
藩
財
政
強
化
の
た
め
の
、
収
奪
以
外
の
何
も
の
で
竜
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
苛
酷
な
収
奪
は
領
民
の
疲
弊
を
も
た
ら
し
、

そ
の
こ
と
が
政
争
の
道
具
と
さ
れ
て
野
中
兼
山
は
失
脚
し
て
い
っ
た
。

所
謂
寛
文
の
改
替
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
と
ら
れ
た
政
策

は
専
売
仕
法
の
廃
止
に
そ
の
特
徴
が
も
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
軽
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

策
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
海
鏡
で
述
べ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
寛
永
一
寛
文
初
期
に
か
け
て
野
中
兼
山

に
よ
っ
て
と
ら
れ
て
き
た
政
策
の
継
続
で
あ
り
、
そ
の
も
た
ら
し
た

も
の
の
整
備
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
野
中
．
兼
山
の
か
か
る
施
政
が
遂
行
さ
れ
て
い
く
に
は
、
当
然
の
こ

と
地
方
支
配
の
強
化
が
必
要
と
き
れ
る
。
す
な
わ
ち
新
田
開
発
に
せ

よ
、
殖
産
興
業
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
大
々
的
に
遂
行
さ
れ
る
た
め
に

は
、
農
民
の
土
地
へ
の
緊
縛
が
大
前
提
と
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
地
方

支
配
の
強
化
と
い
う
視
点
か
ら
野
中
兼
山
の
施
政
の
一
つ
で
あ
っ
た

郷
士
制
度
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

①
　
佐
々
木
潤
之
介
氏
「
捨
綱
成
立
史
研
究
の
課
題
」
（
「
麗
史
学
研
究
』
窮

　
　
二
三
一
琴
）

②
　
高
知
県
立
中
央
図
書
館
蔵

③
鋤
．
曹
山
集
〕
八
四
巻

④
松
好
典
配
管
需
、
土
佐
藩
経
済
史
研
究
』

⑤
平
尾
道
雄
氏
『
高
知
藩
財
政
史
』

⑥
『
紫
山
集
』
八
七
巻
囁

⑦
　
同
二
八
陽
巻

⑧
入
交
好
幽
幽
瞭
、
徳
川
幕
藩
体
制
解
体
過
程
の
研
究
』
下
巻
所
収
に
よ
る
。

⑨
「
上
難
草
臥
申
覚
」
入
交
氏
著
前
掲
書
所
収
に
よ
る
。

⑩
　
横
川
末
吉
氏
「
淡
輪
圏
郎
兵
衛
『
万
覚
井
状
之
後
書
共
』
の
研
究
－
野

　
中
兼
山
治
下
の
浦
方
1
」
　
（
『
社
会
経
済
史
学
』
二
三
巻
三
号
）

⑪
「
網
中
浦
々
就
職
困
窮
近
年
之
課
役
並
諸
運
上
等
減
少
仰
付
載
」
（
『
土

　
佐
顧
地
方
史
料
』
衡
収
）

⑫
佐
々
木
潤
之
介
氏
前
掲
論
文

⑫
　
『
土
佐
園
地
方
史
料
』
所
収

⑭
　
　
「
本
山
菅
姓
中
へ
の
布
達
」
　
（
『
土
佐
国
地
方
史
料
』
所
収
）

⑮
・
⑯
入
交
好
脩
氏
前
掲
嶺
所
収
に
よ
る
。

⑯
　

糧
高
知
布
史
』
上
巻
所
収
に
よ
る
。
以
下
こ
の
項
で
註
記
の
な
い
も
の

　
は
「
御
三
串
上
差
出
帳
」
か
ら
の
引
用
。

⑰
横
川
末
吉
氏
門
土
佐
史
の
人
び
と
』
（
『
土
佐
叢
書
偏
二
）

⑱
　
　

『
南
歌
…
撫
心
し
　
山
ハ
七
巻

　
　
「
町
中
一
日
株
群
老
軒
二
御
定
、
小
贋
之
酒
屋
被
差
止
也
、
町
中
酒
置

　
往
古
汐
百
三
拾
八
軒
有
、
智
石
数
定
有
之
、
三
石
下
達
・
耳
石
、
二
石
、

　
三
石
迄
之
小
石
数
酒
田
有
、
其
小
石
を
被
除
薇
壱
軒
置
相
成
」

　
　
「
酒
屋
軒
数
國
巾
百
八
十
壱
軒
　
慶
安
元
年
御
定
右
之
内
　
城
下
町
中

　
百
壱
軒
、
安
喜
郡
十
五
軒
、
香
我
美
郡
十
二
軒
、
長
岡
郡
三
軒
、
吾
川
郡

　
壱
軒
、
高
綱
郡
廿
㎝
軒
、
幡
多
郡
汁
八
軒
」

47（53ユ）



⑲
広
谷
喜
十
郎
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑳
　
　
門
紺
羅
嗣
役
之
鰻
、
小
少
ザ
助
殿
御
仕
置
二
時
、
紺
麓
壱
人
前
二
御
岡

　
役
銀
五
匁
宛
沼
上
候
」
（
「
御
訴
申
上
差
上
帳
」
）
。
紺
屋
の
ほ
か
に
、
大
工

　
・
樽
麗
．
左
宮
・
ぬ
し
屋
。
研
麗
・
鞘
師
・
張
付
屋
・
か
し
や
。
当
屋
・

　
唐
笠
屋
・
檜
物
師
等
諸
職
入
に
明
暦
元
年
頃
か
ら
賦
課
さ
れ
て
い
る
。

⑳
明
暦
元
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。
従
来
の
「
地
講
」
一
浦
庄

　
屋
に
一
括
賦
課
す
る
方
法
が
、
　
「
直
口
」
す
な
わ
ち
一
網
毎
に
藏
接
賦
課

　
す
る
方
法
に
改
革
さ
れ
た
。

⑳
拙
稿
「
土
佐
藩
『
寛
文
改
替
濫
の
一
考
察
」
（
読
史
会
創
立
五
十
年
記

　
念
『
国
史
論
集
』
所
収
）

懸
　
郷
士
の
敢
立

　
　
　
　
　
a
　
慶
　
長
　
郷
　
士

　
土
佐
藩
に
お
け
る
郷
士
取
立
は
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

じ
ま
る
。
　
『
郷
士
開
基
論
』
所
収
の
「
今
井
氏
家
譜
」
が
そ
の
様
子

を
つ
た
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
吉
松
）

　
一
、
二
代
郷
士
附
属
　
　
同
　
　
孫
兵
衛
光
徳

　
右
孫
兵
衛
後
ニ
ハ
八
之
進
三
三
剣
先
圏
織
元
親
族
に
属
し
て
没
落
二
及

　
世
二
埋
る
旧
家
之
輩
を
御
不
便
二
被
思
召
　
慶
長
十
八
年
癸
奉
謝
郷
士
二

　
御
取
立
御
仁
政
被
相
行
　
其
因
を
以
光
徳
も
下
意
二
郷
士
を
加
賜
　
即
久

　
万
村
汐
地
領
分
郷
枝
村
・
蓮
台
・
大
河
内
三
ケ
所
に
お
い
て
田
畑
四
拾
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
給
）

　
余
大
野
取
を
以
領
知
州
際
　
其
屋
来
双
方
兼
帯
庶
事
勤
申
事
　
慶
安
二
十

　
　
琵
歳
正
月
十
一
鋼
御
敢
初
御
家
中
沼
二
繕
藩
候
事
　
俄
二
地
潜
付
即
事

　
か
つ
て
前
国
主
長
宗
我
都
氏
の
在
地
給
人
i
一
領
具
足
一
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
て
活
躍
し
た
土
豪
達
が
、
　
「
大
野
取
〕
一
i
経
木
開
発
地
を
領
知
と

し
て
給
与
さ
れ
、
郷
土
の
称
号
を
あ
た
え
ら
れ
た
の
が
、
郷
士
制
度

の
は
じ
ま
妙
で
あ
る
が
、
波
等
は
当
初
在
所
の
庄
屋
の
支
配
下
に
お

か
れ
て
い
た
。

慶
長
十
八
癸
丑
年
郷
土
ノ
名
号
ヲ
膿
基
シ
玉
フ
（
略
）
、
　
即
年
ヨ
リ
十
三
・

四
虚
十
ノ
㎜
圓
ハ
、
庄
屋
ノ
党
†
下
二
属
ス
ル
㎞
処
、
瞥
乃
・
氷
慧
一
丙
當
以
年
十
二
官
ヲ
放
官
瞬
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ノ
｛
麗
宰
ユ
与
ル
（
瑞
獅
士
覚
書
』
）

　
右
の
引
用
か
ら
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
支
配
系
列
と
し
て
は
郷
士
は

庄
屋
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
先
に
み
た

吉
松
孫
兵
衛
光
徳
の
場
合
の
よ
う
に
「
双
方
兼
帯
」
、
す
な
わ
ち
庄

麗
と
郷
士
と
を
か
ね
て
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
入
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

時
に
初
代
藩
主
山
内
一
豊
の
弟
康
豊
に
よ
っ
て
だ
さ
れ
た
「
布
令
」

が
、
一
領
具
足
の
症
屋
就
任
を
し
め
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の

「
双
方
兼
帯
」
と
い
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
郷

士
覚
書
』
は
こ
の
こ
と
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
る
し
て
い
る
。

往
古
川
棚
量
ヨ
リ
郷
醒
士
ヲ
生
シ
、
郷
士
ヨ
リ
庄
匿
脚
軒
燈
ラ
レ
、
又
ハ
判
型
郷

士
兼
帯
二
重
軍
艦
、
霊
等
ノ
施
転
変
化
自
在
ナ
ル
コ
ト
、
　
（
略
）
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こ
の
慶
長
十
八
年
に
は
じ
ま
る
慶
長
郷
士
取
立
は
元
和
・
寛
永
と

つ
づ
い
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
藩
は
何
を
陰
的
と
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
つ
取
立
の
対
象
と
な
っ
た
一
領
具
足
対
象
に
つ
い
て
最
初
に

み
る
こ
と
に
す
る
。

　
山
内
氏
は
、
入
国
当
初
か
ら
一
領
具
足
に
対
し
て
は
そ
の
給
人
的

性
格
の
否
定
を
も
つ
て
の
ぞ
ん
で
き
た
。
慶
長
十
七
年
の
「
忠
義
法

度
」
の
諸
条
か
ら
察
知
で
き
る
よ
う
に
、
当
時
藩
は
政
策
と
し
て
旧

土
豪
層
の
解
体
！
1
被
官
層
の
解
放
を
も
く
ろ
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。

こ
と
一
領
具
足
に
つ
い
て
も
給
人
的
性
格
の
否
定
一
百
姓
並
み
、

具
体
的
に
は
給
地
の
没
収
が
お
こ
な
わ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
旧
来
の

耕
作
権
乃
歪
は
保
有
権
の
否
定
は
お
こ
な
わ
れ
な
い
の
が
原
則
で
あ

っ
た
。
彼
等
の
給
地
が
長
宗
我
部
地
検
帳
に
お
い
て
、
彼
等
の
作
職

名
請
地
で
あ
る
か
ぎ
り
、
知
行
権
の
否
定
は
あ
っ
た
が
、
土
地
の
耕

作
権
乃
至
は
保
有
権
に
は
変
動
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
別
人
の
作
職

名
請
で
あ
っ
た
場
合
に
の
み
耕
作
権
乃
至
は
保
有
権
を
も
没
収
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
か
ぎ
夢
で
は
一
領
具
足
は
長
宗
我
部
氏
の
一
般

給
人
と
お
な
じ
扱
い
を
う
け
た
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
慶
長
十

八
年
の
慶
長
郷
士
取
立
ま
で
の
一
領
具
足
対
策
は
、
そ
の
給
人
的
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

格
の
否
定
一
百
姓
並
み
3
ー
ー
兵
農
分
離
で
あ
っ
た
。

　
慶
長
十
八
年
に
い
た
っ
て
、
入
国
以
来
一
貫
し
て
と
っ
て
き
た
一

領
具
足
の
兵
農
分
離
政
策
が
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
は
、
　
「
走

　
⑥

り
組
し
の
多
出
に
よ
る
労
働
人
口
註
労
働
力
の
不
足
が
藩
体
制
に
深

刻
な
問
題
を
な
げ
か
け
た
た
め
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
藩
は
貢
租
夫
役
徴
収
に
支
障
を
き
た
す
走
り
者
対
策
の

一
環
と
し
て
、
一
領
具
足
の
平
熱
起
用
策
を
思
い
た
つ
た
の
で
あ
ろ

う
。
後
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
一
領
具
足
は
系
譜
的
に

は
中
世
名
主
に
つ
ら
な
る
も
の
で
、
山
内
氏
の
兵
農
分
離
政
策
で
百

姓
叢
み
と
さ
れ
た
と
は
い
え
、
な
お
在
地
に
お
け
る
そ
の
勢
力
に
は

中
世
的
土
豪
経
営
の
解
体
が
不
徹
底
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
黙
視
し

が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
転
封
藩
で
あ
る
土
佐
藩
に
と
っ
て
は
、
彼

等
が
在
地
に
お
け
る
勢
力
を
背
景
に
し
て
反
抗
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ

の
勢
力
は
地
方
支
配
を
よ
り
強
化
し
て
い
く
上
に
利
用
価
値
の
あ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
否
定
し
た
給
地
の
伐
償
と
し
て
領
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
あ
た
え
、
郷
士
と
し
て
準
油
蝉
扱
い
と
し
地
方
支
配
体
捌
の
最
末

端
で
あ
る
庄
屋
の
周
辺
に
結
集
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
慶
長
郷
士
取
立
に
は
別
の
意
味
が
あ
っ
た
。

　
一
、
優
長
年
中
　
野
荒
或
散
田
開
発
を
以
郷
士
勤
領
知
可
逆
村
隠
蟹
屡
支
配

　
な
り
（
略
）
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『
楠
瀬
氏
家
記
』
の
郷
士
開
基
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
郷
士
取
立
は
藩
の
新
田
開
発
政
策
の
一

環
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
の
吉
松
孫
兵
衛
光
徳
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
給
）

場
合
も
、
　
「
田
畑
四
拾
石
弾
大
野
取
立
以
領
知
二
黒
」
と
あ
り
、
領

知
と
し
て
本
田
が
あ
た
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
大
野
取
…
未
開

発
地
が
あ
た
え
ら
れ
、
そ
の
開
発
が
必
要
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

未
開
発
地
で
あ
る
か
ぎ
り
領
知
と
し
て
の
意
味
が
な
か
っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
土
佐
藩
に
お
け
る
慶

長
郷
士
取
立
に
は
政
動
的
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

す
な
わ
ち
、
在
地
に
お
け
る
一
領
具
足
の
勢
力
を
利
用
し
て
地
方
支

配
を
強
化
す
る
こ
と
と
、
領
知
給
付
と
い
う
形
式
で
の
新
田
開
発
と

が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
段
階
で
の
藩
の
目
的
と
す
る
と
こ

ろ
は
新
田
開
発
よ
り
も
、
地
方
支
配
の
強
化
に
力
点
が
お
か
れ
て
お

り
、
藩
政
の
番
面
す
る
課
題
－
走
り
者
対
策
の
一
環
と
し
て
、
こ

の
慶
長
郷
士
取
立
政
策
を
初
期
藩
政
史
の
上
で
位
概
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

①
近
世
村
落
研
究
会
編
『
土
佐
擁
地
方
史
料
』
所
収
。
他
に
も
初
期
郷
士

　
関
係
の
史
料
と
し
て
「
郷
士
録
偏
・
「
淡
輪
録
扁
・
「
郷
，
士
関
係
一
件
記
録
」

　
が
所
叡
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
の
引
矯
は
以
下
『
、
土
佐
国
地

　
方
史
料
』
に
よ
る
。

②
　
土
佐
藩
で
は
由
内
氏
入
国
以
前
に
す
で
に
開
発
さ
れ
て
い
た
閏
地
を
本

．
田
ま
た
は
古
田
と
称
し
、
以
後
の
開
発
地
で
あ
る
新
田
と
区
記
し
た
。
上

　
±
の
本
田
知
行
地
を
給
地
、
指
針
知
行
地
を
役
知
と
よ
ん
・
だ
。
領
知
と
い

　
う
の
は
郷
士
に
給
付
さ
れ
た
新
田
知
行
地
の
呼
称
で
あ
る
。

③
『
郷
士
関
係
一
件
記
録
』
駈
収

④
　
○
吉
良
川
庄
屋
之
事
甘
バ
方
へ
申
付
候
間
、
我
麗
敷
へ
渡
曲
諮
事
二
二
前
…
候

　
不
可
有
異
議
候
也
　
謹
言
。

　
　
　
慶
長
五
年

　
　
　
　
　
十
二
月
十
一
一
一
疑
　
　
山
内
修
理
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
畠
孫
右
衛
門
殿
（
『
南
路
志
』
八
十
二
）

　
○
其
方
儀
前
々
之
通
　
羽
根
村
支
配
仕
義
異
儀
不
可
有
之
候

　
　
　
慶
炎
五
年
十
二
月
十
薫
臼
　
　
山
内
修
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
羽
根
村
惣
太
郎
と
の
へ
念
三
編
芯
内
篇
」
工
）

　
　
拙
稿
「
土
佐
藩
に
お
け
る
近
世
化
政
策
の
展
開
」
　
（
『
日
本
史
研
究
』
四

　
山
ハ
ロ
η
）
　
撫
少
暇
踊

⑤
前
掲
拙
稿
参
照

⑥
正
の
㈲
註
④

⑦
土
佐
藩
に
お
け
る
家
甑
の
階
層
序
列
は
、
家
老
・
中
老
・
馬
廻
（
野
辺

　
絡
…
・
薪
魑
従
格
・
留
守
艦
…
灘
・
新
留
守
屠
組
）
の
三
階
層
…
を
上
士
と
し

　
（
こ
れ
ら
を
家
中
と
称
し
た
）
、
　
以
下
徒
土
・
徒
士
格
・
組
外
・
足
軽
を

　
下
土
と
し
た
、
郷
士
は
馬
簾
と
徒
士
、
す
な
わ
ち
上
士
と
下
士
の
聞
に
位

　
澱
づ
け
ら
れ
た
。
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か
　
颪
人
衆
郷
士
と
函
人
衆
並
郷
士

　
百
人
衆
郷
±
の
取
立
は
正
保
年
間
に
は
じ
ま
り
、
以
後
慶
安
末
年

に
い
た
っ
て
百
人
も
の
多
き
を
か
ぞ
え
る
に
お
よ
ん
で
一
旦
う
ち
き

ら
れ
た
。
百
人
衆
郷
士
と
い
う
呼
称
の
お
こ
っ
た
の
は
、
そ
の
間
に

百
人
ー
ー
正
確
に
は
百
人
と
は
い
い
が
た
い
一
も
の
郷
士
取
立
が

あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
百
人
衆
説
郷
土
と
い
う
の
は
、
承

応
二
年
に
そ
の
取
立
が
は
じ
め
ら
れ
野
中
兼
山
が
失
脚
す
る
寛
文
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

年
ま
で
の
間
に
起
用
さ
れ
た
郷
士
の
こ
と
で
あ
る
。
百
人
衆
郷
士
と

百
人
衆
並
郷
士
と
の
間
に
は
取
立
に
さ
い
し
て
の
審
査
の
上
か
ら
、

家
柄
の
差
違
が
み
と
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
郷
士
と
し
て
の
身
分
上

の
と
り
あ
つ
か
い
で
は
な
ん
ら
差
別
は
な
か
っ
た
。
呼
称
そ
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

が
藩
政
中
期
以
降
に
お
こ
な
わ
れ
た
町
人
の
郷
士
取
立
と
区
別
す
る

た
め
に
、
の
ち
に
生
じ
た
竜
の
で
制
度
的
に
は
音
ゆ
味
の
あ
る
も
の
で

は
な
い
。

　
百
人
衆
郷
士
に
せ
よ
、
百
人
衆
並
郷
士
に
せ
よ
取
立
の
当
初
の
穫

的
は
新
田
開
発
と
御
留
守
居
備
に
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
（
二
代
藩
主
）
　
　
　
（
兼
由
）

正
保
年
之
頃
　
忠
義
様
　
野
中
伯
薔
殿
へ
華
甲
付
　
御
国
中
一
一
贈
遺
田
開
発

被
成
候
、
此
故
二
先
議
ま
兀
親
公
工
被
仕
候
侍
共
、
塀
居
候
を
不
便
二
被
思

召
、
名
有
者
共
之
子
孫
を
選
、
右
新
田
以
被
召
抱
郷
侍
と
号
御
留
守
居
備

二
被
仰
付
候
、
（
㍑
、
郷
士
録
渓
翰
四
鄭
兵
衛
記
録
）

　
す
な
わ
ち
、
先
述
し
た
よ
う
な
新
田
開
発
計
画
が
お
し
す
す
め
ら

れ
て
い
る
時
に
、
百
人
衆
・
百
人
衆
並
郷
士
の
取
立
が
藩
の
政
策
と

し
て
う
ち
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
郷
士
取
立
の
志
望
者
は
香
長
平
野

に
か
ぎ
ら
ず
、
何
処
に
て
も
荒
地
を
み
た
て
、
願
書
を
人
贔
改
点
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

次
役
に
提
出
し
、
そ
の
審
査
を
う
け
れ
ば
よ
か
っ
た
。

　
　
　
　
申
上
御
事

　
一
、
桑
野
う
つ

　
地
壱
反
余
　
畠
　
　
　
楓
瀬
村

　
一
、
鈴
原
…
ニ
ケ
所
由

　
同
弐
反
余

　
　
　
　
（
外
に
四
ホ
ノ
キ
論
ハ
油
廉
略
・
ず
）

　
〆
壱
町
弐
拾
六
代

　
　
右
之
通
御
役
知
に
被
下
様
被
仰
上
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　
朋
暦
三
年
正
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
柳
瀬
左
次
右
衛
門
（
花
押
）

（
撫
盛
）

表
書
之
通
役
知
二
遣
候
闘
可
令
開
発
候
、
鷲
先
望
か
又
は
之
者
申
分
於
有

之
者
可
塑
来
、
令
吟
遣
可
申
者
也

　
　
圃
七
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
　
　
伯
薔
（
方
印
）

　
　
　
　
　
　
柳
瀬
左
次
衛
門
殿
（
［
、
郷
±
録
』
淡
輪
四
郎
兵
衛
選
録
）
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右
は
願
書
と
そ
の
裏
書
と
で
あ
る
。
提
出
さ
れ
た
願
書
は
人
晶
影

回
取
次
役
か
ら
仕
麗
役
を
へ
て
奉
行
職
の
野
中
兼
山
に
上
程
さ
れ
、

そ
の
裁
可
を
も
と
め
た
。
裏
書
が
そ
の
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
出

願
者
に
は
、
野
中
兼
山
ま
た
は
仕
垂
垂
の
「
方
印
」
を
お
し
た
上
で

許
可
の
旨
通
達
さ
れ
た
。
同
時
に
郡
奉
行
・
代
参
・
庄
屋
等
に
も
郷

士
起
用
者
［
の
氏
名
と
そ
の
領
知
（
役
牛
）
給
付
が
伝
え
ら
れ
た
。

　
当
初
は
未
開
地
の
開
発
に
は
期
限
が
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
h

郷
士
取
立
後
の
開
発
が
遅
女
と
し
て
進
行
し
な
い
例
が
多
出
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
後
に
は
三
ケ
年
と
い
う
期
限
が
条
件
と
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　
表
書
之
通
畠
三
町
領
知
二
遣
候
間
、
可
令
開
発
候
肩
先
望
一
着
所
汐
申
分

　
有
之
候
ハ
・
可
申
来
僕
、
三
ケ
年
二
等
迄
不
令
開
発
之
者
は
外
記
望
次
第

　
可
遣
者
也

　
　
　
・
寛
解
元
年
丑
八
月
穴
日
　
　
　
　
　
　
　
　
甥
　
　
重
点
（
二
五
）

　
　
　
　
　
小
松
半
之
進
殿

　
　
　
表
書
郡
奉
行
中
腰
庄
屋
か
た
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
郷
士
録
諏
淡
輸
四
郎
兵
衛
記
録
）

　
郷
士
の
起
用
条
件
と
し
て
は
、
第
一
に
は
そ
の
家
柄
が
問
題
と
さ

れ
た
。
慶
長
郷
士
の
場
合
と
お
な
じ
よ
う
に
取
立
対
象
は
没
落
武
士
、

な
か
ん
ず
く
憾
長
宗
我
部
遺
臣
一
領
具
足
が
大
半
で
あ
っ
た
。
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
は
未
開
発
地
の
開
発
で
あ
っ
た
。
　
『
土
佐
国
地
方
慣
習
手
引
草
』

の
し
る
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
開
発
地
の
最
底
基
準
は
讐
三
拾
石
物

成
米
血
石
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
反
1
1
一
石
と
い
う
地
積
と
石

高
と
の
換
算
率
に
し
た
が
え
ば
、
三
町
の
土
地
を
開
発
す
れ
ば
よ
か

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
濁
開
発
は
下
限
を
三
町
と
し
、

上
限
は
二
百
五
十
石
一
二
十
五
町
と
き
め
ら
れ
て
い
た
。
さ
て
取

立
後
に
課
せ
ら
れ
た
役
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
物
成
米
に
対
す
る
軍
役

で
あ
っ
た
。
　
「
三
拾
石
物
成
磁
心
石
」
の
物
成
米
油
石
と
い
う
の
は

領
知
物
成
米
の
こ
と
で
藩
士
（
上
士
あ
る
い
は
家
中
と
よ
ば
れ
た
）
の
給

知
物
成
米
す
な
わ
ち
家
禄
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
拾
石
に
対

し
て
雑
石
で
あ
る
か
ら
免
は
コ
ニ
ツ
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し

た
が
っ
て
郷
土
に
対
す
る
軍
役
は
免
三
ッ
成
の
物
成
高
に
課
せ
ら
れ

た
こ
と
に
な
る
。
郷
土
の
所
得
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
物
成
米
と
加
治

子
と
の
双
方
か
ら
な
っ
て
い
る
。
物
成
米
は
藩
か
ら
禄
と
し
て
給
付

さ
れ
た
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
実
質
的
に
彼
等
自
身
の
量
地
か
ら
の

収
穫
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
郷
士
の
実
質
的
な
所
得

は
開
発
地
か
ら
の
全
収
穫
で
あ
っ
た
。

　
郷
士
取
立
の
条
件
拭
以
上
み
て
き
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
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志
願
者
は
多
く
郷
士
の
数
は
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
は
六
百
余

人
を
か
ぞ
え
、
国
領
国
家
羅
の
二
百
九
十
六
人
を
は
る
か
に
最
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

圧
倒
す
る
に
い
た
っ
た
。
生
産
力
の
低
さ
に
制
約
さ
れ
て
入
国
時
に
、

領
国
に
相
応
し
た
家
臣
団
講
成
を
な
し
え
な
か
っ
た
1
貴
的
な
問

題
で
は
あ
る
ボ
ー
i
土
佐
藩
で
は
、
こ
の
よ
う
な
郷
士
取
立
に
よ
っ

て
、
補
充
軍
的
で
は
あ
れ
、
と
も
か
く
な
し
え
た
の
で
あ
る
。

　
い
ま
ま
で
百
人
衆
郷
士
、
百
人
衆
並
郷
士
起
用
と
新
田
開
．
発
と
の

関
係
に
つ
い
て
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
闘
さ
れ
る
こ
と

は
、
郷
士
取
立
の
条
件
で
あ
る
新
田
三
江
が
藩
の
貢
租
増
徴
と
は
な

ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
新
田
開
発
の
た
め
の
基
礎

条
件
で
あ
る
灌
概
治
水
工
事
が
物
都
川
の
例
に
み
た
よ
う
に
藩
の
手

で
な
さ
れ
、
一
応
の
お
膳
立
の
で
き
た
う
え
で
の
新
田
開
発
で
あ
．
つ

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
郷
士
起
用
策
に
は
あ
ま
り
意
義

を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
し
か
し
慶
長
郷
士
起
用
の
項
で

ふ
れ
た
よ
う
に
郷
士
取
立
政
策
に
は
新
田
開
発
と
地
方
支
配
の
強
化

と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
っ
た
。
郷
士
の
新
田
開
発
が
藩
庫
の
増
収

に
結
果
し
な
く
と
も
、
反
面
で
は
藩
鷹
の
支
鴫
な
し
に
領
知
を
給
付

し
、
そ
の
免
三
ッ
成
の
物
成
高
に
軍
役
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

軍
役
そ
の
も
の
の
内
容
に
つ
い
て
は
御
留
守
居
備
と
い
う
こ
と
以
外

に
は
わ
か
ら
な
い
が
新
田
開
発
に
よ
る
領
知
給
付
と
い
う
藩
庫
の
支

出
な
し
で
量
的
に
不
足
し
て
い
る
家
薩
団
を
補
充
す
る
た
め
の
郷
士

を
取
立
て
え
た
こ
と
、
、
ま
た
御
留
守
居
備
役
と
し
て
高
知
城
下
に
よ

ぶ
ほ
か
は
在
地
に
あ
っ
て
地
方
支
配
機
構
の
末
端
に
結
集
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
点
で
は
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

①
　
小
関
難
吉
「
高
知
藩
の
郷
士
に
就
い
て
」
（
隣
、
土
佐
史
談
」
第
四
十
八
号
）

　
参
．
照

②
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
の
「
，
幡
多
郷
士
」
・
文
敢
五
年
（
一
八
ニ

　
ニ
）
の
「
仁
井
田
・
窪
用
郷
士
」
三
型
が
取
人
郷
士
の
撮
現
を
生
ん
だ
。

　
な
お
、
こ
の
ほ
か
に
郷
士
職
を
譲
り
う
け
て
郷
士
と
な
っ
た
「
他
譲
郷

　
±
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
も
寛
文
の
改
替
以
降
に
は
あ
っ
た
。
小
関
螢
吉
前

　
掲
論
文
参
照

③
『
高
知
県
史
』
上
巻

④
　
郷
士
取
立
の
条
件
で
あ
る
新
田
凋
発
の
最
砥
面
積
は
三
町
歩
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
柳
瀬
左
次
右
衛
…
門
の
場
合
は
数
度
に
わ
け
て
荒
地
開
発
の
許
可
を
願

　
い
で
て
、
そ
の
開
発
地
総
計
が
三
町
を
越
し
た
時
に
郷
士
に
起
用
さ
れ
た

　
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
一
　
郷
士
終
雪
開
発
の
願
書
宛
所
に
記

　
　
　
承
応
二
年
壬
六
月
四
日
　
　
百
人
衆

　
一
村
与
左
エ
門
宛
　
　
森
本
藤
右
衛
門

　
　
　
（
～
）

　
　
　
同
年
七
月
廿
二
日
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一一一

下
村
少
八
宛
　
　
　
　
　
　
柳
瀬
左
次
右
衛
門

（
略
）

同
年
（
承
悠
二
年
）
八
月
二
田

下
村
少
八
　
　
盗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
柳
瀬
左
次
右
衛
門

村
　
与
左
エ
門
菱

（
略
）

同
三
年
（
明
暦
）
羅
月
七
二

村
　
与
左
三
門
宛
　
　
　
　
柳
瀬
左
次
右
衛
門

（
以
下
絡
）

⑤
『
土
佐
史
料
叢
書
』
捌
。
昌

⑥
門
寛
文
二
年
正
月
郷
二
見
御
取
初
次
第
覚
」

W
　
郷
士
の
三
類
型

（「

ｽ
士
開
基
諭
δ

（「

ｽ
士
録
漏
所
収
）

　
郷
士
取
立
に
つ
い
て
記
録
類
の
大
部
分
は
、
慶
長
郷
士
で
あ
れ
、

百
人
衆
・
百
人
潮
脚
郷
士
’
で
あ
れ
、
旧
国
主
長
宗
我
部
琉
の
遺
臣

（一

ﾌ
具
足
）
で
没
落
し
て
在
地
に
う
ず
も
れ
て
い
る
者
を
取
立
の
対

象
と
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
大
半
が
長
宗
我
部
氏
の
遺

臣，沿
齬
ﾌ
具
足
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
れ
だ
け

に
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
郷
士
の
系
譜
お
よ
び

そ
の
機
能
か
ら
郷
±
の
タ
イ
プ
を
「
村
役
人
庄
屋
型
」
・
「
地
方
官
僚

型
」
・
「
初
期
藩
営
商
人
型
」
の
三
タ
イ
プ
に
わ
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

役
割
に
つ
い
て
み
よ
う
と
思
う
。
従
来
の
研
究
は
郷
士
取
立
の
意
義

の
一
つ
と
し
て
一
領
具
足
に
対
す
る
懐
柔
策
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
お
の
ず
か
ら
、
そ
の
亀
つ
音
心

義
の
度
合
い
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
と
思
う
。
ま
た
、
野
中
兼

山
の
郷
士
取
立
政
策
の
ね
ら
い
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
も
わ
か
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
a
　
村
役
人
庄
屋
型

　
最
的
に
確
定
は
で
き
な
い
が
郷
士
の
大
半
は
こ
の
タ
イ
プ
に
い
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
比
較
的
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
推

移
が
た
ど
れ
る
専
当
氏
の
場
合
を
例
に
こ
の
村
役
人
庄
屋
型
郷
士
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
専
重
氏
は
中
世
以
来
、
香
美
郡
物
部
村
鎮
山
の
専
当
（
仙
顕
）
に

．
住
ん
で
い
た
名
主
で
あ
っ
た
。
戦
勢
時
代
の
激
動
期
を
い
き
ぬ
き
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

宗
我
部
時
代
に
は
在
地
給
人
一
一
領
具
足
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。

専
当
意
の
所
領
は
長
宗
我
部
検
地
当
時
、
極
山
郷
！
専
当
名
・
柳

島
名
・
石
内
名
i
大
潮
庄
西
川
村
舞
川
・
愛
東
川
村
未
清
等
あ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

せ
て
五
町
五
反
二
十
五
代
で
あ
っ
た
。
中
世
名
主
か
ら
在
地
給
入

（
一
領
具
足
）
と
発
展
し
て
き
た
専
当
氏
に
一
大
打
撃
を
あ
た
え
た
も

の
は
山
内
氏
の
入
国
で
あ
っ
た
。
慶
長
六
年
の
知
行
割
に
よ
．
つ
て
給
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地
は
没
収
さ
れ
、
身
分
は
百
姓
並
と
さ
れ
た
。
こ
の
時
専
当
物
の
保

有
権
を
認
め
ら
れ
た
繊
地
は
一
町
一
反
三
十
代
（
十
．
一
石
六
斗
）
で
、
，

こ
れ
は
旧
配
当
名
号
町
九
反
十
七
代
の
二
分
置
一
以
下
で
あ
っ
緬
。

た
だ
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
面
当
名
内
の
山
野
を
切
畑
と
し
て
百
十
八

右
四
斗
の
保
有
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
藩
は
耳
当
民
に
対
し

て
給
地
の
没
収
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
切
畑
山
を
百
姓
地
と
し
て
保

留
　
さ
せ
た
の
は
、
山
村
農
業
に
お
け
る
切
畑
の
重
要
性
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
村
方
支
配
の
中
核
と
し
て
の
専
当
氏
を
充
分
に
し
っ
て
い
た

た
め
で
あ
ろ
う
。
宝
永
五
年
の
仙
頭
村
名
奎
平
太
の
「
覚
飾
は

そ
の
後
の
専
当
氏
の
村
方
支
配
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
物
語
っ
て

く
れ
る
。

　
　
　
　
　
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
纐
忠
内
　
仙
頭
轡
名
本

　
一
、
鮮
明
　
世
‘
8
石
八
斗
弐
升
七
合
　
小
使
給
　
左
平
太

　
右
ハ
私
蓄
父
左
次
兵
衛
代
二
仙
頭
村
申
弘
ク
所
ユ
而
諸
書
公
用
触
使
ユ
迷

　
惑
仕
、
御
公
儀
押
韻
御
蒲
奉
申
上
農
へ
ぐ
御
聞
届
被
遊
、
慶
安
三
年
閾

　
十
月
昔
二
二
小
倉
弥
衛
門
殿
・
岡
村
平
次
殿
・
小
倉
少
助
殿
御
判
御
折
回

　
ヲ
以
、
控
地
之
内
小
使
為
給
爾
名
本
左
次
兵
衛
被
為
仰
付
所
持
仕
屠
申
候

　
本
田
　
　
藩
士
山
石
六
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
璽
）

一
、
新
田
葺
石
六
斗
弐
升
鮒
鋼
鮒
窮
寒
並
霞
平
太
住
代

　
切
畑
地
百
拾
入
石
四
斗

　
右
ハ
慶
長
六
年
之
頃
一
驚
公
様
御
入
翻
被
遊
、
以
後
御
蔵
入
に
被
仰
付
、

　
御
貢
物
田
銀
歯
公
窺
役
否
姓
並
ユ
橿
勤
来
リ
申
候

一
、
私
高
祖
々
父
奪
当
左
衛
門
大
夫
墨
家
と
申
、
世
伜
専
守
四
良
左
衛
門
法

　
家
と
申
、
元
親
旧
様
迄
代
々
御
奉
公
仕
御
知
行
拝
領
仕
と
申
俵
候
、
然
処

　
二
四
長
六
年
之
頃
一
豊
公
様
御
入
半
被
遊
、
御
知
行
被
召
上
盤
、
依
之
四

　
良
左
衛
門
牢
人
分
二
面
　
仙
頭
村
名
助
役
七
ケ
年
土
壁
語
脈
由
煮
転
候

～
、
罰
高
祖
父
覚
衡
兵
と
申
、
単
記
九
年
よ
り
寛
永
弐
年
遙
年
数
弐
拾
弐
ケ

年
及
、
仙
頭
村
名
本
役
相
続
申
候
、
附
ジ
右
記
二
記
頃
控
地
二
百
姓
並
諸

　
公
論
役
仕
帰
様
ユ
、
百
姓
中
申
出
由
二
付
、
村
中
触
使
二
家
来
壱
人
宛
出

　
シ
相
甲
勤
申
由
申
伝
候
。

｝
、
回
同
曾
団
祖
父
左
次
丘
ハ
衛
…
、
寛
・
氷
三
年
汐
慶
｛
女
三
年
・
乾
鴛
ヰ
数
弐
拾
三
ケ
年
、

仙
頭
村
名
本
・
小
使
役
共
相
勤
申
候
然
処
諸
御
公
用
先
年
澄
重
ク
被
稗
付

醗
二
付
、
小
使
二
家
来
弐
人
宛
繊
シ
村
中
触
役
仕
候
、
依
之
迷
惑
仕
時
儀

様
江
駕
御
訴
奉
上
候
ヘ
ハ
、
御
節
洗
脳
被
遊
　
払
朋
澱
聞
二
渤
記
由
－
通
尊
話
楠
洲
之
内
颯
捌
明

首
石
八
論
戦
升
七
合
、
小
使
為
給
圏
被
蓋
仰
付
所
持
仕
懸
霊
活

一
、
同
祖
父
左
伝
次
　
　
慶
｛
女
四
愈
十
・
8
延
庸
玉
山
ハ
伸
際
際
年
…
数
｛
登
園
九
ケ
年
勧
｝
韻
村

名
本
役
並
小
使
役
共
父
左
次
兵
衛
代
之
逓
網
雷
撃
候

一
、
父
左
平
太
　
延
宝
七
年
左
宝
永
三
年
違
年
数
弐
拾
八
ケ
年
仙
頭
村
名
本

小
使
役
共
　
父
左
鋲
次
之
通
根
勤
由
候
　
副
題
山
村
老
役
弐
拾
五
ケ
遡
及

絹
勤
申
候
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噌
、
私
儀
宝
永
申
年
同
五
年
弐
ケ
年
名
本
小
使
役
共
演
勤
申
候

右
之
若
御
入
国
以
後
私
温
習
代
ハ
仙
頭
村
名
本
役
並
小
使
役
共
桐
勤
来
り

申
候
、
尤
名
本
面
恥
と
し
て
御
公
儀
様
汐
、
百
姓
影
闘
人
共
壱
人
前
二
人

二
三
人
役
宛
召
使
候
様
被
仰
付
是
迄
召
仕
申
候
、
並
小
使
給
と
し
て
前
書

　
に
記
劇
通
所
持
仕
申
候
、
尤
老
役
相
勤
申
候
へ
共
無
給
二
而
相
勤
申
候
、

已
上

　
専
当
本
家
は
山
内
氏
の
入
国
に
よ
っ
て
打
撃
を
う
け
は
し
た
が
、

仙
頭
村
の
名
本
と
し
て
近
世
に
生
き
な
が
ら
え
た
こ
と
が
、
こ
の

「
覚
書
」
に
よ
つ
て
わ
か
る
。
三
三
氏
は
土
佐
に
お
け
る
近
世
的
体

制
の
確
立
し
て
い
く
な
か
で
牢
人
↓
百
姓
並
↓
名
本
と
い
う
認
i
ス

を
た
ど
り
、
依
然
と
し
て
こ
の
山
間
部
一
町
山
郷
一
帯
に
勢
力
を
は

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
専
当
一
族
に
よ
っ
て
世
襲
さ
れ
た
地
方
役
が

櫃
山
郷
大
窪
屋
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
配
下
に
お
か
れ
た
小
村
十

四
ケ
村
中
、
拓
・
谷
相
・
岡
内
・
別
府
・
中
谷
川
の
五
ケ
村
の
名
本

役
に
お
よ
ん
で
い
る
こ
と
（
寒
家
の
仙
頭
名
本
も
く
わ
え
れ
ば
十
翅
ケ
村

中
六
ケ
村
と
な
る
）
に
よ
っ
て
竜
そ
の
こ
と
は
し
め
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
専
当
一
族
か
ら
郷
士
取
立
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
慶
安
二

年
（
一
六
四
九
）
の
こ
と
で
、
専
当
本
家
を
は
じ
め
中
谷
損
家
・
岡

内
家
・
長
家
の
三
分
家
か
ら
郷
士
を
だ
し
て
い
る
。
二
相
家
は
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

よ
り
お
く
れ
て
万
治
年
間
に
取
立
て
ら
れ
た
。

専
春
本
象
一
…

　
専
威
名
主
一

「…
岡
内
名
主
i
岡
内
村

　
　
　
　
　
　
　
一
概
山
郷
大

　「
中
爺
釜
1
ぎ
川

1
庄
谷
桐
村

一
説
　
　
村

　
仙
頭
村

　
ム

庄名名名名
屋本本本本

ド
別
府
村
番
人
庄
屋

　
　
　
　
　
　
名
本

△印　；初期郷＝ヒを出した家

　　横用末吉著『大望庄の

　　研究』による

　
さ
て
、
専
当
一
族
に
お
け
る
名
本
役
－
村
方
役
人
と
郷
士
と
の

関
係
で
あ
る
が
、
『
三
山
風
土
記
』
所
収
の
家
譜
が
そ
の
事
情
を
つ

た
え
て
い
る
。

　
（
専
当
）

岡
三
二
次
一
二
号
小
松
左
次
兵
衛

　
慶
幽
工
臨
年
名
本
職
　
延
宝
六
年
迄
在
職
二
二
－
草
加
†
、
○
「
承
応
二
年
野
山
卿

　
坐
職
延
宝
七
年
迄
廿
七
年
、
四
男
左
次
兵
衛
足
纏
職

　
右
の
左
伝
次
は
先
に
引
用
し
た
左
平
太
の
『
覚
書
』
に
「
祖
父
左

伝
次
」
と
し
て
登
場
し
た
人
物
と
同
一
人
で
あ
る
。
専
当
左
伝
次
は

名
本
在
職
中
の
承
応
二
年
（
一
六
五
じ
に
百
人
衆
並
郷
士
と
し
て

取
諏
漁
て
・
り
れ
、
　
以
後
延
宝
七
律
丁
（
一
六
七
・
八
）
㎜
隠
男
毎
次
丘
公
爵
に
後

を
つ
が
せ
る
ま
で
の
廿
七
年
間
、
名
本
役
と
郷
士
と
を
兼
帯
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
庄
麗
ヨ
リ
郷
士
ヲ
生
シ
、
郷
士
ヨ
リ
庄
屋
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佐藩初期藩政の展開と郷士｛縄度の役捌（石躍）

　
　
　
⑦

二
擢
ラ
レ
」
で
あ
っ
た
。
専
当
一
族
の
場
合
は
そ
の
郷
士
の
系
譜
は

中
世
名
主
i
在
地
給
人
（
一
領
具
足
）
一
牢
人
…
名
本
1
郷
士
と
し
て

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
現
存
す
る
郷
±
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

係
の
記
録
類
が
つ
た
え
る
「
旧
家
ノ
乏
尿
ト
モ
ヲ
憐
玉
ヒ
」
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

「
先
国
主
元
素
公
二
被
仕
候
侍
共
、
埋
居
候
ヲ
不
便
二
野
思
召
」
れ

て
の
郷
士
取
立
と
耀
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
給
地
没
収
に
よ
っ
て
専

当
氏
は
本
貫
地
の
二
分
の
一
以
下
を
保
有
す
る
こ
と
に
は
な
っ
た
が
、

切
畑
と
し
て
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
葛
石
余
の
山
野
保
有
を
み
と
め
ら

れ
、
立
派
に
中
世
名
主
か
ら
近
世
名
本
に
転
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
先
の
『
覚
書
』
に
よ
れ
ば
専
当
氏
は
覚
兵
衛
の
時
よ
り
名
本
役
と

小
使
役
と
を
兼
ね
つ
と
め
る
よ
う
に
な
り
、
雪
輪
兵
衛
の
代
に
い
た

っ
て
小
使
役
の
負
担
重
き
を
訴
え
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
に
は

小
使
給
と
し
て
「
堀
明
壱
二
八
斗
弐
升
七
合
」
を
給
付
さ
れ
た
。
こ

の
こ
と
と
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
の
郷
士
取
立
と
の
間
に
は
高
接

な
関
係
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
慶
安
・
承
応
と

い
え
ば
、
そ
の
頃
か
ら
野
中
兼
山
の
土
木
事
業
が
大
々
的
に
行
施
さ

れ
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
夫
役
過
重
化
が
在
地
に
あ
っ

て
の
調
達
考
専
当
惑
の
負
担
を
重
く
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
諸
御
公
用
先
年
♂
重
ク
被
仰
付
候
」
と
い
う
の
も
表
示
し
た
送
り

夫
の
増
加
状
況
と
関
連
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

「
就
御
用
往
来
の
諸
役
人
参
候
へ
ば
家
々
よ
り
呼
出
し
送
相
勤
」
、

ま
た
「
詰
夫
を
越
し
先
打
（
先
触
）
翼
下
へ
ば
送
下
村
々
よ
り
加
夫

　
　
　
　
⑭

を
等
し
相
詰
」
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
小
使
役
を
勤
め
る
專
当
氏

が
如
何
に
多
忙
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況

下
に
心
当
氏
は
小
使
役
給
を
給
与
さ
れ
、
郷
士
に
取
立
ら
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
っ
郷
士
救
急
は
繕
事
本
家
に
と
ど
ま
ら
ず
、
　
そ
の
後

そ
の
一
族
の
大
半
に
お
よ
ん
で
い
っ
た
の
は
、
土
木
工
事
・
殖
産
興

業
・
専
売
仕
法
と
収
奪
政
策
が
展

開
さ
れ
て
い
く
な
か
で
の
こ
と
で
、

と
り
も
な
お
さ
ず
地
方
支
配
の
強

化
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。

　
以
上
、
専
当
氏
の
場
合
を
通
じ

て
村
役
人
庄
屋
型
郷
士
に
つ
い
て

み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

見
出
さ
れ
る
地
方
支
配
強
化
策
は

山
分
に
限
ら
ず
、
村
方
～
平
坦

都
に
お
い
て
も
大
同
小
異
で
あ
っ

高岡郡蓬池の送夫と馬

凹＼寛副直獅一・1備考
送央7～8人110 24～25　　　1　　日　 二

三i1～2qu．　i　3 　　　
4　口輪宛

年闘平均491’軒 19人　　29

「田地雑記」（東大史料編纂所蔵『南路

志、抄』乾に．よる）
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た
と
考
え
ら
れ
る
，

①
専
当
氏
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
、
横
川
宋
吉
氏
の
『
大
忍

　
庄
の
研
究
』
が
あ
る
。

②
　
専
当
右
京
介
代
の
御
奉
公
之
購

　
一
、
覚
世
様
御
樗
矢
之
御
取
出
之
時
、
御
一
か
た
巾
嫉
事

　
（
叢
生
）

　
に
ろ
う
を
御
販
被
成
候
時
、
く
ホ
皇
ま
掛
の
城
へ
忍
の
呉
足
三
十
被
仰
山

　
．
候
其
隣
人
数
御
そ
へ
候
悔
專
当
こ
さ
ご
し
の
う
を
三
十
被
下
候
、
擁
而
其

　
時
の
三
十
の
具
足
之
衆
へ
専
遇
、
岡
之
内
、
中
谷
川
三
人
講
合
仕
候
醐
、

　
兵
ろ
う
を
そ
へ
て
皇
ま
山
の
城
へ
こ
め
串
候
而
ち
ら
せ
つ
佳
候
、
　
其
故

　
に
ろ
う
え
儀
ハ
存
分
二
な
り
申
候
。
（
帰
披
山
風
土
紀
』
七
巻
所
演
「
小
松

　
交
書
」
蕩
知
県
立
中
央
図
護
館
蔵
）

③
・
④
・
⑥
横
順
末
吉
氏
『
大
忍
庄
の
研
究
＾
踊
参
照

⑤
「
岡
内
交
書
」
横
用
末
吉
氏
前
掲
潜
よ
り
引
用
。

⑦
・
⑧
　
「
郷
士
覚
誰
鮎

⑨
　
「
淡
輪
録
扁

⑩
・
⑪
　
「
照
地
雑
記
」
（
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
『
講
路
志
』
乾
）

　
　
　
　
　
b
　
地
方
官
僚
型

　
郷
士
の
中
に
は
地
方
役
人
に
敢
立
て
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
　
『
郷

士
録
』
所
収
の
「
寛
文
三
年
正
月
元
日
郷
侍
御
礼
帖
」
が
そ
の
事
情

を
し
ら
せ
て
く
る
。

　
　
　
寛
文
三
年
正
月
元
日
藁
囲
御
礼
帖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淡
輸
四
郎
兵
衛
緯

　
　
八
拾
八
名
連
署

一
、
拾
五
人
御
用
二
付
不
罷
臨

韮
生
御
代
宮

京
都
御
稽

大
坂
御
用

江
戸
御
用

浮
津
分
一
奉
行

江
戸
御
重

須
崎
分
一
奉
行

江
戸
御
用

奥
田
分
一
奉
行

奈
良
川
分
一
奉
行

安
喜
御
代
官

山
分
御
用

坂
本
薪
右
衛
門

武
帯
関
右
衛
門

市
灘
孫
作

市
川
与
兵
衛

味
元
平
八
．

味
元
金
八

三
宮
弥
五
兵
衛

本
井
久
馬
進

村
田
兵
助

山
本
深
之
亟

楠
臼
弥
六

津
野
治
右
衛
門

（
以
下
拾
八
名
省
略
）

一
、
拾
弐
人
幼
少
二
付
不
罷
繊
、

　
　
　
　
　
（
略
）

　
淡
輪
四
郎
兵
衛
配
下
の
郷
士
三
十
三
名
が
、
蔵
入
地
の
代
官
を
は

じ
め
、
江
戸
・
大
坂
・
京
都
騒
敷
の
御
用
、
あ
る
い
は
地
方
に
お
い

て
分
一
奉
行
な
ど
を
つ
と
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
瓢
都
屋
敷
の
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御
用
働
め
は
地
方
支
酎
と
は
関
係
は
な
い
が
、
代
官
・
分
一
奉
行
に

い
た
っ
て
は
そ
の
最
先
端
に
あ
っ
て
野
中
兼
山
の
増
徴
政
策
を
遂
行

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
き
の
専
当
一
族
の
例
に
み
た
村
役
人
庄
屋

型
と
は
こ
と
な
り
、
地
方
支
配
に
お
け
る
そ
の
役
割
は
き
わ
め
て
重

要
な
竜
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
郷
士
組
頭
で
あ

っ
た
淡
輪
四
郎
兵
衛
の
場
合
を
例
に
、
そ
の
履
歴
を
た
ど
り
な
が
ら
、

地
方
官
僚
型
郷
士
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
淡
輪
氏
は
も
と
は
和
泉
淡
輪
の
土
豪
で
あ
っ
た
が
、
天
正
年
中
紀

州
と
の
合
戦
で
淡
輪
城
を
や
ぶ
ら
れ
、
落
城
と
と
も
に
没
落
し
、
流

浪
の
す
え
四
郎
兵
衛
の
父
の
時
に
土
佐
に
す
み
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
へ

当
国
へ
被
参
　
…
数
年
住
居
之
内
次
第
二
勝
…
手
・
不
如
意
　
何
方
へ
可
立
退
情
力

　
　
　
　
　
ム
乙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

も
尽
　
当
分
舟
手
之
奉
公
に
出
　
嶺
麟
二
而
終
候

　
四
郎
兵
衛
の
父
九
郎
左
衛
門
は
「
舟
手
之
奉
公
に
出
」
と
あ
る
か

ら
、
お
そ
ら
く
回
船
の
三
頭
か
水
夫
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
淡

輪
氏
に
つ
い
て
注
嗣
さ
れ
る
こ
と
は
土
佐
土
着
の
土
豪
に
出
自
を
も

つ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
四
郎
兵
衛
が
兼
山
に

見
出
さ
れ
て
郷
士
に
取
立
て
ら
れ
た
の
は
慶
安
一
7
5
年
（
一
六
五
〇
）

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
四
郎
兵
衛
が
晩
年
不
運
な
境
遇
に
あ
っ
て
そ
の

身
の
過
去
を
ふ
り
か
え
っ
て
記
し
た
『
郷
士
録
』
は
そ
の
時
の
様
子

を
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
｝
、
正
保
之
頃
忠
義
様
野
中
伯
善
殿
へ
華
墨
付
御
国
中
ユ
而
新
田
蒸
発

　
被
成
候
　
此
故
ハ
先
国
主
無
二
公
二
被
仕
候
侍
共
　
埋
居
候
を
不
便
二
被

　
思
孫
　
名
有
嚢
共
之
子
孫
を
選
　
右
新
田
を
以
召
抱
耐
湿
と
号
御
留
守
居

　
縮
…
二
被
仰
付
》
候
　
然
に
我
等
事
は
親
字
飼
者
親
元
に
は
不
仕
候
へ
共
、
先

　
祖
之
改
有
之
折
節
　
右
郷
侍
に
繊
　
慶
安
元
子
釣
針
三
之
御
丸
初
蝉
　
忠

　
義
繕
肺
へ
御
隊
聞
兇
什
一
心
縛
　
二
丁
園
ド
を
被
聞
…
召
　
和
泉
淡
輪
は
n
バ
に
被
糀
為
闇
…
弼

　
候
　
其
子
孫
に
候
哉
と
様
々
御
懇
威
御
意
に
て
先
祖
を
顕
三
審

　
四
郎
兵
衛
は
郷
士
に
起
用
さ
れ
て
後
、
野
中
兼
山
の
治
政
下
に
あ

っ
て
先
に
み
た
専
当
一
族
と
は
こ
と
な
り
地
方
支
配
の
要
職
に
就
任

し
て
い
る
。

　
慶
安
三
年
（
｛
六
五
〇
）
　
宇
佐
奉
行

　
｝
承
応
一
一
年
（
一
山
ハ
五
瓢
一
）
　
　
庸
翻
…
戸
奉
行

　
明
暦
二
偏
牛
（
一
六
五
山
ハ
）
　
　
職
禰
…
戸
よ
り
宿
嗣
て
七
国
欄
鱗
迄
｝
四
半
ウ
隔
物
心
（
浦
…
）
拳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
士
組
頭

デ刀

･
但
…
当
年
（
一
論
ハ
五
八
）

置生

ｶ
三
年
（
一
六
六
　
瓢
）

寛
編
入
四
年
（
一
六
六
四
）

併
地
刈
入
五
年
（
一
山
雪
山
骨
癌
）

寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）

御
作
毒
酒
御
船
手
方

御
近
稠
横
麟
役

浦
戸
惣
奉
行
一
、
御
馬
廻
へ
昇
格

知
行
百
石
加
増
（
都
合
知
行
高
弐
百
七
石
）

59　（543）



　
延
宝
一
二
伝
†
　
（
　
五
日
七
五
）
　
　
魯
帽
禄
八
面
朕
、
　
轡
向
岡
村
堂
丁
ル
憔
村
に
隠
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
右
に
あ
げ
た
四
郎
兵
衛
…
の
履
歴
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
の
活

躍
し
た
分
野
は
浦
方
支
配
で
あ
っ
た
。
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の

夏
に
お
こ
っ
た
宇
和
島
藩
と
の
沖
島
・
篠
山
境
界
争
論
で
は
野
中
兼

山
の
命
を
う
け
て
江
戸
表
ま
で
出
張
し
事
の
解
決
に
尽
力
し
て
い
る
。

ま
た
西
半
国
之
惣
浦
奉
行
就
任
中
に
は
同
役
の
西
山
七
郎
右
衛
門
と

と
も
に
西
浦
方
の
巡
回
を
お
こ
な
い
浦
方
支
配
強
化
の
第
一
線
に
立

っ
て
一
役
は
た
し
て
い
る
。
こ
の
巡
回
後
、
各
漁
村
に
は
「
分
一
屋

敷
」
が
設
概
さ
れ
、
漁
獲
の
た
び
に
浦
役
人
（
分
一
奉
行
）
が
一
網

一
網
点
検
し
分
一
銀
を
直
接
藩
が
徴
収
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
来

の
「
地
質
」
…
i
浦
々
の
庄
屋
に
賦
課
す
る
仕
方
一
が
、
「
直
話
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
金
面
的
に
か
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
、
以
南
之
内
小
父
津
野
二
釣
船
四
留
出
ゆ
候
、
此
浦
去
年
迄
下
地
請
　
当

　
年
諸
浦
な
ミ
ノ
直
ロ
ニ
候
（
略
）
　
（
淡
輪
四
郎
兵
衛
『
万
覚
井
状
之
後
書

　
④

　
共
』
明
暦
二
年
壬
四
湾
十
三
日
の
条
）

　
四
郎
兵
衛
が
戴
半
国
の
惣
（
浦
）
奉
行
に
就
任
し
て
い
た
頃
、
　
東

灘
三
半
国
之
惣
（
浦
）
奉
行
に
は
お
な
じ
く
郷
士
組
頭
を
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

野
村
甚
兵
衛
が
あ
た
っ
て
お
り
、
と
も
に
百
人
衆
郷
士
で
あ
っ
て
、

野
中
兼
山
執
政
下
に
有
能
な
地
方
官
僚
と
し
て
地
方
支
配
に
活
躍
し

て
い
た
。
し
か
も
彼
等
の
活
躍
し
た
分
野
は
浦
方
だ
け
に
か
ぎ
ら
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
山
方
に
も
、
ま
た
普
請
現
場
に
も
出
向
い

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
、
寛
文
三
揃
年
之
春
、
御
国
中
山
分
等
諸
事
に
可
申
付
た
め
、
安
喜
郡
野

　
村
甚
兵
衛
、
香
我
美
郡
・
長
岡
郡
・
土
佐
郡
・
暑
川
郡
∴
尚
岡
郡
淡
輪
四

　
郎
丘
ハ
衛
、
源
戦
多
郡
ハ
鈴
木
権
丘
ハ
憲
…
楽
聖
　
付
候
、
廻
ル
御
製
［
之
中
二
而
ケ
様

　
之
儀
一
大
並
田
確
嗣
場
所
へ
参
事
轡
巾
ナ
繁
畢
に
候
（
略
．
）

　
彼
等
は
浦
方
支
配
の
職
に
あ
っ
て
は
「
直
口
」
下
垂
の
整
備
強
化

に
あ
た
り
、
藩
の
分
一
銀
徴
収
の
増
大
を
実
現
し
て
き
た
。
山
方
に

つ
い
て
は
土
佐
七
六
を
東
辺
の
安
芸
郡
、
中
間
の
香
我
美
・
長
岡
・

土
佑
・
吾
川
∴
愚
岡
の
五
郡
、
西
辺
の
幡
多
郡
と
三
地
域
に
分
け
野

村
甚
兵
衛
・
淡
輪
四
郎
兵
衛
・
鈴
木
権
兵
衛
（
一
木
権
兵
衛
）
の
三
人

が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
担
当
し
て
い
る
。
彼
等
の
職
務
の
一
つ
と
し
て
病

冠
場
の
視
察
監
督
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
　
「
諸
事
に
可
申

付
た
め
」
と
あ
る
の
は
具
体
的
に
何
を
さ
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

寛
文
三
年
八
月
十
三
日
付
の
高
知
城
下
の
庄
屋
・
年
寄
三
十
三
名
が
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

連
暑
し
て
提
出
し
た
「
御
訴
申
上
差
出
帳
」
に
よ
れ
ば
、
寛
交
二
年

十
二
月
に
高
知
城
下
の
庄
屋
に
通
達
さ
れ
た
「
在
女
，
山
分
へ
諸
商
人

参
事
御
法
度
之
旨
」
を
実
施
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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事
実
、
彼
等
は
現
地
に
あ
っ
て
「
近
年
よ
り
小
商
人
在
女
へ
遣
し
食

事
法
度
に
て
候
へ
共
、
町
六
之
者
迷
惑
仕
候
」
と
の
訴
え
に
対
し
て

「
小
商
人
共
山
分
へ
御
入
候
夢
百
姓
た
め
に
は
悪
敷
」
と
し
て
小
商

人
の
山
分
へ
の
出
商
を
禁
止
し
て
い
る
。
諸
事
と
は
専
売
仕
法
を
強

力
に
施
行
し
て
い
く
た
め
の
、
諸
方
面
で
の
統
制
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。

　
彼
等
は
郡
奉
行
と
い
う
要
職
に
は
つ
き
え
な
か
っ
た
が
、
野
中
兼

山
の
収
奪
政
策
が
殖
産
興
業
か
ら
専
売
仕
法
へ
と
展
開
し
て
い
く
な

か
で
、
ま
さ
に
「
諸
事
に
可
申
付
た
め
」
の
手
足
と
し
て
の
働
き
を

な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
み
た
専
当
氏
一
族
の
よ
う
に
在
地

に
あ
っ
て
名
本
役
を
兼
ね
勤
め
る
の
が
郷
士
の
一
つ
の
タ
イ
プ
と
す

れ
ば
、
こ
こ
に
み
た
淡
輪
四
郎
兵
衛
・
野
村
甚
兵
衛
な
ど
は
別
個
の

タ
イ
プ
を
形
成
し
て
い
る
と
い
え
る
ゆ
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
タ
イ
プ

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

①
　
　
「
淡
輪
録
」
　
（
『
土
佐
国
地
方
史
料
臨
所
収
）

＠＠＠＠＠

「
淡
輪
…
録
扁
に
よ
る
。

横
娼
末
吉
氏
前
掲
論
文
参
照

高
知
県
立
中
央
図
書
館
蔵

「
甘
匹
丘
ハ
エ
事
ハ
雷
爪
紅
辺
泓
や
国
之
物
心
奉
行
に
膀
賦
」

「
淡
輸
録
」

（「

W
輪
録
」
）

⑦
「
高
知
市
史
』
上
巻
所
収
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
c
　
初
期
回
信
商
人
型

　
野
中
兼
山
の
商
業
統
制
政
策
、
と
く
に
專
売
仕
法
が
、
強
力
に
展

開
さ
れ
て
い
く
な
か
で
出
現
し
た
の
が
、
こ
の
第
三
の
タ
イ
プ
で
あ

る
初
期
藩
学
商
人
型
郷
士
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た
村
役
人
庄
屋
型
郷

士
に
せ
よ
、
地
方
官
僚
型
郷
士
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
専
売
仕
法
と
関

係
が
も
た
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
間
接
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
初
期
藩
営
商
人
型
郷
士
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
と

り
あ
げ
る
田
所
久
左
衛
門
の
場
合
な
ど
、
自
ら
が
特
権
商
人
と
し
て

野
中
兼
山
の
商
業
統
制
政
策
の
一
翼
を
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
①

以
下
『
桂
井
素
庵
日
記
』
を
素
材
に
し
て
田
灰
久
左
衛
門
に
つ
い
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

去
年
三
月
頃
の
事
、
田
所
久
左
衛
門
を
又
兵
衛
引
懸
に
て
歩
侍
に
出
し
申
、

国
中
の
浩
屋
を
為
致
被
申
、
劉
建
池
町
建
乗
院
前
之
少
東
也
、
又
兵
衛
は
郷

侍
の
頭
也
（
以
下
略
「
寛
文
四
年
九
月
二
日
篇
）
．

　
田
所
久
左
衛
門
が
郷
士
に
起
用
さ
れ
た
の
は
野
中
兼
山
執
政
末
期

一
寛
文
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
従
兄
の
田
所
又
兵
衛

が
斡
旋
し
た
こ
と
に
負
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
郷
士
組
頭
と
い
う
地

位
を
利
用
し
て
の
田
所
又
兵
衛
の
強
力
な
運
動
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
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う
α
起
用
の
臼
的
は
「
国
中
の
油
量
を
為
致
」
と
あ
る
よ
う
に
専
売

晶
の
一
つ
で
あ
る
油
の
流
通
過
程
を
統
制
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

ま
た
、
次
の
よ
う
に
竜
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
プ
）

適
中
の
油
屋
ヲ
ヤ
メ
サ
セ
田
所
久
右
衛
門
が
家
ヲ
向
オ
九
毒
中
ニ
シ
テ
町
中

　
　
　
　
　
　
　
（
左
）

　
ノ
岩
戸
望
次
ハ
第
二
久
ぬ
石
｛
櫓
門
H
ノ
下
・
代
ニ
ナ
リ
食
油
ノ
｛
隠
段
　
偶
ク
世
冗
テ
又
甘
バ
利
・

銀
ヲ
伝
＋
個
衛
㎜
門
口
へ
し
⊥
タ
リ
（
「
寛
交
三
年
極
月
十
五
撰
」
）

　
右
の
記
事
か
ら
、
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
油
屋
の
軒
数
を
制

限
し
田
所
久
左
衛
門
一
人
に
そ
の
営
業
権
を
集
中
し
て
い
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
に
み
た
「
乱
訴
申
上
差
出
帳
」
の
「
町
中

油
屋
壱
軒
に
罷
成
」
に
照
応
し
て
い
る
。
「
壱
軒
」
と
い
う
の
は
田
所

久
左
衛
門
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
二
に
は
、
集
中
化
を
通
じ
て
独
占

価
格
を
維
持
さ
せ
、
そ
の
利
潤
を
藩
が
吸
い
上
げ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
で
田
所
久
左
衛
門
は
、
専
売
仕
法
に
直
接
た
ず
さ
わ
り
、

自
ら
が
特
権
商
人
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
た
と
い
え
る
。
さ
て
、

こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
田
所
久
左
衛
門
が
郷
士
に
起
用
さ
れ

る
以
前
か
ら
油
屋
を
経
営
し
て
い
た
も
の
か
、
そ
れ
と
屯
郷
士
起
用

を
契
機
に
油
屋
を
経
鴬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・
。

こ
の
こ
と
は
同
時
に
初
期
藩
営
商
人
型
郷
士
が
、
商
人
に
出
自
を
屯

つ
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
屯
郷
士
の
特
権
商
人
化
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
に
も
な
る
、
確
定
す
る
に
は
史
料
不
足
で
は
あ
る
が
、
お
そ

ら
く
以
前
か
ら
油
屋
を
営
み
、
専
売
仕
法
の
展
開
し
て
い
く
な
か
で

御
用
商
人
化
の
道
を
た
ど
り
、
郷
士
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
野
中
兼
山
専
売
仕
法
が
強
力
に
施
行
さ
れ
て
い
く
中
で
、
田
所
久

左
衛
門
に
み
る
よ
う
な
新
ら
し
い
タ
イ
プ
の
郷
士
が
生
ま
れ
て
き
た
。

彼
等
は
た
し
か
に
藩
財
政
強
化
の
た
め
の
商
業
統
制
一
専
売
仕
法

に
大
き
な
役
割
を
果
し
は
し
た
が
、
同
時
に
特
権
的
御
用
商
人
と
し

て
藩
権
力
に
寄
生
し
、
自
ら
の
拡
大
再
生
産
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。

久
左
衛
門
御
空
罐
五
百
貫
躍
借
用
仕
、
曝
書
万
仕
入
等
は
、
町
中
之
古
漉
屋

望
次
第
、
割
二
代
銀
子
垂
垂
遣
し
被
申
、
又
我
家
ハ
成
程
美
麗
を
尽
し
作
り

被
申
、
爾
来
無
熱
左
衛
門
著
者
二
弼
、
其
屋
敷
向
九
間
心
行
廿
七
間
、
又
蔵

三
ケ
所
有
、
一
ツ
弐
間
二
三
間
也
、
難
壁
ハ
開
馨
を
入
三
物
の
獅
二
塗
、
又

　
一
ツ
弐
間
半
二
四
間
也
、
又
一
ッ
弐
間
二
三
間
也
、
武
具
馬
呉
入
込
、
夫
故

御
城
町
皆
遣
捨
回
申
也
、
　
（
「
寛
交
定
年
九
月
二
臼
」
）

　
右
の
記
事
は
、
蔚
権
的
御
筆
商
人
田
所
久
左
衛
門
の
繁
栄
ぶ
り
を

よ
く
し
め
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
注
欝
す
べ
き
こ
と
は
御
城
銀
を

資
本
の
一
部
と
し
て
活
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
運
営
方
法

に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
　
「
割
二
而
銀
子

小
僧
遣
し
」
と
あ
る
こ
と
か
わ
、
岡
業
者
へ
の
高
利
貸
付
を
行
な
つ
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て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
藩
の
商
業
統
制
に
便
乗
し
て
在
方
で
商
売
を
営
む
郷
士
も

出
て
き
て
い
る
。

　
一
、
近
年
酒
う
れ
不
申
儀
に
候
。
町
口
之
新
番
所
に
て
御
改
被
成
候
に
付
前

　
　
々
程
う
れ
不
申
候
。
其
上
安
田
・
田
野
・
安
畜
右
三
箇
浦
に
て
郷
聖
衆
過

　
分
に
酒
御
作
り
被
成
、
下
灘
浦
る
へ
御
売
被
彫
に
付
、
町
酒
屋
中
よ
り
浦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
手
へ
酒
塀
冗
ゐ
甲
山
畢
不
…
能
成
、
弥
洒
門
屋
共
瓢
箪
心
什
一
擁
工
事
。

　
田
所
久
左
衛
門
の
油
屋
営
業
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
そ
の
規

模
は
小
さ
い
屯
の
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
等
は
酒
屋
株
と
い
う
特
権
を

竜
つ
在
方
商
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
田
所
久
左
宮
門
を
通
じ
て
初
期
藩
富
商
人
型
郷
士
を
み
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
所
謂
初
期
郷
士
と
よ
ば
れ
る
電
の
の
中

で
は
特
異
な
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
性
格
的
に
は
中
期
以
降

の
町
人
郷
士
に
近
く
、
御
用
商
人
へ
の
名
字
帯
刀
を
許
し
、
彼
等
の

保
持
す
る
特
権
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
た
の
に
似
通
っ
た
竜
の
が
み
と
め

ら
れ
る
。

　、

ｳ
て
郷
士
を
一
二
つ
の
タ
イ
プ
に
わ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
果
し
た
役
割

に
つ
い
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
彼
等
は
野
中
兼
山
の
政
策
の
す
べ
て

の
分
野
に
活
躍
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
村
役
人
庄

屋
型
郷
士
は
地
方
に
あ
っ
て
貢
租
夫
役
の
徴
収
に
、
な
か
で
竜
新
田

開
発
を
は
じ
め
と
す
る
土
木
事
業
に
際
し
て
の
労
働
力
の
調
達
、
国

産
物
運
送
に
あ
た
っ
て
の
人
夫
の
か
り
あ
つ
め
に
重
要
な
役
割
を
果

し
て
い
る
。
地
方
官
僚
型
郷
士
は
中
央
か
ら
地
方
に
派
遣
さ
れ
、
村

役
人
庄
屋
型
郷
士
を
配
下
に
・
お
い
て
諸
政
策
実
施
に
あ
た
っ
て
の
采

配
を
と
っ
て
い
た
。
後
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
郷
士
の
軍
事
的

編
成
で
あ
る
組
編
成
が
そ
の
軸
乏
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
地
方
官

僚
型
郷
士
そ
の
屯
の
が
組
頭
ク
ラ
ス
の
郷
士
達
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
等
は
土
木
工
事
現
場
へ
は
勿
論
の
こ
と
、
再
読
で
の
貢
租
徴
収
制

度
の
改
革
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
、
ま
た
専
売
仕
法
の
円
滑
な
運
営

を
は
か
る
た
め
に
山
分
へ
と
飛
び
歩
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
活
動
分

野
の
広
い
竜
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
第
三
の
初
期
藩
営
商
人
型

郷
士
は
野
中
兼
山
の
専
売
仕
法
を
中
軸
と
す
る
商
業
統
制
政
策
の
具

現
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
郷
士
は
各
方
面
で
藩
政
に

関
与
し
、
そ
の
突
著
者
と
し
て
活
躍
し
た
の
で
あ
る
が
、
村
役
人
庄

屋
型
・
地
方
官
僚
型
・
初
期
藩
営
商
人
型
い
ず
れ
に
せ
よ
、
郷
士
制

度
そ
の
も
の
が
よ
り
整
備
し
て
い
く
な
か
で
、
相
互
に
関
連
し
合
い

な
が
ら
そ
の
機
能
を
発
揮
し
、
藩
政
に
資
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

①
高
知
県
立
中
央
麟
曽
館
蔵
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②
　
　
門
御
訴
申
上
差
織
帳
」

V
　
郷
士
制
度
の
整
備

　
郷
士
の
取
立
は
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
に
は
じ
ま
っ
た
が
、

そ
れ
が
制
度
化
さ
れ
て
い
く
の
は
寛
永
三
年
（
＝
ハ
ニ
六
）
以
降
の

こ
と
で
あ
る
。

　
一
、
御
粥
入
下
村
少
八
寛
永
三
年
丙
寅
年
御
徒
目
付
役
被
仰
付
、
郷
士
之
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堕
　
　
①

　
配
も
仕
、
剣
百
人
衆
望
郷
士
神
文
御
裏
判
之
宛
所
ハ
下
村
少
八
な
り

　
先
に
、
　
慶
長
郷
士
に
つ
い
て
述
。
へ
た
際
㎜
に
、
　
当
時
郷
十
鴬
か
庄
屋
の

支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
に
ふ
れ
た
が
、
寛
永
一
二
年
に
い
た
っ

て
郷
士
は
庄
屋
の
支
配
下
か
ら
離
れ
て
御
徒
目
付
役
の
支
配
下
に
お

か
れ
、
藩
の
家
臣
団
支
配
系
列
の
中
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
郷

士
の
直
接
の
統
率
に
は
御
徒
群
付
役
の
下
村
罫
書
・
村
与
左
衛
門
の

両
人
が
あ
た
っ
て
い
た
。
同
時
に
彼
等
は
郷
士
の
新
規
取
立
に
際
し

て
の
人
物
調
査
役
・
取
次
役
を
も
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

村
与
左
エ
門
・
下
村
少
八
ハ
感
冒
役
二
耐
郷
士
初
直
穿
召
出
男
時
よ
り
先
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

心
入
晶
姦
直
仰
付
、
気
欝
取
次
等
仕
来

　
藩
は
寛
永
三
年
目
い
た
っ
て
郷
士
の
寒
臣
団
支
配
系
列
へ
の
編
入
、

ま
た
郷
士
の
制
度
化
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
和
か
ら
寛

永
初
年
に
か
け
て
の
財
政
窮
乏
克
服
政
策
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
新
田
麗
発
、
検
地
、
科
木
役
の
田

銀
化
な
ど
の
財
政
強
化
政
策
を
展
開
し
て
い
く
た
め
の
地
方
支
配
体

制
の
強
化
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
慶
長
郷
士
起
用
の
目
的

は
直
接
に
は
走
り
者
対
策
で
あ
り
、
庄
屋
の
周
辺
に
あ
っ
て
そ
の
村

方
支
配
を
補
佐
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
元
和
。
寛
永
段
階

に
い
た
っ
て
、
御
徒
目
付
役
の
統
率
下
に
系
列
化
さ
れ
た
こ
と
は
在

地
家
臣
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
藩
の
統
率
が
強

化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
庄
屋
の
補
佐
役
と
し

て
の
地
方
支
配
か
ら
、
家
臣
団
の
城
下
町
集
佳
に
か
わ
る
も
の
と
し

て
の
地
方
に
お
け
る
軍
事
的
支
配
へ
の
転
換
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
生
産
力
の
低
さ
に
規
定
さ
れ
て
の
家
飯
田
の
量
的
不
足
、

そ
れ
に
加
え
て
の
領
国
内
の
漂
然
的
条
件
の
劣
悪
さ
が
、
か
か
る
郷

士
の
系
列
化
を
生
み
だ
し
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
か
か
る
制
度
化
の
上
に
、
正
保
以
降
の
黒
人
衆
郷
士
、
百
人
衆
並

郷
士
の
取
立
が
す
す
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
慶
安
二
年
（
一

六
四
九
）
に
は
年
頭
の
御
駅
初
式
に
参
加
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。

年
頭
の
御
論
叢
式
と
い
う
の
は
例
年
正
月
十
一
臼
、
・
石
領
国
家
臣
が

藩
主
の
視
閲
を
う
け
る
儀
式
で
あ
っ
て
、
元
来
郷
士
の
参
列
が
許
さ
、
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れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
慶
安
二
年
の
参
列
を
契

期
に
、
そ
の
後
毎
年
郷
士
が
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
（
慶
安
）

　
一
、
同
上
寅
年
正
月
十
一
臼
御
仁
初
之
時
、
御
後
備
五
藤
内
蔵
介
殿
組
騎
馬

　
不
足
二
付
、
御
備
之
内
弐
拾
五
騎
被
選
、
後
詰
役
」
二
御
舶
出
撃
候
二
付
、

　
我
等
も
右
之
内
に
て
則
小
組
頭
に
被
仰
付
、
夫
よ
り
毎
年
内
蔵
介
殿
組
に

　
穿
り
、
正
月
光
日
之
御
礼
、
同
十
一
日
之
御
駅
初
、
右
弐
拾
五
騎
之
組
頭

　
　
　
　
　
　
③

　
役
梱
勤
飯
事

　
参
加
の
理
由
は
「
騎
馬
不
定
配
付
」
　
「
後
詰
役
に
御
加
慰
書
」
た

め
で
あ
っ
た
。
　
す
な
わ
ち
、
　
郷
士
取
立
の
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た

「
御
留
守
居
備
」
と
い
う
こ
と
が
、
御
駅
初
式
へ
の
参
加
－
家
中

組
を
補
充
す
る
こ
と
で
果
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、

五
藤
内
蔵
介
組
の
補
充
と
し
て
配
置
さ
れ
た
郷
士
、
二
十
五
騎
の
組

頭
を
淡
輪
四
郎
兵
衛
が
勤
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
土
佐
藩
に
お
け

る
家
臣
団
の
軍
事
的
編
成
は
組
編
成
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
家
老

を
頂
点
（
最
終
的
に
は
藩
主
で
あ
る
が
）
と
し
、
五
藤
内
蔵
介
組
と
よ

ば
れ
る
よ
う
に
家
老
の
名
を
と
っ
て
何
心
組
と
し
、
大
組
頭
一
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

組
頭
（
物
頭
）
一
一
般
家
臣
と
い
う
系
列
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
組
編
成
の
一
環
に
郷
士
が
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
淡
輪
四
郎
兵

衛
の
組
頭
就
任
は
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
だ
郷
士
の
あ
り
方
樵

家
中
組
の
補
充
部
隊
的
意
義
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

郷
士
三
度
そ
の
も
の
が
完
成
し
、
家
中
組
と
は
別
掴
に
組
編
成
を
な

し
た
と
き
に
、
郷
士
は
野
中
兼
山
の
執
政
下
に
あ
っ
て
独
自
の
機
能

を
発
揮
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
郷
士
の
増
加
に
と
も
な
い
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
に

い
た
っ
て
郷
士
の
組
編
成
が
行
な
わ
れ
た
。
郷
士
の
組
数
は
四
組
で
、

組
頭
に
は
野
村
甚
兵
衛
、
淡
輪
四
郎
兵
衛
、
弘
井
与
太
夫
、
下
村
弥

兵
衛
の
四
人
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

　
一
、
万
治
元
年
下
侍
四
組
に
御
霜
被
成
、
組
頭
御
極
被
成
候
時
、
野
村
甚
兵

　
衛
と
我
等
御
見
立
を
以
被
仰
付
、
弘
井
与
太
夫
、
下
村
弥
兵
衛
儀
は
親
村

　
与
右
衛
門
、
下
村
庄
八
横
目
役
に
て
郷
士
初
て
被
召
出
立
時
♂
先
祖
丼
人

　
　
贔
改
被
仰
付
諸
取
次
等
量
成
筋
目
を
以
、
頭
に
被
仰
付
、
以
上
四
組
四
人

　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
に
御
極
心
砂
海

　
こ
れ
ま
で
の
郷
士
は
御
徒
厨
難
役
（
横
目
役
）
の
も
と
に
統
率
さ

れ
て
い
た
が
、
こ
の
万
治
元
年
の
組
編
成
に
よ
っ
て
郷
士
出
身
の
組

頭
を
二
人
も
ち
、
組
の
内
部
も
そ
れ
ぞ
れ
小
組
に
分
け
ら
れ
、
小
組

頭
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
一
、
還
郷
侍
備
四
組
之
内
、
斗
組
弐
百
人
之
内
、
小
組
小
頭
拾
入
組
、
壱
組

　
　
二
御
扶
持
方
御
合
力
点
被
仰
七
型
故
、
其
選
等
諸
膝
頭
方
吟
味
之
上
を
以
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⑥

　
書
田
轟
轟

　
郷
士
の
組
編
成
は
、
そ
の
一
組
が
家
中
組
の
大
組
に
相
当
す
る
と

い
え
る
。
そ
う
し
て
幾
組
か
の
大
組
頭
の
上
に
家
老
が
組
全
体
の
統

率
者
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
、
郷
士
の
四
組
の
組
頭
の
上
に
は
郷

士
組
金
体
の
統
率
者
と
し
て
野
中
兼
山
が
い
た
の
で
あ
る
。
家
中
組

が
そ
れ
ぞ
れ
家
老
名
を
組
名
と
し
た
よ
う
に
、
郷
土
組
が
野
中
兼
山

組
と
称
し
は
し
な
か
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
野
中
兼
山
i
淡
輪
四

郎
兵
衛
等
郷
士
組
頭
！
小
組
頭
！
一
般
郷
士
と
い
う
系
列
が
で

き
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
組
頭
の
四
人
と
野
中
兼
田
と
の
こ
れ
ま
で

の
関
係
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
野
村
甚
兵
衛
に

せ
よ
、
淡
輪
四
郎
兵
衛
に
せ
よ
、
明
暦
元
一
二
年
の
浦
方
に
お
け
る

留
口
徴
収
制
度
の
改
革
に
際
し
て
は
田
浦
奉
行
と
し
て
野
中
兼
山
の

浦
方
支
配
の
推
進
に
一
役
果
し
て
い
る
。
ま
た
他
の
二
人
は
、
そ
の

親
た
ち
が
郷
士
取
立
の
際
の
人
並
改
諸
取
次
役
を
読
経
三
年
以
来
勤

め
て
い
た
。

　
万
治
元
年
は
郷
士
滅
度
の
完
成
し
た
年
と
い
え
よ
う
。
同
時
に
野

中
兼
山
を
頂
点
と
す
る
郷
士
の
系
列
が
整
備
・
組
織
化
さ
れ
た
年
で

も
あ
っ
た
。
　
そ
の
㎝
後
寛
文
一
夏
年
（
一
六
六
一
）
に
は
郷
十
　
組
は
山
ハ
伽
職

　
　
　
　
　
　
⑦

に
再
編
成
さ
れ
た
。
兼
山
自
身
も
与
力
と
し
て
郷
士
五
十
騎
を
預
つ

⑨た
。
年
頭
の
御
駅
初
式
に
参
列
す
る
郷
士
は
、
　
一
旦
兼
山
の
私
宅
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

集
結
し
て
か
ら
儀
式
に
参
加
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
寛
文
二
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

御
嬢
初
式
に
参
加
し
た
郷
士
の
数
は
六
百
十
一
二
騎
で
あ
っ
た
。
家
中

組
は
こ
れ
に
対
し
半
分
以
下
の
二
百
九
十
六
騎
で
、
数
の
上
で
は
郷

士
組
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
。
郷
士
組
の
内
訳
は
、
野
村
甚
兵
衛
…
組
一

一
九
騎
、
一
木
権
兵
衛
組
一
一
三
騎
、
田
所
又
兵
衛
組
一
一
九
騎
、

安
喜
次
左
衛
門
組
八
二
騎
、
下
村
弥
兵
衛
組
八
三
騎
、
淡
輪
四
郎
兵

衛
組
九
七
騎
で
あ
っ
た
。
万
治
元
年
の
郷
士
組
編
成
後
、
野
中
兼
山

の
晩
年
で
あ
る
寛
文
初
年
に
か
け
て
、
郷
士
組
は
家
中
組
を
圧
倒
し
、

元
来
初
代
藩
主
山
内
一
豊
の
土
佐
入
国
を
記
念
し
て
の
式
典
で
あ
っ

た
御
駅
初
式
の
あ
り
方
を
変
え
て
し
ま
っ
た
。
形
式
的
に
は
藩
主
の

家
翫
視
学
で
あ
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
野
中
兼
山
の
郷
士
組
視
野
の

観
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
先
に
郷
士
を
三
タ
イ
プ
に
分
け
て
、
郷
士
の
藩
政
へ
の
参
加
の
仕

方
を
み
た
。
な
か
で
も
、
地
方
官
僚
型
郷
士
一
淡
輪
四
郎
兵
衛
・

野
村
甚
兵
衛
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
野
中
兼
山
の
諸
政
策
を
遂
行
す
る

た
め
の
要
職
に
つ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
郷
士
が

親
編
成
に
よ
っ
て
野
中
兼
山
の
も
と
に
統
轄
さ
れ
、
諸
政
策
の
忠
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

な
施
行
者
と
し
て
地
方
支
配
機
構
の
中
に
配
概
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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土佐藩初期藩敷の展隠と郷士制度の役掴（石羅）

注
臼
さ
れ
る
こ
と
は
郷
士
組
の
場
合
旭
そ
の
軍
事
附
海
鼠
で
み
る
糺

編
成
が
、
同
時
に
行
政
面
に
お
け
る
指
令
系
統
を
も
兼
ね
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
淡
輪
四
郎
兵
衛
組
の
郷
士
の
串
に
代
官
や
分
一
奉
行
を

勤
め
て
い
る
者
の
い
た
こ
と
を
先
に
み
た
が
（
5
8
頁
引
用
史
料
参
照
）
、

代
官
は
さ
て
お
い
て
、
分
一
奉
行
が
も
っ
と
も
よ
く
そ
の
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
い
え
る
。
淡
輪
四
郎
兵
衛
の
繭
灘
巡
回
後
に
「
分
一
麗

敷
」
が
事
事
さ
れ
、
魚
口
徴
収
制
度
が
地
貸
か
ら
直
口
に
変
え
ら
れ

た
。
こ
の
増
徴
政
策
の
展
開
す
る
中
で
新
設
さ
れ
た
分
一
奉
行
を
配

下
の
郷
士
が
勤
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
郷
士
制
度
の
整
備
を
通
じ
て
、
郷
士
は
野
中
兼
山
の

支
配
下
に
お
か
れ
隅
一
本
の
命
令
系
統
の
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持

味
を
発
揮
し
諸
政
策
遂
行
の
推
進
力
と
な
っ
て
い
っ
た
。
治
水
滋
強

工
事
の
た
め
の
夫
、
役
徴
発
に
、
貢
租
収
納
に
、
あ
る
い
は
専
売
品
の

管
理
に
と
有
熊
な
下
級
官
吏
と
し
て
地
方
支
配
面
に
活
躍
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
以
上
、
野
中
兼
山
と
郷
士
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
き
た
。

郷
士
の
タ
イ
プ
を
一
二
つ
に
類
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
郷
士
制
度
と
い
う

機
構
の
中
で
有
機
的
に
関
連
し
合
い
な
が
ら
も
、
独
自
の
性
格
あ
る

い
は
役
割
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
。
村
役
人
庄
屋
型
郷
士
は
、
自

ら
が
庄
屋
を
兼
ね
る
か
．
あ
る
い
は
庄
屋
な
ど
村
方
役
人
と
の
結
合

で
地
方
支
配
を
強
化
し
た
。
地
方
官
僚
型
郷
士
は
地
方
支
配
機
構
の

要
請
に
つ
き
、
諸
政
策
の
遂
行
を
直
接
担
当
す
る
有
能
な
下
級
官
僚

と
し
て
登
場
し
た
。
ま
た
初
期
藩
営
商
人
型
郷
士
は
商
業
統
制
の
面

で
、
と
く
に
専
売
仕
法
の
直
接
担
当
者
と
し
て
そ
の
持
味
を
発
揮
し

た
。
こ
れ
ら
は
家
中
組
と
は
別
個
の
組
編
成
に
1
1
ち
て
野
中
．
兼
山
の

統
轄
下
に
お
か
れ
、
は
じ
め
て
相
互
の
有
機
的
な
結
含
を
よ
り
強
化

し
、
兼
山
の
諸
政
策
施
行
に
際
し
て
の
基
軸
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

　
野
中
兼
山
の
諸
政
策
の
醗
的
は
、
幕
府
の
過
重
軍
役
に
端
を
発
す

る
藩
財
政
の
恒
常
的
窮
乏
の
克
服
に
あ
っ
た
。
藩
財
政
窮
乏
の
原
因

は
、
一
に
は
藩
の
主
体
的
な
も
の
と
し
て
生
産
力
の
低
さ
、
領
内
市

場
形
成
の
未
成
熟
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
へ
の
対
応
と
し
て
展

開
し
た
の
が
、
治
水
灌
概
工
事
i
新
田
開
発
で
あ
り
、
殖
産
興
業

で
あ
っ
た
。
ま
た
農
民
的
商
贔
生
産
の
発
展
に
対
し
て
専
売
仕
法
で

し
ば
り
、
そ
の
利
潤
を
収
奪
し
よ
う
と
は
か
っ
た
の
も
そ
こ
に
発
端

が
あ
っ
た
。
第
二
に
、
す
で
に
藩
の
財
政
は
全
国
的
市
場
と
の
結
合

な
し
に
は
そ
の
均
衡
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
財
政

窮
乏
の
克
服
は
単
に
領
国
内
の
問
題
解
決
で
は
な
か
っ
た
。
南
関
体

が
体
捌
的
な
変
革
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
全
剰
余
労
働
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を
収
奪
す
る
た
め
の
地
方
支
配
体
認
の
強
化
、
同
時
に
全
国
的
市
場

に
照
応
す
る
領
内
市
場
を
形
成
す
る
た
め
の
商
業
統
制
が
必
要
で
あ

っ
た
。
か
か
る
時
に
郷
±
綱
度
が
野
中
兼
山
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
、

強
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

①
　
　
「
楠
瀬
氏
家
記
」
　
（
　
．
土
佐
国
地
方
史
料
篇
所
収
〕

②
　
　
「
淡
輪
録
」
　
（
右
同
）

③
「
郷
士
録
」
（
右
同
）

④
拙
稿
［
土
佐
藩
に
お
け
る
近
世
化
政
策
の
展
開
」
上
（
門
日
本
史
研
究
舗

　
四
五
丹
）
参
照

⑤
・
⑥
・
⑦
　
「
郷
士
録
」

⑧
「
藩
志
内
篇
扁
笈

⑨
懸
車
翁
氏
「
野
中
兼
山
失
脚
の
要
因
』
（
『
土
佐
史
談
篇
四
三
号
）

⑩
「
寛
文
二
年
正
月
御
段
見
御
駅
初
次
第
覚
」
（
「
郷
士
録
扁
所
収
）

⑪
　
「
兼
山
は
四
士
二
人
の
郷
士
を
任
用
し
て
、
こ
れ
を
代
官
と
し
、
実
入

　
六
千
百
四
十
三
石
の
直
轄
地
を
支
配
せ
し
め
た
」
懸
車
翁
氏
前
掲
論
文

結

び

　
土
佐
藩
に
お
け
る
初
期
藩
政
は
、
慶
長
・
元
和
期
に
は
藩
権
力
の

確
立
1
1
大
名
支
配
権
の
確
立
を
は
か
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
展
開
さ

れ
る
。
そ
の
展
開
過
程
で
藩
政
を
も
つ
と
も
規
制
し
た
も
の
は
幕
府

に
よ
る
過
重
軍
役
賦
課
と
土
佐
の
後
進
性
一
生
産
力
の
低
さ
で
あ
っ

た
。
過
重
軍
役
は
藩
か
ら
家
距
國
へ
、
家
臣
懸
か
ら
農
民
へ
と
転
稼

さ
れ
る
が
、
生
産
力
の
低
さ
と
あ
い
ま
っ
て
具
体
的
に
は
走
り
老
を

生
む
こ
と
に
よ
っ
て
藩
の
貢
租
夫
役
徴
収
体
系
に
支
障
を
き
た
し
た
。

か
か
る
矛
盾
一
幕
藩
制
的
権
力
の
構
築
過
程
で
、
そ
の
基
礎
智
歯

を
破
壊
し
て
い
く
一
の
集
中
的
に
蓑
現
さ
れ
た
も
の
が
元
和
末
年

の
藩
財
政
窮
乏
で
あ
っ
た
。
そ
の
音
心
味
で
、
寛
永
以
降
に
展
開
さ
れ

る
藩
政
は
表
面
的
に
は
藩
財
政
窮
乏
の
克
服
策
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

が
、
実
は
幕
藩
的
規
綱
（
幕
騰
に
よ
る
過
重
軍
役
賦
課
）
と
土
佐
藩
の
主

体
的
（
転
封
、
新
興
大
名
、
家
臣
団
構
成
に
お
け
る
量
的
側
而
で
の
不
足
）
・

客
観
的
（
小
縫
経
営
の
未
成
熟
、
耕
地
の
隙
少
性
・
山
林
の
広
大
性
）
諸
条

件
に
よ
っ
て
生
ず
る
略
体
綱
内
部
の
矛
盾
の
幕
藩
制
的
克
服
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
元
稲
の
財
政
窮
乏
を
契
機
に
土
佐
藩
の
貢
租
夫
役
徴
収
体
系
は
大

き
く
転
換
す
る
。
幕
府
の
過
重
軍
役
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
の
夫

役
を
主
と
す
る
徴
収
体
系
、
す
な
わ
ち
単
位
を
「
門
苧
家
数
」
艮
役

家
に
お
く
体
系
1
…
こ
れ
は
旧
体
制
の
踏
襲
と
し
て
実
現
し
て
い
る

一
か
ら
、
よ
の
照
応
的
な
も
の
と
し
て
の
「
地
高
峯
塾
」
す
な
わ

ち
本
百
姓
一
般
を
徴
収
の
単
位
と
し
、
生
産
物
地
代
を
基
本
に
す
え

る
も
の
へ
と
転
換
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
藩
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二と佐藩初期藩政の展β野と郷士制度：の役害li（N躍）

権
力
の
現
実
的
な
基
礎
構
造
が
、
こ
の
隣
点
で
中
世
的
土
豪
百
姓
か

ら
小
農
経
営
に
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
寛
永
・
寛
交
期
の
土
佐
藩
の
藩
政
は
、
基
本
的
に
は
幕
府
－
藩

i
家
臣
団
一
小
農
経
営
と
い
う
幕
藩
制
の
本
来
的
な
関
係
を
設
定
強

化
し
て
い
く
が
、
そ
の
中
で
幕
藩
界
隈
綱
と
藩
の
主
体
的
・
客
観
的

条
件
の
（
「
転
封
新
興
大
名
、
家
臣
団
の
量
的
不
足
」
「
後
進
性
、
耕
地
の
瞼

少
性
・
山
林
の
広
大
性
、
過
重
軍
役
負
担
、
走
り
考
の
多
出
、
特
産
物
！
材

木
」
）
と
諸
規
制
を
う
け
て
展
開
さ
れ
る
。

　
寛
永
・
寛
文
期
の
藩
政
の
具
体
的
な
課
題
は
第
一
に
藩
財
政
の
恒

常
的
窮
乏
化
を
克
服
す
る
た
め
の
市
場
関
係
の
整
備
、
す
な
わ
ち
領

主
経
済
を
全
国
的
経
済
に
如
何
に
照
応
さ
せ
る
か
、
ま
た
そ
の
た
め

の
基
盤
と
な
る
領
内
市
場
を
如
何
に
強
力
に
掌
握
す
る
か
に
あ
っ
た
。

具
体
的
に
は
新
田
開
発
・
殖
産
興
業
と
し
て
展
開
さ
れ
、
藩
権
力
の

強
力
な
施
政
は
と
く
に
殖
産
興
業
に
お
い
て
商
品
作
物
の
発
展
を
促

し
農
民
的
商
晶
経
済
を
発
展
さ
せ
て
い
く
、
こ
れ
は
専
売
品
に
指
定

さ
れ
た
四
木
－
桑
・
漆
・
楮
・
茶
に
特
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
耕
地
が
領
国
の
僅
か
四
～
五
％
、
八
0
％
が
山
林
と
い
う
客

観
駒
条
件
に
規
定
さ
れ
た
山
畠
を
利
用
し
て
の
商
品
作
物
生
産
が
基

軸
で
あ
っ
た
。
そ
し
、
て
、
そ
の
成
果
は
専
売
仕
法
に
代
衷
さ
れ
る
商

．
業
統
制
に
よ
っ
て
城
下
町
を
中
核
と
す
る
領
内
商
無
流
通
網
に
定
着

　
さ
せ
ら
れ
藩
権
力
に
収
奪
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
第
二
の
課
題
に
は
、
か
か
る
農
民
的
商
品
経
済
一
小
農
経
営
の
発

　
展
に
対
応
し
た
藩
権
力
を
如
何
に
構
築
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で

　
あ
る
。
土
佐
藩
で
は
大
名
支
配
権
を
確
立
す
る
た
め
に
慶
長
期
に
支

　
城
駐
屯
制
・
地
方
知
行
制
を
と
っ
た
が
、
現
突
に
は
生
産
力
の
低
さ

　
に
規
定
さ
れ
て
家
臣
団
の
数
は
少
く
、
と
く
に
寛
永
以
降
の
小
，
二
様

　
営
の
発
展
に
照
応
し
切
れ
な
が
つ
た
。
こ
の
こ
と
の
解
決
策
と
し
て

　
と
ら
れ
た
の
が
、
藩
庫
の
支
出
な
し
に
家
臣
を
補
充
し
う
る
も
の
と

　
し
て
の
郷
士
の
増
強
で
あ
り
、
そ
の
制
度
の
整
備
で
あ
っ
た
。
最
初

　
の
概
評
郷
士
は
走
り
者
対
策
の
一
環
と
し
て
庄
騰
の
も
と
に
あ
っ
て

　
地
方
支
配
機
構
に
締
び
つ
け
ら
れ
、
寛
永
三
年
に
は
藩
の
直
宰
下
に

　
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
百
人
衆
郷
士
・
百
人
鋼
製
郷
士
に
い

　
た
っ
て
、
量
的
増
強
が
は
か
ら
れ
、
野
∵
甲
兼
山
の
統
轄
下
に
家
中
組

　
の
軍
・
事
的
組
織
で
あ
る
組
編
成
と
は
別
個
で
は
あ
る
が
、
同
じ
形
態

　
の
組
編
成
が
な
さ
れ
、
小
農
畏
経
営
の
発
展
に
対
応
す
る
も
の
と
し

　
て
郷
士
制
度
は
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
そ
れ
は
土
佐
藩

　
の
主
体
的
条
件
一
家
矩
団
の
量
的
不
足
一
と
客
観
的
条
件
i

　
耕
地
の
駐
少
性
・
山
林
の
広
大
性
i
と
が
、
幕
藩
的
選
果
（
最
大
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軍役・普請役年表（慶長11一寛丈1）

年　　月 軍役・普講役　　献上材木 岱 考

慶畏1／

　12
　　13・4

　／3・8

　　14

　　15・3－8

　　17

　　18

　　19

元和ユ

　5・8

　6・3

　　8

寛永1

　　2

　3・12
tl

t1

4

6

8

10

11

13

16

　　lt

慶安2

　　4

承慈2

明暦3

万治1

寛文1

痙戸城
1駿府城
　　　　ノ1

甑
需
抑

製
湿

普

角
雪

　　　　1ノ

丹波1蘭L【城将講・

名　古城普請
江戸城・駿府城普請．
　　き
（幡多郡中村城普講）

臓戸城普請・冬の陣

夏の陣・大阪町普諮

大阪町普請
』条城．大阪城普請

賦
｛
髭
電
舷
苛

㌦壌

ﾙ
藏
則
”
下
堀

普□
普
普

朧
城
城

で
れ

城
条
阪

阪
大
二
大

　　　1，

1・，・・ii
j
g
，
o
　
l

　　　11

　　　ほ00石に1人
　　　11，632人役

　　　li

　　　陣oo入賑

1，000

3，000

65，800 材木にてつとめる

脚i伽。てつ、める

　　　　　　　　35，600

　　　　　　　　27，990
イ山　潅可　推一所　普　欝穿　　　12，090

　　　　　　　　53，733

1X戸城フiミJSL普壽i誓　　　　　500

　　　　　　　　　300
二　　条　　城　　普　　言育　　　　　300

涯戸・城普讃　66，440
江ア…芽城二＝ニノ丸普藩穿　　　　工，500

江PS城7｛Slメし普’tii／t　　　56，346

胴長フ…ヨf城西JiL普霧撃　　　2，510

爆撃Sl院　廟　造　営　　　　8，19Q

馬糞　　　夢蓬　　造　　　鴬　　　33，000

江戸城本：丸普請　　6，000

江　　戸　　城　　普：　爵芽　　89，173

　　　　　　　1　208，3ee

　　　tl
歴年郷役木

材木にてつとめる

或は3，000

材木にてつとめる

　　　n
ll

　　　tl
〃　（代銀受領）

　　　tt
II

II

　　　tl
代銀覇即・朗

r御国年代記」　・平尾道雄氏『土｛左藩林業経1斉史』による．

隈
の
収
奪
と
最
小
限
の
支
出
）
下
に
必
然
化
し
た
小
農
経
営
に
対
応
す

る
た
め
の
土
佐
藩
独
自
の
家
臣
団
編
成
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
か
か

る
意
味
で
郷
士
は
近
世
的
な
在
地
家
臣
で
あ
り
、
郷
土
制
度
は
近
世

的
地
方
知
行
制
の
土
佐
藩
的
一
変
型
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
野
中
兼
山
の
失
脚
後
竜
郷
士
制
度
は
存
続
し
、
寛
文
十
二
年
に

＠

「
郷
士
関
係
一
件
記
録
」
（
儒
，
土
佐
國
地
方
史
料
出
．
所
収
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

郷
，
土
の
組
割
が
行
わ
れ
て
家
老
預
け
、
す
な
わ
ち
家
中
組
の
組
編
成

の
中
に
吸
収
さ
れ
て
か
ら
は
、
近
世
封
建
家
臣
の
一
翼
と
し
て
幕
宋

ま
で
存
在
し
た
。
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A　Study　of　the　Original　Text
‘‘

foseibaishifeimofeu御成敗式目”

　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　Yoshisuke　lkeuchi

　　1　inquired　into　some　30　old　manuscripts　and　publications　of

“Shikimoku　Chashaleu－sho”式目註釈書（annotated　editions　of　samurai

precepts三n　the　KamafeasM鎖民倉Shogunate），　and．having　almost愈

nished　the　investigation，　1　reported　its　results’last　autumn．to　the

graduate　meeting　of　Japanese　History　Dept．　of　the　Kyoto　URiver－

sity．

　　These　annotated　eclitions　of　Samurai　precepts　state　that　each

magistrate　had　Kahon家本or　his　own　traditional　precept，　who

the　custodian　of　the　precept　was，　the　size　of　the　precepts　and

the　style　of　writing　were　respectively　defined　by　each　magistrate

and　that　the　words　which　were　ditiferent　from　other　precepts

were　even　aBnetated．　1　presumed　that　“Monchfisho　Sho”hon　B，ljiE｝1

所証本was　the　original　text　of　these　precepts　and　tried　to　syst②

matize　the　channels　of　transcription．　Using　the　Tsrttgablea　edi－

tion　as　a　text，　1　compared　and　studied　respective　relation　of　70

words　and　phrases　quoted　in　supplementary　notes　of　“Chi2sei

砺s擁S勧ツ6s履中世法制史料集Vo1．1”by　Mr．　Shinichi　Sat6，佐藤

進一assistant　professor　of　the　Tokyo　University，　one　by　one

among　34　old　manuscxipts　and　publications．　1　also　studied　external

characteristics　such　as　the　size　of　the　precepts　and　the　style　of

writing　to　which　little　attention　had　been　paid，　since　external

characteristics　would　be　helpful　f’or　the　study　of　the’original　text

of　the　precepts．

The　Development　of　early　Tosa土佐Clan　Govemment

　　　　　　　　　and　the　Role　of　G∂shi郷士　system

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　Tanehiro　lshiodori

G6shi郷士　system　has　been　understood　as　a　cohciliatory　mea一

（640）



sure　for　the　former　Poφ土豪and　res三dent　subjects，　and　as　a

secondary　organizcfttion　ill　the　clan　government．

　　This　article　pays　attelltioll　to　the　role　of　the　6：6shi　system量n

the　Tosa土佐clan　in　relation　to　the　early　clan　govemment．　The

early　goverlユnlent，　under　the　subjective　or　object圭ve　conditions，

had　an　important　probユem　Of　meaSures　agalnst　Hashirimono走り

者w’?ｏ　originated　from　burdonsome　military　servige　of　the　Sho－

gunate　fome　、飽ゴ。ぬ6慶長　to　Genna　元ラ和　茎）eriod；and　from　1」Kanei

寛永to　Kanbun四聖period　in　had　a　problem　to　overcome　the

圭nner　contradiction　of　the　clan　system．　The　role，　played　by　G6shi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざ
cons三stentユy　accentua七ed　the　三ntensification　of　Ioca玉government，

d呈vided呈nto　three　functiona玉pattems　of　S初ッα庄屋or　couRtl’y

of薮。圭ais，　local　of且cials，　and　early　cian　menchants，　in　various

aspects．　The　important　role　of　G6s〃2　in　the　early　Tosa　clan

governmen乞was　due　to　the　subjective　cause　of　quantitative

scarcity　of　feudal　subjects　and　to　the　objective　canse　of　low

productive　power　owing£o　narrowness　of　cultiva£ed　land　and

width　of　forest、

The　Textile　lndustry　in　Northern　France　in

　　the　Period　of　the　lndustrial　Revo1ution

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Haruhiko　Hattori

　　Though　the　French　Revolntion　was　the　most　perfect　bourgeois

revolution，　why　didn’t　the　subsequent　development　of　the　French

capitalism　go　on　smoothly？　This　is　the　problem　which　is　long

treated　by　many　students　and　is　not　coinpletely　solved．

　This　article　considers　this　problem　through　the　history　of　the

French　industrial　revoiution．　After　the　limit　of　our　consideration

was　confined　to　the　textile　industry　df　Lille　district　in　northern

France，　at　first　we　analyse　transition　epochs　and　forms　of　this

section　to　the　factory　system　and　explain　concretely　the　charac－

teristics　of　forming　process　of　the　industrial　capital　in．textile

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　639　）


