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め

に

報
告
の
目
的
は
、
第
一
に
、
地
域
商
業
資
本
の
動
向
を
、
幕
末
・
維

新
期
の
市
場
構
造
と
の
関
わ
り
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
本
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
統
一
の
テ
ー
マ
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
流
通
構
造
の
変
動
の

な
か
で
地
域
の
商
業
資
本
が
い
か
な
る
社
会
的
結
合
・
結
集
を
と
げ
、

地
域
の
近
代
化
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
関
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
維
新
変
革
の
経
済

的
基
礎
過
程
検
討
の
前
提
と
し
て
、
藩
権
力
の
商
業
政
策
・
流
通
政
策

を
「
経
済
的
集
中
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
再
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
「
経
済
的
集
中
」
と
い
う
概
念
に
、
若
干
説
明
を
加
え

て
お
き
た
い
。
一
九
六
速
度
の
歴
研
大
会
準
備
ペ
ー
パ
ー
で
の
小
野

正
雄
氏
の
要
約
に
よ
る
と
、
民
族
を
一
つ
に
結
び
つ
け
る
経
済
的
紐

帯
、
す
な
わ
ち
国
内
市
場
の
形
成
を
究
極
的
に
さ
し
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
報
告
で
は
日
本
近
代
化
過
程
に
お
け
る
「
経
済
的
集
中
」

を
、
二
つ
の
段
階
に
分
け
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
第
一
段
階
は
、
封
建
的
割
拠
を
生
み
だ
す
と
こ
ろ
の
一
藩
的
な

規
模
で
の
、
し
た
が
っ
て
き
わ
め
て
反
動
的
な
形
で
の
「
経
済
的
集
中
」
、

第
二
段
階
は
、
後
進
国
日
本
の
、
中
央
集
権
国
家
の
存
立
の
基
盤
と
し

て
の
「
経
済
的
集
中
」
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
と
く
に
市
場
・
流
通
構

造
の
側
面
か
ら
「
経
済
的
集
中
」
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
そ
の

(
2
)

過
程
で
あ
ら
わ
れ
る
商
人
資
本
の
結
集
・
分
裂
(
の
理
念
・
論
理
)
、

あ
る
い
は
再
編
成
の
諸
相
　
-
　
こ
の
こ
と
が
統
一
テ
ー
マ
の
「
社
会
的

(
3
)

結
合
」
に
あ
た
る
と
考
え
て
い
る
が
　
-
　
を
問
題
に
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
対
象
と
す
る
地
域
は
広
島
藩
、
お
よ
び
港
町
尾
道
を
中
心
に

み
て
い
く
が
、
こ
こ
で
検
討
す
る
社
会
的
結
合
の
対
象
集
団
に
つ
い
て

T
こ

は
、
一
八
世
紀
初
頭
以
来
の
商
人
集
団
で
あ
る
尾
道
問
屋
両
仲
買
お
よ

び
明
治
六
年
に
結
成
さ
れ
た
諸
晶
商
社
を
素
材
に
し
て
い
き
た
い
。
両

仲
買
と
い
う
の
は
、
陸
上
の
物
産
を
取
扱
う
米
仲
買
と
海
産
物
を
取
扱

う
干
鰯
仲
買
の
こ
と
で
、
こ
の
両
仲
買
と
四
八
株
の
問
屋
商
人
が
尾
道

に
お
け
る
商
品
流
通
を
独
占
し
て
き
た
の
で
あ
る
。



Ⅱ
　
幕
藩
制
的
市
場
構
造
の
解
体
と
地
域
商
業
資
本

1
　
天
保
期
以
降
の
流
通
統
制
と
諸
階
層

H
化
政
期
国
益
政
策
の
到
達
点
と
そ
の
矛
盾

ま
ず
天
保
・
幕
末
期
の
前
段
階
に
あ
た
る
化
政
期
の
流
通
政
策
を
簡

単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
広
島
藩
で
は
領
内
の
流
通
統
制
と
正
金
銀

の
獲
得
を
め
ざ
し
て
、
①
領
内
正
金
銀
の
流
通
・
両
替
の
抑
制
と
他
国

商
事
資
金
の
貸
付
・
預
金
の
強
制
、
㊥
領
内
特
産
物
の
「
自
由
」
な
市

場
選
択
の
抑
制
、
③
他
国
商
品
の
流
入
制
限
、
④
大
坂
市
場
へ
の
積
登

せ
強
制
と
大
坂
売
上
代
銀
の
置
為
替
強
制
と
い
う
四
つ
の
柱
か
ら
な
る

国
益
政
策
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
が
、
広
汎
な
小
商
品
生
産
者
層
や
在

郷
商
人
・
小
間
星
屑
の
生
産
・
流
通
ま
で
掌
握
で
き
ず
、
文
政
末
年
に

(
5
)

い
た
り
政
策
自
体
は
破
産
す
る
に
い
た
っ
た
。
一
見
し
て
幕
末
期
の
流

通
統
制
と
な
ん
ら
か
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
次
の
点
で
幕
末
期

、
の
そ
れ
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
′
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
政
策
が

広
島
城
下
▼
や
尾
道
の
都
市
特
権
商
人
と
大
坂
問
屋
商
人
の
旧
来
の
流
通

ル
ー
ト
の
う
え
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
も
っ

て
、
藩
経
済
圏
の
相
対
的
自
立
化
の
傾
向
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
幕
藩
制
的
市
場
構
造
を
根
底
か
ら
否
定
す
る
よ
う
な
政
策
で
は

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
文
政
末
年
に
広
島
藩
の
国
益
政
策
が
、
広
範
な
小
商
品
生
産

者
層
の
生
産
と
、
在
郷
商
人
の
流
通
を
掌
握
で
き
ず
に
破
産
し
た
の
は

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
と
く
に
瀬
戸
内
海
沿
岸
部
に
お
い
て
、
原

料
採
取
・
加
工
・
仕
上
・
販
売
と
い
っ
た
社
会
的
分
業
・
地
域
的
分
業

が
進
展
し
っ
つ
あ
り
、
そ
の
先
端
部
に
マ
ニ
ュ
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ

(
6
)

と
を
想
定
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
化
政
期
に

お
け
る
領
主
受
農
民
の
生
産
・
流
通
上
の
主
要
な
矛
盾
は
、
マ
ニ
ュ
形

(
7
)

成
期
と
も
い
え
を
商
品
生
産
お
よ
び
流
通
と
一
八
世
紀
初
頭
以
来
の
幕

藩
制
的
商
品
流
通
お
よ
び
統
制
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
天
保
期
以
降
藩

権
力
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
示
す
か
、
そ
の
解
明
が
次
の
課
題
と
な
る

が
、
そ
の
前
に
尾
道
の
商
品
取
引
に
お
け
る
位
置
を
簡
単
に
述
べ
て
お

き
た
い
。此

節
風
聞
二
承
り
侯
へ
ハ
、
向
島
之
内
歌
浦
二
於
テ
新
規
こ
た
で

場
出
来
申
候
:
去
様
之
義
出
来
仕
侯
而
ハ
往
々
ハ
当
湊
急
度
不
景

気
二
相
成
可
申
義
眼
前
ニ
・
御
座
候
、
其
意
乍
恐
奉
中
上
侯
、
去
ル

天
明
之
姶
頃
迄
ハ
北
国
胎
相
登
り
申
侯
テ
モ
、
当
湊
ヲ
限
是
ヨ
リ
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8

)

当
地
ニ
テ
登
り
商
内
之
義
ハ
誠
二
機
之
義
二
御
座
侠

こ
の
文
政
八
年
(
一
八
二
五
)
　
の
史
料
に
よ
る
と
、
天
明
期
の
初
め

ご
ろ
ま
せ
は
北
国
胎
が
頻
繁
に
来
港
し
、
中
継
ぎ
商
業
が
順
調
に
機
能

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
文
政
年
間
に
は
い
る
と
北
国

船
だ
け
で
は
な
く
、
内
海
の
小
浦
の
船
ま
で
も
が
兵
庫
や
和
泉
辺
で
取

引
を
始
め
、
尾
道
で
の
取
引
が
圧
迫
さ
れ
て
い
る
状
況
が
わ
か
る
。
そ

し
て
彼
ら
が
恐
れ
て
い
る
の
は
、
中
継
地
と
し
て
の
存
在
を
脅
か
す
預

内
の
小
浦
と
、
社
会
的
分
業
が
進
ん
だ
和
泉
な
ど
の
機
業
地
、
さ
ら
に
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は
北
国
船
と
い
う
繋
が
り
の
新
し
い
市
場
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
に
天
保
期
直
前
の
尾
道
商
業
が
お
か
れ
て
い
た
立
場
が
う
か

が
え
る
し
、
蓬
権
力
が
流
通
統
制
に
失
敗
し
た
原
因
も
、
こ
の
新
し
い

ル
ー
ト
を
積
極
的
に
規
制
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

・
川
　
天
床
～
幕
末
期
の
薄
型
「
経
済
的
集
中
」

A
　
諸
商
品
の
統
制
と
尾
道
商
人

ま
ず
畳
表
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。
こ
れ
は
基
本
的
に
は
次
に
述

べ
る
木
綿
の
統
制
と
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
木
綿
改
所
、
大
坂
蔵
星

敷
、
そ
し
て
大
坂
商
人
丹
波
屋
の
連
携
の
も
と
に
市
場
の
統
制
が
は
か

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
は
、
天
保
十

五
年
二
八
四
四
)
に
尾
道
で
新
た
に
上
登
問
星
を
一
五
軒
設
定
し
て

(
9
)

い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
一
五
軒
が
ど
う
い
う
商
人
で
あ
っ
た

か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
明
治
三
年
(
一
八
七
〇
)
に
、
干
鰯
仲
買
商

人
が
畳
表
の
取
引
に
進
出
し
て
き
た
こ
と
を
、
「
畳
表
煙
草
問
屋
商
人
」

(川)

が
非
難
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
尾
道
を
代
表
す
る
問
屋
両
仲

買
集
団
(
問
屋
四
八
株
と
米
穀
、
干
鰯
の
二
つ
の
仲
買
集
団
、
以
下
「
組

合
」
と
も
表
現
す
る
)
の
商
人
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
木
綿
の
検
討
を
お
こ
な
い
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
丹
波
屋
七

へ
〓
)

兵
衛
の
一
手
買
上
げ
な
ど
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
あ
る
の

で
他
言
を
要
し
な
い
が
、
尾
道
を
検
討
し
た
場
合
、
天
保
十
五
年
に
新

た
に
設
定
さ
れ
た
上
登
木
綿
星
の
性
格
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
竹
原
昆
長
兵
衛
は
両
替
商
、
栗
原
星
仙
三
は
四
八
軒
の

問
屋
の
一
人
で
あ
る
可
能
性
が
強
く
、
加
登
灰
星
周
助
は
灰
屋
の
分
家

リ
胆
乃

筋
、
福
尾
星
は
全
く
の
新
興
商
人
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
弘
化
三
年
(
一

八
四
六
)
に
は
、
木
綿
星
禎
次
郎
・
福
尾
星
菩
助
・
吉
和
屋
十
平
と
い

(
1
3
)

う
新
興
の
商
人
三
人
に
編
成
替
え
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
従
来

の
特
権
商
人
と
は
別
の
か
た
ち
の
商
人
に
、
上
登
せ
の
木
綿
を
扱
わ
せ

て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
と
思
う
。

次
に
繰
綿
を
み
る
と
、
天
保
九
年
に
一
〇
軒
の
繰
綿
屋
株
が
設
定
さ

れ
、
そ
れ
以
外
の
商
人
が
「
繰
綿
実
綿
ハ
勿
論
打
綿
た
り
共
、
郡
而
綿

(1.t)

類
一
切
取
引
不
相
成
侯
事
」
と
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
問
屋
両
仲
買
▼

(
1
5
)

の
猛
反
対
が
お
こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
畳
表
・
木
綿
統
制
に
み
ら
れ
た

問
屋
両
仲
買
へ
の
締
め
つ
け
の
延
長
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

尾
道
の
代
表
的
な
都
市
加
工
業
と
し
て
は
、
碇
の
製
造
が
有
名
で
あ

っ
た
。
天
保
期
に
は
い
る
と
、
技
術
独
占
の
崩
壊
、
経
営
の
危
機
か
ら

く
る
大
坂
碇
問
星
の
締
め
つ
け
、
値
段
の
低
下
な
ど
に
よ
っ
て
鍛
冶
屋

(
1
5
)

た
ち
は
経
営
困
難
に
お
ち
い
っ
た
。
し
か
し
藩
権
力
は
鍛
冶
星
た
ち
の

じ
仙
邑

自
由
な
商
品
取
引
願
い
を
し
り
ぞ
け
つ
つ
、
木
綿
屋
禎
次
郎
に
販
売
の

(
1
8
)

独
占
を
認
可
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
他
の
商
品
に
つ
い
て
も
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
。
ま
ず
木
綿
星
禎

(
1
9
)

次
郎
に
三
次
物
産
と
国
産
の
正
石
灰
の
販
売
独
占
を
許
可
し
、
尾
道
奥

産
物
(
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
三
次
物
産
と
と
も
に
農
村
部
の
商
品
流
通

を
幅
広
く
、
か
つ
深
い
と
こ
ろ
ま
で
統
制
し
よ
う
と
し
た
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
が
)
と
油
移
入
は
大
坂
蔵
屋
敷
と
丹
波
星
が
掌
握
す
る
こ
と

(
2
0
)

に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
権
力
の
流
通
面
へ
の
介
入
と
新
し
い
商
人
の
設

定
に
よ
っ
て
組
合
の
流
通
独
占
権
は
次
第
に
後
退
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。



B
　
問
屋
両
仲
買
と
藩
権
力

さ
て
こ
こ
で
は
、
問
星
座
会
所
・
諸
品
会
所
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、

組
合
と
藩
権
力
の
関
係
を
検
討
す
る
。
文
政
期
の
尾
道
に
は
、
組
合
内

部
の
関
係
を
相
互
に
規
制
す
る
問
屋
役
場
、
組
合
構
成
員
に
短
期
融
資

を
お
こ
な
う
問
星
座
会
所
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
組
合
員
の
な
か
ば
「
自

治
」
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
の
彼
ら
の
結
合
の
論
理
は
、

港
に
出
入
り
す
る
船
舶
と
の
取
引
を
組
合
総
体
と
し
て
独
占
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
流
通
構
造
の
変
化

に
よ
っ
て
結
合
の
論
理
そ
れ
自
体
も
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
え

る
。そ

の
よ
う
な
な
か
で
天
保
八
年
二
八
三
七
)
に
藩
権
力
の
主
導
に

よ
っ
て
、
問
屋
両
仲
買
と
関
係
の
深
い
上
層
金
融
資
本
(
町
年
寄
な
ど
)

の
出
資
に
よ
っ
て
、
諸
晶
会
所
が
設
立
さ
れ
る
。
従
来
こ
の
諸
品
会
所

に
つ
い
て
は
、
問
屋
座
会
所
と
同
様
の
機
能
、
つ
ま
り
組
合
構
成
員
に

金
融
融
資
を
お
こ
な
い
、
組
合
員
の
経
営
に
テ
コ
い
れ
し
よ
う
と
し
た

(
2
1
)

も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
ま
っ
た

く
異
な
る
機
能
を
も
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
第
一
に
、
間
星
座
会
所
が
米
穀
・
干
鰯
両
仲
買
に
仕
入
元
手
金

の
み
の
融
資
で
あ
っ
た
こ
と
・
に
対
し
て
、
諸
品
会
所
は
木
綿
や
畳
表
な

ど
を
取
扱
う
雑
多
な
問
屋
や
小
間
星
屑
に
も
金
融
の
範
囲
を
広
げ
よ
ー
γ

(
2
2
)

と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
問
屋
座
会
所
が
領
外
の

荷
主
(
船
頭
)
　
へ
即
金
を
支
払
う
た
め
の
金
融
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

諸
品
会
所
は
そ
れ
ら
の
機
能
に
加
え
て
、
「
入
津
之
品
々
其
外
奥
郡
よ

繰
出
候
荷
物
御
為
替
貸
相
成
塾
と
あ
か
よ
う
に
、
荷
為
替
金
融
を
も

]町〔

目
的
と
し
た
会
所
で
も
あ
っ
た
。
諸
品
会
所
が
産
地
に
荷
為
替
を
組
む

こ
と
は
、
組
合
商
人
や
大
坂
特
権
問
屋
層
か
ら
商
品
流
通
の
主
導
権
を

(
2
5
)

奪
お
う
と
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

つ
ま
り
こ
の
会
所
設
立
の
目
的
は
、
組
合
の
経
済
的
支
柱
で
あ
っ
た

問
星
座
会
所
を
骨
抜
き
に
し
、
組
合
仲
間
を
自
己
の
掌
中
に
お
さ
め
、
.

か
つ
尾
道
周
辺
の
商
品
生
産
・
流
通
ま
で
も
掌
握
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
そ
の
あ
ら
わ
れ
が
早
く
も
弘
化
年
間
に
、
問
星
座
会
所
を
問
星
座

御
場
所
、
諸
晶
会
所
を
諸
品
御
役
所
と
改
称
し
て
藩
の
直
轄
と
し
た
こ

(
2
6
)

と
に
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
て
組
合
商
人
の
商
品
遁
矧
は
「
天
保
度
之

頃
ぶ
追
々
相
衰
へ
、
弘
化
度
二
至
り
益
哀
歓
い
た
し
」
、
同
時
に
問
屋

(Ⅱ)

座
御
場
所
も
「
時
節
柄
こ
つ
れ
、
昨
戌
年
(
嘉
永
三
年
)
御
不
勘
定
」

と
な
っ
た
。
問
星
両
仲
買
の
流
通
ル
ー
ト
は
弘
化
年
間
以
降
ま
す
ま
す

衰
微
に
い
た
り
、
問
星
座
御
場
所
も
相
続
そ
れ
自
体
が
危
う
く
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

回
　
小
括
～
幕
藩
制
的
市
場
構
造
の
解
体
～

以
上
、
薛
権
力
の
政
策
基
調
は
新
興
の
市
場
・
流
通
ル
ー
ト
の
成
長

に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
規
制
し
よ
う
と
し
、
さ
ら
に
旧
来
の
都
市
特
権

商
人
集
団
を
も
規
制
し
な
が
ら
流
通
統
制
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
藩
権
力
の
流
通
統
制
及
び
流
通
の
機
要
を
天
保
期
以
前
と
以

後
に
わ
け
て
図
示
す
る
と
図
1
、
図
2
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
木
綿
星
禎

〓
ご

次
郎
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
従
属
商
人
を
地
元
に
創
出
し
な
が
ら
、
組

(刃)

合
組
織
を
換
骨
奪
胎
し
て
、
ま
た
大
坂
に
も
丹
波
昆
七
兵
街
と
い
う
掟

を
打
込
み
経
済
の
集
中
を
は
か
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
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兵庫・和泉

大阪持ほ商人

■一一.-■

図1文政期の流通および統制

三二一一で二二二三二三・

回.1蕊冨.e●・・
図2　天保期以降の流通および統制

化
政
期
の
国
益
政
策
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
藩
の
市
場
統
制
の
あ
り
方
か
ら
藩
型
「
経
済
的
集
中
」

(
3
1
)

た
い
。

こ
こ
で
は

と
規
定
し

こ
の
薄
型
の
「
経
済
的
集
中
」
は
、
芝
原
拓
自
氏
に
よ
る
肥
前
藩
な

(
3
2
)

ど
や
、
最
近
の
井
上
勝
生
氏
に
よ
る
長
州
藩
な
ど
の
研
究
か
ら
推
測
し

て
、
い
わ
ゆ
る
西
南
雄
藩
に
は
型
や
程
度
に
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
「
経

済
的
集
中
」
が
広
島
藩
以
上
に
進
展
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う

考
え
る
と
幕
藩
制
的
な
市
場
は
、
各
藩
の
強
力
な
国
益
政
策
・
商
人
化

=
薄
型
「
経
済
的
集
中
」
に
よ
る
直
取
引
と
市
場
破
壊
に
よ
っ
て
解

(
3
3
)

体
に
瀕
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た

T
経
済
的
集
中
」
に
い
た
ら
し
め
た
真
の
原
因
こ
そ
が
、
マ
ニ
ュ
形
成

期
に
対
応
す
る
新
興
の
商
品
流
通
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。
西
南
雄
藩
諸
藩

は
従
属
商
人
を
駆
使
し
な
が
ら
、
こ
の
「
国
民
的
」
市
場
と
、
旧
来
の

問
屋
制
に
代
表
さ
れ
る
旧
い
市
場
双
方
を
解
体
さ
せ
よ
う
と
し
な
が
ら

(
3
4
)

「
経
済
的
集
中
」
.
を
進
め
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

尾
道
地
域
に
お
け
る
具
体
的
な
表
現
が
、
少
数
の
商
人
へ
の
商
品
集
中

と
諸
晶
会
所
の
設
置
で
あ
っ
た
。

2
　
幕
末
の
経
済
的
集
中
の
局
面
と
地
域
商
業
資
本

こ
こ
で
は
、
ま
ず
前
節
を
う
け
る
か
た
ち
で
尾
道
の
代
表
的
な
商
人

資
本
や
組
合
商
人
、
さ
ら
に
は
従
属
商
人
の
経
営
動
向
を
検
討
し
、
そ

し
て
次
章
と
の
関
連
で
、
広
島
藩
に
お
け
る
薄
型
「
経
済
的
集
中
」
の

挫
折
を
維
新
政
権
と
外
圧
の
関
わ
り
の
な
か
で
考
え
よ
う
と
思
う
。

H
尾
道
の
地
域
商
業
資
本

ま
ず
近
世
中
期
か
ら
の
尾
道
の
代
表
的
な
商
人
で
、
組
合
商
人
に
金

融
投
資
を
お
こ
な
っ
て
い
た
灰
屋
書
兵
衛
家
の
検
討
か
ら
始
め
る
。
図

3
に
よ
る
と
、
藩
札
下
落
の
影
響
を
う
け
て
天
保
の
初
年
か
ら
資
産
の

著
し
い
減
少
を
き
た
し
て
い
る
。
ま
た
幕
末
期
の
収
支
を
検
討
す
る
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年
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図3　灰屋(橋本吉兵衛家)の総資本
(正銀換算)の推移

(
3
5
)

と
、
為
替
貸
利
が
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
悪
化
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
同
家
の
蔵
敷
銀
が
安
政
五
年
(
一
八
五
八
)
以
降
収
入
ゼ

ロ
で
あ
る
こ
と
は
問
屋
両
仲
買
の
商
品
取
引
の
悪
化
を
間
接
的
に
示
す

も
の
で
あ
る
。

問
屋
両
仲
買
の
経
営
悪
化
に
関
す
る
具
体
的
な
デ
ー
タ
は
す
く
な
い

(
3
6
)

が
、
「
米
干
鰯
仲
買
小
売
星
共
、
必
至
難
渋
二
落
人
商
事
休
職
相
成

(
3
7
)

居
」
な
ぜ
と
い
う
文
言
や
前
節
回
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

「
瑾
l
鰯
仲
買
共
A
罠
l
出
之
通
、
巳
後
人
数
増
不
致
旨
御
聞
届
相
成
侯

上
者
」
と
あ
る
よ
う
に
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
両
仲
買
の
権
力
的
再

編
成
が
お
こ
な
わ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。
同
様
に
問
星

四
八
株
も
経
営
破
綻
に
よ
っ
て
売
買
や
貸
借
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、

組
合
の
人
的
構
成
は
大
き
く
変
動
し
っ
つ
あ
っ
た
と
い
え
る
。

さ
て
次
に
、
従
属
商
人
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
よ
う
な
商
人
の
経

営
を
み
て
お
く
。
ま
ず
前
節
回
A
で
紹
介
し
た
木
綿
星
禎
次
郎
で
あ
る

が
、
彼
は
嘉
永
か
ら
幕
末
ご
ろ
ま
で
町
の
組
頭
格
で
町
政
に
も
参
加
し

て
い
た
従
属
商
人
で
あ
る
が
、
豪
商
と
よ
ば
れ
る
存
在
に
は
程
遠
い
商

人
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
次
地
方
の
産
物
の
売
り
さ
ば
き
独

占
を
許
可
さ
れ
た
と
き
、
「
右
下
ケ
渡
シ
代
銀
為
質
物
差
入
可
申
様
被

仰
杵
、
右
二
付
私
所
持
之
家
督
書
入
置
申
庶
事
存
候
…
依
之
私
所
持
之

居
宅
建
所
共
不
残
当
町
三
原
屋
幸
助
え
差
向
、
右
諸
品
代
銀
御
上
納
皆

塾
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
禎
次
郎
に
経
済
行
為
の
主
体
が
あ
る
の

で
は
な
く
、
藩
権
力
に
主
導
性
を
奪
わ
れ
て
い
る
資
金
力
に
乏
し
い
商

人
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

次
に
組
合
か
ら
逸
脱
し
っ
つ
あ
っ
た
商
人
・
灰
星
三
郎
助
の
場
合
を

検
討
し
て
お
く
。
彼
は
、
近
世
初
頭
以
来
の
有
力
商
人
で
あ
る
灰
星
次

(
4
0
)

郎
右
南
門
家
の
幕
末
期
に
お
け
る
当
主
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
名
門

で
あ
り
組
合
の
構
成
員
(
北
国
問
屋
)
　
で
も
あ
っ
た
。

A
私
義
去
ル
天
保
丑
年
二
八
四
一
)
巳
来
、
諸
晶
御
役
所
こ
お
ゐ
て

商
物
仕
入
金
御
拝
借
仕
居
中
辰
処
、
弘
化
年
中
商
事
向
二
付
大
道

之
損
失
仕
、
其
後
不
仕
合
打
統
御
上
納
之
業
難
相
叶
、
恐
多
義
二

者
奉
存
侯
得
共
…
殊
更
近
年
類
商
売
多
仕
込
物
不
捌
、
彼
是
二
而

(
4
1
)

只
今
之
振
合
二
御
座
候
而
者
達
も
取
続
御
上
的
出
来
仕
中
間
敷
…

、
B
…
御
察
し
可
鞍
下
、
金
は
な
し
、
札
は
少
し
て
も
た
ま
り
肢
へ
は
、

八
拾
目
て
も
八
拾
五
匁
て
も
金
に
い
た
し
匿
不
申
て
は
、
盆
後
に

石
)

な
り
て
も
米
も
大
豆
も
故
買
不
申
侯
、
誠
に
大
田
り
に
御
庄
侯

彼
の
経
営
状
態
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
右
の
史
料
を
あ
げ
た
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が
、
諸
晶
御
役
所
つ
ま
り
藷
権
力
に
莫
大
な
借
金
を
残
し
、
経
営
的
に

は
ま
っ
た
く
破
綻
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
幕
末
期
に
組
合
を
逸
脱

し
っ
つ
あ
っ
た
と
い
う
意
味
は
、
さ
き
の
木
綿
星
禎
次
郎
の
よ
う
な
タ

イ
プ
で
は
な
く
、
徹
頭
徹
尾
藩
益
論
者
で
あ
り
、
彼
の
発
言
や
行
動
が

一
部
組
合
の
利
害
関
係
と
合
致
し
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
場
合
で

も
、
そ
の
本
質
は
藩
益
優
先
の
た
め
に
都
市
商
人
と
新
興
の
豪
農
商
を

徹
底
的
に
利
用
す
る
と
い
う
、
ま
さ
に
藩
型
「
経
済
的
集
中
」
あ
る
い

(
4
3
)

は
封
建
割
拠
制
に
合
致
し
た
思
想
に
貫
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
三
郎
助
が
問
星
役
場
頭
取
に
就
任
し
て
い
く
の
が
嘉
永
年
間
以

降
で
あ
り
、
組
合
仲
間
の
政
治
向
き
の
支
配
を
お
こ
な
っ
て
い
く
わ
け

で
あ
る
。
彼
の
頭
取
就
任
が
組
合
の
結
合
論
理
に
い
か
な
る
影
響
を
あ

た
え
た
か
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
推

測
し
て
お
き
た
い
。
三
郎
助
と
親
交
の
あ
っ
た
林
星
要
助
　
-
　
彼
は
新

興
の
都
市
商
人
・
運
輸
業
者
で
あ
り
、
尾
道
・
大
坂
間
の
定
期
航
路
で

あ
っ
た
一
六
早
船
の
独
占
を
、
三
八
早
船
に
よ
っ
て
崩
し
、
幕
末
ご
ろ

(
4
4
)

に
は
一
六
二
二
八
と
も
掌
握
し
た
　
-
　
が
、
明
治
初
年
に
、
組
合
仲
間

商
人
の
資
金
的
協
力
を
え
ら
れ
ず
に
尾
道
か
ら
去
っ
て
い
っ
た
こ
と
、

さ
ら
に
紀
国
星
得
兵
衛
(
彼
も
学
者
あ
が
り
の
新
興
の
商
人
で
あ
る
)

が
、
「
人
々
私
心
多
キ
ニ
ハ
頗
ル
閉
口
、
尾
道
役
人
ハ
言
も
更
ナ
リ
」

で
あ
る
と
か
、
「
尾
道
人
多
ハ
私
論
二
陥
り
、
大
活
眼
ヲ
開
く
も
の
絶

而
無
之
、
実
二
可
憐
事
二
俣
」
(
叛
ど
と
い
う
組
合
へ
の
批
判
を
、
林
昆

要
助
に
書
き
送
っ
て
い
る
こ
と
、
の
二
点
か
ら
考
え
て
、
幕
末
維
新
期

の
組
合
は
逆
に
、
こ
れ
ら
の
政
治
的
な
商
人
や
従
属
商
人
に
批
判
的
な

動
き
を
示
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
商
品
流

通
上
に
お
け
る
危
機
を
迎
え
つ
つ
、
天
保
期
以
前
の
、
組
合
総
体
と
し

て
町
内
部
に
お
け
る
独
占
を
は
か
る
と
い
う
結
合
論
理
(
こ
の
こ
と
自

体
権
力
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
た
が
)
か
ら
」
権
力
的
な
支
え
が
な

く
な
り
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
町
自
体
の
衰
微
の
危
機
、
新
興
の
流
通
ル
ー

ト
を
掌
握
す
る
豪
農
商
へ
の
対
処
な
ど
に
む
け
て
、
新
た
な
結
合
論
理

を
迫
ら
れ
て
い
る
段
階
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

回
　
薄
型
「
経
済
的
集
中
」
の
挫
折

さ
て
以
上
述
べ
て
き
た
薄
型
「
経
済
的
集
中
」
は
、
広
島
藩
を
対
象

に
扱
っ
て
き
た
が
、
西
南
雄
藩
で
も
様
々
な
か
た
ち
で
進
行
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
さ
き
に
指
摘
し
た
。
薄
型
「
経
済
的
集
中
」
か
ら
日

本
的
な
規
模
で
の
「
経
済
的
集
中
」
　
へ
の
移
行
は
、
討
幕
か
ら
新
政
府

の
成
立
、
版
籍
奉
還
、
廃
藩
置
県
へ
と
い
た
る
「
政
治
的
集
中
」
に
よ

っ
て
飛
躍
的
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
直
接
的
な
契
機
は
列
強

と
の
関
係
に
お
い
て
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
大
石
嘉
一
郎
氏
に
よ
れ

(
4
6
)

ば
、
新
政
府
は
対
外
的
に
統
一
主
権
国
家
と
し
て
自
己
を
確
立
す
る
た

め
に
、
対
内
的
に
は
全
国
的
な
流
通
機
構
を
掌
握
す
る
こ
と
を
は
か
ら

ね
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
に
旧
来
の
諸
藩
の
流
通
規
制
を
解
体
し
、
さ
ら
に

藩
営
商
業
を
禁
止
し
て
、
商
品
流
通
を
「
自
由
」
化
す
る
必
然
性
が
あ

っ
た
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
「
自
由
化
」
と
い
っ
た
の
は
、
一
藩
の
「
経

済
的
集
中
」
に
対
し
て
の
「
自
由
」
で
あ
り
、
新
政
府
の
当
面
の
課
題

は
、
マ
ニ
ュ
形
成
期
と
も
い
う
べ
き
一
九
世
紀
初
頭
以
来
の
新
興
の
商

品
流
通
ル
ー
ト
、
す
な
わ
ち
国
民
的
な
市
場
の
広
が
り
を
い
か
に
し
て

と
ら
え
、
開
港
場
を
頂
点
と
し
た
流
通
機
構
を
形
成
さ
せ
る
か
に
あ
っ



た
。具

体
的
に
彗
六
九
年
二
月
に
三
都
の
豪
商
を
動
員
し
て
為
替
会
社

u馳n

に
参
加
さ
せ
、
流
通
機
構
の
全
国
的
再
編
成
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
よ

う
な
な
か
で
広
島
藩
で
は
旧
来
の
商
品
流
通
統
制
の
撤
廃
を
明
治
二
年

(4。。)

(
一
八
六
九
)
八
月
に
公
布
す
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
広
島
藩
に
お
け

る
一
薄
型
の
「
経
済
的
集
中
」
の
挫
折
と
日
本
的
な
規
模
で
の
経
済
的

集
中
が
こ
の
地
域
に
も
及
ぶ
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
こ
の
地
域
に
お
い
て
は
、
新
し
い
結
合
の
論
理
と
商
品
取

引
の
優
位
を
め
ざ
す
問
屋
両
仲
買
、
そ
し
て
新
興
の
豪
農
商
、
さ
ら
に

新
政
府
と
の
結
合
に
よ
っ
て
経
営
破
綻
か
ら
息
を
ふ
き
か
え
し
、
荷
為

替
金
融
を
軸
に
し
て
市
場
掌
掟
を
め
ざ
す
中
央
資
本
(
政
府
)
　
の
対
抗

・
連
携
の
局
面
が
つ
ぎ
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
な
お
周
知

の
こ
と
で
あ
る
が
、
為
替
会
社
の
成
績
は
上
が
ら
ず
、
明
治
四
年
七
月

の
通
商
司
廃
止
の
頃
よ
り
横
浜
為
替
会
社
を
除
い
て
衰
退
し
て
い
っ

た
。
こ
れ
は
自
由
貿
易
を
強
制
す
る
列
強
の
圧
力
に
加
え
て
、
各
地
域

に
お
け
る
新
旧
の
地
域
商
業
資
本
が
国
家
の
流
通
統
制
に
対
し
て
抵
抗

し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

Ⅲ
　
明
治
初
年
の
「
経
済
的
集
中
」
と
地
域
商
業
資
本

為
替
会
社
に
参
加
し
た
中
央
の
豪
商
た
ち
は
、
そ
の
後
府
県
や
政
府

の
公
金
を
扱
う
府
県
為
替
方
に
競
っ
て
進
出
し
て
い
っ
た
。
広
島
県
に

お
い
て
も
、
鴻
池
や
加
島
星
の
蓬
莱
社
と
小
野
組
が
官
金
取
扱
や
物
産

の
独
占
を
め
ざ
し
て
、
広
島
に
支
社
を
設
置
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
維

新
期
の
開
港
場
と
生
産
地
市
場
を
直
結
さ
せ
る
流
通
ル
ー
ト
に
加
え

て
、
生
産
地
市
場
と
消
費
地
市
場
を
直
結
し
国
内
市
場
に
お
け
る
優
位

性
を
復
活
・
維
持
し
よ
う
と
す
る
中
央
の
商
業
資
本
の
動
向
が
う
か
が

え
る
。
こ
れ
が
当
地
域
か
ら
み
た
明
治
初
年
以
降
二
十
年
ぐ
ら
い
ま
で

の
流
通
面
か
ら
み
た
「
経
済
的
集
中
」
の
あ
ら
わ
れ
の
一
端
で
あ
る
が
、

以
下
、
ま
ず
こ
れ
ら
と
地
域
商
業
資
本
の
関
係
を
、
尾
道
に
限
定
し
て

検
討
し
て
い
き
た
い
。

-
　
中
央
資
本
の
進
出
と
尾
道
米
綿
商
社

こ
こ
で
は
組
合
の
系
譜
を
直
接
引
い
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
、
つ
ま

り
図
2
の
豪
農
商
の
流
通
ル
ー
ト
の
把
握
・
発
展
を
め
ざ
し
た
、
尾
道

米
綿
商
社
を
と
り
あ
げ
る
。
限
ら
れ
た
史
料
し
か
残
っ
て
い
な
い
た
め
、

十
分
言
及
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
い

え
る
と
思
う
。

明
治
六
年
に
尾
道
米
綿
商
社
が
県
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
、
旦
口
同
得
兵

(
4
,
)

衛
所
持
宅
に
設
置
さ
れ
た
。
も
と
も
と
米
綿
商
社
は
伊
達
権
令
の
主
導

這
)

の
も
と
に
、
城
下
の
豪
商
に
つ
く
ら
せ
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
さ

き
の
為
替
会
社
な
ど
中
央
の
豪
商
と
の
独
占
的
取
引
を
め
ざ
し
た
も
の

と
推
測
で
き
る
。
尾
道
に
お
け
る
そ
の
分
社
の
設
立
経
緯
も
、
尾
道
市

場
圏
の
把
握
を
ね
ら
っ
た
県
当
局
の
思
惑
が
結
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
商
社
へ
参
加
し
た
者
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
尾
道
商
人
を

批
判
し
て
い
た
日
高
得
兵
衛
を
筆
頭
に
、
「
銘
々
米
商
内
本
英
之
老
」
、

つ
ま
り
問
屋
仲
買
小
売
を
本
業
と
す
る
一
部
の
米
穀
商
人
が
参
加
し
、
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そ
れ
に
米
穀
・
綿
取
引
の
関
係
を
も
つ
近
在
の
豪
農
商
が
参
加
し
た
も

(
5
1
)

の
と
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
尾
道
米
綿
商
社
の
資
金
源
と
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
が
小
野
組
で
あ
り
、
こ
こ
に
荷
為
替
を
軸
に
商
品
流

通
の
把
握
を
ね
ら
う
府
県
為
替
方
と
地
域
の
商
業
資
本
の
関
係
が
表
現

さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
尾
道
米
綿
商
社
が
明

(
5
2
)

治
九
年
に
破
産
し
た
事
実
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
流
通
関

係
が
、
小
野
姐
の
破
産
や
な
ん
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
ス
ト
レ
ー
ト
に

発
展
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
見
方
を
か
え
れ
ば
当
時
米
・
綿
な
ど

の
「
国
民
市
場
」
の
担
い
手
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
豪
農
商
の
流

通
面
に
お
け
る
主
体
的
な
発
展
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
こ
の
地
域
に
お
け
る
そ
の
原
因
に
は
開
港
の
影
響
が
想
定
で
き
る

し
、
ま
た
旧
来
の
姿
か
ら
変
貌
し
っ
つ
あ
っ
た
問
星
両
仲
買
の
存
在
が

あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
そ
の
間
星
両
仲
買
の
動
向
を
簡
単
に
述
べ

て
み
よ
う
と
思
う
。

2
　
尾
道
問
屋
両
仲
買
の
結
合
形
態

幕
末
・
維
新
期
に
中
央
の
豪
商
が
権
力
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て

経
営
破
綻
の
危
機
を
回
避
し
、
政
府
の
「
経
済
的
集
中
」
の
た
め
の
一

分
肢
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
尾
道
の
問
屋
両
仲
買
が
如
何
な
る
対
応
を

示
し
た
か
、
明
ら
か
に
す
る
。

H
　
諸
役
所
機
能
の
合
併

明
治
三
年
、
広
島
藩
は
そ
れ
ま
で
独
自
の
機
能
を
有
し
て
い
た
問
屋

役
場
を
町
役
場
と
合
併
さ
せ
た
。
つ
い
で
四
年
に
問
星
役
場
を
廃
止
し

問
星
座
御
場
所
引
受
と
す
る
が
、
そ
の
間
星
座
も
翌
五
年
に
は
廃
止
さ
、

れ
て
諸
晶
御
役
所
に
合
併
と
な
り
、
終
に
旧
問
星
仲
買
組
織
は
解
体
さ

(
5
3
)

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
流
れ
は
問
星
両
仲
買
の
結
合
に
大
き
な
変

動
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
が
つ
く
が
、
し
か
し
注
目
す
べ
き
点
は
、
そ

う
し
た
一
連
の
合
併
の
前
に
、
新
た
に
開
発
さ
れ
た
北
海
道
市
場
を
め

ぐ
っ
て
、
上
層
金
融
資
本
家
で
あ
る
灰
星
書
兵
衛
や
旧
問
屋
四
十
五
人

が
、
灰
星
次
郎
右
衛
門
家
(
=
三
郎
助
)
な
ど
の
北
国
問
屋
に
か
わ
っ

(
5
4
)

て
、
そ
の
物
産
(
肥
料
)
の
取
引
独
占
を
か
ち
と
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
尾
道
の
旧
問
屋
両
仲
買
に
と
っ
て
、
第
一
に
、
北
海

道
産
の
肥
料
移
入
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
の
農
村
や
豪
農
商

と
主
体
性
を
も
っ
た
恒
常
的
な
取
引
が
期
待
で
き
た
こ
と
、
第
二
に
、

天
保
期
以
来
商
業
活
動
を
撹
乱
し
て
き
た
従
属
商
人
に
勝
利
し
た
こ
と

を
意
味
し
て
お
り
、
彼
ら
の
結
合
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
と

考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
な
が
ら
尾
道
の
上
層
金
融
資
本
と
問

屋
両
仲
買
が
旧
藩
営
役
所
で
あ
る
諸
品
御
役
所
に
結
集
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
実
態
は
、
諸
品
御
役
所
の
莫
大
な
借
金
や
貸
付

(
5
5
)

未
収
金
の
責
任
を
取
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

回
　
諸
品
商
品
へ
の
結
合

明
治
六
年
九
月
、
島
居
儀
右
衛
門
・
天
野
嘉
四
郎
を
正
副
の
社
長
と

し
て
、
そ
し
て
旧
組
合
商
人
を
メ
ン
バ
「
と
し
た
諸
晶
商
社
が
誕
生
し



た
。
業
務
は
、
問
星
座
御
役
所
と
諸
晶
会
所
の
機
能
を
受
継
い
だ
も
の

で
あ
る
。其

区
内
尾
道
諸
品
商
社
え
旧
藩
貸
下
年
賦
返
納
金
、
明
治
八
年
g

未
済
二
就
而
ハ
、
今
般
大
蔵
省
よ
り
督
責
有
之
、
甚
以
不
都
合
之

(
5
6
)

事
二
俣
条
、
当
三
月
中
取
立
至
急
上
納
可
致
侯
様
可
有
達
候
事

諸
品
商
社
は
、
旧
藩
営
役
所
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
県
や
政

府
か
ら
な
ん
ら
の
特
権
も
え
る
こ
と
な
く
、
逆
に
も
と
も
と
広
島
藩
が

投
資
し
て
あ
っ
た
資
本
の
引
き
上
げ
政
策
に
苦
し
め
ら
れ
る
。
右
の
史

料
は
そ
の
様
子
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
政
礪
「
只
一
地
方
の
便
宜

は
、
特
に
之
れ
が
許
容
を
与
ふ
る
の
隈
に
非
ず
」
と
商
社
の
歎
願
を
退

け
た
の
で
あ
っ
た
。
商
社
が
破
産
し
な
か
っ
た
の
は
、
第
一
に
、
正
副

社
長
や
灰
足
音
兵
衛
な
ど
の
地
域
の
金
融
資
本
の
融
通
が
あ
っ
た
こ

と
、
第
二
に
、
諸
藩
の
規
制
が
な
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
北
陸
・

四
国
・
九
州
・
大
坂
そ
し
て
新
た
に
東
京
と
の
取
引
を
確
保
し
て
い
る

(
5
8
)

こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
地
域
の
豪
農
商
を
、
も
ち
ろ
ん
他
港
と
の
競
争

は
激
化
し
て
い
る
も
の
の
、
肥
料
な
ど
の
供
給
源
と
し
て
の
尾
道
町
が

繋
ぎ
と
め
え
た
こ
と
、
あ
る
い
は
米
綿
商
社
に
参
画
し
た
彼
ら
を
諸
品

商
社
に
組
込
み
え
た
こ
と
な
ど
が
推
測
さ
れ
る
。
と
く
に
第
二
・
第
三

の
点
か
ら
み
て
、
明
治
十
年
代
ま
で
の
諸
品
商
社
は
、
明
治
政
府
が
進

め
る
「
経
済
的
集
中
」
の
受
か
で
、
そ
の
流
通
構
造
の
単
な
る
一
地
方

的
担
い
手
と
し
て
の
存
在
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
横
た
わ
り
ブ
ル
ジ

ョ
ァ
的
発
展
を
背
景
に
し
た
国
民
的
市
場
の
担
い
手
(
あ
る
い
は
地
域

市
場
圏
の
中
心
地
)
と
い
う
性
格
の
側
面
を
強
く
も
っ
て
い
た
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
で
明
治
十
年
に
、
諸
品
商
社
の
下
部
組
織
で
あ
る

港
栄
社
(
こ
れ
は
旧
問
屋
層
の
結
合
)
が
つ
く
ら
れ
、
以
下
三
品
仲
買
　
1
0

商
の
組
織
で
あ
る
港
盛
杜
が
設
立
さ
れ
た
。
三
晶
仲
買
は
旧
両
仲
買
か

ら
分
立
し
た
組
織
で
、
同
時
に
穀
物
仲
買
・
干
鰯
仲
買
も
同
様
の
結
社

を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
こ
こ
に
諸
品
商
社
を
頂
点
と
し

て
　
-
　
そ
の
上
に
は
さ
ら
に
明
治
十
二
年
に
尾
道
商
業
資
本
と
地
域
の

図4　明治20年頃までの流通と結社
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豪
農
商
が
設
立
し
た
第
六
十
⊥
ハ
国
立
銀
行
が
あ
る
わ
け
だ
が
　
-
　
そ
の

下
に
・
図
4
に
掲
げ
た
よ
う
な
組
織
・
組
合
が
何
層
に
も
構
築
さ
れ
た

(
5
,
)

結
合
体
が
で
き
あ
が
っ
て
、
地
域
内
外
の
荷
主
と
の
取
引
を
実
現
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
商
業
資
本
の
結
合
の
理
念
も
旧
藩
時

代
と
較
べ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
明
治
初
年
か
ら
十
年
代
に
か
け
て
の
「
経
済

的
集
中
」
と
不
平
等
条
約
下
に
お
け
る
開
港
の
影
響
の
も
と
で
、
地
域

産
業
・
地
域
商
業
の
存
亡
を
か
け
て
、
中
背
集
団
や
運
送
業
者
さ
ら
に

は
周
辺
部
の
豪
農
商
な
ど
を
含
み
こ
ん
だ
、
取
引
秩
序
の
形
成
と
地
域

利
益
の
維
持
の
た
め
に
結
合
す
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
国
家

権
力
に
対
抗
す
る
地
域
的
結
合
あ
る
い
は
地
域
主
義
と
い
え
る
と
思

(朗)
う
。
つ
ま
り
国
家
が
つ
く
り
だ
そ
う
と
す
る
国
内
市
場
と
、
地
域
に
根

ざ
し
た
国
民
市
場
と
の
対
抗
関
係
が
こ
こ
に
表
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
明
治
二
十
年
頃
ま
で
の
地
域
に
お
け
る
「
近
代
化
」
の
担
い
手
と

し
て
の
地
域
商
業
資
本
の
存
在
意
義
、
あ
る
い
は
地
域
の
「
近
代
化
」

に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
関
わ
っ
て
い
っ
.
た
の
か
と
い
う
、
冒
頭
に
示

し
た
課
題
へ
の
解
答
は
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

Ⅳ
　
要

約以
上
・
述
べ
て
き
た
こ
と
を
地
域
商
業
資
本
の
動
向
に
限
っ
て
整
理

(
6
1
)

し
報
告
を
終
え
た
い
。
職
縁
的
結
合
を
と
げ
て
き
た
尾
道
の
組
合
は
、

天
保
期
以
降
幕
末
期
の
、
さ
ら
に
明
治
初
年
の
「
経
済
的
集
中
」
に
よ っ

て
結
合
そ
の
も
の
の
危
機
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、

藩
権
力
=
従
属
商
人
、
新
政
府
=
三
部
の
豪
商
と
い
っ
た
勢
力
が
、
マ

ニ
ュ
形
成
期
に
対
応
し
た
国
民
的
市
場
を
完
全
に
圧
倒
も
よ
う
と
す
る

政
策
の
過
程
で
、
旧
来
の
都
市
特
権
商
人
集
団
と
い
え
ど
も
除
去
さ
る

べ
き
流
通
機
構
体
と
し
て
攻
勢
を
か
け
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
明
治
初
年
、

旧
組
合
商
人
集
団
は
、
周
辺
部
の
豪
農
商
や
尾
道
町
の
全
階
層
を
取
込

み
な
が
ら
、
地
域
的
l
な
結
合
論
理
の
も
と
に
そ
の
再
生
を
は
か
ろ
う
と

し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
近
代
成
立
期
の
国
家
と
地
域
の
流
通
面
に

お
け
る
対
立
的
な
関
係
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
地
域
主
義

も
二
十
年
代
に
お
け
る
天
皇
制
国
家
の
成
立
、
鉄
道
網
の
広
が
り
、
さ

ら
に
は
三
十
年
代
の
産
業
革
命
な
ど
に
よ
っ
て
切
崩
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
か
見
と
お
し
て
お
き
た
い
。

註
(
l
)
小
野
正
雄
「
大
会
準
備
に
あ
た
っ
て
」
(
「
歴
史
学
研
究
」
三
二
三
号
、

一
九
六
七
年
)
。

(
2
)
地
縁
的
結
合
と
は
別
の
論
理
の
結
合
体
で
あ
る
職
縁
的
結
合
を
も
つ

近
世
日
本
の
商
人
集
団
の
結
合
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
賀
川
隆
行
「
都

市
商
業
の
発
展
」
(
r
講
座
日
本
歴
史
6
近
世
2
」
東
大
出
版
会
、
一

九
八
五
年
)
・
今
井
修
平
「
近
世
都
市
に
お
け
る
株
仲
間
と
町
共
同
体
」

(
「
歴
史
学
研
究
」
五
六
〇
号
、
一
九
八
六
年
)
、
馬
場
章
「
近
世
後
期

に
お
け
る
問
屋
仲
間
と
海
上
輸
送
」
(
r
歴
史
評
論
」
四
七
〇
号
、
一
九

八
九
年
)
な
ど
の
成
果
が
あ
る
。

(
3
)
近
世
都
市
に
お
け
る
都
市
民
の
結
合
様
式
は
、
地
縁
的
結
合
・
職
縁

的
結
合
・
擬
制
的
家
結
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が

(
今
井
前
掲
論
文
)
、
こ
こ
で
は
近
代
成
立
期
に
お
け
る
「
社
会
的
結 11



合
」
の
内
容
を
限
定
し
て
お
き
た
い
。
日
本
近
代
形
成
期
に
は
、
政
治

的
集
中
・
軍
事
的
集
中
、
そ
し
て
経
済
的
集
中
が
急
激
な
勢
い
で
進
行

し
た
。
社
会
的
結
合
は
そ
の
過
程
で
生
ず
る
諸
階
級
の
分
裂
・
対
抗
・

従
属
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
く
る
様
々
な
結
合
と
最
低
限
と
ら
え
て
お

き
た
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
は
す
ぐ
れ
て
階
級
関
係
の
な
か
で
と
ら

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
概
念
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
近
世
の
職
緑
的
結

合
論
理
か
ら
、
近
代
初
期
の
地
域
的
結
集
(
地
縁
的
結
合
で
は
な
い
)

へ
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
商
人
集
団
を
、
社
会
変
革
の
な
か
で
と
ら
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
4
)
一
八
世
紀
に
お
け
る
尾
道
の
商
人
集
団
に
つ
い
て
は
、
別
稿
「
尾
道

に
お
け
る
商
人
仲
間
の
成
立
と
展
開
」
(
文
献
出
版
「
瀬
戸
内
海
地
域

史
研
究
」
掲
載
予
定
)
を
用
意
し
て
い
る
。

(
5
)
　
土
井
作
治
「
近
世
国
益
政
策
の
特
質
」
(
「
史
学
研
究
」
一
二
四
号
・

一
.
九
七
、
四
年
)
。

(
6
)
長
州
藩
の
木
綿
織
に
関
し
て
は
、
古
く
よ
り
論
争
が
あ
る
が
・
基
本
的

に
芝
原
拓
自
「
幕
末
に
お
け
る
政
治
的
対
抗
の
基
礎
的
形
成
」
(
「
土
地

制
度
史
学
j
一
〇
号
、
一
九
六
一
年
)
や
井
上
勝
生
「
幕
藩
制
解
体
過

一
種
と
全
国
市
場
」
二
九
七
五
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告
「
歴
史

に
お
け
る
民
族
の
形
成
」
)
な
ど
で
主
張
さ
れ
て
い
る
「
小
営
業
段
階

か
ら
マ
ニ
ュ
段
階
へ
の
過
渡
期
」
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
ま
た
綿
や

蘭
な
ど
の
原
料
・
半
加
工
晶
が
内
海
地
域
で
交
易
さ
れ
、
さ
ら
に
農
民

的
飯
米
消
費
市
場
の
形
成
(
本
城
正
徳
「
近
世
中
後
期
に
お
け
る
経
済

発
展
と
米
穀
市
場
」
(
「
日
本
史
研
究
し
二
五
九
、
一
九
八
四
年
)
)
に

み
ら
れ
る
地
域
的
分
業
は
、
マ
ニ
ュ
形
成
期
に
対
応
し
た
分
業
の
あ
り

方
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

(
7
)
　
誤
解
を
招
か
な
い
た
め
に
つ
け
加
え
て
お
く
と
、
今
回
の
報
告
で
は
、

(
8
)

(
9
)

(
1
0
)

(
‖
)

(
1
2
)

(
1
3
)

1716151422　2120

こ
の
一
九
世
紀
初
頭
以
来
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
農
民
経
済
の
発
展
に
つ

い
て
は
あ
ま
り
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
日
本
近
代
化
を
下
か
ら
　
1
2

支
え
る
基
本
的
な
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
に
か
わ
り
が
な
い
こ
と
を
こ
こ

で
強
調
し
て
お
き
た
い
。

「
乍
恐
事
項
上
侯
口
上
之
覚
」
(
文
政
八
年
極
月
〓
「
尾
道
商
業
沿

革
史
料
」
諸
顧
(
九
州
大
学
九
州
文
化
史
研
究
施
設
所
蔵
)
)
。

「
栗
田
年
誌
」
(
天
保
十
五
年
十
二
月
の
粂
)
(
「
新
修
尾
道
市
史
-

第
六
巻
、
六
七
〇
～
六
七
一
頁
)
。

同
右
(
明
治
三
年
七
月
の
粂
)
(
r
新
修
尾
道
市
史
」
第
一
ハ
巻
、
七
五

二
頁
)
。

山
中
昌
夫
「
幕
末
藩
政
改
革
の
比
較
藩
政
史
的
研
究
」
(
「
地
方
史
研

究
」
六
八
二
ハ
九
号
、
一
九
六
四
年
)
。

「
尾
道
商
業
沿
革
史
料
」
(
九
州
大
学
九
州
文
化
史
研
究
施
設
所
蔵
)
。

「
拾
韓
日
町
役
方
年
誌
」
(
弘
化
三
年
、
金
光
図
書
館
所
歳
・
以
下

断
わ
り
の
な
い
も
の
は
す
べ
て
同
館
所
蔵
に
よ
る
も
の
で
あ
る
)
。

「
拾
韓
日
町
役
方
年
誌
」
(
天
保
九
年
)
。

「
拾
璋
日
町
役
方
年
諾
」
(
天
保
十
三
年
)
。

「
拾
韓
日
町
役
方
年
誌
」
(
天
保
五
年
、
六
年
)
。

「
拾
韓
日
町
役
方
年
詰
帖
」
(
天
保
八
年
)
、
「
拾
韓
日
町
役
方
年
記
」

(
弘
化
四
年
)
。

「
拾
韓
日
町
役
方
年
誌
」
(
弘
化
三
年
)
。

「
十
韓
日
町
役
方
年
誌
」
(
天
保
五
年
)
、
r
広
島
県
史
近
世
更
科
昌

Ⅳ
」
一
八
二
三
号
(
畢
氷
三
年
)
。

「
拾
韓
日
町
役
方
年
誌
」
(
天
保
八
年
、
弘
化
三
年
)
。

「
新
修
尾
道
市
史
二
広
島
県
史
」
な
ど
。

「
久
保
町
金
光
星
与
三
平
宅
御
借
用
二
相
成
行
試
有
之
候
処
・
尚
又
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此
節
よ
米
場
町
三
木
昆
儀
八
郎
抱
家
こ
お
ゐ
て
今
一
ヶ
年
行
試
有
之
候

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

問
、
詰
問
星
仲
買
共
他
向
受
引
之
諸
品
、
手
元
融
通
差
支
侯
節
ハ
同
所

へ
琉
出
炭
」
(
「
拾
韓
日
町
役
方
誌
」
(
天
床
八
年
)
)
と
い
う
こ
と
で
諸

品
会
所
が
発
足
す
る
が
、
そ
の
場
合
「
詰
問
星
仲
買
共
」
の
「
諸
」
に

注
目
し
た
い
が
、
こ
う
い
う
使
い
方
は
ほ
か
に
は
な
く
、
組
合
を
指
す

場
合
に
は
必
ず
「
問
匿
両
仲
買
」
あ
る
い
は
「
問
昆
仲
買
」
と
明
記
さ

れ
て
い
る
の
で
・
組
合
以
外
の
商
人
も
含
め
た
用
法
と
考
え
ら
れ
る
。

(
2
3
)
　
「
橋
本
三
郎
助
覚
書
」
。

(
2
4
)
　
青
木
茂
「
尾
道
に
於
け
る
問
昆
組
合
・
問
星
座
・
諸
品
会
所
」
(
r
経

済
史
研
究
し
第
二
九
巻
五
号
、
一
九
四
三
年
)
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
諸
晶
会
所
の
も
つ
歴
史
的
意
義
ま
で
は

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

(
翌
　
新
保
博
「
徳
川
時
代
の
商
業
金
融
-
荷
為
替
金
融
を
め
ぐ
っ
て
」
(
r
国

民
経
済
雑
誌
」
　
二
五
-
一
、
一
九
]
ハ
七
年
)
。

(
竺
　
「
商
務
部
奉
答
書
」
(
(
明
治
十
八
年
五
月
)
、
「
新
修
尾
道
市
史
j
第

五
巻
、
四
〇
～
四
三
頁
)
。

29　28　27

「
問
星
座
御
場
所
之
儀
二
付
奉
中
上
侯
口
演
」
(
嘉
永
四
年
)
。

「
諸
控
」
(
嘉
永
二
年
)
。

従
属
商
人
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
井
上
勝
生
「
尊
王
撰
夷
運
動
と
公

武
合
体
運
動
-
幕
末
期
政
争
の
基
礎
構
造
-
」
(
r
講
座
日
本
近
世
史
7

開
国
」
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
)
を
参
照
。

(
3
0
)
　
井
上
勝
生
・
前
掲
註
(
2
9
)
論
文
に
よ
れ
ば
、
丹
波
星
は
長
州
藩
の

従
属
商
人
で
も
あ
る
。
ま
た
氏
が
長
州
藩
の
従
属
商
人
と
し
た
大
和
の

相
島
一
族
も
「
薩
摩
藩
国
産
会
所
」
に
深
く
関
わ
っ
て
お
り
(
r
改
訂

大
和
高
田
市
史
」
後
編
、
一
九
八
六
年
)
、
従
属
商
人
の
複
数
藩
へ
の

「
従
属
」
を
ど
う
評
価
す
る
か
な
ど
、
問
題
が
残
っ
て
い
る
と
思
う
。

(
3
1
)
　
な
お
付
言
す
れ
ば
、
都
市
商
人
に
莫
大
な
被
害
を
あ
た
え
た
、
事
永

五
年
の
い
わ
ゆ
る
五
〇
〇
掛
け
相
場
(
銀
札
の
五
〇
〇
分
の
一
切
下
げ
)

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
従
来
は
財
政
面
か
ら
の
み
言
及
さ
れ
て
き
た
が
、

こ
れ
も
「
経
済
的
集
中
」
の
た
め
の
権
力
的
措
置
と
し
て
と
ら
え
な
お

す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
.
ブ
。

(
讐
　
芝
原
拓
自
r
明
治
維
新
の
権
力
基
盤
」
(
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六

五
年
)
、
井
上
勝
生
・
由
掲
註
(
6
)
論
文
、
同
註
(
2
9
)
論
文
な
ど
。

(
"
ご
　
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
諸
色
取
締
之
俵
二
付
奉
伺
侯
書
付
」
(
r
大

阪
編
年
史
」
第
二
〇
巻
、
天
保
十
三
年
十
月
)
、
「
御
触
及
口
達
」
(
r
大

.
阪
編
年
史
」
第
二
〇
巻
、
天
保
十
三
年
十
月
二
十
七
日
)
、
「
南
町
奉
行

取
調
書
」
(
r
大
日
本
近
世
史
料
　
諸
問
屋
再
興
調
七
」
三
四
八
～
三
四

九
頁
、
軍
永
七
年
八
月
)
な
ど
の
著
名
な
史
料
は
、
と
く
に
西
日
本
の

藩
の
動
き
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
3
4
)
　
井
上
勝
生
・
前
掲
註
(
2
9
)
論
文
。
し
か
も
「
領
主
的
絶
対
主
義
的

統
一
市
場
の
反
動
的
形
成
と
国
内
市
場
の
形
成
は
、
こ
の
よ
う
に
徹
底

的
に
対
抗
し
、
そ
こ
に
如
何
な
る
意
味
で
の
妥
協
も
な
い
。
い
わ
ゆ
る

領
主
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
勢
力
に
体
す
る
、
「
あ
る
程
度
」
　
の
自
由
の
容
認

や
対
応
は
い
さ
さ
か
も
存
在
し
な
い
」
(
二
一
〇
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て

お
り
、
こ
の
点
基
本
的
に
賛
意
を
表
し
た
い
。

(
竺
　
「
本
家
惣
勘
定
帳
」
(
各
年
度
、
広
島
県
立
文
書
館
所
蔵
)
。

(
3
6
)
　
「
新
修
尾
道
市
史
j
第
五
巻
に
若
干
帳
簿
資
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
金
星
文
書
に
安
政
期
の
勘
定
帳
も
あ
る
が
(
尾
道
市
立
図
書
館

蔵
)
、
繁
雑
を
避
け
る
た
め
に
省
喝
し
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
使
用
し

な
が
ら
、
中
山
「
近
世
後
期
に
お
け
る
貸
付
資
本
の
存
在
形
態
」
(
「
史

学
研
究
j
一
七
二
号
、
一
九
八
六
年
)
で
は
、
地
域
豪
農
商
の
尾
道
商
　
1
3

人
資
本
へ
の
資
金
融
資
の
動
向
も
含
め
て
紹
介
し
て
い
る
の
で
参
照
さ



れ
た
い
。

(
3
7
)
　
r
広
島
県
史
近
世
資
料
編
Ⅳ
」
一
八
五
九
号
(
嘉
永
五
年
)
。

(
3
8
)
　
「
橋
本
三
郎
助
覚
書
」
。

(
3
9
)
　
「
十
韓
日
町
役
方
年
誌
」
(
天
保
五
年
)
。

(
4
0
)
　
近
世
初
期
の
尾
道
の
商
人
お
よ
び
町
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
中
山
「
近

世
初
期
の
尾
道
に
お
け
る
商
品
流
通
」
(
「
日
本
研
究
」
三
号
、
一
九
八

七
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
1
)
　
「
諸
品
御
役
所
宛
橋
本
三
郎
助
口
上
」
(
安
政
六
年
十
月
)
。

(
の
こ
　
「
灰
室
二
郎
助
書
翰
」
(
(
七
月
十
二
日
)
、
「
新
修
尾
道
市
史
」
第
二

巻
き
、
五
〇
一
頁
)
。

(
聖
　
「
御
国
中
尾
道
辺
二
両
、
毎
月
何
万
俵
と
申
侯
御
振
合
二
而
・
御
売

払
相
成
侯
得
老
直
段
も
余
程
之
達
も
有
之
…
尤
大
坂
表
こ
お
ゐ
て
ハ
下

地
御
借
り
入
金
、
猶
巳
後
こ
も
差
向
御
用
向
等
之
義
可
有
之
と
の
御
深

考
こ
も
御
座
候
へ
共
、
御
払
米
直
段
達
井
二
御
立
入
之
方
角
へ
被
下
侯

扶
持
方
、
何
角
之
御
失
費
委
敷
御
算
用
相
成
候
へ
ハ
、
五
朱
之
御
借
入

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

金
ヲ
七
八
朱
こ
も
、
其
上
御
銀
主
方
之
義
ハ
御
立
入
と
申
斗
二
而
、
御

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

国
民
と
達
ひ
御
非
常
1
品
御
用
便
相
侍
へ
候
こ
も
無
御
座
、
畢
意
御
利

ヽ

ヽ

.

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

息
井
二
被
下
米
其
外
種
々
之
利
益
二
心
寄
七
居
候
義
二
付
き
、
火
急
之

御
用
蒙
候
而
も
不
便
利
之
廉
少
し
こ
而
も
有
之
侯
得
者
御
断
可
中
上
侯
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

∴
左
侯
而
者
約
ル
処
御
手
当
テ
二
も
相
成
中
間
敷
、
大
坂
為
御
登
米
御
差

か
之
一
段
二
被
成
候
」
(
「
橋
本
三
郎
助
覚
至
)
・
と
か
、
「
大
坂
御
借
銀

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

当
分
之
元
利
共
御
払
出
御
延
引
被
為
遊
、
是
迄
御
上
米
之
俵
数
当
湊
ニ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

お
ゐ
て
近
国
之
商
人
共
呼
集
、
時
之
相
場
ヲ
以
入
札
御
払
下
ケ
相
成
辰

、

、

、

、

、

、

、

、

　

1

　

1

　

1

　

1

　

1

　

、

　

1

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

ヽ

へ
者
、
大
坂
二
而
御
払
米
相
成
侯
よ
り
ハ
急
度
高
直
二
相
捌
ケ
、
悉
皆

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

御
国
用
こ
も
相
成
可
中
と
奉
存
院
」
(
同
上
)
な
ど
に
、
国
益
優
先
の

思
想
が
貫
か
れ
て
い
る
。
な
お
詳
し
く
は
、
r
新
修
尾
道
市
史
」
第
二

巻
(
四
八
一
～
五
〇
二
月
)
参
照
。

(
4
4
)
　
「
十
四
日
町
役
方
年
誌
」
(
天
保
六
年
)
、
「
履
歴
書
」
(
r
新
修
尾
道
　
1
4

市
史
」
第
二
巻
、
五
〇
五
頁
)
。

(
竺
　
「
竹
内
要
助
宛
日
甘
吼
南
洋
書
輸
入
〓
ハ
月
一
日
)
、
「
新
修
尾
道
市
史
」

第
二
巻
、
五
四
五
～
五
四
六
頁
)
。

(
竺
　
「
自
由
民
権
運
動
の
r
基
本
的
人
権
」
論
と
そ
の
基
盤
」
(
r
基
本
的

人
権
2
歴
史
上
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
八
年
)

(
竺
　
商
法
司
段
階
か
ら
の
詳
細
な
研
究
に
つ
い
て
は
、
丹
羽
邦
男
「
わ
が

国
土
地
領
有
制
の
解
体
過
程
と
そ
の
特
色
に
つ
い
て
」
(
r
土
地
制
度
史

学
」
　
二
号
、
一
九
六
一
年
)
に
依
拠
し
、
ま
た
明
治
初
年
の
「
経
済

的
集
中
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
松
本
四
郎
「
幕
末
・
維
新
期
に
お

け
る
経
済
的
集
中
の
史
的
過
程
」
(
r
歴
史
学
研
究
し
三
二
九
号
、
一
九

六
七
年
)
に
多
く
を
学
ん
だ
。

(
率
)
　
「
広
島
県
史
近
世
資
料
編
Ⅳ
」
二
三
六
四
号
(
明
治
二
年
)
。

(
竺
　
「
尾
道
町
年
誌
」
(
「
新
修
尾
道
市
史
」
第
六
巻
、
五
七
〇
頁
)
。

(
竺
　
「
広
島
権
令
伊
達
宗
興
ノ
県
治
二
関
ス
ル
探
索
雲
」
(
(
明
治
七
年
)
、

r
大
隈
文
吉
」
、
広
島
県
立
文
書
館
架
最
写
真
版
)

(
竺
　
「
米
綿
商
社
歎
綴
至
(
(
明
治
七
年
九
月
)
、
「
新
拶
尾
道
市
史
」
第

五
巻
、
一
二
八
頁
)
。

(
讐
　
「
米
綿
商
社
歎
顧
至
(
(
明
治
九
年
三
月
)
、
r
新
鱈
尾
道
市
史
」
第

五
巻
、
二
二
二
頁
)
。

(
竺
　
青
木
茂
「
尾
道
に
於
け
る
問
星
組
合
・
問
星
座
・
諾
品
会
所
」
(
r
経

済
史
研
究
」
第
二
九
巻
五
号
、
一
九
四
三
年
)
な
ど
。

(
竺
　
「
尾
道
商
業
沿
革
史
料
」
雑
録
壱
(
九
州
大
学
九
州
文
化
史
研
究
施

設
所
蔵
)
。

(
5
5
)
　
「
諸
品
商
社
間
星
座
貸
付
金
之
俵
二
付
記
」
(
「
新
修
尾
道
市
史
」
第



幕末・維新期における「経済的集中」と地域商業資本(中山)

五
巻
、
一
四
]
ハ
頁
)
。

(
描
こ
　
「
県
出
納
課
g
第
十
大
区
々
長
宛
役
用
書
翰
」
(
(
明
治
九
年
三
月
九

日
)
、
r
新
惨
尾
道
市
史
j
第
五
巻
、
一
二
三
頁
)
。

(
竺
　
「
詣
品
会
所
の
事
」
(
r
新
路
尾
道
市
史
j
第
五
巻
、
五
三
一
月
)
。

(
5
8
)
　
「
惰
後
史
談
」
第
八
巻
二
号
(
r
新
修
尾
道
市
史
」
第
三
巻
、
三
一

五
～
三
二
ハ
頁
)
。

(
5
9
)
　
「
尾
道
商
業
沿
革
史
料
」
(
「
新
修
尾
道
市
史
」
第
五
巻
、
一
四
八
～

一
五
六
頁
)
。
そ
れ
ぞ
れ
の
結
社
は
、
た
と
え
ば
「
港
・
盛
・
商
・
売

・
繁
・
栄
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
組
に
分
れ
て
い
た
。

(
6
0
)
　
た
と
え
ば
、
明
治
四
年
に
尾
道
全
階
層
を
あ
げ
て
の
港
湾
の
掘
り
汝

え
に
お
い
て
、
一
八
四
の
団
体
や
個
人
(
こ
れ
に
は
港
に
出
入
り
す
る

他
国
船
籍
も
含
む
)
、
さ
ら
に
「
町
」
が
、
人
夫
と
土
捨
胎
を
供
出
し

て
い
る
こ
と
(
「
尾
道
商
業
沿
革
史
料
」
雑
録
弐
)
な
ど
に
も
表
れ
て

い
る
だ
ろ
う
。

(
6
1
)
　
当
日
の
報
告
で
は
、
最
後
に
「
問
題
点
の
要
約
」
と
し
て
、
西
日
本

に
お
け
る
薄
型
「
経
済
的
集
中
」
の
意
義
、
天
保
期
以
降
出
現
す
る
従

属
商
人
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
、
瀬
戸
内
海
地
域
に
お
け
る
開
港
の
影

響
に
つ
い
て
、
の
三
点
を
提
起
し
た
が
、
問
題
の
提
出
の
仕
方
が
余
り

に
も
未
熟
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

(
付
記
)
　
本
稿
は
、
昭
和
六
十
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
奨
励
研
究
(
A
)

「
近
世
瀬
戸
内
地
域
に
お
け
る
商
業
資
本
お
よ
び
市
場
形
態
に
関
す
る

基
礎
的
研
究
」
(
課
題
番
号
3
3
0
-
苫
)
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま

た
史
料
調
査
・
閲
覧
に
際
し
、
金
光
図
書
館
・
広
島
県
立
文
書
館
の
皆

様
に
多
大
な
便
宜
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
(
広
島
大
学
総
合
科
学
部
)
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Economic Centralization and Local Trading Capital
at the Meiji Restoration

by Tomihiro Nakayama

The commission agent circle in Onomichi who had established their own close relation-

ship on the basis of the trading business was forced to face the crisis of breaking it by

the 'Economic Centralization' which happened from the late Edo Era (from Tempo Period)

to the early Meiji Era. To be concrete, Han (feudal clan) authority and the merchants

under its patronage, and then Meiji New Government and the Merchant's Capital of
"San-To" played the part of suppressing the old-time commission agent circle as a

distributive machinery to be removed, executing the policy of engrossing the national

market at the early stage of manufacture.

However, depending on the local principle of uniting together, the commission agent cir-

cle tried to regenerate its power in cooperation with wealthy farmers and merchants in

the neighboring villages and towns, and all social strata in Onomichi. Here we can find

an opposing relation in the aspect of distributing machinery between the State and the

local community in the formative period of modern Japan. It is this role that the local

trading capital played in the modernization of Japan.

Le Developpement des societies de credit agricole
(fin XIXe-debut XXe siecle)
-rrealites et ideologies

by Shigeru Makihara

En d&nontrant les dfibuts du credit agricole en France par une presentation des fonc-

tions financieres ainsi que de la diversity ggographique de son implantation, on distingue

l'initiative prive'e (conservatrice) de l'initiative officielle (rgpublicaine), qui ont tous les

deux suscite' l'organisation de la mutuality agricole vers la fin du XIXe siecle. Ces

soctetes de credit agricole commeeminent de "sociabilite organised", jouaient un role de

catalyseur pour Integration de la paysannerie francaise dans le cadre du mode de la pro-

duction capitaliste. Malgrg la difference ideologique entre le mouvement rfipublicain
dont le motif s'expliquait par le "solidarisme" de l'^poque, et le mouvement conservateur

qui comptait sur le paternalisme chrttien, leur ennemi politique 6tait le meme, c.-a-d. le

parti socialiste qui s'efforcait de s'enraciner dans les campagnes. Nous pouvons done
considfirer cette sociability organisde par le besoin financier comme un instrument

d'higgmonie bourgeoise pour acqu^rir l'appui de la population rurale.
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