
幕
末
の
越
前
藩
に
お
け
る

藩
政
改
革
の
民
富
論
的

視
点
に
つ
い
て上

一、
は
じ
め
に
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幕
末
に
お
い
て
越
前
藩
が
い
わ
ゆ
る
公
武
合
体

派
雄
藩
と
し
て
、
当
時
の
複
雑
で
か
つ
緊
迫
し
た

政
局
に
大
き
な
発
言
力
を
以
て
登
場
し
た
乙
と
は

周
知
の
通
り
だ
が
、

ζ

れ
は
一
重
に
、
同
藩
が
一

藩
重
商
主
義
的
な
藩
政
改
革
の
成
果
を
あ
げ
、
富

国
強
兵
の
実
を
発
揮
し
た
の
に
よ
る
も
の
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
く
に
安
政
期
を
中
心
と
す
る
藩
政
改
革
が
、

改
革
派
コ

l
ス
の
ざ
ん
新
な
理
論
的
か
つ
政
策
的

一上

夫
20ノ5

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
強
力
に
推
進
さ

れ
た
乙
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
の
主
導
的
な

役
割
を
果
す
橋
本
左
内
・
横
井
小
楠
・
三
岡
八
郎

(
由
利
公
正
)
ら
の
論
策
に
視
点
を
す
え
て
検
討

し
た
場
合
、
富
国
策
H
殖
産
興
業
策
の
重
要
な
論

拠
と
し
て
「
民
富
め
ば
国
富
む
の
理
で
あ
る
」

(
三
岡
丈
夫
『
由
利
公
正
伝
』
)
〔
註
・
引
用
文

中
の
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
〕
と
す
る

い
わ
ゆ
る
「
民
富
論
」
が
明
確
に
具
現
さ
れ
て
い

る
の
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
直
接
生
産
者
の
利

益
を
で
き
る
だ
け
容
認
乃
至
擁
護
し
、
農
民
的
商

品
生
産
を
高
め
た
う
え
で
、
財
政
立
て
直
し
を
基

本
と
す
る
富
国
策
の
実
効
を
あ
げ
る
と
い
う
論
拠

か
ら
み
て
、
か
か
る
藩
政
改
革
と
し
て
の
革
新
的

側
面
を
抽
出
す
る
問
題
の
立
て
方
や
問
題
意
識
が

生
ず
る
わ
け
で
あ
る
。

当
時
の
諸
藩
の
富
国
政
策
が
、
概
し
て
「
民

富
」
的
視
点
と
は
容
易
に
結
合
す
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
反
対
に
生
産
者
の
犠
牲
に
お
い
て
「

国
益
」
を
追
及
す
る
国
産
奨
励
や
藩
専
売
制
が
一

般
的
す
う
勢
と
さ
れ
る
情
勢
下
に
あ
っ
て
、
越
前

藩
の
富
国
策
に
お
け
る
「
民
富
」
的
視
角
の
導
入

は
大
い
に
か
つ
自
に
値
す
る
。

幕
ム
木
の
越
前
藩
に
お
け
る
藩
政
改
革
の
民
富
論
的
視
点
に
つ
い
て

そ
ζ

で
、
橋
本
左
内
・
横
井
小
楠
・
由
利
公
正

の
改
革
派
コ

l
ス
が
主
導
す
る
論
策
に
具
現
さ
れ

る
「
民
富
論
」
が
、
如
何
な
る
社
会
経
済
的
な
客

観
情
勢
か
ら
実
践
的
課
題
と
し
て
の
重
要
意
義
を

帯
び
る
に
至
っ
た
か
を
考
察
し
、
さ
ら
に
か
か
る

民
富
論
の
特
質
を
、
同
藩
の
富
国
策
の
開
明
的
側

面
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
し
た
い
。

二
、
農
村
に
対
す
る

左
内
の
民
富
論
的
視
点

近
世
社
会
に
お
け
る
封
建
領
主
と
農
民
の
基
本

的
対
立
関
係
の
激
化
の
表
現
で
あ
り
、
し
か
も
幕

藩
体
制
の
構
造
的
矛
盾
を
如
実
に
露
呈
す
る
百
姓

一
撲
に
つ
い
て
は
、
越
前
藩
で
も
十
八
世
紀
後
半

か
ら
明
確
な
反
封
建
闘
争
へ
の
質
的
転
換
が
み
ら

れ
も
幕
藩
体
制
の
封
建
構
造
が
い
よ
い
よ
解
体
期

に
入
る
乙
と
に
な
る
。
そ
れ
が
十
九
世
紀
前
半
に

至
り
、
と
く
に
天
保
期
に
お
け
る
爆
発
的
な
一
撲

の
続
出
に
は
、
左
内
に
と
っ
て
も
「
実
ニ
国
家
之

御
大
事
」
〔
安
政
一
二
・
四
年
頃
「
為
政
大
要
」

『
橋
本
景
岳
全
集
』
上
巻
(
以
下
『
全
集
』
と
呼

称
す
)
〕
と
し
て
、
真
剣
に
意
識
さ
れ
、
「
執
政
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上

幕
末
の
越
前
藩
に
お
け
る
藩
政
改
革
の
民
富
論
的
視
点
に
つ
い
て

者
時
勢
人
情
を
料
ら
ず
、
明
ニ
触
犯
致
し
候
時
ハ

其
国
必
ず
乱
ル
」
(
安
政
三
年
四
月
二
六
日
「
中

根
雪
江
あ
て
左
内
書
翰
」
『
全
集
』
一

O
九
ペ
ー

ジ
)
と
し
、
為
政
者
の
政
治
が
天
地
白
然
の
理
法

と
も
い
う
べ
き
時
勢
・
人
情
の
流
れ
に
さ
か
ら
い

民
意
を
無
視
す
る
と
き
は
、
そ
の
国
は
必
ず
乱
れ

ク
リ
l
ゼ

百
姓
一
授
な
ど
に
よ
る
政
治
社
会
的
危
機
の
到
来

は
避
け
難
い
と
判
断
し
た
も
の
と
い
え
る
。

天
保
期
に
お
け
る
百
姓
一
撲
の
全
国
的
情
勢

は
、
幕
末
の
慶
応
期
に
つ
ぐ
高
揚
を
み
せ
る
が
、

事
実
越
前
藩
で
も
管
見
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
天
保

年
間
だ
け
で
計
八
件
を
数
え
、
江
戸
時
代
全
体
の

三
二
件
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
藩
政
期
を

通
じ
て
最
も
激
発
す
る
こ
と
に
な
る
。

十
九
世
紀
初
頭
文
化
年
閣
の
作
と
さ
れ
る
『
世

事
見
聞
録
』
が
伝
え
る
「
百
姓
の
一
授
徒
党
な
ど

発
る
場
所
は
、
極
め
て
右
体
の
福
有
人
と
困
窮
人

と
偏
り
た
る
な
り
、
百
姓
の
騒
動
す
る
は
、
領
主

地
頭
の
責
一
極
る
事
の
み
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
、
必

其
土
地
に
有
余
の
も
の
あ
っ
て
、
大
勢
の
小
前
を

貧
る
ゆ
へ
、
苦
痛
に
迫
り
て
一
撲
な
ど
企
る
な

り
』
(
改
造
文
庫
本
、
七
九
ペ
ー
ジ
)
と
す
る
見

方
は
、
農
民
層
分
解
に
よ
る
貧
富
の
懸
隔
の
激
化
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が
主
因
と
な
る
一
授
の
実
相
を
指
摘
し
た
も
の
と

い
え
る
。
そ
乙
で
、
左
内
も
か
か
る
小
農
民
の
貧

窮
化
の
目
立
つ
農
村
事
情
に
深
い
関
心
を
よ
せ
、

「
所
謂
聖
人
の
政
、
土
地
と
人
別
と
を
量
る
法
あ

り
て
、
民
の
内
に
貧
富
懸
隔
あ
る
事
な
し
、
有
と

言
へ
ど
も
、
只
其
身
の
勤
倹
と
修
惰
と
に
よ
り

て
、
或
は
富
み
或
は
貧
な
る
の
み
に
て
、
土
地
の

多
少
幸
不
幸
は
ζ

れ
無
き
儀
に
存
じ
奉
り
候
」
・

(
安
政
四
年
間
五
月
「
農
政
に
関
す
る
意
見
の

写
」
『
全
集
』
一
ニ
五
二
ペ
ー
ジ
)
と
し
て
、
農
民

層
の
貧
富
の
差
を
農
民
の
勤
倹
と
修
惰
と
に
よ
る

も
の
と
判
断
す
る
。
ま
た
、
離
農
し
て
都
市
で
の

旦
雇
な
ど
に
な
る
も
の
が
増
え
る
社
会
情
勢
に
つ

い
て
は
、
「
御
城
下
に
て
は
租
税
を
出
す
事
な

く
、
日
一
屋
を
す
れ
ば
暮
し
安
し
、
扶
を
好
む
人
情

に
て
、
農
を
止
め
町
分
へ
引
越
し
、
(
後
略
)
」

と
み
て
、
脱
農
民
化
の
す
う
勢
を
単
純
に
「
侠
を

好
む
人
情
」
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
こ
れ
は

ま
さ
し
く
、
農
村
に
お
け
る
本
百
姓
体
系
の
崩

壊
、
自
営
小
農
民
の
無
高
化
リ
水
呑
化
に
対
す
る

的
確
な
分
析
視
角
を
欠
ぐ
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
、
小
農
民
の
貧
窮
化
を
極
力
阻
止
し
、
民
生
の

安
定
を
藩
政
の
要
道
と
し
よ
う
と
し
た
左
内
の
懸

命
な
政
治
的
意
欲
の
ほ
ど
は
、
率
直
に
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

と
乙
ろ
で
か
か
る
小
農
民
の
没
落
を
救
済
す
る

た
め
に
、
左
内
は
「
不
陸
不
同
の
地
を
均
ふ
す

る
」
た
め
の
「
均
回
」
の
仕
法
を
採
用
す
べ
き
だ

と
主
張
す
ら

ζ

れ
は
、
幕
一
藩
体
制
の
経
済
的
基

盤
と
な
る
自
営
農
民
日
本
百
姓
の
確
保
を
第
一
の

眼
目
と
す
る
と
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
一
方

に
お
い
て
農
民
層
の
聞
に
貧
富
の
懸
隔
を
解
消

し
、
で
き
る
だ
け
均
一
的
な
「
民
富
」
の
実
効
を

具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
封
建
領
主
側
が
最
も

危
慎
す
る
百
姓
一
撲
の
暴
発
な
ど
も
容
易
に
阻
止

し
得
る
も
の
と
期
待
し
た
に
相
違
な
い
。

乙
の
仕
法
の
趣
旨
と
同
じ
も
の
が
、
幕
末
の
佐

賀
藩
の
均
田
制
度
に
も
み
ら
れ
る
が
、
結
局
落
権

力
と
結
ぶ
大
地
主
や
大
商
人
層
の
反
対
に
あ
い
、

甚
だ
一
不
徹
底
な
も
の
に
終
っ
て
い
る
。
ま
た
幕
末

の
長
州
藩
で
は
、
村
田
清
風
の
作
と
さ
れ
る
『
某

氏
意
見
書
』
の
な
か
で
、
文
化
の
頃
の
農
村
が
富

農
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
大
体
千
戸
に
百
戸
ば
か

り
で
、
中
農
層
ニ
・
三
百
戸
、
他
の
圧
倒
的
多
数

は
極
貧
農
と
い
う
農
村
の
憂
う
べ
き
実
態
を
指
摘

し
、
こ
の
さ
い
害
民
の
土
地
を
取
り
あ
げ
て
全
農
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民
に
平
均
に
配
分
す
る
の
が
肝
心
だ
と
し
て
、
彼

は
天
保
期
の
藩
政
改
革
の
な
か
で
そ
の
具
体
化
に

乗
り
出
し
た
。
し
か
し
、
農
村
に
食
い
込
ん
で
い

る
商
業
資
本
の
力
は
余
り
に
大
き
く
、
ま
た
一
出
家
農

層
の
勢
力
に
は
落
の
強
権
力
を
以
て
は
到
底
抑
え

ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
諸
宰
判
か
ら
猛
烈
な
反
対
を

受
け
て
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
喝

左
内
の
説
く
「
均
田
法
」
は
、
単
な
る
論
策
の

域
を
脱
し
な
か
っ
た
が
、
前
述
の
他
藩
に
お
け
る

類
似
の
事
例
か
ら
み
て
、
決
し
て
実
現
可
能
な
農

村
対
策
と
は
い
え
な
い
。
従
っ
て
現
実
の
農
村
社

会
の
科
学
的
な
情
勢
分
析
に
欠
け
、
社
会
経
済
の

進
鹿
に
対
応
す
る
「
歴
史
法
則
」
を
度
外
視
し
た

主
張
で
あ
る
と
の
厳
し
い
批
判
は
ま
ぬ
が
れ
な
い

と
し
て
も
、
小
農
民
の
窮
之
を
阻
止
し
農
村
の
立

て
直
し
の
た
め
の
「
民
富
論
」
的
視
点
の
先
駆
的

導
入
が
明
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
点
で
大
い
に
注
目

し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
藩
政
後
期
か
ら
よ
う
や
く
活
発
化
す

る
蚊
帳
地
・
木
綿
・
麻
・
生
糸
・
絹
織
物
・
紙
な

ど
の
生
産
に
つ
き
、
一
部
問
屋
制
家
内
工
業
乃
至

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
へ
の
た
く
ま
し
い
発
展
ま

@
 

で
み
ら
れ
る
社
会
経
済
面
の
構
造
的
変
化
に
対
し

一上

て
は
、
左
内
と
て
決
し
て
看
過
す
る
は
ず
が
な

い
。
こ
の
さ
い
、
そ
れ
ら
有
望
な
商
品
生
産
は
で

き
る
だ
け
盛
ん
に
し
て
、
領
外
移
出
や
外
国
貿
易

に
よ
り
大
量
一
の
正
金
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
い
わ

ゆ
る
重
商
主
義
的
政
策
ま
で
真
剣
に
目
論
む
の
で

あ
る
。彼

は
と
く
に
、
衣
料
・
漆
器
・
紙
な
ど
は
国
産

奨
励
の
対
象
と
み
て
、
「
此
後
は
右
等
の
類
製
造

員
数
年
々
増
加
仕
り
候
御
儀
と
存
じ
奉
り
候
。
然

る
処
右
諸
品
物
は
、
元
来
民
を
富
し
国
を
盛
に
成

さ
れ
候
御
趣
意
に
て
(
後
略
)
」
(
安
政
四
年
五

月
頃
「
制
産
に
関
す
る
建
議
手
書
」
『
全
集
』
三

五
0
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
透
徹
し
た
展
望
の
下
に
、

「
製
産
物
御
端
立
の
内
、
他
物
は
如
何
と
も
、
先

漆
器
と
紙
は
大
の
見
込
こ
れ
有
り
候
」
(
安
政
六

年
二
月
二
十
日
「
村
田
氏
寿
あ
て
左
内
書
翰
」

『
全
集
』
一
一
五
七
ペ
ー
ジ
)
と
判
断
し
た
。
そ

し
て
、
で
き
る
だ
け
商
業
資
本
の
介
入
を
排
除
す

る
た
め
に
も
、
「
何
物
公
平
の
法
に
て
窮
民
の
た

す
か
り
候
様
手
段
相
立
、
官
へ
全
権
御
握
成
さ
れ

候
事
専
一
か
と
存
じ
奉
り
候
」
(
安
政
六
年
二
月

二
十
日
「
前
掲
書
翰
」
)
と
、
訴
え
て
い
る
。

乙
れ
は
、
明
ら
か
に
い
わ
ゆ
る
商
権
回
収
論
に

幕
末
の
越
前
藩
に
お
け
る
落
政
改
革
の
民
富
論
的
視
点
に
つ
‘
い
て

基
づ
く
仕
法
で
あ
る
が
、
天
保
期
ま
で
の
農
民
的

商
品
生
産
の
全
面
的
収
奪
を
め
ざ
す
藩
専
売
制
に

比
べ
る
と
、
相
当
改
良
主
義
的
な
意
図
を
持
つ
も

の
で
あ
り
、
「
国
益
」
を
追
求
す
る
さ
い
生
産
者

の
利
益
を
も
視
野
に
収
め
る
民
富
論
的
側
面
が
は

っ
き
り
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

ま
た
、
彼
は
「
生
産
」
の
部
門
を
重
視
し
、

「
制
産
」
(
註
、
生
産
〉
を
大
い
に
振
興
す
べ
き

こ
と
を
強
調
す
る
が
、
こ
れ
と
て
直
接
生
産
者
で

あ
る
小
農
民
層
の
利
益
擁
護
を
前
提
条
件
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
し
か
も
生
産
物
を
「
程
能
く
売
捌

侯
事
、
肝
要
之
義
」
で
、
さ
ら
に
「
諸
品
物
を
以

て
外
国
と
取
引
相
始
侯
事
、
誠
に
国
家
に
於
て
大

な
る
御
利
益
」
(
安
政
三
・
四
年
頃
「
外
国
貿
易

説
」
『
全
集
』
三
四
八
|
九
ペ
ー
ジ
)
が
あ
る
と

す
る
生
産
増
強
に
裏
付
け
さ
れ
た
輸
出
振
興
の
論

理
こ
そ
冶
「
民
富
め
ば
国
富
む
の
理
」
と
い
う
小

楠
や
公
正
の
民
富
論
的
思
惟
に
い
み
じ
く
も
通
ず

る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
肝
心
の
輸
出
向
け
物
産
の
増
産
を
は

か
る
実
際
的
分
野
で
は
、
な
ん
ら
格
別
の
具
体
策

が
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
左
内
と
し
て
民
富
的
視

点
は
明
確
に
意
識
し
な
が
ら
、

ζ

れ
が
現
実
の
実
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践
的
課
題
に
ま
で
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ

ヲ
匂
。

註

①
拙
稿
「
百
姓
一
撲
の
質
的
転
換
に
つ
い
て
|
明
和

の
越
前
大
一
撲
の
解
明
を
中
心
に
|
」
(
上
)

(
下
)
〔
歴
史
教
育
研
究
会
編
『
歴
史
教
育
』
昭

必
・
日
号
ロ
号
所
収
、
日
本
書
院
刊
〕
に
お
い

て
、
明
和
五
年
の
越
前
大
一
授
の
め
ざ
す
要
求
内

容
や
攻
撃
対
象
か
ら
み
て
、
ま
守
口
し
く
反
封
建
闘

争
の
形
態
を
と
り
一
祭
史
上
質
的
に
新
段
階
を
画

す
る
も
の
で
、
し
か
も
そ
れ
へ
の
落
権
力
の
対
応

の
仕
方
か
ら
み
て
、
幕
落
体
制
の
封
建
構
造
が
い

よ
い
よ
解
体
期
に
入
っ
た
こ
と
を
考
察
し
た
。

左
内
は
「
農
政
に
関
す
る
意
見
の
写
」
の
な
か
で

「
均
田
」
の
法
に
つ
い
て
、
次
の
通
り
論
述
す

る。「
井
田
の
正
法
」
は
容
易
な
ζ

と
で
は
な
く
、

「
不
陸
不
同
の
地
を
均
ふ
す
る
」
た
め
に
は
、

ご
ヶ
年
に
一
郡
下
に
て
十
ケ
村
二
十
ケ
村
つ
L

に
て
も
陸
直
し
願
は
さ
せ
、
不
陸
の
田
畑
を
平
均

し
、
水
帳
を
厳
重
に
し
、
一
村
限
り
回
畑
の
売
買

を
免
る
し
、
郡
所
の
裏
印
を
申
付
度
事
」
と
し
、

も
っ
と
も
村
に
よ
り
長
短
反
別
直
段
の
高
下
、
委

曲
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
三
年
で
成
る
こ
と
あ

り
、
ま
た
は
五
年
十
年
で
成
る
こ
と
も
あ
る
か
ら

② 

③ 

「
人
別
の
多
寡
を
論
せ
ず
、
田
畑
の
不
陸
を
等
し

ふ
す
る
事
を
専
こ
と
し
て
倹
勤
勧
農
に
努
む
べ

き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

奈
良
本
辰
也
『
近
世
封
建
社
会
史
論
』
(
昭
幻
・

一
旦
同
桐
書
院
刊
)
三
四

t
三
五
ペ
ー
ジ
。

拙
稿
「
橋
本
左
内
の
農
民
観
に
つ
い
て
|
農
民
局

分
解
の
視
角
よ
り
l
」
(
福
井
県
郷
土
誌
懇
談
会

編
『
若
越
郷
土
研
究
』
十
三
の
二
所
収
、
昭
日
・

3
刊
)
で
、
越
前
地
方
に
お
け
る
農
民
層
分
解
の

特
質
に
つ
い
て
検
考
し
た
が
、
総
体
的
に
は
畿
内

・
東
海
・
瀬
戸
内
沿
岸
等
の
先
進
的
な
農
村
地
帯

と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
関
東
・
東
山
・
東
北
の
養

蚕
・
製
糸
地
帯
の
農
村
と
よ
く
類
似
す
る
も
の
と

み
ら
れ
、
比
較
的
早
期
に
蔚
芽
的
利
潤
が
形
成
さ

れ
る
先
進
地
帯
に
比
べ
て
の
生
産
力
の
相
対
的
低

位
と
商
品
生
産
の
後
進
性
の
故
に
商
品
生
産
者
化

し
た
中
農
の
上
昇
・
富
農
化
の
方
向
が
十
分
な
展

開
を
遂
げ
ず
、
広
汎
に
わ
た
る
小
農
民
の
窮
乏
化

・
没
落
化
の
傾
向
が
目
立
つ
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
越
前
藩
で
は
、
藩
政
後
期
か
ら
五
箇
地

方
は
じ
め
割
と
先
進
的
な
農
村
で
、
農
民
的
商
品

生
産
の
展
開
を
基
礎
に
農
民
局
分
解
が
比
較
的
順

調
に
進
行
し
、
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
分

解
」
の
動
向
を
と
る
側
面
は
見
の
が
す
と
と
が
で

き
な
い
。
と
く
に
生
糸
・
紙
な
ど
の
商
品
生
産
で

④ 

⑤ 

は
一
部
問
屋
制
家
内
工
業
乃
至
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ

ユ
ア
の
創
出
な
ど
極
め
て
注
目
す
べ
き
展
開
を
遂

げ
る
わ
け
で
、
こ
の
さ
い
藩
側
も
国
産
奨
励
の
対

象
と
し
て
大
い
に
力
乙
ぷ
を
入
れ
る
ζ

と
に
な

る。拙
稿
「
橋
本
左
内
の
外
交
観
に
つ
い
て
」
(
社
会

文
化
史
学
会
編
『
社
会
文
化
史
学
』
三
号
所
収
、

昭
必
・

8
刊
)
に
お
い
て
左
内
の
積
極
的
関
国
策

の
経
済
的
側
面
が
、
貿
易
振
興
に
よ
る
富
国
策
に

あ
る
点
を
検
考
し
た
。

ニ
、
小
楠
の
富
国
策
に
み
る
民
富
論

安
政
五
年
(
一
八
五
八
)
四
月
、
藩
主
春
獄
の

招
へ
い
で
藩
の
ひ
ん
客
と
な
っ
た
横
井
小
楠
の
富

国
策
で
は
、
と
く
に
通
商
貿
易
に
よ
る
「
国
富
」

の
増
進
を
強
調
す
る
が
、
乙
の
点
彼
の
実
学
的
思

惟
が
基
底
と
な
っ
て
い
る
ζ

と
は
い
う
ま
で
も
な

①
 

ぃ
。
そ
ζ

で
ま
ず
国
(
藩
)
内
の
生
産
・
流
通
機

構
の
手
直
し
と
整
備
拡
充
が
肝
心
だ
と
し
、
具
体

的
仕
法
と
し
て
、
官
に
よ
る
商
権
回
収
と
商
品
生

産
者
に
対
す
る
資
金
融
通
の
二
点
を
指
摘
す
る
。

し
か
も
、
そ
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
彼
の

論
策
『
国
是
三
論
』
〔
万
延
元
年
(
一
八
六

O
)〕
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②
 

の
う
ち
の
「
富
国
論
」
の
な
か
で
大
要
次
の
通
り

述
べ
て
い
る
。

五
穀
租
税
の
ほ
か
、
糸
・
麻
・
緒
・
漆
の
類
を

は
じ
め
す
べ
て
民
聞
で
生
産
す
る
と
こ
ろ
は
、
旧

来
す
べ
て
商
人
の
子
に
売
渡
さ
れ
た
た
め
、
そ
の

価
格
は
安
く
、
と
く
に
姦
商
に
逢
え
ば
、
「
種
々

の
欺
詐
を
受
け
で
其
半
価
を
得
て
止
む
者
も
亦
多

し
」
と
い
う
有
様
で
あ
る
。
従
っ
て
「
是
を
官
府

に
収
む
べ
し
、
ー
其
価
は
民
に
益
あ
り
て
官
に
損
な

き
を
限
と
し
、
官
に
於
て
別
に
利
を
見
る
事
な
け

れ
ば
、
民
自
ら
其
恵
を
蒙
る
べ
し
」
と
な
る
わ
け

で
、
特
権
乃
至
高
利
貸
商
人
が
高
度
の
利
潤
を
取

得
す
る
乙
と
に
よ
り
生
産
者
が
不
当
に
圧
迫
さ

れ
生
産
が
衰
微
す
る
の
を
排
除
す
る
た
め
に
も
、

官
に
よ
る
商
権
回
収
が
ぜ
ひ
必
要
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。一

方
、
資
金
難
に
あ
え
ぐ
商
品
生
産
者
に
は
官

金
を
融
通
す
る
が
、
「
惣
て
官
府
の
貸
出
は
元
金

を
損
ぜ
ざ
る
迄
に
て
利
を
見
る
事
な
か
る
べ
し
」

と
の
建
前
を
と
り
、
「
官
府
の
利
は
外
国
よ
り
取

る
べ
し
」
と
す
る
重
商
主
義
的
貿
易
策
の
核
心
を

つ
く
論
理
を
表
明
す
る
。
さ
ら
に
生
産
に
役
立
つ

器
械
に
つ
い
}
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
官
府
に
お
い
て

土

十
分
実
験
し
た
の
ち
、
乙
れ
を
民
に
施
す
と
い
う

仕
法
が
尊
重
さ
れ
る
な
ど
、
一
生
産
者
側
の
利
益
増

進
を
も
考
慮
し
た
殖
産
興
業
へ
の
新
た
な
展
望
を

試
み
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
同
じ
商
権
回
収
論
と
銘
打
っ
て
も
、

旧
来
の
も
の
は
主
に
幕
藩
体
制
動
揺
期
の
諸
藩
の

専
売
制
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
、
自
生
的
乃
至
国

産
奨
励
に
よ
っ
て
成
長
し
た
農
民
の
商
品
生
産
の

展
開
を
藩
権
力
が
し
っ
か
り
掌
握
し
て
、
窮
迫
し

た
藩
財
政
の
再
建
強
化
に
役
立
て
る
わ
け
で
、
こ

の
場
合
は
あ
く
ま
で
官
府
に
利
を
収
め
る
と
と
が

第
一
の
ね
ら
い
と
な
る
が
、
小
楠
の
所
論
は
前
述

の
通
り
か
な
り
の
相
違
を
み
せ
る
ζ

と
に
注
目
し

た
し
。彼

の
稿
本
『
時
-
務
策
』
〔
天
保
十
四
年
(
一
八

四
三
)
〕
の
な
か
で
、
「
貸
殖
の
政
を
止
む
る

事
」
と
題
し
、
「
国
家
の
大
害
は
来
欽
の
利
政
よ

り
甚
敷
は
無
く
、
一
た
び
国
を
憂
ひ
民
を
憐
む
の

心
起
る
と
き
は
第
一
に
貸
殖
の
筋
を
止
め
ざ
れ
ば

一
日
片
時
も
安
ら
か
な
る
心
無
き
事
な
り
」
と
い

い
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
彼
の
出
身
の
肥
後
落
に

お
け
る
蟻
専
売
を
あ
げ
て
い
る
。
「
事
毛
の
利
も

徐
さ
ぬ
様
に
手
を
付
け
る
」
と
の
徹
底
し
た
収
奪

幕
末
の
越
前
藩
に
お
耽
る
藩
政
改
革
の
民
富
論
的
視
点
に
つ
い
で

の
結
呆
、
以
後
一
藩
を
あ
げ
て
「
緊
数
「
の
利
「
政
」

に
苦
し
み
、
家
臣
団
は
大
低
無
手
取
り
一
に
な
り
、

町
在
は
利
息
の
取
立
て
に
苦
レ
み
、
あ
る
い
は
家

蔵
を
封
印
し
‘
ま
た
ぱ
困
地
を
失
う
と
い
う
甚
だ

憂
う
べ
き
事
態
に
見
舞
わ
れ
た
と
し
て
‘
「
誠
に

苛
政
は
虎
よ
り
も
猛
し
」
と
の
厳
し
い
警
告
を
行

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
か
る
藩
専
売
の
仕
法

で
は
、
ま
す
ま
す
商
品
生
産
の
自
主
的
な
け
発
展
を

抑
圧
し
て
「
富
国
」
の
実
が
あ
が
ら
な
い
ば
か
り

か
、
か
え
っ
て
藩
財
政
を
窮
迫
化
し
、
結
局
農
工

商
の
領
民
は
も
ち
ろ
ん
士
分
の
階
層
を
も
含
め
て

藩
全
体
が
困
窮
す
る
皮
肉
な
結
果
を
招
い
た
と
批

③
 

判
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
小
楠
は
「
富
国
論
」
の
な
か
で
、
官
に

よ
る
商
権
回
収
の
具
体
策
と
し
て
、
越
前
藩
の
場

合
を
次
の
通
り
論
述
す
る
。

国
内
の
生
産
高
は
お
よ
そ
幾
十
万
金
の
巨
額
に

上
り
、
乙
と
ご
と
く
官
府
で
買
入
れ
る
と
と
は
で

き
な
い
た
め
、
た
と
え
ば
福
井
・
三
国
港
な
ど
に

大
問
屋
を
設
け
、
豪
農
・
富
商
の
誠
実
な
も
の
を

選
ん
で
元
締
と
し
て
、
諸
産
物
を
官
府
が
取
り
扱

う
場
合
と
同
様
に
購
木
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
、
諸
一
物

産
を
一
生
産
し
、
ま
た
は
増
産
し
よ
う
と
目
論
ん
で
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も
資
金
不
足
の
た
め
意
の
如
く
な
ら
な
い
も
の
に

対
し
て
は
、
官
は
こ
れ
ら
に
銭
穀
を
貸
し
与
え
て

生
産
の
増
進
を
は
か
り
、
生
産
物
は
官
が
買
入
れ

て
そ
の
債
務
を
返
済
さ
せ
、
し
か
も
利
息
を
と
ら

な
け
れ
ば
、
民
間
の
高
利
貸
資
本
に
依
存
し
た
場

合
と
異
な
り
、
領
民
は
大
い
に
便
を
得
て
相
当
な

利
潤
が
入
手
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
単
に

農
工
商
ば
か
り
で
な
く
、
士
も
ま
た
次
男
以
下
そ

の
才
力
に
応
じ
て
適
宜
乙
れ
を
配
置
し
、
た
と
え

ば
航
海
に
志
あ
る
輩
は
海
浜
で
航
海
の
具
を
与

え
、
養
蚕
を
願
う
も
の
は
桑
田
に
居
住
さ
せ
て
蚕

室
を
与
え
る
な
ど
の
施
策
を
講
ず
れ
ば
、
士
分
の

階
層
を
も
富
ま
す
乙
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ

ヲ

Q

。従
っ
て
小
楠
の
主
張
す
る
商
権
回
収
論
の
ね
ら

い
は
、
旧
来
の
藩
専
売
制
と
は
異
な
り
、
生
産
流

通
機
構
の
な
か
に
特
権
乃
至
高
利
貸
商
人
の
介
入

を
排
除
し
て
、
で
き
る
だ
け
商
品
生
産
の
自
主
的

な
発
展
を
助
長
さ
せ
、
ま
た
資
金
難
に
あ
え
ぐ
生

産
者
に
は
資
金
の
融
通
を
は
か
る
な
ど
、
生
産
者

の
利
益
を
極
力
容
認
し
、
「
民
富
」
の
成
果
の
上

に
貿
易
促
進
、
藩
財
政
の
再
建
強
化
な
ど
一
連
の

④
 

富
国
策
の
実
現
を
め
ざ
す
わ
け
で
あ
る
。

そ
乙
で
か
か
る
民
富
を
は
か
る
具
体
策
を
進
め

る
た
め
に
、
財
用
を
如
何
に
す
べ
き
か
と
い
う
点

に
つ
き
一
例
を
あ
げ
て
次
の
通
り
説
い
て
い
る
。

一
万
金
の
銀
紗
を
製
し
民
に
貸
し
て
養
蚕
の
料

に
充
て
そ
の
繭
糸
を
官
に
収
め
、
こ
れ
を
開
港
の

地
に
輸
出
し
て
洋
商
に
売
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
一

万
千
金
の
正
金
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま

り
、
格
銀
(
猪
札
)
が
数
月
を
経
ず
し
て
正
金
と

な
っ
て
回
収
さ
れ
、
し
か
も
千
金
の
利
が
あ
が
る

わ
け
で
、
さ
ら
に
官
府
は
乙
の
利
を
私
す
る
ζ

と

な
く
、
「
公
に
衆
に
示
し
、
悉
く
是
を
散
じ
て
救

悩
し
、
そ
の
他
出
て
反
ら
ざ
る
の
所
用
に
給
す
。

之
に
の
て
利
を
得
る
事
多
け
れ
ば
所
用
益
足
る
べ

し
」
で
、
単
に
繭
糸
の
み
な
ら
ず
民
間
の
諸
生
産

に
こ
の
法
を
用
い
、
年
々
正
金
の
入
る
の
を
見
て

椿
銀
を
出
し
財
用
を
通
ず
れ
ば
民
聞
の
生
産
も
大

い
に
増
進
し
、
官
府
も
年
々
正
金
を
富
す
こ
と
が

で
き
、
名
実
と
も
に
富
国
策
の
実
劫
が
あ
が
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
小
楠
の
富
国
策
は
、
と
く
に
外
国
貿
易

開
始
後
の
新
し
い
社
会
経
済
情
勢
に
対
応
し
、
生

産
資
金
融
通
な
ど
の
保
護
奨
励
に
よ
り
増
産
さ
れ

た
商
品
を
海
外
市
場
に
向
け
る
ζ

と
に
よ
り
重
商

主
義
的
利
潤
の
増
殖
を
は
か
る
わ
け
で
、
ま
た
左

内
の
「
永
久
莫
大
の
御
利
益
」
が
あ
が
る
と
強
調

し
た
外
国
貿
易
論
に
対
し
て
も
、
小
楠
は
極
め
て

有
効
な
具
体
的
仕
法
を
提
示
し
た
も
の
と
い
え

る
。
こ
の
さ
い
特
筆
す
べ
き
は
、
商
品
生
産
者
の

利
益
を
極
力
容
認
す
る
と
い
う
民
富
論
的
視
角
よ

り
、
「
国
富
」
の
増
大
を
は
か
る
論
策
を
明
確
に

打
ち
出
し
た
こ
と
で
、
幕
末
の
越
前
藩
に
お
け
る

民
富
論
形
成
の
基
軸
的
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て

大
い
に
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

① 

註小
楠
は
、
す
で
に
嘉
永
四
年
(
一
八
五
一
)
六
月

か
ら
七
月
に
か
け
て
二
十
余
白
福
井
に
滞
在
中
、

多
大
の
歓
待
を
受
け
て
お
り
、
ま
た
そ
の
間
三
寺

三
作
・
岡
田
準
介
・
吉
田
悌
蔵
・
三
岡
八
郎
ら
の

革
新
的
藩
士
が
、
小
楠
に
よ
る
「
大
学
の
三
綱

領
」
な
ど
の
実
学
的
論
説
の
講
義
を
熱
心
に
受
け

た
点
か
ら
み
て
、
当
時
一
部
落
士
の
聞
に
小
楠
の

実
学
的
思
惟
と
ほ
ぼ
軌
を
一
に
す
る
よ
う
な
思
潮

が
み
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
に
小
楠
の
教
説
に
深
く
共

鳴
し
た
も
の
と
思
考
さ
れ
る
。

『
国
是
三
論
』
〔
(
山
崎
正
董
編
『
横
井
小
楠
遺

稿
』
昭
げ
、
所
収
)
・
(
山
崎
正
葦
『
横
井
小
楠
』
下
巻
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遺
稿
篇
昭
問
、
所
収
)
〕
で
は
、
施
政
の
大
綱
と

し
て
富
国
・
強
兵
・
士
道
を
落
の
国
是
と
す
る
よ

う
中
根
雪
江
に
そ
の
趣
旨
を
記
述
さ
せ
た
の
で
あ

る
が
、
と
く
に
「
富
国
論
」
は
貿
易
、
経
済
政
策

に
関
す
る
小
楠
の
主
張
と
み
て
よ
い
。

山
崎
正
董
編
『
横
井
小
楠
遺
稿
』
七
O
|
七
一
一
一
ペ

ー
ジ
。

拙
稿
「
横
井
小
楠
の
富
国
策
に
つ
い
て
|

落
政
改
革
の
路
線
設
定
へ
の
一
展
望
|
」
(
『
若

越
郷
土
研
究
』
十
二
の
四
所
収
、
昭
必
・

9
刊
)

に
お
い
て
、
小
楠
が
民
言
論
に
基
づ
く
商
権
回
収

と
資
金
融
通
の
両
論
に
よ
り
、
貿
易
促
進
、
議
財

政
の
一
再
建
強
化
な
ど
一
連
の
富
国
策
の
実
現
を
期

待
し
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

④ 四
、
公
正
の
民
富
論
的

視
角
よ
り
の
富
国
策
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越
前
藩
に
お
い
て
、
小
楠
の
重
商
主
義
的
富
国

策
を
落
政
改
革
の
主
要
な
一
環
と
し
て
現
実
に
具

体
化
し
た
一
中
核
的
存
在
は
由
利
公
正
で
あ
る
。
公

正
の
「
当
藩
内
物
産
を
拡
張
す
べ
し
と
は
民
を
富

ま
す
の
術
で
、
民
富
め
ば
国
富
む
の
理
で
あ
る
」

(
三
岡
丈
夫
『
由
利
公
正
伝
』
六
五
ペ
ー
ジ
)
と

上

の
基
本
的
な
思
惟
は
、
全
く
小
楠
の
教
説
に
よ
る

も
の
で
、
宮
に
よ
る
商
権
回
収
論
は
物
産
総
会
所

の
創
設
(
安
政
六
年
十
月
)
に
よ
り
具
体
化
さ

れ
、
ま
た
領
内
生
産
者
に
対
す
る
資
金
融
通
の
仕

法
は
、
同
会
所
か
ら
切
手
五
万
両
を
発
行
し
生
産

者
に
融
通
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
に
移
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

ま
た
「
労
力
を
基
本
と
し
て
物
産
を
興
し
広
く

通
商
貿
易
し
て
収
入
を
増
進
す
る
の
外
、
他
に
富

国
の
良
策
な
き
ゃ
)
悟
れ
り
」
(
『
由
利
公
正
伝
』

六
三
|
四
頁
U

と
い
う
国
内
交
易
や
外
国
貿
易
に

対
応
し
た
殖
産
興
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
論
的

根
拠
を
次
の
通
り
説
い
て
い
る
。

そ
の
作
用
は
力
役
者
二
十
万
人
と
見
積
り
、
一

人
一
分
の
資
本
を
貸
付
け
る
、
但
し
実
際
は
一
時

に
一
分
を
渡
さ
ず
、
工
業
に
よ
り
多
少
長
短
の
差

が
あ
れ
ど
も
、
其
の
運
転
自
在
、
即
ち
総
会
所
の

事
宜
に
任
せ
る
の
で
、
例
へ
ば
一
人
の
女
が
五
十

文
の
綿
を
買
ひ
総
に
引
け
ば
凡
そ
六
十
五
文
と
為

る
、
無
用
の
藁
も
縄
に
絢
へ
ば
十
文
の
値
が
あ
る

と
い
ふ
様
に
、
総
て
人
民
の
随
意
に
任
せ
、
二
十

万
人
で
一
日
十
文
宛
稼
げ
ば
、
一
日
二
千
貫
文
即

ち
三
百
三
十
両
の
富
を
為
す
、
三
十
日
に
し
て
九

幕
末
の
越
前
藩
に
お
け
る
藩
政
改
革
の
民
富
論
的
視
点
に
つ
い
て

千
九
百
両
、
一
ヶ
月
殆
ど
一
万
両
の
富
を
得
ら
れ

る
、
き
れ
ば
五
万
の
国
債
を
起
し
て
も
、
決
し
て

憂
ふ
る
に
足
ら
ぬ
。

つ
ま
り
農
民
や
手
工
業
者
な
ど
生
産
的
人
口
二

十
万
人
に
一
人
当
り
金
一
分
の
資
本
リ
藩
札
を
融

通
し
て
、
そ
の
資
本
に
よ
っ
て
生
産
的
労
働
力
を

運
転
し
、
一
日
平
均
十
文
式
つ
の
剰
余
価
値
が
生

ず
る
と
す
れ
ば
、
五
万
両
の
資
本
は
結
局
一
ヶ
月

で
約
一
万
両
の
剰
余
価
値
を
生
み
出
す
勘
定
に
な

ザゐ。
従
っ
て
こ
の
よ
う
に
「
労
力
を
基
本
と
し
て
物

産
を
興
す
」
仕
法
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
諸
物
産

(
生
糸
・
布
・
苧
・
木
綿
・
蚊
帳
地
・
茶
・
麻
・
藁

工
品
な
ど
)
は
、
集
荷
機
関
で
あ
る
物
産
総
会
所

を
通
じ
て
、
領
外
各
地
や
長
崎
貿
易
向
け
に
輸
出

さ
れ
た
。
そ
し
て
か
か
ー
る
重
商
主
義
的
殖
産
興
業

は
、
短
期
日
の
聞
に
驚
く
べ
き
実
効
を
あ
げ
、
総

会
所
開
設
か
ら
三
年
自
の
文
久
元
年
(
一
八
六

一
)
に
は
、
同
会
所
の
取
扱
い
物
産
の
総
額
が
三

百
万
両
に
達
し
、
藩
札
は
ど
し
ど
し
正
貨
に
変
じ

て
藩
の
金
庫
に
は
常
に
五
十
万
両
内
外
の
正
貨
を

貯
蔵
す
る
に
至
り
、
従
来
極
度
の
財
政
難
に
あ
え
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い
で
い
げ
た
藩
庫
は
見
違
え
る
ほ
ど
立
ち
直
っ
た
の

で
あ
る
。

事
実
、
総
会
所
に
よ
る
生
産
資
金
の
貸
付
が
、

町
・
在
の
商
品
生
産
の
展
開
に
有
力
な
刺
激
剤
と

な
り
、

H

労
力
に
よ
っ
て
物
産
を
つ
く
り
正
金
に

転
化
さ
せ
る
w

仕
法
が
句
大
い
に
効
を
奏
し
た
と
み

え
、
例
え
ば
小
楠
が
文
久
元
年
正
月
福
井
か
ら
熊

本
の
門
人
荻
角
兵
衛
・
元
田
伝
之
丞
へ
あ
て
た
書

翰
の
な
か
で
、
「
招
又
町
・
在
へ
は
、
窮
民
救
悩

に
至
る
は
勿
論
、
第
一
大
問
屋
と
言
う
役
所
(
注

、
物
産
総
会
所
)
を
建
て
何
品
に
よ
ら
ず
民
間
職

業
の
物
を
か
ひ
上
る
。
(
中
略
)
此
問
屋
出
来
に

因
て
市
・
在
一
統
甚
敷
は
げ
み
立
、
年
の
明
暮
杯

②
 

は
莫
大
に
も
ち
懸
候
て
勢
甚
よ
ろ
し
く
御
座
候
」

と
述
べ
る
な

τ

ど
、
種
々
の
物
産
の
生
産
が
目
立
っ

て
活
気
づ
い
た
実
情
が
如
実
に
う
か
が
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
物
産
総
会
所
の
機
能
と
し
て
、
小
楠

の
説
く
商
権
回
収
論
が
一
応
尊
重
さ
れ
た
こ
と
は

前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
実
際

の
運
営
面
で
は
、
元
締
と
し
て
物
産
に
関
係
の
あ

る
大
商
人
(
問
屋
V

を
あ
て
、
そ
の
一
Z
締
の
下
に

町
・
在
の
有
力
な
商
人
や
豪
農
な
ど
を
指
定
し
て

領
内
物
産
の
集
荷
一
購
入
に
当
た
ら
せ
る
仕
組
を
と

っ
て
お
り
、
「
大
商
人
の
介
入
」
の
排
除
‘
を
め
ざ

す
小
楠
の
主
張
は
、
現
実
に
は
実
施
し
難
い
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
。

要
す
る
に
そ
の
本
質
に
お
い
て
藩
が
資
本
出
資

を
大
商
人
は
資
本
並
に
労
務
出
資
を
行
な
い
、
官

府
と
大
商
人
が
相
互
依
存
の
関
係
で
活
動
し
、
領

内
物
産
の
商
品
化
を
強
力
に
推
進
し
て
交
易
や
貿

易
に
よ
り
領
外
、
海
外
か
ら
金
銀
正
貨
を
大
量
に

獲
得
す
る
と
い
う
点
で
、
明
ら
か
に
一
藩
重
商
主

義
を
基
調
と
す
る
典
型
的
な
殖
産
興
業
策
と
し
て

吊
出

把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
こ
の
さ
い
注
目
す
べ
き
は
、
農
民
的
商

品
生
産
の
全
面
的
収
奪
を
め
ざ
す
従
来
の
藩
専
売

制
と
は
異
り
、
む
し
ろ
国
富
増
大
の
基
礎
と
し
て

生
産
者
の
労
働
力
を
重
視
し
、
総
会
所
に
よ
る
産

業
資
金
融
通
に
よ
り
そ
の
労
働
力
を
精
一
杯
運
転

さ
せ
、
生
産
者
の
ェ
、
不
ル
ギ
ー
を
で
き
る
だ
け
発

揮
さ
せ
る
と
と
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
た
こ
と
で
、

そ
こ
に
は
生
産
者
の
利
益
を
一
方
に
お
ド
て
容
認

す
る
と
い
う
か
な
り
改
良
主
義
的
な
考
慮
が
な
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
点
代
表
的
な
経
世
学
者
の
海
保

育
陵
・
本
多
利
明
お
よ
び
佐
藤
信
淵
の
よ
う
に
重

商
主
義
の
基
盤
を
単
純
に
商
業
(
問
屋
〕
資
本
に

求
め
、
生
産
過
程
と
生
産
的
労
働
に
対
し
で
疎
遠

な
立
場
か
ら
は
大
き
yx前
進
し
て
お
り
、
ま
た
領

民
(
生
産
者
〉
の
主
体
性
花
期
待
す
る
落
側
の
政

策
的
動
向
か
ら
み
て
、
重
商
主
義
的
論
策
と
し
て

も
一
歩
前
進
じ
た
開
明
的
な
新
路
線
を
聞
い
た
も

@
 

の
と
見
な
す
乙
と
が
で
き
る
。

① 

註
弓
由
利
公
正
伝
』
に
は
「
藩
札
は
漸
次
正
貨
に
変

じ
金
庫
に
は
常
に
五
十
万
一
両
内
外
の
正
貨
を
貯
蓄

し
(
後
略
)
」
〔
九
六
ペ
ー
ジ
〕
と
あ
る
が
、
『
子

爵
由
利
公
正
伝
』
(
由
利
一
立
通
)
で
は
、
「
す
〈
久

元
年
末
頃
に
は
越
藩
の
金
庫
中
に
蓄
蔵
せ
ら
れ
た

黄
金
は
三
十
万
両
を
下
ら
ず
(
後
略
)
」
ハ
一

O

一
ペ
ー
ジ
〕
と
あ
り
、
貯
蓄
金
額
の
記
載
に
若
干

の
相
違
が
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
以
前
の

極
度
の
赤
字
財
政
に
比
べ
落
庫
の
事
情
が
す
っ
か

り
好
転
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
。

な
お
越
前
藩
に
お
け
る
天
保
期
ま
で
の
赤
字
財
政

の
実
態
は
、
拙
稿
「
藩
政
動
揺
期
の
諸
問
題
|
|
越

前
藩
の
財
政
，
難
を
中
心
に
|
|
」
(
『
若
越
郷
土

研
究
』
十
三
の
六
所
収
、
昭
俊
-
m
M
刊
)
を
参

照。前
掲
『
横
井
小
補
遺
稿
』
、
三
四
八
!
九
ペ
ー
ジ
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③ 

拙
稿
「
幕
末
に
お
け
る
越
前
落
の
富
国
策
に
つ
い

て
「
(
日
本
歴
史
学
会
稲
『
日
本
肢
史
』
二
四
一

号
所
収
)
参
照
。

海
保
育
陵
『
穣
古
談
』
・
『
海
保
儀
平
生
百
』
、
本

多
利
明
『
経
位
秘
策
』
・
『
経
済
放
一
官
一
口
』
・
『
西

域
物
語
』
、
佐
藤
信
淵
『
物
価
余
論
』
・
『
復
古

法
概
言
』
・
『
経
済
提
要
』
等
の
重
商
主
義
的

論
策
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
幕
末
に
お
け
る
重
商

主
義
的
論
策
に
つ
い
て
|
|
福
井
落
を
中
心
に

1
1
a」
(
『
若
越
郷
土
研
究
』
十
三
の
五
所
収
、

昭
お
・
竹
刊
)
に
お
い
て
論
述
し
た
が
、
乙
れ
ら

の
経
済
思
想
の
成
長
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
生
産

論
」
や
「
国
内
市
場
論
」
を
な
ん
ら
満
足
に
開
拓

す
る
こ
と
な
く
、
早
急
に
「
海
防
論
」
と
結
合
し

た
交
易
乃
至
貿
易
論
の
主
張
に
陥
っ
た
点
を
認
め

ざ
る
を
得
な
い
。

一
方
「
日
本
の
重
商
主
義
の
致
命
的
な
欠
陥
は
、

近
代
的
生
産
力
の
主
体
的
な
根
拠
で
あ
る
功
利
的

個
人
主
義
を
抑
え
て
、
君
主
の
完
全
な
能
動
性
と

民
衆
の
完
全
な
受
動
性
の
う
え
に
そ
の
主
張
を
展

開
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
っ
た
」
〔
安
丸
良
夫
「

近
代
社
会
へ
の
志
向
と
そ
の
特
質
」
(
日
本
史
研

究
会
編
『
講
座
日
本
文
化
史
』
六
巻
所
収
、
三
一

書
房
刊
)
〕
と
す
る
一
般
的
動
向
に
対
し
て
、
越
前

藩
に
お
け
る
民
富
論
的
視
点
を
ふ
ま
え
て
結
実
し

④ 

一上

た
一
審
重
商
主
義
的
論
策
の
特
質
が
一
層
明
確
化

す
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

五
、
藩
専
売
制
の
反
民
富
論
的
性
格

左
内
、
小
楠
ら
の
論
策
の
少
な
か
ら
、
ざ
る
影
響

を
受
け
公
正
を
中
心
に
大
い
に
富
国
策
の
実
効
を

あ
げ
た
殖
産
興
業
は
、
同
藩
は
も
ち
ろ
ん
全
国
諸

藩
の
天
保
期
ご
ろ
ま
で
の
自
生
的
乃
王
国
産
奨
励

に
よ
っ
て
成
長
し
た
農
民
の
一
部
商
品
生
産
の
発

展
を
封
建
権
力
が
掌
握
し
て
窮
迫
し
た
領
主
財

政
の
再
建
強
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
藩
専
売
制
に

比
べ
る
と
、
内
容
的
に
大
き
な
相
違
を
み
せ
て
い

司
令
。

そ
も
そ
も
幕
藩
体
制
の
動
揺
を
推
し
す
す
め
る

要
因
の
一
つ
に
、
農
村
に
お
け
る
商
品
生
産
の
た

ゆ
ま
ぬ
成
長
、
展
開
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
現
実
に

そ
れ
が
封
建
制
の
基
盤
を
ゆ
る
が
し
、
し
か
も
そ

ζ

か
ら
封
建
的
貢
租
体
系
を
行
き
詰
ら
せ
、
財
政

の
窮
乏
化
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

た
め
、
封
建
領
主
側
と
し
て
今
度
は
か
え
っ
て
国

産
奨
励
に
乗
り
出
し
、
一
段
と
農
民
的
商
品
生
産

を
促
進
さ
せ
、
そ
の
成
果
を
運
上
・
冥
加
銭
・
口

幕
末
の
越
前
藩
に
お
け
る
蕃
政
改
革
の
民
富
論
的
視
点
に
つ
い
て

銭
の
形
で
大
商
人
(
問
屋
)
の
支
配
す
る
流
通
機

構
を
通
じ
て
吸
い
上
げ
る
落
専
売
の
仕
法
に
力
こ

ぷ
を
入
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

事
実
越
前
藩
の
場
合
、
十
七
世
紀
末
の
元
禄
十

二
年
(
一
六
九
九
)
九
月
五
箇
村
に
紙
会
所
を
設①

 

け
、
紙
の
領
外
移
出
に
つ
き
藩
専
売
を
行
な
っ
た

の
を
皮
切
り
に
、
寛
政
十
一
年
(
一
七
九
九
)
二

月
に
は
絹
の
国
産
お
よ
び
他
国
産
の
布
吊
類
出
入

に
口
銭
を
加
徴
し
た
。
さ
ら
に
同
年
五
月
布
南
類

会
所
を
設
け
て
、
糸
商
人
に
領
内
産
の
糸
類
、
布

類
を
買
い
集
め
さ
せ
、
地
売
り
・
他
国
売
り
と
も

に
改
印
を
受
け
さ
せ
て
、
「
改
印
形
乙
れ
無
き
糸

売
買
の
儀
は
勿
論
質
物
た
り
と
も
堅
く
取
扱
い
致

@
 

し
ま
じ
く
候
」
と
し
、
判
賃
を
運
上
銀
と
し
て
徴

収
す
る
と
い
う
徹
底
し
た
藩
専
売
を
実
施
し
た
。

さ
ら
に
文
政
六
年
(
一
八
二
三
)
二
月
阿
波
か

ら
藍
玉
を
移
入
し
て
領
内
販
売
を
独
占
し
た
り
、

天
保
九
年
(
一
八
三
八
〉
八
月
に
は
蝋
・
砂
糖
を

専
売
の
対
象
と
し
た
が
、
嘉
永
二
年
(
一
八
四

九
)
一
月
に
至
り
、
藩
専
売
制
の
「
産
物
の
趣
法
」

が
な
ん
ら
実
効
が
あ
が
ら
な
い
と
の
理
由
で
廃
止

し
長
は
、
乙
う
し
た
仕
法
が
、
前
述
の
小
楠
が

指
摘
し
た
肥
後
落
の
蝋
専
売
に
も
み
ら
れ
る
通
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一土

幕
末
の
越
前
藩
に
お
け
る
藩
政
改
革
の
民
富
論
的
視
点
に
つ
い
て

88 

り
、
藩
財
政
に
対
し
て
少
し
も
好
影
響
を
与
え
な

か
っ
た
ζ

と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
れ
は
明
ら
か
に
自
生
的
な
商
品
生
産

の
成
長
を
藩
権
力
が
掌
援
し
、
そ
れ
ら
生
産
者
を

全
国
的
商
品
経
済
の
流
通
機
構
か
ら
完
全
に
遮
断

し
て
自
己
に
隷
属
さ
せ
、
生
産
物
を
安
価
に
買
い

占
め
て
生
産
者
の
利
潤
を
根
こ
そ
ぎ
に
収
奪
す
る

も
の
に
外
な
ら
な
い
。

従
っ
て
必
然
的
に
直
接
生
産
者
の
農
民
と
落
権

力
と
の
聞
に
激
し
い
対
抗
関
係
が
生
じ
、
全
国
的

に
み
て
近
世
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
、
専
売
制

反
対
が
百
姓
一
撲
の
主
要
な
要
求
の
一
つ
に
あ
が

@
 

っ
て
く
る
。
と
く
に
天
保
年
聞
に
入
る
と
、
専
売

仕
法
の
中
核
と
な
る
産
物
会
所
が
打
ち
こ
わ
し
の

対
象
と
な
り
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
天
保

二
年
(
一
八
三
一
)
長
州
藩
領
一
円
に
参
加
者
約

十
万
と
ま
で
言
わ
れ
る
大
一
授
が
起
こ
り
、
藩
側

の
心
胆
を
寒
か
ら
し
め
た
。
こ
の
さ
い
一
撲
の
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
を
担
っ
た
の
が
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発

展
の
側
面
に
お
け
る
小
商
品
生
産
者
的
農
民
一
恥
」

で
あ
る
ζ

と
か
ら
み
て
、
藩
専
売
制
が
い
か
に
直

接
生
産
者
の
利
益
と
真
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で

あ
る
か
が
如
実
に
う
か
が
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
越
前
藩
の
場
合
、
天
保
期
に
お
け
る

一
授
の
激
し
い
高
場
が
嘉
永
年
間
か
ら
幕
末
に
か

け
て
は
全
く
消
滅
し
た
と
み
ら
れ
ヂ
が
、
こ
の
点

全
国
的
な
す
う
勢
が
幕
末
の
慶
応
期
に
近
世
を
通

じ
て
最
大
の
ピ

i
ク
を
形
成
す
る
の
に
比
べ
、
全

く
対
し
よ
的
な
逆
の
動
向
を
示
す
だ
け
に
、
は
な

は
だ
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
し
く
前
述
の
「
民
富
め
ば
国
富
む

の
理
で
あ
る
」
と
の
論
理
に
よ
る
殖
産
興
業
策

が
、
従
来
の
藩
専
売
制
の
「
産
物
の
趣
法
」
と
は

異
な
り
、
絶
え
ず
一
方
に
お
い
て
生
産
者
の
利
益

を
容
認
す
る
と
い
う
民
富
論
的
視
点
に
よ
る
開
明

的
な
経
済
路
線
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
乙
と
に
注
目

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
生
産
者
側
か
ら
す
れ
ば
、
一
授
に
よ

る
強
硬
手
段
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
深
刻
な

事
態
に
見
舞
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
見
な
す
乙
と

も
で
き
、
ま
た
藩
権
力
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た

重
商
主
義
的
な
富
国
策
が
小
農
民
層
の
余
剰
労
働

力
や
零
細
手
工
業
者
の
労
働
力
を
精
一
杯
活
用
し

て
、
領
内
物
産
の
商
品
化
を
は
か
り
、
藩
庫
の
増
収

と
と
も
に
か
れ
ら
の
利
益
の
留
保
に
つ
と
め
る
な

ど
、
生
産
者
に
対
す
る
い
わ
ば
懐
柔
策
に
も
一
応

功
を
奏
し
た
も
の
と
み
る
乙
と
が
で
き
る
。

④③②①  

註
『
続
片
智
記
』
同

『
福
井
県
史
』
同
四
五
ペ
ー
ジ

『
福
井
県
史
』
口
六
一
ペ
ー
ジ

専
売
制
反
対
の
一
授
は
十
八
世
紀
後
半
か
ら
目
立

ち
、
紙
専
売
反
対
の
分
だ
け
で
も
周
防
国
山
代
鹿

野
(
萩
藩
領
)
〔
天
明
七
年
(
一
七
八
七
)
二
月

・
強
訴
〕
、
伊
珠
国
吉
田
藩
領
〔
寛
政
五
年
(
一

七
九
一
一
一
)
二
月
・
強
訴
、
逃
散
〕
、
信
濃
国
天
領

・
尾
張
一
角
須
領
〔
文
化
六
年
(
一
八

O
九
)
十
二

月
・
強
訴
、
打
ち
こ
わ
し
〕
、
豊
後
国
佐
伯
落
領

〔
文
化
九
年
(
一
八
一
二
)
一
月
・
強
訴
〕
、
伊

後
国
大
洲
藩
領
〔
文
化
十
三
年
(
一
八
二
ハ
)
十

一
月
・
不
穏
〕
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
(
青
木
虹
二

『
百
姓
一
撲
の
年
次
的
研
究
』
所
収
、
新
生
社

刊
)

田
中
彰
『
幕
末
の
落
政
改
革
』
(
昭
羽
・
塙
書
房

刊
)
一

O
二
ペ
ー
ジ

越
前
藩
に
お
け
る
百
姓
一
撲
に
つ
い
て
は
、
安
政

期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
、
史
料
的
に
は
全
く
確
認

さ
れ
な
い
。

長
州
藩
に
お
い
て
も
、
天
保
十
四
年
以
降
幕
末
期

を
通
じ
百
姓
一
授
が
わ
ず
か
一
件
し
か
数
え
ら
れ

⑤ ⑤ 
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な
い
が
、
前
述
の
天
保
二
年
の
大
一
撲
を
基
本
的

契
機
と
し
て
の
天
保
・
安
政
期
の
藩
政
改
革
ー
そ

の
経
済
的
側
面
は
一
落
重
商
主
義
を
志
向
す
る
も

の
で
あ
る
が
ー
が
、
や
は
り
越
前
藩
で
み
ら
れ
る

よ
う
な
一
授
の
消
滅
を
結
果
せ
し
め
た
も
の
と
思

考
さ
れ
る
。

4
J

、
お
わ
り
に

89 

幕
末
の
越
前
藩
の
藩
政
改
革
に
お
け
る
民
富
論

的
視
点
に
つ
い
て

λ

左
内
・
小
楠
・
公
正
の
そ
れ

ぞ
れ
の
論
策
に
基
づ
き
な
が
ら
拙
考
を
試
み
た

が
、
ま
ず
農
村
に
お
け
る
貧
富
の
懸
隔
を
単
に
農

民
の
「
勤
倹
」
と
「
修
惰
」
に
よ
る
も
の
と
す
る

左
内
の
農
民
観
は
、
農
民
層
分
解
の
実
態
に
対
す

る
的
確
な
分
析
視
角
を
欠
ぐ
と
は
い
え
、
直
接
生

産
者
で
あ
る
小
農
民
の
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
、

「
均
田
」
の
仕
法
と
と
も
に
「
大
商
人
の
介
入
」

を
極
力
排
除
す
る
商
権
回
収
の
論
理
を
明
確
に
打

ち
出
し
た
ー
の
は
、
か
れ
の
貿
易
振
興
に
よ
る
重
商

主
義
的
論
策
と
併
せ
て
大
い
に
注
目
さ
れ
る
。

さ
ら
に
小
補
、
公
正
に
よ
り
具
体
化
さ
れ
た
富

国
策
川
殖
産
興
業
に
お
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り

民
富
論
的
視
点
が
鮮
や
か
に
導
入
さ
れ
て
い
る
点

一上

で
、
生
産
者
か
ら
の
徹
底
的
な
収
奪
を
め
ざ
し

場
主
権
力
の
階
級
的
支
配
の
本
質
を
露
骨
に
示

す
」
よ
う
な
藩
専
売
制
と
は
一
応
し
ゅ
ん
別
す
べ

き
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
改
革
派
コ

l
ス
に
よ
る
藩

政
改
革
の
経
済
的
側
面
で
の
画
期
的
な
新
路
線
を

創
出
し
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
新
路
線
へ
の
転
換
に
つ
い

て
は
、
天
保
期
に
至
っ
て
い
よ
い
よ
領
主
的
収
奪

と
農
民
的
商
品
生
産
の
発
展
に
よ
る
不
可
避
的
な

対
立
リ
矛
盾
ー
ー
ま
さ
し
く
百
姓
一
授
続
発
の
要

因
と
な
る
が
ー
ー
が
激
化
し
た
こ
と
も
、
領
主
的

収
奪
政
策
に
対
し
て
自
ら
改
良
主
義
的
な
修
正
を

加
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

v

っ。し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
富
国
策
と
て
、
決
し

て
領
主
的
収
奪
体
系
の
廃
棄
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
窮
迫
し
た
藩
財
政
の
抜
本
的

建
て
直
し
に
視
点
を
す
え
て
、
現
実
に
は
「
国
益

」
の
追
及
を
第
一
の
眼
目
と
し
た
の
は
否
定
し
得

@
 

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
だ
問
題
は
、
同
じ
「
国
益
」
の
追
及
と
言
っ

て
も
、
生
産
者
の
一
方
的
犠
牲
に
お
い
て
農
民
的

商
品
生
産
の
全
面
的
収
奪
を
め
ざ
す
仕
法
と
は
異

幕
末
の
越
前
藩
に
お
け
る
藩
政
改
革
の
民
富
論
的
視
点
に
つ
い
て

な
り
、
「
国
富
」
増
大
の
基
本
と
し
て
生
産
的
労

働
力
を
重
視
し
、
そ
の
労
働
力
を
極
力
運
転
さ
せ

て
領
内
物
産
の
商
品
化
を
す
す
め
、
領
外
よ
り
金

銀
正
貨
の
大
量
移
入
乃
至
輸
入
を
は
か
っ
た
わ
け

で
、
そ
こ
に
は
生
産
者
側
の
利
益
を
で
き
る
だ
け

容
認
す
る
こ
と
が
、
農
民
的
商
品
生
産
を
高
め
る

う
え
で
極
め
て
重
要
だ
と
す
る
民
富
論
的
視
点
の

成
長
が
は
っ
き
り
う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
し
そ
の
さ
い
、
改
革
派
コ

l
ス
の
唱
え
る

「
民
富
め
ば
国
富
む
の
理
で
あ
る
」
と
の
論
理

も
、
現
実
の
富
国
策
を
具
体
化
す
る
過
程
か
ら

は
、
む
し
ろ
「
国
富
」
を
主
体
と
し
「
民
富
」
は

従
属
的
意
義
し
か
果
せ
な
く
な
る
こ
と
で
、
い
わ

ゆ
る
「
民
富
論
」
そ
の
も
の
に
明
確
な
歴
史
的
限

・
@

界
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

従
っ
て
こ
う
し
た
民
富
論
の
導
入
さ
れ
た
幕
末

の
越
前
藩
の
富
国
策
H
殖
産
興
業
は
、
明
治
維
新

政
権
下
の

H

上
か
ら
H

〈
C

ロ

oσg
の
近
代
化
の

@
 

経
済
路
線
の
歴
史
的
性
格
ま
で
規
定
す
る
と
い
う

重
要
意
義
を
改
め
て
見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

① 

註吉
永
昭
「
藩
専
売
制
度
の
基
盤
と
構
造
」

(

『

日
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② 

本
経
済
史
大
系
』
四

二
二
九
ペ
ー
ジ

例
え
ば
五
ケ
村
の
奉
書
紙
の
場
合
、
物
産
総
会
所

の
扱
う
物
産
の
一
つ
と
し
て
会
所
機
構
の
な
か
に

編
入
室
れ
た
が
、
会
所
に
よ
る
輸
出
の
一
元
的
統

制
は
生
産
者
た
る
漉
屋
や
仲
買
人
に
対
す
る
影
響

が
意
外
に
大
き
か
っ
た
と
み
え
、
元
治
元
年
(
一

八
六
回
)
に
は
漉
屋
・
年
行
司
な
ど
寄
合
い
、
漉

立
休
業
を
願
い
出
て
い
る
。
こ
れ
は
生
産
者
の
従

来
の
利
益
を
お
び
や
か
す
た
め
、
休
業
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
、
ま
た
会
所
機
構
が
「

国
益
」
追
及
を
め
ざ
す
も
の
と
み
な
し
て
の
強
い

抗
議
の
意
を
ζ

め
た
乙
と
が
考
え
ら
れ
る
。

概
し
て
体
制
の
変
革
過
程
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

「
開
明
派
」
八
改
革
派

V
の
歴
史
的
限
界
に
つ
い

て
は
、
一
応
「
歴
史
法
則
」
的
な
も
の
が
み
ら
れ

る
。
隣
落
の
大
野
藩
の
場
合
、
幕
末
の
藩
政
改
革

を
主
導
し
、
「
大
野
屋
」
の
販
売
組
織
網
に
よ
る

富
国
策
の
実
効
を
あ
げ
た
執
政
内
山
良
休
に
つ
い

て
も
、
明
治
六
年
の
越
前
大
野
大
一
授
の
さ
い
彼

の
居
宅
が
打
ち
ζ

わ
し
を
受
け
焼
失
し
た
と
と

は
、
そ
の
具
体
例
の
一
つ
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
(
拙
稿
「
明
治
初
年
越
前
大
一
擦
に
つ
い
て

の
一
考
察
」
〔
『
歴
史
評
論
』
一
一
一
一
一
号
、
昭

科
、
所
収
〕
参
照
)

所
収
、
東
大
出
版
会
刊
)

③ 

④ 

「
上
か
ら
の
近
代
化
」
の
路
線
こ
そ
、
世
界
史
的

に
み
て
、
高
橋
幸
八
郎
教
授
が
説
く
「
プ
ロ
シ
ア

型
」
の
範
ち
?
つ
に
属
す
る
'
も
の
で
あ
り
、
「
こ

と
で
は
絶
対
主
義
と
の
|
|
対
決
に
よ
っ
て
で
は

な
く

1
l結
合
の
も
と
に
問
屋
制
商
業
資
本
が
主

導
的
に
産
業
資
本
に
転
化
す
る
と
い
う
、
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
は
反
対
の
仕
方
で
資
本
主
義
が
形
成
さ

れ
た
」
(
『
市
民
革
命
の
構
造
』
〔
増
補
版
〕
御

茶
の
水
書
房
刊
、
二
六
一
ペ
ー
ジ
)
乙
と
は
、
幕

末
の
一
部
開
明
的
な
藩
政
改
革
に
お
け
る
民
富
論

的
視
点
の
歴
史
的
限
界
に
つ
い
て
も
、
関
連
す
る

と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ハ
付
記
〕

社
会
経
済
史
学
会
の
昭
和
五
十
年
度
全
国
大
会
(
於

学
習
院
大
学
〉
に
お
け
る
自
由
論
題
研
究
報
告
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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