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筆
者
は
以
前
︑
萩
藩
を
素
材
と
し
て
﹁
藩
財
政
再
考
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
稿
を
発

表
し

(１
)

た
︒
単
純
な
﹁
藩
財
政
＝
窮
乏
﹂
論
に
対
し
︑
従
来
的
な
﹁
藩
財
政
﹂︵
現
代
の
国

や
自
治
体
の
﹁
一
般
会
計
﹂
に
相
当
︶
の
枠
組
み
を
脱
し
︑
よ
り
広
い
意
味
で
の
﹁
藩

財
政
﹂︵
同
じ
く
︑﹁
特
別
会
計
﹂
を
も
含
ん
だ
も
の
︶
概
念
に
基
づ
い
た
検
討
を
す
る

べ
き
で
︑
そ
の
場
合
︑
従
来
的
な
﹁
藩
財
政
﹂
は
窮
乏
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
新
た
な

﹁
藩
財
政
﹂
で
み
れ
ば
健
全
な
財
政
運
営
と
の
評
価
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
例
示
せ
ん

と
試
み
た
︒

た
だ
最
近
︑
こ
う
し
た
先
稿
の
枠
組
み
︵
執
筆
時
の
筆
者
の
理
解
︶
に
自
ら
疑
問
を

抱
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
極
論
す
れ
ば
︑
先
稿
で
の
論
点
は
﹁
藩
財
政
は
窮
乏
し
て
い
た

の
か
否
か
﹂
と
い
う
こ
と
に
行
き
着
く
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
も
そ
も
何
を
以
て
﹁
窮

乏
﹂︵
も
し
く
は
︑
そ
う
で
な
い
︶
と
判
断
す
る
の
か
︒
借
財
が
何
十
万
両
あ
れ
ば
窮
乏

な
の

(２
)

か
︒
い
や
︑
借
財
の
絶
対
量
で
は
な
く
︑
円
滑
な
資
金
調
達
サ
イ
ク
ル
︵
例
え
ば

渡
辺
信
夫
が
提
示
し
た
︑﹁
借
銀
↓
貢
租
↓
廻
米
↓
借
銀
返
済
﹂
と
い
う
サ
イ
ク

(３
)

ル
︶
が

破
綻
し
た
時
点
だ
ろ
う
か
︒
領
国
の
百
姓
た
ち
が
一
揆
や
逃
散
な
ど
を
繰
り
返
し
︑

﹁
領
主
的
収
奪
﹂
が
限
界
に
達
し
た
︑
と
い
う
段
階
だ
ろ
う
か
︒
と
ど
の
つ
ま
り
︑
藩
政

執
行
部
が
そ
う
し
た
令
達
を
出
せ
ば
︑
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
そ
れ
で
は
︑

﹁
お
上
の
言
い
分
は
全
て
正
し
い
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒

過
去
の
筆
者
の
研
究
を
振
り
返
れ
ば
︑
自
身
は
資
金
調
達
サ
イ
ク
ル
の
破
綻
を
財
政

窮
乏
の
指
標
と
し
て
重
視
し
た
︒
一
八
世
紀
前
中
期
の
萩
藩
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち

で
大
坂
金
融
資
本
と
の
関
係
を
再
編
成
し
︑
主
導
権
の
掌
握
を
目
指
し
た
︒
し
か
し
そ

れ
は
大
坂
金
融
資
本
の
反
発
を
招
き
︵
そ
の
現
れ
が
空
米
切
手
事
件
︶︑
結
局
萩
藩
は
彼

等
の
軍
門
に
下
っ
た
か
た
ち
で
の
﹁
大
坂
隷
属
体
制
﹂
下
に
お
い
て
︑
円
滑
な
財
政
運

営
を
実
現
し

(４
)

た
︒

以
上
の
よ
う
な
筆
者
の
認
識
は
︑
大
坂
金
融
資
本
と
結
び
つ
い
て
い
た
諸
藩
の
財
政

に
つ
い
て
︑
一
八
世
紀
中
頃
ま
で
は
お
お
よ
そ
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
︑
と
考
え
て
い
る
︒

し
か
し
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
の
萩
藩
財
政
を
み
て
い
く
と
︑
ひ
と
つ
の
疑
問
に

行
き
着
い
た
︒
萩
藩
の
藩
政
史
料
か
ら
当
該
期
の
令
達
な
ど
を
み
て
み
れ
ば
︑
繰
り
返

し
藩
財
政
の
窮
乏
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ

(５
)

る
︒
藩
政
執
行
部
内
で

ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
︑
に
つ
い
て
も
詳
細
な
研
究
が
あ

(６
)

る
︒
た
だ

資
金
調
達
サ
イ
ク
ル
と
い
う
点
に
限
定
す
れ
ば
︑
空
米
切
手
事
件
か
ら
い
わ
ゆ
る
﹁
宝

暦
改
革
﹂
開
始
ま
で
よ
り
も
悪
い
時
期
を
︑
そ
の
後
の
萩
藩
に
は
今
の
と
こ
ろ
見
い
だ

せ
ず
︑
む
し
ろ
大
坂
金
融
資
本
と
の
安
定
し
た
関
係
を
示
す
よ
う
な
史
料
さ
え
遺
っ
て

い
(７
)

る
︒

こ
う
し
た
な
か
︑
田
中
誠
二
の
研

(８
)

究
に
学
び
つ
つ
︑
筆
者
は
先
稿
を
完
成
さ
せ
た
︒

筆
者
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
天
保
改
革
﹂
か
ら
﹁
安
政
改
革
﹂
に
か
け
て
の
萩
藩
︵
執
行
部
︶

に
資
金
調
達
サ
イ
ク
ル
の
危
機
・
破
綻
と
い
う
問
題
意
識
は
存
在
せ
ず
︵
さ
ら
に
言
え

ば
︑
根
底
で
は
﹁
財
政
窮
乏
﹂
と
の
認
識
は
無
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
︶︑
む
し
ろ
藩
内

で
過
剰
に
膨
れ
あ
が
っ
た
特
別
会
計
︵﹁
修
甫
﹂
︶
を
ど
う
扱
う
の
か
︑
と
い
う
点
を
最
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重
要
課
題
と
し
て
い
た
︑
と
考
え
た
︒
こ
の
成
果
か
ら
︑
筆
者
は
藩
財
政
＝
窮
乏
と
い

う
理
解
に
疑
義
を
呈
す
る
と
と
も
に
︑
藩
財
政
状
況
の
正
確
な
把
握
の
た
め
に
は
特
別

会
計
の
解
明
︵
も
し
く
は
︑
そ
の
存
在
を
前
提
と
し
た
藩
財
政
・
藩
政
改
革
の
再
検
討
︶

が
必
要
だ
と
主
張
し
た
︒
し
か
し
こ
う
し
た
理
解
︑
特
に
特
別
会
計
に
つ
い
て
︑
筆
者

の
表
現
で
は
あ
た
か
も
﹁
特
別
会
計
＝
へ
そ
く
り
︑
埋
蔵
金
﹂
と
い
っ
た
︑
現
代
日
本

に
お
け
る
特
別
会
計
に
つ
い
て
の
︑
一
部
の
国
会
議
員
や
マ
ス
コ
ミ
の
主
張
と
同
じ
に

な
っ
て
し
ま
う
︒
特
別
会
計
︵
埋
蔵
金
︶
を
活
用
す
れ
ば
財
政
は
悪
化
し
な
い
と
い
う
︑

極
め
て
安
直
な
論
理
で
あ
る
︒

む
し
ろ
特
別
会
計
へ
の
注
目
か
ら
論
じ
る
べ
き
は
︑﹁
藩
財
政
は
窮
乏
し
て
い
た
の

か
否
か
﹂
で
は
な
く
︑﹁
藩
の
資
産
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
﹂
で
あ
ろ
う
︒
特
別
会
計

が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
も
赤
字
・
債
務
超
過
で
あ
れ
ば
藩
財
政
に
貢
献
し
な
い
︒

萩
藩
の
強
調
す
べ
き
点
は
特
別
会
計
の
存
在
で
は
な
く
︑
特
別
会
計
に
多
額
の
資
産
が

蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
︑
で
あ
る
︒

﹁
藩
の
資
産
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
﹂
と
い
う
命
題
を
設
定
し
た
と
き
︑
こ
れ
ま
で

み
ら
れ
た
よ
う
な
﹁
借
財
が
こ
れ
だ
け
あ
っ
た
か
ら
財
政
窮
乏
だ
﹂
と
い
う
議
論
は
成

立
し
な
く
な
る
︒
借
財
の
総
量
が
ど
ん
な
に
大
き
く
て
も
︑
資
産
も
膨
大
に
存
在
す
れ

ば
︑﹁
窮
乏
﹂
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
︒
逆
に
借
財
の
総
量
が
僅
か
だ
と
し
て
も
︑
資
産
も

ほ
と
ん
ど
無
い
よ
う
な
状
況
は
︑
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
す
な
わ
ち
藩
財
政
を
検
討
す
る
に

あ
た
っ
て
︑
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

も
ち
ろ
ん
︑
藩
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
作
成
な
ど
不
可
能
で
あ
る
︵
だ
か
ら
こ
そ
︑﹁
イ

メ
ー
ジ
す
る
﹂
で
あ
る
︶
し
︑
何
を
資
産
と
す
る
の
か
︑
と
い
っ
た
問
題
も
あ
ろ
う
︒

し
か
し
全
体
像
の
把
握
は
困
難
だ
と
し
て
も
︑
帳
簿
に
掲
げ
ら
れ
た
数
字
は
も
ち
ろ

ん
︑
令
達
類
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
︑
藩
資
産
︵
少
な
く
と
も
︑
現
米
金
銀
や

債
権
は
資
産
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
︶
の
存
在
を
か
い
ま
見
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な

い
か
︒
先
稿
で
の
問
題
提
起
を
訂
正
す
る
と
︑
藩
に
お
け
る
﹁
特
別
会
計
の
有
無
﹂
で

は
な
く
︑﹁
資
産
の
有
無
﹂
に
着
目
す
べ
き
だ
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

以
上
の
視
点
に
基
づ
き
︑
本
稿
で
は
︑
佐
賀
藩
財
政
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
同
藩
で

は
︑
一
般
会
計
に
相
当
す
る
部
分
の
収
支
を
詳
細
に
記
し
た
﹁
御
物
成
并
銀
御
遣
方
大

目
(９
)

安
﹂︵
以
下
︑﹁
大
目
安
﹂
︶
と
い
う
史
料
が
長
期
に
わ
た
っ
て
作
成
さ
れ
︑
幸
い
に
も

現
代
に
遺
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
大
目
安
﹂
は
︑
基
本
的
に
単
年
度
の
一
般
会
計
収
支
帳
簿
で

あ
り
︑
当
然
な
が
ら
前
述
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
に
類
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
な

が
ら
︑
そ
の
詳
細
な
検
討
を
続
け
る
う
ち
︑
佐
賀
藩
が
有
し
た
巨
大
な
資
産
の
姿
が
か

い
ま
見
え
て
き
た
︒

こ
れ
ま
で
の
佐
賀
藩
財
政
研
究
は
膨
大
な
蓄
積
が
あ

(

)
る
︒
お
お
よ
そ
化
政
期
を
財
政

10

危
機
の
時
代
と
設
定
し
︑
そ
の
克
服
の
た
め
︵
さ
ら
に
は
﹁
封
建
制
再
編
﹂
な
ど
の
た

め
︶
に
﹁
天
保
改
革
﹂
が
実
施
さ
れ
︑
そ
の
後
の
諸
改
革
の
成
果
と
あ
わ
せ
︑
佐
賀
藩

が
い
わ
ゆ
る
﹁
西
南
雄
藩
﹂
と
し
て
﹁
薩
長
土
肥
﹂
体
制
の
一
員
と
な
る
原
動
力
と
な
っ

た
︑
と
い
う
理
解
で
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
理
解
に
従
え
ば
︑
前
述

の
筆
者
の
佐
賀
藩
資
産
に
関
す
る
指
摘
も
︑﹁
天
保
改
革
﹂
後
の
佐
賀
藩
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
︑
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

し
か
し
な
が
ら
本
稿
で
は
︑﹁
天
保
改
革
﹂
以
前
よ
り
︑
佐
賀
藩
は
膨
大
な
資
産
を
抱

え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
主
張
を
展
開
す
る
︒
こ
れ
は
先
稿
で
述
べ
た
︑
萩

藩
の
幕
末
諸
改
革
に
関
す
る
︑
﹁﹁
財
政
窮
乏
↓
改
革
﹂
で
は
な
く
︑
﹁
強
大
な
経
済
力

を
︑
如
何
に
そ
の
時
の
政
治
課
題
に
即
し
て
活
用
す
る
か
﹂
が
︑
幕
末
萩
藩
の
大
き
な

課
題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
主
張
と
論
旨
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
︑
換

言
す
れ
ば
︑
天
保
以
前
の
藩
財
政
の
再
評
価
を
試
み
た
い
︒
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一
︑
﹁
大
目
安
﹂
概
要
と
繰
越
銀
米
の
従
来
評
価
に
つ
い
て

ま
ず
︑﹁
大
目
安
﹂
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
︒﹃
鍋
島
家
文
庫
﹄
に
は
︑
享
保
一
〇
︵
一

七
二
五
︶︑
一
一
︑
宝
暦
元
︵
一
七
五
一
︶︑
八
︑
一
〇
︑
一
二
︑
明
和
元
︵
一
七
六
四
︶

～
安
政
四
︵
一
八
五
七
︶
の
各
年
度
︵
そ
の
年
の
一
〇
月
～
翌
年
九
月
︶
の
﹁
大
目
安
﹂

が
遺
っ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
本
稿
で
は
︑
続
い
て
遺
っ
て
い
る
明
和
元
～
安
政
四
年
の

九
四
年
分
を
中
心
に
検
討
し
︑
そ
れ
以
前
の
分
は
適
宜
参
照
す
る
︒

﹁
大
目
安
﹂
は
︑
収
入
・
支
出
の
順
に
記
載
さ
れ
る
︒
収
入
に
は
年
貢
な
ど
の
純
収
入

の
ほ
か
︑
借
銀
米
や
前
年
度
か
ら
の
繰
越
銀
米
が
含
ま
れ
る
︒
一
方
支
出
に
は
︑
藩
政

支
出
や
藩
主
家
の
生
活
費
な
ど
の
経
常
支
出
の
ほ
か
︑
借
銀
米
の
返
済
も
含
ま
れ
る
︒

年
度
に
よ
っ
て
違
い
が
み
ら
れ
る
の
が
︑
収
入
か
ら
支
出
を
差
し
引
い
て
生
じ
た
残

銀
米
の
扱
い
で
あ
る
︒
享
保
一
〇
︑
一
一
年
は
︑
例
え
ば
前
者
で
は
銀
四
貫
余
︑
米
二

二
石
余
の
残
銀
米
が
生
じ
︑
そ
れ
は
﹁
此
年
御
遣
方
積
前
之
内
余
銀
余
米
︑
御
懸
硯
方

江
相
納
申
候
﹂
と
︑
佐
賀
藩
の
特
別
会
計
の
ひ
と
つ
で
あ
る
懸
硯
方
︵
詳
細
は
後
述
︶

に
移
さ
れ
︑
翌
年
に
は
繰
り
越
さ
れ
て
い
な
い
︒
次
に
宝
暦
元
年
は
︑
収
入
・
支
出
額

が
一
致
し
︑
全
く
残
銀
米
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
銀
の
場
合
は
支
出
項
目
に
﹁
御

遣
料
残
銀
ニ
付
︑
引
分
方
江
被
相
付
候
﹂
と
し
て
三
〇
一
五
貫
余
が
計
上
さ
れ
て
お
り
︑

残
余
分
は
引
分
方
︵
こ
れ
も
詳
し
く
は
後
述
︶
に
移
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
米
は
︑
や
は

り
支
出
項
目
に
﹁
次
年
御
遣
料
之
内
ニ
被
差
出
候
﹂
と
し
て
一
万
三
九
一
六
石
余
が
計

上
さ
れ
︑
翌
年
に
繰
り
越
さ
れ
て
い
る
︒
同
年
の
収
入
項
目
に
﹁
跡
年
御
物
成
之
内
ゟ

被
差
出
候
﹂
と
し
て
一
万
三
〇
九
五
石
余
が
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
年
よ

り
前
か
ら
︑
残
米
は
翌
年
に
繰
り
越
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
宝
暦
八
年
も
︑
銀

一
一
四
四
貫
が
引
分
方
へ
移
さ
れ
た
︒
残
念
な
が
ら
二
年
分
だ
け
し
か
確
認
で
き
な
い

が
︑
両
年
と
も
千
貫
単
位
の
銀
が
一
般
会
計
か
ら
引
分
方
へ
移
さ
れ
て
お
り
︑
少
な
く

と
も
両
年
に
挟
ま
れ
た
宝
暦
二
～
七
年
も
同
様
の
処
理
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と

す
れ
ば
︑
多
額
の
資
金
が
引
分
方
へ
蓄
積
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒
こ
こ
ま
で
の
検
討
を

ま
と
め
て
お
く
と
︑
﹁
享
保
一
〇
︑
一
一
年
↓
残
銀
米
と
も
特
別
会
計
へ
﹂︑
﹁
宝
暦
元
︑

八
年
↓
残
銀
は
支
出
扱
い
で
特
別
会
計
へ
︑
残
米
は
支
出
扱
い
で
翌
年
へ
繰
越
︵
宝
暦

八
年
は
米
の
繰
越
な

(

)
し
︶﹂
と
な
る
︒

11

宝
暦
一
〇
年
に
な
る
と
︑
残
米
に
つ
い
て
は
宝
暦
元
年
と
変
わ
ら
な
い
が
︑
残
銀
に

つ
い
て
は
︑
大
き
く
異
な
る
︒
収
入
か
ら
支
出
を
差
し
引
い
た
上
で
残
銀
九
六
五
四
貫

余
を
計
上
し
︑
そ
れ
は
﹁
次
年
目
安
書
載
可
仕
候
﹂
と
︑
翌
年
へ
繰
り
越
さ
れ
て
い
る
︒

同
年
の
収
入
項
目
に
前
年
残
銀
繰
越
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
こ
う
し
た
処
理
方

式
は
︑
こ
の
年
か
ら
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
宝
暦
一
二
年
及
び
明
和
元
年
以
降

も
︑
残
銀
は
同
様
の
処
理
が
な
さ
れ
た
︒
残
米
は
︑
宝
暦
一
〇
年
以
前
と
同
様
の
処
理

が
続
い
た
が
︑
天
明
元
年
よ
り
残
銀
同
様
の
処
理
と
な
っ
た
︒
以
下
︑
翌
年
に
繰
り
越

さ
れ
た
残
銀
米
を
﹁
繰
越
﹂
と
す
る
が
︑
米
の
場
合
︑
天
明
元
年
よ
り
前
の
分
は
︑
支

出
項
目
に
計
上
さ
れ
た
翌
年
繰
越
分
を
含
め
て
い
る
︒

そ
れ
で
は
明
和
元
年
以
降
︑
毎
年
ど
れ
く
ら
い
の
繰
越
を
計
上
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒

グ
ラ
フ
１
は
︑
繰
越
銀
米
の
推
移
で
あ
る
︒
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
毎
年
多
額

の
繰
越
を
計
上
し
︑
特
に
文
政
期
︑
銀
は
四
万
貫
を
超
え
て
い
る
︒
こ
の
数
字
を
み
れ

ば
︑
佐
賀
藩
財
政
は
非
常
に
潤
沢
だ
っ
た
よ
う
に
も
み
え
る
が
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
史

で
は
︑
あ
く
ま
で
財
政
窮
乏
が
強
調
さ
れ
て
き
た
︒

そ
の
理
由
は
︑
繰
越
の
評
価
で
あ
る
︒
芝
原
拓
自
氏
は
︑
繰
越
銀
米
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
評
価
さ
れ
︑
そ
れ
が
佐
賀
藩
研
究
の
な
か
で
定
説
と
化
し
て
き
た
︒

未
支
出
銀
米
残
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
天
保
初
期
以
前
に
特
徴
的
な
多
額
な
未

続 藩財政再考
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支
出
銀
米
と
は
︑
総
収
入
が
総
支
出
を
大
き
く
上
ま
わ
っ
た
残
額
の
表
示
で
あ

り
︑
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
翌
年
度
の
総
収
入
の
一
部
に
繰
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
か

ら
︑
残
額
の
大
き
さ
は
︑
一
見
そ
れ
だ
け
財
政
的
余
裕
を
物
語
る
か
に
み
え
る
︒

だ
が
︑
こ
の
残
額
は
︑
も
と
も
と
各
年
と
も
﹁
但
諸
役
御
遣
料
残
︑
偖
又
御﹅

借﹅

銀﹅

米﹅

御﹅

借﹅

居﹅

并﹅

諸﹅

渡﹅

滞﹅

︑
都
而
右
之
員
数
次
年
目
安
書
載
﹂
と
の
但
し
書
つ
き
の
も

の
で
あ
っ
て
︑
天
保
九
年
に
は
そ
の
滞﹅

り﹅

分﹅

の
明
細
ま
で
が
付
紙
に
記
載
さ
れ
て

い
る
︒
だ
か
ら
実
は
︑
未
支
出
銀
米
残
と
は
︑
支
出
・
借
銀
払
な
ど
の
非
円
滑
・

累
積
を
示
す
だ
け
で
あ
っ
て
︑
文
政
・
天
保
初
年
ほ
ど
財
政
上
の
悪
循
環
を
強
く

表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︵
傍
点
原
文
マ
マ
︑
傍
線
筆

(

)
者
︶

12

芝
原
氏
は
こ
の
よ
う
に
︑
繰
越
銀
米
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
︑﹁
財
政
上
の
悪
循
環
﹂

を
示
し
て
い
る
︑
と
評
価
し

(

)
た
︒
こ
の
定
説
に
従
い
︑
多
く
の
佐
賀
藩
研
究
で
︑
繰
越

13

銀
米
の
増
加
︵
減
少
)
＝
財
政
悪
化
︵
好
転
︶︑
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
︒

こ
う
し
た
評
価
の
根
拠
は
︑
引
用
中
に
も
あ
る
﹁
但
諸
役
御
遣
料
残
︑
偖
又
御
借
銀

米
御
借
居
并
諸
渡
滞
︑
都
而
右
之
員
数
次
年
目
安
書
載
﹂
と
い
う
一
文
で
あ
る
︒
こ
れ

は
︑
例
え
ば

残
銀
六
千
七
百
拾
四
貫
弐
百
拾
三
匁
五
分

米
九
万
七
千
三
百
七
拾
弐
石
八
斗
四
升
四
合

但
諸
役
々
御
遣
料
残
︑
扨
又
御﹅

借﹅

銀﹅

御﹅

借﹅

居﹅

并﹅

諸﹅

渡﹅

方﹅

滞﹅

︑
都
而
右
之
員
数

余
銀
米
ニ
相
成
申
候
︑
次
年
目
安
ニ
書
載
仕
差
上
可
申
候
︵
傍
点
筆
者
︶

こ
の
よ
う
に
︑
毎
年
の
繰
越
銀
米
に
添
え
ら
れ
た
但
書
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
傍
点
部

分
に
芝
原
氏
は
注
目
し
︑
前
述
の
よ
う
な
評
価
に
た
ど
り
着
い
た
︒

伊 藤 昭 弘

4

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

明和元年 安永２年 天明２年 寛政３年 寛政12年 文化６年 文政元年 文政10年 天保７年 弘化２年 安政元年
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

【グラフ１】

残（銀）
残（米）

米

石

銀

貫



し
か
し
な
が
ら
︑
筆
者
は
次
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
い
た
︒
ま
ず
︑
繰
越
銀
米
が
多
け

れ
ば
多
い
ほ
ど
﹁
財
政
上
の
悪
循
環
﹂
を
示
す
よ
う
な
会
計
処
理
シ
ス
テ
ム
と
は
︑

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
論
理
で
形
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
点
︒
筆
者
は

ど
う
し
て
も
︑
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
︵
筆
者
が
会
計
に
関
し
て

無
知
な
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
︶︒
次
に
前
述
の
但
書
︑
確
か
に
傍
点
部
だ
け
を
み
れ

ば
芝
原
氏
の
よ
う
な
評
価
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
の
前
の
部
分
︑﹁
諸
役
御
遣

料
残
﹂
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
れ
を
素
直
に
読
め
ば
︑﹁
藩
政
の
諸

役
が
支
出
し
た
後
の
残
銀
米
﹂
と
な
り
︑
芝
原
氏
が
記
す
と
こ
ろ
の
﹁
財
政
的
余
裕
﹂

に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

二
︑
繰
越
銀
米
の
再
評
価

こ
う
し
た
疑
問
を
解
く
た
め
に
︑
繰
越
銀
米
の
再
評
価
を
試
み
た
い
︒
ま
ず
︑﹁
大
目

安
﹂
の
構
造
に
つ
い
て
も
う
一
度
確
認
を
し
て
お
き
た
い
︒
前
述
の
よ
う
に
︑﹁
大
目

安
﹂
に
は
借
銀
の
借
入
・
返
済
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
借
入
額
は
あ
く
ま
で
そ
の

年
の
新
規
借
入
の
み
で
︑
前
年
ま
で
の
借
入
未
返
済
分
に
加
え
ら
れ
る
利
息
は
含
ま
れ

て
い
な
い
︒
一
方
で
︑
返
済
に
は
利
息
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
単
純
に
毎
年
の

借
入
・
返
済
額
を
差
し
引
き
し
て
積
み
上
げ
て
も
︑
佐
賀
藩
の
借
財
増
減
の
実
態
に
は

結
び
つ
か
ず
︑
そ
れ
は
別
途
借
銀
に
関
わ
る
﹁
大
目
安
﹂
が
作
成
さ
れ
︑
そ
こ
で
管
理

さ
れ
て
い
た
︒

次
に
﹁
諸
渡
滞
﹂
す
な
わ
ち
未
払
銀
米
だ
が
︑

口
達

銀
壱
万
六
千
八
百
五
拾
五
貫
九
百
八
拾
壱
匁
弐
分

右
は
此
節
差
上
候
安
永
弐
年
巳
十
月
よ
り
同
三
年
午
九
月
迄
之
大
目
安
向
残
銀
と

書
載
仕
置
候
︑
右
銀
之
儀
御
借
銀
御
借
居
偖
又
諸
渡
方
相
滞
候
ニ
付
︑
役
々
よ
り

右
滞
銀
高
銀
蔵
え
書
出
候
ニ
付
︑
銀
蔵
目
安
前
は
余
銀
ニ
相
成
候
得
共
︑
一
体
は

御
渡
不
足
ニ
て
御
座
候
︑
大
目
安
ニ
ハ
細
砕
書
載
難
仕
候
ニ
付
︑
此
段
御
達
仕
置

候
︑
以
上

申
十
月
廿
一
日

石
井
縫
殿

こ
れ
は
安
永
二
年
﹁
大
目
安
﹂
に
添
付
さ
れ
た
一
紙
史
料
の
記
述
で
︑
繰
越
銀
米
の

但
書
と
同
様
︑
繰
越
銀
米
＝
｢
財
政
上
の
悪
循
環
﹂
論
の
論
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
︒
文
意
を
み
る
と
︑﹁
銀
一
万
六
千
貫
余
は
﹁
大
目
安
﹂
に
残
銀
と
し
て
計
上
さ

れ
て
い
る
が
︑
そ
の
な
か
に
は
未
返
済
借
銀
や
未
払
を
含
み
︑
う
ち
未
払
に
つ
い
て
は

諸
役
か
ら
申
告
後
の
﹁
銀
蔵
目
安
﹂
ま
で
は
余
銀
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︵﹁
銀
蔵
目

安
﹂
後
＝
残
銀
か
ら
未
払
を
差
し
引
い
た
後
は
︶
支
払
い
不
足
に
陥
る
だ
ろ
う
﹂
と
な

る
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
史
料
か
ら
︑
未
払
い
に
つ
い
て
も
﹁
大
目
安
﹂
と
は
別
の
と
こ
ろ

で
管
理
・
集
計
さ
れ
︑
﹁
銀
蔵
目
安
﹂
で
の
決
算
が
最
終
決
算
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑﹁
銀
蔵
目
安
﹂
で
決
算
さ
れ
た
形
跡
は
﹁
大
目
安
﹂
に
は
見
あ
た
ら
ず
︑

﹁
大
目
安
﹂
に
計
上
さ
れ
た
残
銀
米
は
︑
そ
の
ま
ま
毎
年
全
額
が
翌
年
に
繰
り
越
さ
れ
て

い
る
︒
前
述
の
文
意
で
い
え
ば
︑﹁
余
銀
と
な
っ
て
い
る
﹂
の
と
こ
ろ
ま
で
し
か
︑
毎
年

処
理
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
︒

何
が
言
い
た
い
か
と
い
う
と
︑
と
り
あ
え
ず
﹁
大
目
安
﹂
と
未
返
済
借
財
・
未
払
銀

米
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
だ
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
大
目
安
﹂
か
ら
未
返
済
借
銀
・

未
払
銀
米
の
推
移
は
読
み
取
れ
な
い
︵
当
然
︑
繰
越
額
＝
未
返
済
借
財
・
未
払
銀
米
額

で
は
な
い
︶
し
︑
未
返
済
借
財
・
未
払
銀
米
と
繰
越
︵
﹁
余
銀
﹂︶
の
併
存
は
矛
盾
し
な

い
︒

続 藩財政再考
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こ
の
点
さ
ら
に
検
討
し

た
い
︒
次
に
︑
繰
越
銀
米

の
但
書
の
変
遷
︵
表
１
︶

を
み
よ
う
︒
明
和
元
年
以

降
の
繰
越
の
起
源
は
︑
前

述
の
よ
う
に
宝
暦
一
〇
年

で
あ
る
︒
同
年
の
但
書

は
︑
未
返
済
借
財
・
未
払

銀
米
に
し
か
言
及
し
て
い

な
い
︒
文
意
は
︑﹁
未
返

済
借
銀
や
未
払
銀
米
も
あ

る
の
で
余
銀
に
な
っ
て
い

る
﹂
と
な
る
︒﹁
こ
れ
ら

を
支
払
え
ば
︑
無
く
な

る
﹂
と
の
意
が
込
め
ら
れ

て
い
る
が
︑
換
言
す
れ
ば
﹁
支
払
わ
な
け
れ
ば
︑
余
銀
の
ま
ま
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
︒
こ
の
但
書
は
明
和
元
年
以
降
も
続
き
︑
安
永
九
年
に
変
化
す
る
︒
そ
こ
で

は
︑
未
返
済
借
財
・
未
払
銀
米
に
﹁
其
外
﹂
と
付
け
加
え
ら
れ
︑
さ
ら
に
﹁
御
渡
方
滞

銀
︵
未
返
済
借
銀
・
未
払
銀
米
を
あ
わ
せ
た
意
か
︶
丈
ケ
﹂
は
﹁
御
不
足
銀
﹂
で
あ
る

︵
本
来
支
払
う
べ
き
︑
と
い
う
意
だ
ろ
う
︶
と
し
て
お
り
︑﹁
其
外
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
御

不
足
銀
﹂
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
翌
天
明
元
年
よ
り
︑
芝
原
氏
が
引
用
し
た

但
書
に
な
る
︒
前
述
の
﹁
諸
役
御
遣
料
残
﹂
が
加
え
ら
れ
た
︵
安
永
九
年
の
﹁
其
外
﹂

に
相
当
か
︶
点
と
︑﹁
御
不
足
銀
﹂
な
ど
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
表
現
が
無
く
な
っ
て
い
る
点

に
留
意
し
た
い
︒
こ
の
但
書
が
長
年
続
い
た
後
︑
天
保
八
年
に
は
︑
未
返
済
借
財
に
つ

い
て
の
記
載
が
消
え
る
︒
た

だ
︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
借
財

が
ゼ
ロ
に
な
っ
た
︑
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

大
き
く
変
化
す
る
の
が
嘉

永
五
年
で
あ
る
︒
未
払
銀
米

も
あ
る
が
︑﹁
御
参
勤
片

(マ
マ
)

御

備
・
御
家
中
御
囲
米
・
御
国

江
戸
大
坂
深
堀
御
備
銀
米
﹂

と
︑﹁
備
﹂
銀
米
の
存
在
に
詳

し
く
言
及
し
て
い
る
︒
翌
嘉

永
六
年
は
︑
繰
越
の
内
容
が

判
明
す
る
︵
表
２
︶︒
番
号

１
︑
４
の
﹁
三
家
御
役
備
其

外
﹂︑

︑

は
︑
特
定
目
的

10

11

の
た
め
の
備
蓄
で
あ
り
︑
本

来
は
そ
れ
以
外
に
使
用
で
き

な
い
も
の
︑
２
︑
３
︑
４
の

﹁
深
堀
御
囲
米
渡
滞
引
付
﹂︑

は
︑
支
出
目
的
が
決
ま
っ

13

て
い
る
も
の
の
先
送
り
し
た
未
払
銀
米
︑
５
～
９
︑

は
︑﹁
諸
役
御
遣
料
残
﹂
や
支
出

12

へ
の
備
え
︑
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
全
て
が
自
由
に
遣
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
銀

七
二
九
三
貫
余
︑
米
五
一
六
三
石

(

)
余
が
︑
実
際
に
藩
の
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

14

を
示
し
て
い
る
︒
嘉
永
五
年
但
書
は
︑
こ
う
し
た
状
況
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
と
い

伊 藤 昭 弘
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無し宝暦10年

収入項目の記載年 「残」の但書

御借銀御借居并諸渡方滞銀相納候ニ付余銀相
成申候、次年目安書載可仕候

御借銀御借居并諸渡方滞銀相納候付余銀相成
申候、次年目安書載可仕候

御借銀御借居并諸渡方滞銀其外相納候ニ付、
御余銀之躰ニ者御座候得共、右御渡滞銀丈ケ
者御不足銀ニ而御座候、次年大目安書載可仕
差上可申候

諸役々御遣料残、扨又御借銀御借居并諸渡方
滞、都而右之員数余銀米ニ相成申候、次年目安
書載仕差上可申候

諸役所御遣料残、偖又諸渡滞、都而右之員数次
年目安山書載仕可差上候

御参勤片御備・御家中御囲米・御国江戸大坂深
堀御備銀米、偖又諸渡滞其外、都而右之員数次
年目安山ニ書載仕可差上候

諸役御遣料残、偖又諸渡滞其外、都而右之員数
次年目安山書載仕可差上候

表１

跡年大目安書載仕置候残銀米納安政４年

跡年大目安書載仕置候残銀米納嘉永５年

跡年大目安書載仕置候残銀米納天保８年

跡年大目安ニ書載仕置候残銀納天明元年

跡年大目安書載仕置候御借銀御
借居并諸渡方滞銀等相納、余銀
相成候ニ付納

安永９年

跡年大目安ニ書載仕置候御借銀
御借居并諸渡方借銀相納、余銀
相成候ニ付納

宝暦12年

御家中囲米其外１

項 目番号
米(石）

0

表２ 嘉永６年繰越内訳

丑より寅、諸郷村御戴候様馬渡礼太夫其外取替之筈、書載之銀数切筈を以請込
候様と有之、如斯御座候、追而寅秋銀蔵・我々役内目安相立、払方可相加候

13

三ノ御丸御囲米11

次役石井源右衛門其外より之たし切を、筈ニ而向送前９

御膳米７

御囲米京都弐万五千石御売捌相成候、備当用５

丑より寅、増俵銭銀御取納之内御懸硯方御旧借之筋江御返済用、向送３

註：小数点以下は表示せず。「米」の合計は内訳と一致しないが、そのまま記載。

12

10

８

６

４

２

合計

御献上方

米筈調銀

江戸御備米

大坂上米方

深堀御囲米渡滞引付、三家御役備其外

大坂銀主向ニ相懸候御取替筋、於彼地御旧借之内ニ御差引相成候通相決被置候
ニ付、上銀手数被相整度相達之米、向送

5,162

銀(貫）

7,292

1,856

52

2,047

2,115

1,113

53

53

4381,814

10

809

945

65

73

白米 山白米 米 赤米

4



え
る
だ
ろ
う
︒

繰
越
の
内
容
が
判
明
す
る
年
は
︑

嘉
永
六
年
の
ほ
か
︑
天
明
二
年
︑
天

保
八
︑
九
年
の
四
ヶ

年
に
限
ら
れ

る
︒
そ
の
う
ち
天
保
九
年
は
︑
前
の

引
用
部
分
で
芝
原
氏
が
﹁
滞
り
分
の

明
細
﹂
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
筆
者

は
芝
原
氏
の
よ
う
な
理
解
は
採
ら

ず
︑
あ

く

ま

で

﹁
資
産
と
し
て
の

繰
越
銀
米
﹂
の
内

訳
と
し
て
考
え

る
︒ま

ず
天
明
二
年

︵
表
３
︶
は
銀
が

﹁
新
古
引
合
詰
﹂

︵
新
銀
・
古
銀
を

あ
わ
せ
て
︑
と
い

う
意
だ
ろ
う
か
︶

及

び
﹁
大

坂

銀

方
﹂
の
﹁
向
役
送
り
﹂︵
来
年
度
へ
の
持
ち
越
し
︶
が
三
千
貫
以
上
と
な
っ
て
い
る
︒
前

者
の
詳
細
は
不
明
だ
が
︑
後
者
か
ら
︑
繰
越
銀
米
の
多
く
が
資
金
調
達
の
中
心
地
で
あ

る
大
坂
に
蓄
積
さ
れ
︑
必
要
に
応
じ
︑
国
元
・
江
戸
に
送
金
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒

米
は
国
元
の
﹁
米
蔵
役
﹂
で
大
半
が
蓄
積
さ
れ
︑
そ
の
他
大
坂
廻
米
の
残
余
が
計
上
さ

れ
て
い
る
︒
天
保
八
︵
表
４
︶
︑
九
年
︵
表
５
︶
は
︑
両
年
と
も
﹁
大
坂
銀
方
﹂
が
最
も

多
く
︑﹁
銀
蔵
﹂︵
国
元
︶
︑﹁
仕
退
元
〆
方
﹂︵
江
戸
か
︶
の
三
部
局
で
ほ
と
ん
ど
を
占
め

て
お
り
︑
天
明
二
年
の
状
況
と
さ
ほ
ど
変
化
し
て
い
な
い
︒
た
だ
残
米
高
が
激
減
し
て

お
り
︑
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
︒
前
述
の
嘉
永
六
年
の
事
例
は
︑
記
載
内
容
が
異
な

る
︵
天
保
九
年
ま
で
は
ど
こ
に
あ
る
か
／
ど
こ
が
保
有
し
て
い
る
か
︑
嘉
永
六
年
は
何

の
た
め
に
蓄
積
し
て
い
る
か
︑
を
記
載
し
て
い
る
︶
の
で
︑
項
目
の
比
較
は
で
き
な
い
︒

以
上
み
る
か
ぎ
り
︑
芝
原
氏
そ
の
他
の
先
行
研
究
が
取
り
上
げ
て
き
た
﹁
偖
又
御
借

銀
米
御
借
居
并
諸
渡
滞
︑
都
而
右
之
員
数
次
年
目
安
書
載
﹂
は
︑
何
度
か
変
化
す
る
﹁
大

目
安
﹂
繰
越
但
書
の
ご
く
一
部
で
あ
り
︑
そ
れ
だ
け
を
以
て
繰
越
を
評
価
す
る
の
は
好

ま
し
く
な
い
︒
逆
に
嘉
永
五
年
但
書
の
﹁
御
参
勤
片
御
備
・
御
家
中
御
囲
米
・
御
国
江

戸
大
坂
深
堀
御
備
銀
米
﹂
の
み
に
注
目
す
る
と
い
う
恣
意
的
な
方
法
を
と
れ
ば
︑﹁
繰
越

の
多
く
は
備
銀
米
で
あ
る
︵
そ
れ
だ
け
佐
賀
藩
財
政
は
余
裕
が
あ
る
︶﹂
と
い
う
評
価
も

続 藩財政再考

伊 藤 昭 弘
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14銀蔵役内残銀向役送り前

銀(貫)項 目

0

米(石)

69,589

97,372

註：小数点以下は表示せず。

表３ 天明２年繰越内訳

維厳院様小遣方右同

龍章院様右同

13

16

6,714計

93江戸元〆方残銀右同

76御側御米方残銀右同

米蔵役内向送り前

3,334新古引合詰之上右同

大坂銀方右同 3,165

大坂上米方残米右同

深堀残銀米 0

27,679

102

御膳米向送り

銀(貫)項 目 定銀(貫)

0

47

表４ 天保８年繰越内訳

十五御茶や臨時向送り

御広式向送 17

162

米(石)

15,720計

2深堀元〆方

0右閏月右同

271御米方右同

御馬方右同

銀蔵

14

2,281

600

9

大坂銀方

京都納戸

10,459

6

37

江戸元〆方右同 368

右同 100

仕退元〆方 2,205

1,814

1,036

註：小数点以下は表示せず。

江戸元〆方御国下銀 6

御牧方右同

米蔵

銀(貫)項 目 定銀(貫)

0

4

表５ 天保９年繰越内訳

定姫様臨時

御広式 22

254

米(石)

6銀蔵但御火返方入具ニ付向送り

3右同大坂上銀之前且又元〆方受込ニ加ル

2,382銀蔵

御馬方

0御衣裳納戸

銀蔵・亥・子大納戸渡

14

254

江戸元〆方御国下銀

仕退元〆方右同

62

507

仕退元〆方 672

大坂銀米 5,940

京都納戸 6

御牧方 39

深堀元〆方 104 936

右同 7

御米方 120

江戸元〆方 457

江戸元〆方・亥・子大納戸渡り 13

御膳米 150

諸整方 1

計 10,571 43 1,356

註：小数点以下は表示せず。

御納戸・亥秋銀蔵へ 1

江戸元〆方御国下銀 6



可
能
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
観
点
で
み
れ
ば
︑﹁
偖
又
⁝
﹂
と
﹁
御
参
勤
片
⁝
﹂
は

矛
盾
し
な
い
︒
繰
越
銀
米
に
つ
い
て
︑
前
者
は
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
右
側
の
視
点
で
捉

え
た
見
方
︵
資
金
を
ど
う
調
達
し
た
か
︶
で
あ
り
︑
後
者
は
左
側
の
視
点
︵
資
金
を
ど

う
使
っ
た
か
︶
に
基
づ
い
て
い
る
︒
そ
の
た
め
筆
者
と
し
て
は
︑
繰
越
は
銀
米
の
か
た

ち
で
佐
賀
藩
の
手
元
に
あ
っ
た
資
産
だ
っ
た
︵
仮
に
そ
の
調
達
が
借
財
や
未
払
に
よ
る

と
し
て
も
︶︑
と
改
め
て
位
置
づ
け
た
い
︒

三
︑
繰
越
銀
米
の
分
析

本
章
で
は
︑
繰
越
銀
米
の
内
実
を
よ
り
詳
し
く
検
討
し
た
い
︒
繰
越
の
原
資
は
︑
そ

の
但
書
に
よ
れ
ば
︑
藩
政
諸
役
所
の
遣
い
残
り
︑
借
銀
未
返
済
分
︑
未
払
分
の
三
つ
と

な
る
︒
そ
の
う
ち
未
払
分
の
総
量
や
そ
の
推
移
な
ど
の
概
要
に
つ
い
て
は
︑
前
述
の
通

り
﹁
大
目
安
﹂
か
ら
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
借
銀
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
総
量
は

や
は
り
﹁
大
目
安
﹂
で
は
分
か
ら
な
い
が
︑
繰
越
と
の
関
係
︵
借
入
│
返
済
が
プ
ラ
ス

な
ら
繰
越
増
加
︑
マ
イ
ナ
ス
な
ら
繰
越
減
少
に
つ
な
が
る
︶
は
分
か
る
︒
さ
ら
に
︑
前

章
で
も
触
れ
た
特
別
会
計
・
引
分
方
に
か
か
る
収
支
項
目
が
あ
り
︑
そ
れ
を
別
枠
と
し

た
︒
す
な
わ
ち
︑
毎
年
の
収
支
を
﹁
経
常
収
支
﹂・﹁
借
入
収
支
﹂・﹁
特
会
収
支
﹂︵
特
別

会
計
内
の
収
支
で
は
な
く
︑
特
別
会
計
と
一
般
会
計
間
の
銀
米
の
出
入
︶
の
三
つ
に
分

け
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
増
減
の
把
握
︵
そ
の
総
計
が
︑
繰
越
に
反
映
さ
れ
る
︶
を
試
み
た
い
︒

な
お
便
宜
上
︑
明
和
元
年
の
期
首
段
階
を
ゼ
ロ
と
す
る
︒
ま
た
︑
全
九
四
年
を
八
年
ご

と
に
一
二
期
に
分
け
︵
最
終
期
は
六
年
︶︑
各
期
の
一
ヶ
年
あ
た
り
平
均
値
を
検
討
す

る
︒ま

ず
経
常
収
支
の
推
移
を
み
よ

(

)
う
︵
グ
ラ
フ
２
︶︒
第
一
期
～
第
五
期
︑
第
九
期
～
第

15
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【グラフ２】
銀

貫



一
二
期
が
黒
字
︑
間
の
六
～
八
期
が
赤
字
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
最
初
の
黒
字
の

時
期
が
治
茂
︑
赤
字
の
時
期
が
斉
直
︑
後
の
黒
字
の
時
期
が
直
正
と
︑
ほ
ぼ
藩
主
の
治

世
期
間
と
一
致
す
る
︒
佐
賀
藩
研
究
に
お
い
て
︑
一
般
的
に
治
茂
は
中
興
の
祖
と
し

て
︑
直
正
は
幕
末
佐
賀
藩
の
中
心
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
︑
一
方
斉
直
は
︑
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
奢
侈
・
放
漫
財
政
と
い
っ
た
見
方
で
描
か
れ
る
︵
斉
直
の
治
世
時
に
は
︑
久

留
米
藩
と
の
漁
場
紛
争
や
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
︑
空
米
切
手
事
件
な
ど
︑
多
大
な
出
費

が
生
じ
た
と
み
ら
れ
る
事
件
が
頻
発
し
た
面
も
あ
る
︶︒﹁
大
目
安
﹂
経
常
収
支
を
み
た

限
り
︑
概
ね
従
来
的
な
見
方
と
一
致
し
た
結
果
と
な
っ
た
︒

な
お
︑
七
︑
八
期
は
収
入
・
支
出
と
も
膨
ら
ん
で
い
る
︒
こ
れ
は
収
入
で
は
︑
翌
年

の
収
入
を
一
部
繰
り
上
げ
て
記
載
し
た
り
︵
こ
の
分
は
︑
翌
年
の
﹁
大
目
安
﹂
で
支
出

と
し
て
補
填
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
翌
年
支
出
の
増
加
に
つ
な
が
る
︶︑
特
会
の
ひ
と

つ
で
あ
る
銀
蔵
の
﹁
備
銀
﹂
一
万
三
一
四
三
貫
余
を
組
み
込
む
︵
文
政
四
年
︶
と
い
っ

た
処
理
が
な
さ
れ
た
た

(

)
め
で
︑
新
た
な
税
源
な
ど
大
き
な
増
収
が
発
生
し
た
わ
け
で
は

16

な
い
︒
支
出
は
︑
前
述
の
諸
事
件
の
ほ
か
︑
収
入
繰
り
上
げ
の
処
理
や
︑
藩
札
の
回
収

費
用
一
万
九
八
四
三
貫
余
︵
文
政
四
年
︶
と
い
っ
た
項
目
が
計
上
さ
れ
て
お
り
︑
支
出

全
体
の
増
加
に
結
果
し
て
い
る
︒

次
に
︑
借
入
収
支
を
検
討
す
る
︵
グ
ラ
フ
３
︶
︒
再
度
確
認
し
て
お
く
が
︑
こ
の
検
討

結
果
は
佐
賀
藩
借
財
高
と
は
結
び
つ
か
な
い
︒
し
か
し
︑
経
常
収
支
の
黒
字
を
何
に

遣
っ
た
か
︑
も
し
く
は
赤
字
を
何
で
穴
埋
め
し
た
の
か
︑
を
知
る
た
め
︑
さ
ら
に
﹁
大

目
安
﹂
繰
越
銀
米
の
内
実
を
知
る
た
め
に
は
有
効
で
あ
る
︒
経
常
収
支
の
検
討
に
よ

り
︑
藩
主
の
治
世
ご
と
に
傾
向
が
分
か
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
︑
借
入
収
支
の
推
移

も
藩
主
の
治
世
に
あ
わ
せ
て
み
る
と
︑
治
茂
期
は
第
二
期
を
除
い
て
返
済
が
借
入
を
上

回
っ
て
い
る
︒
次
に
斉
直
期
は
︑
経
常
収
支
が
赤
字
だ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
第
七
︑

八
期
で
返
済
が
上
回
っ
て
い
る
︒
直
正
期
も
︑
概
ね
返
済
が
上
回
っ
て
お
り
︑
ほ
ぼ
全

続 藩財政再考
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期
を
通
し
て
︑
過
剰
に
借
入
に
依
存
し
た
状
況
は
見
受
け
ら
れ
な
い
︒
た
だ
し
︑
斉
直

期
は
返
済
が
上
回
っ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
借
入
が
毎
年
か
な
り
の
高
と
な
っ
て
お

り
︑
そ
の
利
子
負
担
は
相
当
の
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
︒
一
方
で
︑
毎
年
そ
れ
だ
け
の
借

入
が
可
能
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
佐
賀
藩
の
信
用
力
の
高
さ
を
窺
わ
せ
る
︒

続
い
て
特
会
収
支
を
み
よ
う
︵
グ
ラ
フ
４
︶︒
特
会
収
支
と
し
て
集
計
し
た
引
分
方

関
連
の
項
目
は
天
明
元
年
か
ら
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
第
三
期
の
途
中
か
ら
と
な
る
︒
一

見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
︑
斉
直
期
の
﹁
入
﹂︵
特
会
↓
一
般
会
計
︶
と
︑
直
正
期
の
う
ち

第
九
期
の
﹁
出
﹂︵
一
般
会
計
↓
特
会
︶
の
多
さ
が
際
立
っ
て
い
る
︒

こ
の
点
︑
詳
し
く
み
て
み
よ
う
︒
ま
ず
斉
直
期
の
﹁
入
﹂
の
多
さ
だ
が
︑
具
体
的
に

は
文
化
一
二
年
が
銀
二
万
五
六
七
八
貫
余
︵
米
銀
合
計
︶
と
突
出
し
︑
さ
ら
に
文
政
三

～
五
年
は
六
千
貫
台
で
推
移
し
て
い
る
︒
そ
の
理
由
は
不
明
だ
が
︑
文
化
一
二
年
に
つ

い
て
は
︑
大
坂
で
発
生
し
た
佐
賀
藩
蔵
屋
敷
空
米
切
手
事
件
の
翌
年
で
あ
る
︒
支
出
の

増
加
を
見
込
ん
で
︑
も
し
く
は
事
件
に
乗
じ
て
︑
特
会
か
ら
一
般
会
計
へ
資
金
を
移
し

た
︑
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
一
方
直
正
期
で
は
︑
天
保
五
年
が
銀
二
万
八
四
三

二
貫
余
の
﹁
出
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
や
は
り
突
出
し
て
い
る
︒
こ
の
年
度
は
︑
佐
賀
城

二
の
丸
焼
失
を
契
機
と
し
て
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
天
保
改
革
﹂
が
本
格
化
し
た
と
さ
れ
る
天

保
六
年
の
大
半
を
含
む
︒
直
正
は
改
革
本
格
化
に
際
し
︑
一
般
会
計
か
ら
特
会
へ
資
金

を
移
し
︑
自
ら
の
裁
量
で
活
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
と
り
あ

え
ず
の
見
通
し
と
し
て
︑﹁
入
﹂﹁
出
﹂
そ
れ
ぞ
れ
突
出
し
た
理
由
を
推
測
し
て
お
き
た

い
が
︑
そ
の
実
証
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

最
後
に
︑
繰
越
︵
こ
こ
で
は
︑
明
和
元
年
の
期
首
を
ゼ
ロ
と
し
て
い
る
︶
及
び
経
常

収
支
・
借
入
収
支
・
特
会
収
支
そ
れ
ぞ
れ
の
累
積
の
推
移
を
︑
ひ
と
つ
の
グ
ラ
フ
に
ま

と
め
て
み
た
い
︵
グ
ラ
フ
５
︶︒
繰
越
と
特
会
収
支
累
積
の
推
移
が
︑
非
常
に
似
通
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
大
目
安
﹂
繰
越
の
推
移
は
︑
特
会
収
支
に
大
き
く

伊 藤 昭 弘
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影
響
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
借
入
収
支
累
積
は
右
肩
下
が
り
で
あ
り
︑
そ
れ
を
経
常

収
支
と
特
会
収
支
で
補
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
く
ど
い
よ
う
だ
が
︑
こ
れ
は
佐
賀
藩
借

財
の
減
少
︑
と
は
結
果
し
な
い
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

四
︑
佐
賀
藩
の
特
別
会
計

﹁
大
目
安
﹂
繰
越
の
推
移
に
︑
特
別
会
計
と
一
般
会
計
間
の
資
金
移
動
が
大
き
く
影
響

し
て
い
た
こ
と
が
︑
前
章
の
検
討
で
判
明
し
た
︒
佐
賀
藩
の
特
会
と
し
て
は
︑
懸
硯
方

が
有
名
で
あ
る
︒
も
と
も
と
は
︑
佐
賀
藩
成
立
当
初
に
小
物
成
収
入
を
藩
財
政
か
ら
分

離
︵
藩
財
政
は
本
年
貢
収
入
中
心
︶
し
て
い
た
が
︑
享
保
期
頃
ま
で
に
は
︑
そ
の
管
理

が
懸
硯
方
に
任
さ
れ
て
い
る
︒
あ
え
て
明
確
に
区
別
す
る
と
︑﹁
大
目
安
﹂
で
管
理
さ
れ

た
一
般
会
計
は
﹁
藩
財
政
﹂
で
︑
懸
硯
方
は
﹁
藩
主
家
財
政
﹂
と
い
え
よ
う
か
︒
た
だ

﹁
大
目
安
﹂
を
み
る
と
︑
藩
財
政
と
懸
硯
方
と
の
間
で
は
︑
ほ
ぼ
恒
常
的
に
資
金
の
や
り

と
り
が
行
わ
れ
て
い
る
︵
藩
財
政
の
補
填
と
し
て
懸
硯
方
資
金
を
移
動
し
た
り
︑
そ
れ

が
返
済
さ
れ
た
り
︑
な
ど
︶︒
ま
た
貞
享
元
年
﹁
諸
算
用
方
付
而
申
渡

(

)
覚
﹂
に
は
︑
残
銀

17

米
は
小
物
成
方
へ
移
す
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
た
︒
懸
硯
方
へ
の
移
動
を
明
記
し
て
い
る

の
は
︑
管
見
で
は
宝
暦
一
一
年
﹁
御
印
帳
御
手

(

)
頭
﹂が
今
の
と
こ
ろ
初
見
で
あ
る
が
︑
前

18

述
の
享
保
一
〇
︑
一
一
年
﹁
大
目
安
﹂
の
事
例
か
ら
︑
少
な
く
と
も
享
保
期
ま
で
に
は

懸
硯
方
が
成
立
し
︑
一
般
会
計
の
残
銀
米
を
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
た

だ
︑
前
述
の
通
り
︑
宝
暦
元
︑
八
年
﹁
大
目
安
﹂
で
は
残
銀
を
引
分
方
に
移
し
て
お
り
︑

﹁
御
印
帳
御
手
頭
﹂
の
規
定
と
一
致
し
な
い
︒
こ
の
点
︑
後
述
し
た
い
︒

小
物
成
と
い
う
恒
常
的
な
収
入
源
を
保
持
し
て
い
る
以
上
︑
ま
た
一
般
会
計
の
残
銀

米
を
蓄
積
し
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
懸
硯
方
は
佐
賀
藩
最
大
の
特
別
会
計
と

み
て
い
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
点
は
︑
こ
れ
ま
で
の
佐
賀
藩
研
究
で
も
再
三
言
及
さ
れ
て
い

続 藩財政再考

伊 藤 昭 弘

11

－80,000

－60,000

－40,000

－20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

特会累積
実質収支累積
借入累積
残

年明
和
３
年

明
和
６
年

安
永
元
年

安
永
４
年

安
永
７
年

天
明
元
年

天
明
４
年

天
明
７
年

寛
政
２
年

寛
政
５
年

寛
政
８
年

寛
政
11
年

享
和
２
年

文
化
２
年

文
化
５
年

文
化
８
年

文
化
11
年

文
化
14
年

文
政
３
年

文
政
６
年

文
政
９
年

文
政
12
年

天
保
３
年

天
保
６
年

天
保
９
年

天
保
12
年

弘
化
元
年

弘
化
４
年

嘉
永
３
年

嘉
永
６
年

安
政
３
年

【グラフ５】
銀

貫



る
︒
た
だ
本
稿
で
は
︑
懸
硯
方
に
つ
い
て
の
分
析
は
行
わ
ず
︑
前
章
ま
で
の
検
討
に
よ

り
︑
宝
暦
元
・
八
年
の
﹁
大
目
安
﹂
の
残
銀
を
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
︑
一
般
会
計
と

の
資
金
移
動
が
︑
一
般
会
計
の
繰
越
銀
米
の
推
移
に
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
︑
の
二
点

が
判
明
し
た
引
分
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒

引
分
方
の
初
見
は
︑
管
見
の
限
り
で
は
前
述
の
宝
暦
元
年
﹁
大
目
安
﹂
で
あ
る
︒
続

く
宝
暦
八
年
﹁
大
目
安
﹂
に
は
︑
資
金
移
動
の
項
目
の
ほ
か
﹁
引
分
方
江
被
相
付
置
候

諸
郷
拝
借
米
取
立
米
不
足
ニ
付
︑
御
蔵
方
ゟ
被
差
出
候
﹂
と
し
て
支
出
米
一
万
四
六
一

石
余
が
計
上
さ
れ
て
い
る
︒
藩
に
よ
る
貸
付
︵
拝
借
米
︶
と
引
分
方
の
関
係
に
つ
い
て

は
︑
明
和
四
年
﹁
御
仕
組
八
ヶ

(

)
条
﹂に
も
﹁
引
分
方
被
相
付
置
候
諸
拝
借
取
替
銀
︑
一
切

19

可
被
相
捨
候
事
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
り
︑
引
分
方
は
︑
佐
賀
藩
が
保
有
し
て
い
た
家
臣
・

領
民
に
対
す
る
債
権
の
管
理
を
担
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
ま
た
前
引
の
宝
暦
八
年

﹁
大
目
安
﹂
の
支
出
項
目
か
ら
︑
引
分
方
に
よ
る
債
権
回
収
が
滞
っ
た
場
合
に
は
︑
一
般

会
計
か
ら
補
填
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
の
ほ
か
﹁
大
目
安
﹂
で
は
︑
天
明
二
年
の
支
出
項
目
に

一
銀
八
千
百
弐
拾
三
貫
弐
百
弐
拾
弐
匁
弐
分

米
壱
万
千
七
百
拾
石
九
斗
六
升
壱
合

但
寛
延
三
年
午
従
十
月
明
和
九
年
辰
九
月
迄
諸
筋
江
取
替
ニ
韻

被
差
出
置
候
銀

米
︑
引
分
方
出
替
を
以
年
々
向
送
り
相
成
居
候
処
︑
依
御
吟
味
出
切
ニ
韻

被
仰

付
候

と
あ
る
︒
但
書
に
つ
い
て
︑
本
稿
で
は
﹁
一
般
会
計
か
ら
支
払
う
べ
き
銀
米
を
引
分

方
が
立
て
替
え
て
い
た
が
︑
今
回
吟
味
に
よ
り
一
般
会
計
か
ら
引
分
方
へ
︑
立
て
替
え

分
を
返
済
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
﹂
と
理
解
し
た
い
︒
ま
た
天
明
七
年
の
支
出
項
目
に

は
︑﹁
引
分
方
役
内
諸
滞
年
々
向
送
り
相
成
居
候
米
︑
御
改
革
ニ
付
出
切
ニ
被
仰
付
候
﹂

と
し
て
米
五
七
一
二
石
余
が
計
上
さ
れ
て
お
り
︑
引
分
方
に
は
︑
一
般
会
計
の
未
払
を

補
填
す
る
機
能
も
あ
っ
た
と
考
え
た

(

)
い
︒
た
だ
︑
こ
う
し
た
﹁
諸
滞
﹂
の
﹁
出
切
﹂
と

20

さ
れ
る
支
出
は
︑
両
年
以
外
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
︒
繰
越
の
但
書
に
あ
っ
た
﹁
諸
渡

方
滞
﹂
は
︑
こ
の
一
般
会
計
未
払
を
指
し
て
い
る
︑
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
今
の
と
こ

ろ
は
確
証
が
な
い
︒

ま
た
﹁
諸
滞
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
天
明
四
年
の
記

(

)
事
に
は
﹁
乍

21

然
御
仕
組
初
ゟ
江
戸
・
上
方
仕
送
を
初
︑
其
外
太
総
之
諸
滞
銀
米
有
之
﹂︵
傍
線
筆
者
︶

と
あ
る
︒﹁
諸
滞
﹂
＝
未
払
銀
米
と
は
︑
例
え
ば
佐
賀
藩
と
取
引
関
係
に
あ
る
商
人
な
ど

藩
の
外
部
に
対
し
て
で
は
な
く
︑
一
般
会
計
か
ら
﹁
江
戸
・
上
方
﹂
ほ
か
諸
役
所
へ
渡

す
銀
米
と
い
う
︑
藩
内
部
で
生
じ
た
未
払
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

(

)
る
︒

22

﹁
大
目
安
﹂
以
外
の
史
料
で
は
︑
明
和
九
年
﹁
御
改
正
御
書

(

)
付
﹂
に
︑﹁
郷
普
請
方
・
引

23

分
方
・
家
中
御
馳
走
方
・
切
地
方
・
祠
堂
銀
方
は
︑
以
前
無
之
新
儀
之
役
所
ニ
候
︑
右

之
内
引
分
方
・
出
米
方
は
先
以
只
今
之
通
ニ
韻

差
置
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒﹁
新
儀
之
役

所
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
段
階
で
は
比
較
的
新
し
い
組
織
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
こ

の
と
き
諸
役
所
の
再
編
が
行
わ
れ
た
が
︑
引
分
方
は
対
象
外
だ
っ
た
︒

﹁
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取
﹂
天
明
元
年
の
記
事
で
は
︑
藩
政
諸
役
所
を
﹁
現
銀
米
取
扱

諸
役
を
引
請
︑
要
之
役
筋
﹂
︑﹁
銀
米
出
入
之
儀
は
︑
是
迄
之
通
郡
目
付
立
会
候
﹂︑﹁
現

銀
米
之
取
扱
不
仕
︑
帳
面
之
取
結
迄
﹂
の
三
種
類
に
分
類
し
て
い
る
が
︑
引
分
方
は
﹁
現

銀
米
之
取
扱
不
仕
︑
帳
面
之
取
結
迄
﹂
に
︑
郷
普
請
方
・
御
石
火
矢
方
・
御
火
矢
方
・

代
官
・
検
者
・
御
馳
走
米
方
・
差
分
地
方
・
祠
堂
銀
方
と
と
も
に
分
類
さ
れ
て
い
る
︒

実
際
の
現
銀
米
出
納
は
行
わ
ず
︑
帳
簿
上
の
み
で
資
金
の
出
入
り
を
管
理
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
︒
恐
ら
く
引
分
方
保
有
の
銀
米
は
︑
国
元
・
大
坂
・
江
戸
の
各
所
で
蓄
積

︵
各
所
で
蓄
積
さ
れ
た
米
銀
に
︑
一
般
会
計
分
・
引
分
方
や
懸
硯
方
な
ど
特
会
分
が
あ
っ

伊 藤 昭 弘
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た
︶
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

(

)
る
︒

24

以
上
が
︑
引
分
方
に
関
す
る
現
段
階
で
の
筆
者
の
分
析
で
あ
り
︑
今
後
よ
り
史
料
の

博
捜
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
こ
で
は
引
分
方
を
︑﹁
多
額
の
銀
米
や
債
権
を

︵
帳
簿
上
︶
管
理
し
た
特
別
会
計
﹂
と
位
置
づ
け
た
い
︒
ま
た
︑
最
後
に
触
れ
て
お
き
た

い
の
が
︑
引
分
方
と
懸
硯
方
の
関
係
で
あ
る
︒
繰
越
銀
米
の
取
扱
に
つ
い
て
︑
規
定
で

は
小
物
成
方
│
の
ち
懸
硯
方
へ
移
す
よ
う
明
記
さ
れ
て
い
た
が
︑
前
述
の
通
り
︑
宝
暦

元
︑
八
年
の
﹁
大
目
安
﹂
で
は
︑
繰
越
銀
が
引
分
方
へ
移
さ
れ
て
い
た
︒
引
分
方
が
﹁
帳

簿
上
で
し
か
銀
米
を
取
り
扱
わ
な
い
組
織
﹂
と
さ
れ
て
い
た
点
と
あ
わ
せ
て
筆
者
が
推

測
す
る
に
︑
引
分
方
と
懸
硯
方
は
︑
実
態
と
し
て
は
一
体
化
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒

例
え
ば
そ
の
た
め
直
正
は
自
身
の
藩
政
改
革
を
本
格
化
さ
せ
る
際
︑
引
分
方
へ
多
額
の

資
金
を
移
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
今
後
の
見
通
し
と
し
て
︑
以
上
の
点
︑
記
し
て
お
き

た
い
︒

お
わ
り
に

本
稿
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
﹁
一
試
論
﹂
と
付
け
た
の
は
︑
関
係
史
料
が
少
な
い
た
め

に
全
容
解
明
が
困
難
な
引
分
方
に
つ
い
て
︑
佐
賀
藩
特
別
会
計
の
ひ
と
つ
と
し
て
定
義

し
た
場
合
︑﹁
大
目
安
﹂
を
通
し
て
佐
賀
藩
財
政
は
ど
の
よ
う
な
姿
に
み
え
る
の
か
︑
と

い
う
試
み
で
あ
る
︑
と
の
意
を
込
め
て
い
る
︒
た
だ
し
例
え
ば
繰
越
銀
米
に
つ
い
て
︑

従
来
通
り
の
理
解
が
正
し
い
と
の
論
理
的
な
反
論
が
あ
れ
ば
︑
本
稿
は
全
く
の
空
論
に

な
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
︒
諸
氏
の
ご
批
判
を
仰
ぎ
た
い
︒

し
か
し
前
述
の
よ
う
に
︑
筆
者
は
ど
う
し
て
も
︑
翌
年
へ
の
繰
越
銀
米
が
多
け
れ
ば

多
い
ほ
ど
財
政
悪
化
を
示
す
と
い
う
会
計
処
理
︑
ま
た
そ
の
下
で
の
具
体
的
な
資
金
の

流
れ
が
想
定
で
き
な
い
︒
繰
越
銀
米
の
増
加
要
因
は
︑
借
入
や
未
払
だ
け
で
な
く
︑
経

常
収
支
の
黒
字
も
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
筆
者
の
試
論
で
あ
れ
ば
︑
引
分
方
と

一
般
会
計
の
関
係
︑
両
者
間
で
の
資
金
の
流
れ
は
明
確
だ
と
思
う
︒
従
来
の
理
解
の
場

合
︑
例
え
ば
文
化
一
二
年
の
引
分
方
↓
一
般
会
計
︑
天
保
五
年
の
一
般
会
計
↓
引
分
方

の
多
額
の
資
金
移
動
は
︑
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

誤
解
の
無
い
よ
う
に
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
が
︑﹁
大
目
安
﹂
の
繰
越
︑
及
び
懸

硯
方
・
引
分
方
な
ど
特
別
会
計
に
莫
大
な
資
産
が
あ
っ
た
︵
と
筆
者
が
考
え
て
い
る
︶

こ
と
と
︑
佐
賀
藩
が
多
額
の
借
財
・
未
払
を
抱
え
て
い
た
︵
ら
し
い
︶
こ
と
は
全
く
矛

盾
し
な
い
︒
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
︑
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
観
点
が
欠
け
て
い
た
︒

ま
た
藩
の
借
財
と
い
え
ば
︑﹁
財
源
不
足
を
補
填
す
る
た
め
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
佐
賀
藩
に
お
い
て
︑
例
え
ば
宝
暦
一
〇
年
の
﹁
大
目
安
﹂
を
み
る

と
︑
財
源
不
足
額
を
遙
か
に
上
回
る
借
入
を
計
上
し
て
お
り
︵
こ
の
年
の
財
源
不
足

︵
借
銀
返
済
含
む
︶
銀
一
万
貫
弱
に
対
し
︑
借
入
は
約
一
万
九
千
貫
に
達
し
︑
差
引
九
六

五
四
貫
余
の
繰
越
銀
が
発
生
し
た
︶︑﹁
財
源
不
足
を
補
填
す
る
た
め
の
や
む
を
得
な
い

借
入
﹂
と
い
う
よ
り
︑﹁
積
極
的
な
資
金
調
達
﹂
と
筆
者
に
は
思
え

(

)
る
︒
そ
う
考
え
る

25

と
︑
借
財
の
増
加
自
体
は
や
は
り
藩
財
政
窮
乏
の
指
標
た
り
得
ず
︑
藩
の
資
産
運
用
・

蓄
財
・
投
資
と
い
っ
た
側
面
も
考
慮
し
て
︑
総
合
的
に
藩
財
政
を
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

藩
に
よ
っ
て
は
︑
大
坂
金
融
資
本
な
ど
か
ら
低
利
で
資
金
調
達
し
︑
そ
れ
を
領
国
な
ど

で
運
用
し
た
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
︒
筆
者
が
先
稿
で
検
討
し
た
萩
藩
は
︑
ま
さ
に
そ
の
典

型
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
例
え
ば
佐
賀
藩
の
藩
主
斉
直
の
時
代
の
よ
う
に
︑
毎
年
多
額

の
借
入
が
み
ら
れ
る
場
合
︑
従
来
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
︒
し

か
し
こ
れ
も
︑
裏
を
返
せ
ば
毎
年
多
額
の
資
金
を
調
達
で
き
る
安
定
し
た
ツ
ー
ル
を
有

し
て
い
た
︑
と
も
解
せ
る
︒

推
測
す
る
に
︑
明
治
維
新
の
基
点
と
し
て
天
保
改
革
を
位
置
づ
け
︑
そ
の
積
極
的
評

価
を
行
う
た
め
に
は
︑
そ
れ
以
前
の
藩
財
政
窮
乏
が
前
提
と
し
て
あ
る
べ
き
だ
と
い
う

続 藩財政再考

伊 藤 昭 弘
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先
入
観
が
︑
や
や
も
す
れ
ば
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

(

)
か
︒
確
か
に
︑
斉
直
期
の

26

藩
財
政
は
支
出
増
加
に
よ
り
苦
し
い
状
況
に
あ
り
︑
そ
れ
が
直
正
期
に
改
善
さ
れ
た
︒

し
か
し
︑
そ
れ
は
単
年
度
収
支
の
問
題
で
あ
っ
て
︑
藩
の
財
務
構
造
も
あ
わ
せ
て
考
慮

し
︑
総
合
的
な
評
価
を
下
す
べ
き
で
あ
る
︒
筆
者
か
ら
す
る
と
︑
多
額
の
繰
越
銀
米
や
︑

特
別
会
計
に
蓄
積
さ
れ
た
資
産
の
存
在
を
前
提
と
す
れ
ば
︑
佐
賀
藩
は
天
保
期
以
前
よ

り
︑
す
で
に
強
大
な
経
済
力
を
持
ち
つ
つ
も
︑
そ
の
運
用
に
お
い
て
︑
藩
政
＝
﹁
外
向
﹂

と
藩
主
家
＝
﹁
側
﹂
と
の
間
で
綱
引
き
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
︒

や
や
飛
躍
し
た
話
に
な
る
が
︑
筆
者
は
近
世
社
会
の
到
達
点
が
明
治
維
新
・
近
代
化

と
考
え
て
い
る
︒
近
世
に
お
け
る
政
治
・
経
済
・
社
会
の
蓄
積
の
上
に
︑
近
代
国
家
が

成
立
し
た
︑
と
︒
藩
財
政
に
限
定
す
る
と
︑
天
保
以
降
の
﹁
改
革
﹂
に
よ
っ
て
突
如
藩

財
政
に
余
裕
が
生
ま
れ
た
︵
そ
れ
を
軍
事
な
ど
に
転
用
︶
の
で
は
な
く
︑
長
き
に
わ

た
っ
て
︵
筆
者
は
一
八
世
紀
中
頃
の
大
坂
金
融
市
場
再
編
・
諸
藩
の
﹁
国
益
﹂
思
想
が

そ
の
端
緒
と
想
定
し
て
い
る
︶
蓄
え
ら
れ
て
い
た
経
済
力
が
︑
幕
末
の
危
機
的
状
況
に

活
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑
本
稿
の
﹁
試
論
﹂
が
仮
に
正
し
い
と
し
て
︑
佐
賀
藩
で
注
目
す
べ
き
は
︑
資

産
を
蓄
積
し
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
特
に
化
政
期
に
は
恒
常
的
に
﹁
藩
財
政
窮
乏
﹂

を
前
提
と
し
た
政
策
が
す
す
め
ら
れ
た
点
で
あ
る
︒
こ
の
点
︑
藩
政
執
行
部
が
資
産
の

存
在
を
︵
ア
︶
そ
も
そ
も
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
︑︵
イ
︶
認
識
し
つ
つ
も
︑
藩
財
政
は

窮
乏
し
て
い
る
と
考
え
た
︑︵
ウ
︶
認
識
し
つ
つ
も
︑
別
の
政
策
目
的
が
あ
っ
た
︑
と
い

う
三
つ
の
状
況
を
筆
者
は
想
定
し
て
い
る
︒

︵
ア
︶
の
場
合
︑
藩
の
資
産
は
藩
政
執
行
部
す
ら
把
握
し
得
な
い
ほ
ど
秘
匿
さ
れ
た
︑

も
し
く
は
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
た
︑
さ
ら
に
は
触
れ
る
こ
と
が
忌
避
さ
れ
る
存
在

だ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒︵
イ
︶
の
場
合
は
︑
こ
れ
は
現
代
の
国
家
・
自
治
体

財
政
を
考
え
る
際
に
も
目
立
つ
意
見
だ
が
︑
藩
政
執
行
部
が
あ
く
ま
で
借
財
の
総
額
を

問
題
と
し
て
い
た
︵
資
産
が
い
く
ら
あ
ろ
う
と
︑
借
財
が
こ
れ
だ
け
あ
る
か
ら
大
変
だ
︑

と
い
う
論

(

)
理
︶︑
も
し
く
は
単
年
度
収
支
の
マ
イ
ナ
ス
を
問
題
と
し
て
い
た
︵
こ
の
場

27

合
︑
資
産
の
存
在
と
財
政
改
革
は
矛
盾
し
な
い
が
︑﹁
藩
体
制
の
危
機
﹂
な
ど
と
い
う

オ
ー
バ
ー
な
状
況
で
は
な
い
︶
︑
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

︵
ウ
︶
の
場
合
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
だ
ろ
う
︒
例
え
ば
藩
政
初
期
︑
藩
財
政
窮
乏
を

理
由
に
家
臣
の
給
地
を
削
減
し
た
り
蔵
米
制
に
移
行
す
る
な
ど
し
︑
藩
体
制
の
強
化
を

実
現
し
た
︑
と
い
う
事
例
は
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
︒﹁
藩
財
政
窮
乏
﹂
は
︑
反
対
勢
力
が

生
ま
れ
に
く
い
︵
抗
し
が
た
い
︶
︑
ま
さ
に
﹁
錦
の
御
旗
﹂
で
は
な
か
っ
た
か
︒
今
後
の

藩
政
史
は
︑
藩
政
執
行
部
の
藩
財
政
に
関
す
る
認
識
が
︑
こ
の
三
つ
の
う
ち
ど
の
状
況

下
︵
他
藩
で
は
︑︵
エ
︶
資
産
が
な
い
︑
も
設
定
す
べ
き
か
︶
に
あ
っ
た
か
︑
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

︻
註
︼

(１
)
伊
藤
昭
弘
﹁
藩
財
政
再
考
│
萩
藩
を
事
例
に
﹂︵﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
二
〇
三
号
︑
二
〇
〇
七
年
︶︒

(２
)
吉
永
昭
氏
は
︑
一
九
五
四
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
に
て
既
に
﹁
借
入
金
が
現
実
の
領
主
権
力
に

と
っ
て
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
財
政
危
機
と
単
純
に
直
接
し
て
考
え
る
事
は
危
険
で
あ
る
︒
借
入
金

が
権
力
の
下
で
そ
の
支
配
の
再
生
産
に
現
実
に
プ
ラ
ス
と
な
っ
て
い
る
と
云
う
意
味
が
大
切
な

の
で
あ
る
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
吉
永
昭
﹁
藩
財
政
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
︵
下
︶﹂
﹃
史

学
研
究
﹄
五
七
号
︑
一
九
五
四
年
︶︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
後
の
藩
政
史
・
藩
財
政
研
究
を
み

る
か
ぎ
り
︑
こ
の
重
要
な
指
摘
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
生
か
さ
れ
て
い
な
い
︒

(３
)
渡
辺
信
夫
﹃
幕
藩
制
確
立
期
の
商
品
流
通
﹄︵
柏
書
房
︑
一
九
六
六
年
︶︒

(４
)
伊
藤
昭
弘
﹁
一
八
世
紀
の
藩
財
政
と
大
坂
金
融
資
本
﹂︵﹃
日
本
史
研
究
﹄
五
〇
六
号
︑
二
〇
〇

四
年
︶︒

(５
)
例
え
ば
山
口
県
文
書
館
編
﹃
山
口
県
史
料
﹄
近
世
法
制
上
下
︵
山
口
県
文
書
館
︑
一
九
七
六
年
︶

を
み
れ
ば
︑
萩
藩
に
お
い
て
繰
り
返
し
﹁
藩
財
政
窮
乏
﹂
が
令
達
の
な
か
で
主
張
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
︒

(６
)
田
中
誠
二
﹁
萩
藩
後
期
の
藩
財
政
﹂︵﹃
山
口
大
学
文
学
会
志
﹄
四
九
号
︑
一
九
九
九
年
︶︒

伊 藤 昭 弘

14



(７
)﹁
長
州
諸
用
帳
﹂︵
山
口
県
文
書
館
蔵
﹃
毛
利
家
文
庫
﹄
政
理
一
〇
七
︶︒
な
お
こ
の
史
料
を
用
い

て
同
藩
と
大
坂
金
融
資
本
の
関
係
を
論
じ
た
研
究
と
し
て
︑
荒
武
賢
一
朗
﹁
幕
末
期
に
お
け
る

大
坂
商
人
と
西
国
諸
藩
│
鴻
池
市
兵
衛
と
政
治
状
況
﹂︵﹃
明
治
維
新
史
学
会
報
﹄
四
一
号
︑
二

〇
〇
二
年
︶
が
あ
る
︒

(８
)
田
中
誠
二
﹁
萩
藩
天
保
期
の
藩
財
政
﹂︵﹃
山
口
大
学
文
学
会
志
﹄
五
一
号
︑
二
〇
〇
一
年
︶︑﹁
萩

藩
後
期
の
経
済
臣
僚
た
ち
﹂︵﹃
瀬
戸
内
海
地
域
史
研
究
﹄
九
号
︑
二
〇
〇
二
年
︶︑﹁
萩
藩
天
保

期
の
借
銀
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
古
代
～
近
世
の
中
国
地
方
に
お
け
る
採
鉱
冶
金
に
関
す
る
総
合
的

研
究
﹄︵
科
研
成
果
報
告
書
︶︑
二
〇
〇
四
年
︶︒

(９
)
鍋
島
報
效
会
蔵
︵
佐
賀
県
立
図
書
館
寄
託
︶︒
史
料
引
用
や
財
政
関
係
の
数
字
に
つ
い
て
︑
特
に

典
拠
を
記
し
て
い
な
い
場
合
は
す
べ
て
﹁
大
目
安
﹂
に
拠
る
︒

(

)
本
稿
と
関
わ
る
研
究
の
み
掲
げ
る
︒
芝
原
拓
自
﹃
明
治
維
新
の
権
力
基
盤
﹄︵
御
茶
の
水
書
房
︑

10

一
九
六
五
年
︶︑
長
野
暹
﹃
幕
藩
制
社
会
の
財
政
構
造
﹄︵
大
原
新
生
社
︑
一
九
八
〇
年
︶︑
藤
野

保
﹁
財
政
構
造
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
危
機
の
進
行
﹂︵
藤
野
保
編
﹃
続
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
﹄
第
二

章
第
一
節
第
二
項
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
七
年
︶︑
高
野
信
治
﹁
財
政
危
機
の
進
行
﹂︵﹃
続
佐

賀
藩
の
総
合
研
究
﹄
第
三
章
第
四
節
第
二
項
︶︑
木
原
溥
幸
﹃
幕
末
期
佐
賀
藩
の
藩
政
史
研
究
﹄

︵
九
州
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
七
年
︶︒

(

)
同
年
度
の
支
出
項
目
に
︑
引
分
方
が
管
理
す
る
債
権
の
回
収
不
能
分
補
填
の
た
め
米
一
万
四
六

11

一
石
余
が
計
上
さ
れ
て
い
る
︒
筆
者
は
残
米
が
こ
れ
に
充
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
推
定

し
て
い
る
︒

(

)
芝
原
﹃
明
治
維
新
の
権
力
基
盤
﹄︒

12(

)
繰
越
銀
米
に
つ
い
て
は
︑
長
野
暹
氏
が
よ
り
詳
細
な
検
討
の
必
要
性
を
提
起
さ
れ
た
が
︑
そ
の

13

後
の
佐
賀
藩
研
究
で
生
か
さ
れ
て
い
な
い
︒
長
野
﹃
幕
藩
制
社
会
の
財
政
構
造
﹄︒

(

)
念
の
た
め
に
記
し
て
お
く
と
︑
こ
れ
が
当
時
佐
賀
藩
の
資
産
総
額
︑
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒

14

表
２
～
５
は
あ
く
ま
で
一
般
会
計
で
把
握
さ
れ
て
い
る
資
産
で
あ
り
︑
膨
大
に
存
在
し
た
と
筆

者
が
考
え
て
い
る
特
別
会
計
の
資
産
は
別
で
あ
る
︒

(

)﹁
大
目
安
﹂
収
支
の
詳
細
な
分
析
は
︑
長
野
﹃
幕
藩
制
社
会
の
財
政
構
造
﹄
を
参
考
に
し
た
︒
ま

15

た
米
で
記
載
さ
れ
た
収
入
︑
支
出
項
目
は
︑﹁
大
目
安
﹂
か
ら
算
出
︵
売
米
代
銀
÷
売
米
高
︶
し

た
米
価
で
銀
換
算
し
︑
合
算
し
た
︒

(

)
こ
れ
だ
け
の
巨
額
な
資
金
を
放
出
で
き
た
事
実
は
︑
佐
賀
藩
財
政
の
底
力
を
示
し
て
い
る
︒

16(

)﹃
鍋
島
家
文
庫
﹄
三
二
四
│
四
︒

17(

)﹃
鍋
島
家
文
庫
﹄
三
二
〇
│
一
一
︒

18

(

)﹃
鍋
島
家
文
庫
﹄
三
一
九
│
一
一
四
︒
藩
政
改
革
の
建
白
書
︒

19
(

)
こ
の
点
は
︑
長
野
﹃
幕
藩
制
社
会
の
財
政
構
造
﹄
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
︒

20(

)﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
一
編
第
五
巻
︵
一
九
九
七
年
︑
佐
賀
県
立
図
書
館
︶︒

21(

)
こ
の
点
は
︑
既
に
高
野
﹁
財
政
危
機
の
進
行
﹂
が
指
摘
し
て
い
る
︒

22(

)﹃
鍋
島
家
文
庫
﹄
三
二
六
│
四
六
︒

23(

)
そ
の
た
め
例
え
ば
繰
越
銀
米
内
訳
で
︑
天
保
八
年
︵
表
４
︶
と
天
保
九
年
︵
表
５
︶
を
比
較
し

24

た
場
合
︑﹁
大
坂
銀
方
﹂
の
減
少
が
目
に
付
く
が
︑
こ
う
し
た
増
減
が
必
ず
し
も
﹁
大
坂
銀
方
﹂

自
体
が
保
管
し
て
い
る
銀
米
の
減
少
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
み
ら
れ
る
︵
一
般
会
計
か
ら
特
会

へ
︑
保
有
主
体
が
移
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
︶︒

(

)
こ
の
点
は
︑
前
掲
の
吉
永
氏
の
指
摘
と
大
き
く
関
わ
る
︒

25(

)
天
保
改
革
・
明
治
維
新
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
研
究
だ
が
︑
藤
野
保
氏
は
近
世
中
期
佐
賀
藩
の

26

財
政
に
つ
い
て
言
及
し
た
論
文
に
お
い
て
︑﹁
本
稿
で
の
財
政
構
造
分
析
は
︑
そ
れ
自
身
の
解
明

を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
藩
政
改
革
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
分
析
し
た
も
の

で
あ
る
﹂
と
明
言
さ
れ
て
い
る
︵
藤
野
﹁
財
政
構
造
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
危
機
の
進
行
﹂︶︒
藩
政

改
革
研
究
が
主
眼
な
以
上
︑
や
む
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
藩
財
政
分
析
が
藩
政
改
革
分

析
に
従
属
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
藩
財
政
の
実
態
が
み
え
に
く
く
な
っ
た
感
が
あ
る
︒﹁
は
じ

め
に
﹂
で
も
述
べ
た
が
︑
財
政
改
革
を
標
榜
し
た
藩
政
改
革
が
実
施
さ
れ
て
も
︑
イ
コ
ー
ル
藩

財
政
が
窮
乏
し
︑
そ
の
改
善
を
藩
政
執
行
部
が
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
に
し
て
い
た
と
は
限
ら
な

い
︒

(

)﹁
は
じ
め
に
﹂
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
財
政
を
考
え
る
上
で
筆
者
は
こ
う
し
た
見
方
に
全
く
賛
同
し

27

な
い
が
︑
現
代
で
も
﹁
国
の
借
金
＊
＊
＊
兆
円
を
ど
う
返
す
の
か
﹂
と
い
う
議
論
が
よ
く
な
さ

れ
て
い
る
以
上
︑
江
戸
時
代
の
藩
政
執
行
部
が
同
様
の
認
識
に
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
し
得
な

い
︒
た
だ
そ
の
場
合
︑
資
産
を
借
財
返
済
に
充
て
る
以
外
は
︑
資
産
が
有
り
な
が
ら
財
政
改

革
・
収
支
改
善
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
極
論
す
れ
ば
領
民
に
は
重
税
・
臨
時
課
税
︑
家

臣
に
は
大
幅
な
給
与
削
減
︑
債
権
者
に
は
債
務
不
履
行
な
ど
の
負
担
を
与
え
つ
つ
︑
結
果
的
に

藩
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
だ
け
が
改
善
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒

︵
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
︶

続 藩財政再考

伊 藤 昭 弘
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