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し
た
が
、
経
済
の
基
本
は
貨
幣
で
は
な
く
コ
メ
で
し

た
。
そ
の
証
拠
に
各
藩
の
経
済
規
模
は
何
十
万
石
と

い
う
コ
メ
の
生
産
規
模
で
表
現
さ
れ
、
武
士
の
俸
禄

も
コ
メ
で
支
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

大
坂
に
は
全
国
か
ら
コ
メ
が
集
積
し
、
そ
れ
以
外

に
も
様
々
な
産
品
が
輸
送
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ

の
仕
組
み
に
貢
献
し
た
の
は
江
戸
時
代
初
期
に
活

躍
し
た
河
村
瑞ず

い
け
ん賢
と
い
う
土
木
技
師
で
あ
る
と
と

も
に
大
物
政
商
と
い
う
人
物
で
し
た
（
図
１
）。
東

北
地
方
は
コ
メ
の
一
大
産
地
で
し
た
が
、
そ
れ
は
最

上
川
の
舟
運
を
利
用
し
て
日
本
海
側
で
最
大
の
港

湾
の
あ
る
酒
田
に
集
積
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
海
上
を
南

下
し
て
大
坂
ま
で
輸
送
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
当
初
の
海
上
輸
送
は
福
井
の
敦
賀
や
小
浜

ま
で
で
、
そ
こ
で
荷
物
を
陸
揚
げ
し
、
山
道
を
琵
琶

湖
岸
の
海
津
や
今
津
ま
で
運
搬
、
湖
上
を
大
津
ま
で

輸
送
し
て
京
都
や
大
坂
に
配
送
し
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
荷
物
の
積
替
が
三
度
も
必
要
な
面
倒
な
方
法
で

あ
り
、
時
間
も
か
か
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
瑞
賢
が
山

形
の
酒
田
か

ら
日
本
海
側

を
南
下
、
関

門
海
峡
、
瀬

戸
内
海
を
通

過
し
て
、
大

坂
に
到
達
す

る
西
廻
航
路

を
開
拓
し
ま

し
た（
図
２
）。
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図 1 河村瑞賢（1618-99）

図
2 

西
廻
航
路
と
東
廻
航
路

　

天
下
の
台
所
の
実
現

　

江
戸
時
代
の
日
本
の
中
心
は
幕
府
の
存
在
す
る

江
戸
で
し
た
が
、
そ
こ
は
政
治
の
中
心
で
あ
り
、
経

済
の
中
心
は
大
坂
で
し
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が

「
天
下
の
台
所
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
江
戸
時
代
に

は
大
判
や
小
判
な
ど
の
貨
幣
も
鋳
造
さ
れ
て
い
ま
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一
六
七
二
（
寛
文
一
二
）
年
の
こ
と
で
す
。 

　

さ
ら
に
瑞
賢
は
一
六
八
八
（
元
禄
元
）
年
に
大

坂
の
淀
川
の
中
洲
を
改
修
し
て
堂
島
新
地
を
造
成

し
た
結
果
、
そ
こ
に
全
国
の
各
藩
が
コ
メ
の
倉
庫

を
建
造
し
た
た
め
、
年
間
一
〇
〇
万
石
と
も
一
五

〇
万
石
と
も
い
わ
れ
る
コ
メ
が
集
積
し
、
世
界
最

初
の
商
品
先
物
取
引
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

や
が
て
コ
メ
以
外
の
農
業
産
品
、
鉄
製
農
具
、
繊

維
製
品
な
ど
全
国
各
地
の
産
品
も
大
坂
に
集
積
す

る
よ
う
に
な
り
、「
天
下
の
台
所
」
が
登
場
し
た
の

で
す
。

　

瑞
賢
は
さ
ら
に
酒
田
か
ら
北
上
し
て
津
軽
海
峡

を
通
過
し
て
太
平
洋
岸
を
南
下
、
房
総
半
島
の
沖
合

を
通
過
し
て
伊
豆
半
島
南
端
の
下
田
に
到
達
し
、
そ

こ
か
ら
江
戸
を
目
指
す
東
廻
航
路
も
開
発
し
ま
し

た
が
、
そ
の
航
海
に
使
用
さ
れ
た
の
が
「
弁べ

ざ
い才
船せ

ん

」

と
い
わ
れ
る
木
造
大
型
帆
船
で
し
た
。
当
初
は
二
五

〇
石
（
四
〇
ト
ン
）
の
荷
物
を
積
載
す
る
規
模
で
し

た
が
、
次
第
に
大
型
に
な
り
一
〇
〇
〇
石
（
一
五
〇

ト
ン
）
積
載
で
き
る
「
千せ

ん
ご
く
ぶ
ね

石
船
」
が
主
流
に
な
っ
て

き
ま
し
た
（
図
３
）。

　

こ
の
千
石
船
は
全
長
が
概
略
三
〇
メ
ー
ト
ル
、
全

幅
八
メ
ー
ト
ル
、

帆
柱
が
二
七
メ

ー
ト
ル
、
積
載

貨
物
は
一
五
〇

ト
ン
と
い
う
規

模
で
、
動
力
は

風
力
で
す
か
ら

帆
布
は
縦
二
〇

メ
ー
ト
ル
、
横

一
八
メ
ー
ト
ル

と
い
う
巨
大
な

も
の
で
し
た
。

現
在
の
ヨ
ッ
ト

で
使
用
さ
れ
る

- � -

軽
量
で
丈
夫
な
合
成
繊
維
は
存
在
し
な
い
時
代
で

す
か
ら
、
素
材
は
綿
布
で
し
た
が
、
塩
水
と
潮
風
に

は
耐
性
が
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
に

登
場
し
た
の
が
今
回
紹
介
す
る
工
楽
松
右
衛
門
で

す
。千

石
船
用
の
丈
夫
な
帆
布
を

開
発

　

兵
庫
県
高
砂
市
は
加
古
川
の
河
口
を
港
湾
と
し

て
発
展
し
た
都
市
で
す
が
、
そ
の
河
口
付
近
に
四
世

紀
に
実
在
し
た
と
さ
れ
る
神
功
皇
后
の
時
代
に
創

建
さ
れ
た
と
い
う
由
緒
あ
る
高
砂
神
社
が
あ
り
ま

す
。
結
婚
式
の
祝
言
に
登
場
す
る
「
高
砂
や 

こ
の

浦 

舟
に
帆
を
あ
げ
て
」
の
謡
曲
『
高
砂
』
の
舞
台

で
す
。
そ
の
境
内
に
一
体
の
立
派
な
銅
像
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
が
工
楽
松
右
衛
門
で
す
。
こ
こ
は
江
戸
時

代
の
西
廻
航
路
の
帆
船
が
寄
港
し
た
港
湾
で
し
た
。

松
右
衛
門
は
一
七
四
三
（
寛
保
三
）
年
に
高
砂
の
漁

師
の
家
庭
に
長
男
と
し
て
誕
生
し
、
子
供
の
時
代
か

ら
漁
撈
に
従
事
し
ま
す
が
、
そ
れ
に
満
足
せ
ず
、
一

五
歳
の
と
き
、
や
は
り
西
廻
航
路
の
港
湾
で
あ
る
東

隣
の
兵
庫
（
神
戸
市
兵
庫
区
）
の
船
主
の
も
と
で
船

乗
り
と
な
り
、
帆
船
の
操
縦
か
ら
船
荷
の
積
載
ま
で

習
得
、
蝦
夷
（
北
海
道
）
ま
で
の
航
海
に
も
乗
船
し

て
い
ま
す
。
そ
の
蝦
夷
の
鮭
の
内
臓
を
除
去
し
塩
漬

け
に
し
た
「
新
巻
鮭
」
は
松
右
衛
門
の
工
夫
と
も
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
兵
庫
の
廻
船
問
屋
の
北
風
荘
右
衛
門
の
支

援
に
よ
り
、
松
右
衛
門
は
自
分
の
帆
船
を
所
有
す
る

舟
持
ち
船
頭
と
し
て
独
立
し
ま
す
。
廻
船
問
屋
は
現

在
の
海
運
会
社
で
す
が
、
荷
主
か
ら
預
託
さ
れ
た
荷

物
を
運
送
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
で
仕
入
れ

た
商
品
を
販
売
す
る
仕
事
も
し
て
お
り
、
有
名
な

紀き

の

く

に

や

伊
国
屋
文ぶ

ん
ざ
え
も
ん

左
衛
門
が
豊
作
で
安
値
に
な
っ
た
紀

州
の
ミ
カ
ン
を
江
戸
ま
で
運
搬
し
て
大
儲
け
し
た

- � -

図
3 

千
石
船
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と
い
う
伝
説
の
よ
う
に
、
成
功
す
れ
ば
膨
大
な
利
益

の
あ
る
商
売
で
し
た
。

　

木
造
の
弁
才
船
の
巨
大
な
帆
布
は
初
期
に
は
稲

藁
を
材
料
と
す
る
蓆む

し
ろ

で
し
た
が
、
長
持
ち
し
な
い

の
で
綿
布
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し

か
し
、
強
風
に
対
抗
で
き
る
厚
手
の
綿
布
を
製
作

す
る
技
術
が
な
か
っ
た
た
め
、
二
枚
の
綿
布
を
縫

製
し
て
一
枚
に
す
る
刺
帆
と
い
わ
れ
る
布
地
を
使

用
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
潮
風
の
た
め
、
こ
れ

も
長
持
ち
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
強
風
の
と
き

に
は
破
損
し
て
、
遭
難
の
原
因
に
も
な
る
厄
介
な

問
題
で
し
た
。

　

そ
こ
で
松
右
衛
門
は
才
能
を
発
揮
し
、
郷
里
の
播

州
（
兵
庫
県
南
部
）
の
特
産
で
あ
る
木
綿
を
材
料
と

し
た
極
太
の
綿
糸
を
使
用
し
た
帆
布
を
発
明
し
、
自

分
の
帆
船
で
使
用
し
ま
し
た
。
四
三
歳
に
な
っ
た
一

七
八
五
（
天
明
五
）
年
の
こ
と
で
す
。
こ
の
「
松
右

衛
門
帆
」
は
丈
夫
で
あ
る
上
に
長
持
ち
す
る
の
で
、

- � -

一
気
に
普
及
し
、
明
治
初
期
ま
で
帆
船
に
使
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
製
法
を
秘
密
に
し
た
り
独

占
す
る
こ
と
も
な
く
、
む
し
ろ
熱
心
に
普
及
し
て
い

ま
し
た
。

択
捉
に
港
湾
建
設
を
実
行

　

一
八
世
紀
前
半
か
ら
ロ
シ
ア
の
船
舶
が
南
下
し

は
じ
め
、
一
七
一
一
年
に
は
国く

な
し
り後

に
上
陸
、
三
九
年

に
は
艦
隊
が
房
総
半
島
沖
合
ま
で
接
近
、
六
四
年
に

は
シ
ベ
リ
ア
の
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
に
日
本
航
海
学
校

開
校
、
七
八
年
に
は
ロ
シ
ア
の
皇
帝
エ
カ
テ
リ
ー
ナ

二
世
の
勅
書
を
携
帯
し
た
船
舶
が
蝦
夷
に
来
訪
し

て
通
商
を
要
求
な
ど
、
次
々
と
切
迫
し
た
事
態
が
発

生
し
、
ロ
シ
ア
と
い
う
強
国
が
隣
接
し
て
存
在
す
る

こ
と
を
実
感
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
幕
府
は
一
七
八
五
（
天
明
五
）
年
に
幕
府

の
役
人
で
あ
っ
た
最
上
徳
内
な
ど
を
派
遣
し
て
千

- � -

島
や
樺
太
を
調
査
さ
せ
、
さ
ら
に
翌
年
、
徳
内
が
単

身
で
国
後
を
調
査
し
た
結
果
、
北
方
の
防
備
を
準
備

す
る
必
要
を
確
認
し
、
択え

と
ろ
ふ捉

に
拠
点
と
な
る
港
湾
を

整
備
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
以
前
か
ら
松

右
衛
門
が
蝦
夷
と
交
易
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
幕

府
が
松
右
衛
門
を
指
名
し
て
港
湾
の
建
設
工
事
を

担
当
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
七
九
〇
（
寛
政
二
）
年
五
月
に
自
身
が
所
有
す

る
「
八
幡
丸
」
で
幕
府
の
吏
員
二
〇
名
や
工
事
人
夫

と
と
も
に
択
捉
の
海
岸
を
調
査
し
、
ほ
ぼ
中
央
の
オ

ホ
ー
ツ
ク
海
側
の
散ち

り
っ
ぷ
さ
ん

布
山
麓
に
あ
る
集
落
の
紗し

ゃ
な那

の
近
郊
の
有あ

り
も
い萌

湾
を
適
地
と
し
て
選
定
し
ま
し
た

（
図
４
）。
海
底
の
巨
石
の
除
去
な
ど
の
基
礎
工
事
を

開
始
し
ま
す
が
、
一
〇
月
に
な
っ
て
寒
気
の
到
来
と

と
も
に
中
断
し
て
兵
庫
に
帰
航
し
、
以
後
、
何
度
も

現
地
と
往
復
し
て
五
年
後
の
九
五
年
に
完
成
さ
せ

ま
す
。

　

幕
府
か
ら
は
金
三
〇
両
が
支
払
わ
れ
ま
す
が
、
当

時
の
千
石
船
一
隻
の
建
造
に
必
要
な
費
用
が
一
五

〇
〇
両
か
ら
二
〇
〇
〇
両
で
し
た
か
ら
、
極
寒
の
土

地
で
の
危
険
な
長
期
の
作
業
に
は
ま
っ
た
く
見
合

わ
な
い
金
額
で
し
た
が
、
北
方
か
ら
の
脅
威
が
切
迫

し
て
い
る
国

家
を
防
衛
す

る
た
め
に
必

要
な
仕
事
と

し
て
甘
受
し

て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
幕

府
は
功
績
を

評
価
し
、
一

八
〇
二
（
享

和
二
）
年
に

「
工
楽
」
と

い
う
姓
を
贈

与
し
、
感
謝

図
4 

有
萌
湾
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の
気
持
ち
を
表
明
し
て
い
ま
す
。

　

淡
路
出
身
の
高た

か

た

や

田
屋
嘉か

へ

い

兵
衛
が
択
捉
航
路
を
開

発
す
る
の
は
五
年
後
の
一
七
九
九
（
寛
政
一
一
）

年
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
拠
点
と
し
た
の
が
箱
館

で
す
。
一
八
〇
四
（
文
化
元
）
年
に
松
右
衛
門
は

箱
館
を
造
船
の
拠
点
と
し
、
郷
里
か
ら
輸
送
し
た

耐
火
性
能
の
あ
る
石
材
で
船
底
を
防
虫
加
工
す
る

た
め
の
船ふ

な

で

ば

蓼
場
を
自
費
で
建
造
し
ま
す
が
、
同
郷

と
い
う
こ
と
で
二
六
歳
も
年
下
の
嘉
兵
衛
を
応
援

し
、
こ
の
設
備
の
あ
る
港
湾
の
地
所
を
譲
渡
し
て

い
ま
す
。

最
後
の
大
型
工
事
を
監
督

　

当
時
は
五
〇
歳
く
ら
い
で
隠
居
す
る
の
が
一
般

で
し
た
か
ら
、
北
方
か
ら
郷
里
に
帰
還
し
た
と
き
、

す
で
に
六
五
歳
に
な
っ
て
い
た
松
右
衛
門
は
大
成

功
者
と
し
て
隠
居
す
る
の
に
十
分
な
年
齢
で
し
た

が
、
社
会
は
自
由
に
し
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
加

古
川
の
河
口
に
あ
る
高
砂
の
港
湾
は
大
量
の
土
砂

の
堆
積
で
浚
渫
が
必
要
で
あ
る
う
え
、
平
地
で
あ
る

た
め
風
浪
の
影
響
も
強
烈
で
し
た
。
そ
こ
で
松
右
衛

門
に
改
良
工
事
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

一
八
一
〇
（
文
化
七
）
年
、
す
で
に
六
七
歳
で
し

た
が
、
故
郷
の
た
め
普
請
棟
梁
と
な
っ
た
松
右
衛
門

は
択
捉
や
箱
館
の
経
験
を
背
景
に
、
ま
ず
港
内
の
浚

渫
を
し
て
船
舶
を
通
行
し
や
す
く
し
、
東
側
に
は
防

風
の
役
割
を
す
る
土
堤
と
石
堤
を
構
築
、
入
口
と
な

る
南
側
に
は
沖
合
に
波
浪
を
防
止
す
る
た
め
の
一

文
字
堤
を
建
設
し
、
千
石
船
が
安
全
に
停
泊
で
き
る

港
湾
に
改
造
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
故
郷
へ
の
恩
返
し

も
完
了
し
た
の
で
す
が
、
さ
ら
な
る
依
頼
が
到
来
し

ま
し
た
。

　

や
は
り
西
廻
航
路
の
重
要
な
港
湾
で
あ
る
備
後

の
鞆
の
浦
港
の
堤
防
の
修
復
と
延
伸
を
依
頼
さ
れ

た
の
で
す
。
す
で
に
老
齢
か
つ
病
弱
で
も
あ
っ
た
た

- � -

め
固
辞
し
ま
す
が
、
福
山
藩
主
か
ら
連
絡
さ
れ
た
姫

路
藩
主
か
ら
直
接
の
依
頼
の
た
め
拒
否
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
こ
で
自
身
で
現
地
に
出
向
き
、
測
量

を
実
施
し
、
築
堤
の
計
画
を
立
案
し
ま
す
。
そ
の
た

め
に
巨
石
を
周
囲
の
地
域
か
ら
調
達
し
ま
す
が
、
そ

の
運
搬
や
工
事
の
た
め
に
様
々
な
工
夫
も
し
て
い

ま
す
。

　

一
例
と
し
て
二
メ
ー
ト
ル
四
方
で
重
量
が
数
ト

ン
に
も
な
る
巨
石
を
海
上
で
運
搬
す
る
た
め
に
、
中

央
に
隙
間
の
あ
る
平
船
の
隙
間
か
ら
巨
石
を
海
中

に
牽
引
し
て
浮
力
を
利
用
し
て
運
搬
す
る
「
石
釣

船
」、
挺
子
の
原
理
を
利
用
し
て
海
中
に
杭
打
ち
を

す
る
「
杭
打
船
」、
海
底
の
土
砂
を
底
曳
き
で
採
集

す
る
「
底
捲
船
」
な
ど
、
動
力
こ
そ
人
力
で
す
が
、

挺
子
や
轆ろ

く
ろ轤
の
原
理
を
応
用
し
た
装
置
を
考
案
し
、

短
期
で
困
難
な
工
事
を
完
成
さ
せ
て
い
ま
す
。

生
涯
の
信
条
は
社
会
に

役
立
つ
こ
と

　

病
弱
に
な
り
隠
居
を
予
定
し
て
い
た
時
期
に
鞆

の
浦
港
の
改
修
を
完
成
さ
せ
た
直
後
の
一
八
一
二

（
文
化
九
）
年
、
松
右
衛
門
は
七
〇
歳
で
死
去
し
ま

し
た
。
墓
所
は
高
砂
市
内
の
十
輪
寺
に
あ
り
ま
す

が
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
銅
像
が
高
砂
神
社

に
存
在
し
ま
す
。
明
治
天
皇
が
神
戸
巡
行
の
と
き
、

松
右
衛
門
の
功
績
に
言
及
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に

一
九
一
五
年
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
が
、
太
平
洋
戦
争

中
に
供
出
さ
れ
消
滅
し
た
た
め
、
戦
後
に
再
建
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　

松
右
衛
門
の
最
初
の
発
明
は
前
半
で
紹
介
し
た

丈
夫
な
帆
布
の
製
造
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
帆
柱

に
使
用
す
る
秋
田
の
大
木
を
何
本
も
組
合
わ
せ
て

筏
に
し
て
、
中
心
に
帆
柱
を
立
て
て
大
坂
ま
で
海
上

- � -
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輸
送
し
た
こ
と
、
船
酔
い
が
苦
手
な
小
倉
藩
主
小
笠

原
候
が
対
馬
ま
で
航
海
す
る
と
き
、
船
室
を
空
中
に

吊
り
下
げ
て
船
酔
い
し
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
な

ど
、
数
多
く
の
発
明
を
し
た
人
物
で
、
単
純
に
廻
船

業
者
と
し
て
成
功
し
た
と
い
う
人
物
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
秘
密
は

江
戸
末
期
の
農

学
分
野
の
学
者

で
あ
る
大
蔵
永

常
の
書
物
『
農

具
便
利
論
』（
一

八
二
二
年
）
に
、

松
右
衛
門
が
発

明
し
た
数
多
く

の
装
置
（
図
５
）

の
紹
介
と
と
も

に
記
録
さ
れ

て
い
る
松
右
衛
門
の
言
葉
に
要
約
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
人
間
と
し
て
社
会
に
役
立
つ
こ
と
を
せ
ず
、
一
生

を
漠
然
と
生
活
す
る
の
は
禽
獣
以
下
で
あ
り
、
利

益
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
発
明
を
す
る
べ
き
で
あ

る
」。
そ
の
言
葉
を
見
事
に
遂
行
し
た
七
〇
年
の
人

生
で
し
た
。

つ
き
お　

よ
し
お

１
９
４
２
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
工
学
部
卒
業
。
工
学
博
士
。
名
古

屋
大
学
教
授
、
東
京
大
学
教
授
、
総
務
省
総
務
審
議
官
な
ど
を
経
て

東
京
大
学
名
誉
教
授
。
専
門
は
通
信
政
策
、
仮
想
現
実
、
人
口
知
能
。

趣
味
は
カ
ヤ
ッ
ク
と
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー
。

著
書
は
『
縮
小
文
明
の
展
望
』『
先
住
民
族
の
叡
智
』『
転
換
日
本
』

『
清
々
し
き
人
々
』『
凛
々
た
る
人
生
』
な
ど
多
数
。

※
こ
の
秋
季
号
よ
り
新
し
く
『
凛
々
た
る
人
生
』
と
題
し
て
、

東
京
大
学
名
誉
教
授
の
月
尾
嘉
男
先
生
に
、
連
載
を
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
社
会
を
変
え
た
い
と
い
う
信

念
で
困
難
を
打
破
さ
れ
た
凛
々
た
る
先
人
の
姿
を
ご
紹
介
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。
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図
5 

石
釣
船
（『
農
具
便
利
論
』）


