
江
戸
時
代

の
経
済
思
想

に
お
け
る
市
場
原
理
の
概
念

に

つ
い
て
の

一
考
察

ヤ

ン

シ

ー

コ
ラ

江戸時代の経済思想における市場原理の概念についての一考察

1

江
戸
時
代
は
、

ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
で
経
済
学
が
独
立
し
た
学
問
と
し
て
登
場
し
て

き
た
思
想
的
な
激
動
期
に
対
応
し
て
い
る
。

二
世
紀
半

に
わ
た
る
鎖
国
政
策
に

も
拘
わ
ら
ず
、
西
洋
の
科
学
思
想
が
部
分
的

に
日
本

の
学
者
に
も
伝
わ

っ
て
、

普
及
し
て
は
い
た
が
、
西
洋

の
哲
学
思
想

や
政
治
思
想
、
経
済
思
想
な
ど
が
日

本
に
導
入
さ
れ
る
の
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
制
限
さ
れ
て
い
た
。

一
方
、
文
化

的
に
孤
立
し
た
環
境

の
も
と
で
日
本

の
経
済

・
社
会
が
ま
す
ま
す
複
雑

に
な
り
、

貨
幣
経
済
が
進
展
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
T

・
マ
ン

(↓
げ
o
目
9ω
]≦
§

)
か
ら

F

.
ケ
ネ
ー

(津
o
鍔
o
δ
O
⊆
Φ
ω鬘

団
)、

A

・
ス
ミ
ス

(〉
α
①
目

Go
ヨ
律
ぴ
)
に
い

た
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
思
想
家
が
考
察

を
深
め
て
い
っ
た
の
と
よ
く
似
た
経

(
1

)

済
現
象
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
経
済
現
象

の
中
で
顕
著
な
の
は
、

商
業

の
拡
大
や
物
価

の
変
動
、
貨
幣
経
済

の
み
ご
と
な
発
展
、
高
利
貸
資
本

の

農
業
浸
透
、
複
雑
き
わ
め
る
分
業
、
階
層
分
化
、
部
分
的

で
は
あ
る
が
産
業
資

本

(
マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ
チ

ュ
ア
)
の
成
立
な
ど

で
あ
る
。

貨
幣
経
済
が
展
開
す
る
と
と
も
に
、
従
来
の
、
静
態
的
で
米

に
依
存
し
た
経

済
と
い
う
正
統
的
な
考
え
方
も
、
し
だ
い
に
崩
壊
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
当
時

の
思
想
家
は
、
貨
幣
経
済

の
存
在
を
受
容
し
て
き
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
作

用
が
社
会
秩
序
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
な
ど
を
議
論
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
時
代

は
、
日
本

の
経
済
思
想
史

の
中
で

は
、
特

に
注
目
す
べ
き
研
究
対
象

に
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
多
様
な
思
想
的

な
伝
統

に
立
脚
し
て
い
た
日
本

の
思
想
家
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
様

の
経
済
問

題
に
直
面
し
て
い
た
と
き
、
同
様

の
質
問
に
悩
ま
さ
れ
て
、
同
様
の
答
え
を
提

出
す
る
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ

る
。

本
稿
で
は
、
当
時

の
日
本
の
思
想
家

の
言
う

「経
済
」
概
念
が
、
近
代

の
経

済
学
者
が
使
用
す
る
そ
れ
と
か
な
り
掛
け
離
れ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
彼
ら
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の
学
問
的
な
探
究
が
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
同
時
代
の
思
想
家

の
思
索
と
よ
く
似
た

思
索
を
導
き
出
す
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
勿

論
、
江
戸
時
代

に
現
れ
た
経
済
思
想
を
包

括
す
る
体
系
的
な
分
析
は
、
全
く
筆

者

の
知
的
な
能
力
以
上

の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
代
わ
り
に
、
筆
者
は
、
そ
の
専

攻
す
る
範
囲
か
ら
、
何
人
か
の
代
表
的
な
思
想
家
を
中
心
に
考
究
し
て
、
江
戸

時
代

に
お
け
る

「市
場
原
理
」
の
概
念
、
そ

の
意
識
が
変
化
し
て
い
っ
た
主
要

な
流
れ
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

2

ま
ず
、
江
戸
時
代

に
お
け
る

「経
済
学
」

の
概
念
自
体
を
手
短
に
検
討
し
て

み
る
こ
と
に
す
る
。
経
済
学
が
独
自

の
研
究
分
野
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
の
は

近
代
に
入

っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
J

・
S

:
・・
ル

(冒
ぎ

ω
ε
費
叶
と
巳
)
が
使

っ
た
意
味

で
の
経
済
学
的
な
考
え
方
、
す

な
わ
ち
生
産
及
び
分
配

の
法
則
を
含

め
た
、
富

の
性
質
と
い
う
意
味

で
の
経
済
学
的
な
考
え
方

は
、
す
で
に
そ
れ
以

前

の
時
代
に
、
ま
た
多
く

の
異
な

っ
た
社
会

に
存
在
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な

経
済
学
的
な
考
え
方

(議
論
)
は
、
分
業
が
十
分

に
発
達

し
て
い
る
と
か
、
複

雑
な
商
業
制
度
、
貨
幣

の
広
範
な
使
用
と

い
っ
た
現
象
が
見
ら
れ
る
社
会
で
発

展
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
社
会
で
は
、
政

治
関
係
や
社
会
関
係
は
ま
す
ま
す
経

済
と
深
く
結
び

つ
く
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
豊
か
さ
や
地
位
と
い
っ
た
も

の
は
、

も
は
や
軍
事
的
な
力
や
政
治
を
行
う
上
で
の
慣
例
だ
け
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
な

っ
て
、
そ
の
代
わ
り
に
、
物
価
水
準
や
特
定
商
品
の
希
少
性

の

よ
う
な
、
非
個
人
的
な
力

に
影
響
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、

社
会
秩
序
や
正
義
な
ど

の
問
題
に
関
心
を
持

つ
思
想
家

は
、
弥
が
上
に
も

「
経

済
」
と
い
う
問
題
に
よ
り
深
い
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
い
け
な
ぐ
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

江
戸
時
代

の
経
済
論
争

は
、
崩
壊
し

つ
つ
あ
る
古

い
社
会
秩
序
を
め
ぐ
る
議

論

と
常

に
不
可
分

に
絡

み
合

っ
て
い

っ
た
。
勿
論
、
論
者

に
よ

っ
て
見
解

は

様

々
で
あ
り
、
社
会

の
階
層
秩
序

の
中
で
論
者
自
身
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占

め
て
い
る
か
を
反
映
す
る
も

の
と
な

っ
て
い
た
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
経
済

社
会
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
身
分
制
度
を
維
持
さ
せ
る
経
済
的
な

基
礎
や
富

の
分
配
が
変
化
す
る
原
因
な
ど

の
問
題
を
思
想
家
た
ち
が
考
え
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
く
な

っ
た
と
い
う
点

で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
思
想
的
な
探
究
が

経
済
問
題
の
増
加

に
つ
れ
て
拡
大
し
つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
科

学
歴
史
家
T

・
ク
ー
ン

(日
げ
Ob
9餌
ω
H(ニ
ゴ
づ
)
は
、
科
学
革
命

の
構
造
、
そ
の
推

進
力
を
説
明
し
た
と
き
、
次

の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。
「発
見
は
変
則
性

に

気
付
く
こ
と

(中
略
)
か
ら
始
ま
る
。
次

に
、
そ
の
変
則
性

の
あ
る
場
所
を
広

く
探
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
パ
ラ
ダ
イ
ム
理
論
を
修
正
し
て
、
変
則
性

も
予
測
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
、
こ
の
仕
事
は
終
わ
る
。
新
し
い
種
類

の
事
実

を
理
論

の
中

に
含
め
る
こ
と
は
、
そ
の
理
論

の
単
な
る
修
正
以
上
の
意
味
を
持

つ
。
そ

の
修
正
が
で
き
上
が

る
ま
で
は

(中
略
)
新
し
い
事
実
は
、
ま
だ
科
学

、

(
2

)

的
事
実

で
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
」
。
従

っ
て
、

ク
ー
ン
の
考
え
に
基
づ

い
て

考
え
て
み
る
と
江
戸
時
代
に
は
、
形
式
的
に
は
厳
格
な
社
会

・
経
済
制
度
が
実
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質
的

に
は
流
動
化

し
て
い
る
と

い
う
変
則
性
こ
そ
が
、
政
治
思
想

・
経
済
思

想

・
論
理
思
想
な
ど

の
各
領
域
で
、
思
想
的
な
探
究
と
革
新

の
動
き
を
生
じ
さ

(3
)

せ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

一
方
、
江
戸
時
代

の
経
済
思
想
は
、
旧
来
か
ら
の
正
統
的
な
思
想
が
も

つ
幾

つ
か
の
側
面
に
疑
問
を
は
さ
ん
で
い
く
と

い
う
形

で
少
し
ず

つ
変
わ
り
つ
つ
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
基
本
的
な
概
念

に
お
い
て
は
、
こ
の
全
時
期
を
通
じ
て
、

余
り
変
わ
ら
な
い
要
素
も

い
く

つ
か
あ

っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
中
か
ら
特

に

二
点

に
絞

っ
て
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た

い
。

(4
)

ま
ず
、
第

一
に
め
だ

っ
た
こ
と
は
、
「
儒
教

へ
の
傾
倒
」
で
あ

る
。
当
時

の

学
問
と
い
え
ば
儒
教
で
あ
る
こ
と
は
、
共
通
認
識
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代

の
儒

教
は
、
朱
子
学

の
継
承
か
ら
出
発
し
、

=
ハ
世
紀
後
半

か
ら

一
七
世
紀
に
か
け

て
、

こ
の
朱
子
学
は
儒
学
界

の
主
流
を
な
し
た
と
言
え
る
が
、

一
八
世
紀
に
な

る
と
、
朱
子
学
は
様
々
な
方
面

か
ら
挑
戦

を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
荻
生
徂

徠
や
新
井
白
石
と
い
っ
た
、
古
典

の
研
究

や
現
実

の
政
治
問
題

へ
の
応
用
に
力

点
を
お
く
儒
学
者
等
が
登
場
す
る

一
方
で
、
外
面
的
規
範
よ
り
個
人
の
心
の
主

(5

)

体
性
を
重
視

し
た
、
「心
学
と
も
よ
ば
れ
」
た
陽
明
学
を
信
奉
し
た
学
者
も
か

な
り
多
く
な

っ
て
き
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
国
学
は
日
本
固
有
の
神
道

の
古
典

の
優
越
性
を
主
張
し
は
じ
め
た
し
、
長
崎
貿
易

に
従
事
す
る
オ
ラ
ン
ダ
商
人
を

通
じ
て
流
入
し
て
き
た
蘭
学
は
、
製
図
法
、
解
剖
学
、
天
文
学
な
ど

の
西
洋
学

問
を
広
め
は
じ
め
た
。

こ
う
し
て
、
朱
子
学

の
支
配
的
な
立
場
は
江
戸
時
代
後

期
に
は
幾
ら
か
弱
体
化
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
儒
教
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、

江
戸
時
代
の
末
期
や
明
治
に
入

っ
て
か
ら
も
、
経
済
思
想

の
フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク

を
形
づ
く

っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
特

に
、
当
時

の
経
済
学

の
概
念

(経
世

論
)
に
対
し
、
儒
教
は
無
視

で
き
な
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

「経
済
」
と

い
う
用
語

は
江
戸
時
代

か
ら
す
で
に
存
在
し
て
い
た
が
、
「経
国

済
民
」
又
は

「経
世
済
民
」

の
略
語
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
、
二
〇
世
紀

の
経

済
学
、
す
な
わ
ち
代
替
的
な
用
途
を
も

つ
希
少
な
生
産
資
源
を
効
率
的

に
配
分

す
る
科
学
と
し
て
の
経
済
学
、
と
い
う
考
え
方

か
ら
は
掛
け
離
れ
て
い
る
。
太

宰
春
台

(
一
六
八
○
～

一
七
四
七
)
は
、
享
保

一
四

(
一
七
二
九
)
年

に
出
版

し

た

『経
済
録
』
の
序
文

で
、
そ
の
語
源
を
次

の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。

凡
天
下
国
家
ヲ
治

ル
ヲ
経
済
ト
云
。
世

ヲ
経

シ
テ
民

ヲ
済

フ
ト
云
義
也
。

経

ハ
経
綸
也
。

(中
略
)
経
綸

ト

ハ
、
糸

ヲ
治

ル
ヲ
云
。
布

ノ
縦

ヲ
経

ト

云
、
横

ヲ
緯
ト
云
。
工
女
絹
布

ヲ
織

ル
ニ
、
先
経
ノ
糸

ヲ
治
テ
、
其
縷

ヲ

条
達

ス
ル
ヲ
経
ト
云
。
(中
略
)
綸

ハ
糸

ヲ

ヨ
ル
也
。
又
経

ハ
経
営
也
。

(中
略
)
宮
室

ヲ
造
営

ス
ル

ニ
、
初

二
其
事

ノ
全
体

ヲ
ツ
モ
リ
テ
処
分

ス

ル
ヲ
、
経
ト
云
也
。
済

ハ
済
度

ノ
義
也
。

ワ
タ
ル
ト
ヨ
ミ
、
ワ
タ
ス
ト

ヨ

ム
。
川

ヲ
渡

テ
向

ノ
岸

二
至

ル
ヲ
済

ト
云
。
(中
略
)
又
救
済

ノ
義
也
。

ス
ク
フ
ト

ヨ
ム
。
人

ノ
苦

ヲ
救
也
。
又
成
也
ト
註

ス
。
事

ノ
成
就

ス
ル
ヲ

云
。
此
数

ノ
義
有

レ
ド
モ
、
帰

ス
ル
所

ハ
一
致
也
。
畢
竟
事

ヲ
治
テ
、
其

(
6
)

事

ノ
成
就

ス
ル
義
也
。

言

い
換
え
れ
ば
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
経
済
学
は
、

ニ
ュ
ー
ト
ソ
物
理
学

の
影

響
下
に
、
社
会
科
学
的
な
法
則
を
求
め
る
客
観
的
な
科
学
と
し
て
発
展
し
は
じ
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め
た
こ
と
に
対
し
て
、
儒
教
に
言
う

「経
済
」
は
、
精
神
や
仁
政
を
重

ん
じ
、

正
義
や
法
律
、
道
徳
な
ど

の
問
題
と
不
可
分

に
結
び

つ
い
た
哲
学
的
な
体
系
で

あ

っ
た
。
そ

の
点
か
ら
見
れ
ば
、
西
洋

の
経
済
学
が
日
本

に
導
入
さ
れ

つ
つ
あ

っ
た
と
き
、
自
由
放
任
の
経
済
理
論
よ
り
、
む
し
ろ
F

・
リ
ス
ト

(写
δ
α
臥
o
げ

ご
ω叶)
に
代
表
さ
れ
る
ド
イ

ッ
歴
史
学
派

の
国
家
中
心
的
な
経
済
理
論
や

マ
ル

ク
ス
経
済
理
論

の
ほ
う
が
日
本
経
済
学
者

に
見
落
と
す
こ
と
の
出
来
な
い
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
は
、
当
然

の
こ
と
だ
と
思

わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
も
う

一
つ
の
点
は
、
江
戸
時
代
全
期
を
貫
い
た
合
理
主
義

で
あ
る
。

一
般
に
、
近
代
哲
学
の
上

か
ら
み
れ
ば
、

合
理
主
義
と
は
、
「実
践
的
規
準
と

(
7
)

し
て
、
理
性
的
原
理
だ
け
を
尊
重
す
る
生

活
態
度
を
さ
し
て
い
る
こ
と
」
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
合
理
主
義

は
、

一
七
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
数
学
者

で
あ
る
R

・
デ
カ
ル
ト

(国
Φ
b[伽
一)
①ω0
9
「け①
ω)
が
提
起

し
た
普
遍

的
方
法

の
理
念

か
ら
出
発
し
て
い
る
。

つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
と
、
物
体

の

運
動
変
化
は
全
く
数
量
的

に
把
握
さ
れ
る
。
従

っ
て
、
自
然

の
で
き
ご
と
全
体

も
必
然
的
な
因
果
の
連
鎖

で
と
ら
え
尽
く
す
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

勿
論
、

こ
の
よ
う
な

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
的
合
理
主
義
か
ら
す
れ
ば
、
江
戸

時
代
に
お
け
る
合
理
主
義

は
不
合
理
に
違

い
な
い
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
デ
カ

ル
ト
的
合
理
主
義
で
は
な
く
、
む
し
ろ
よ
り
広

い
意
味
で
の
、
典
型
的
な
合
理

主
義
が
考
え
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「世
界
を

一
つ
の
統

一
的
な
原
理
で

(8
)

も

っ
て
説
明
し
つ
く
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
思
想
体
系
」
を
指
す
合
理
主

義
で
あ
る
。
江
戸
時
代
初
期

に
有
力
で
あ

っ
た
朱
子
学
も
、

い
う
ま
で
も
な
く

合
理
的
な
体
系

で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
う
し
た
思
弁
的
な
合
理
主
義
は
、

当
時
1

つ
ま
り
江
戸
前
期
i

の
日
本
社
会

の
要
求
に
応
じ
て
い
た
体
系
に
過
ぎ

な
か

っ
た
た
め
、
現
実

の
変
化
と
と
も

に
、
朱
子
学
的
な
合
理
主
義
も
次
第

に

崩
壊
し
は
じ
め
た
。
そ
し
て
、
「破
壊
さ
れ
た
思
弁
的
な
世
界

の
廃
墟

の
あ
と

(
9
)

に
、

(中
略
)
新
し
い
合
理
主
義
が
形
成
」
さ
れ
、
新
た
な
世
界
像
が
作
ら
れ

う
る
よ
う
に
な

っ
た
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
過
程

の
中
で
合
理
主
義

の
根
本
的

な
概
念
も
変
貌
し
て
き
た
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
主
張
し
た
い
の
は
、
前
述
し

て
き
た
意
味

で
の
合
理
的
な
態
度
が
江
戸
時
代
全
期
を
通
じ
て
認
め
う
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

3

さ
て
、
本
稿

で
は
、
江
戸
時
代

の
経
済
と
深

い
関
係
を
も

つ
儒
学
者

に
つ
い

て
言
及
し
て
い
く
が
、
ま
ず
取
り
上
げ

た
い
の
は
、
経
世
家

の
先
駆
と
目
す
る

熊
沢
蕃
山

(
一
六

一
九
～
九

一
)
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
何
と
言

っ
て
も
蕃
山
が

江
戸
時
代

の
儒
学
者
と
し
て
は
異
例
と
も
言
う
べ
き
経
歴
を
も
ち
、
彼
は
そ

の
(
10

)

経
験
を
土
台
と
し
て
独
自

の
経
世
論
を
展
開
し
た
人
物
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
異
例

の
経
歴
と
は
、
蕃
山
が
、
岡
山
藩

に
藩
政

の
中
枢

に
約

一
〇
年
参
画

し
た
事
実
で
あ
る
。
阿
部
吉
雄
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「江
戸
時
代
の
儒
者

は
、
政
治
的
権
力
者

の
下
位
に
あ

っ
て
、
せ
い
ぜ

い
そ
の
教
師
と
な
る
か
、
助

(
11

)

言
者

の
地
位
に
止
ま
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
岡
山
藩
に
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お
け
る
蕃
山
は
最
高
権
力
者

の

一
員
と
し

て
政
治
的
意
思
決
定

に
参
画
し
た
の

で
あ
り
、
こ
の
経
験
は
、
江
戸
時
代

の
儒
者
と
し
て
正
に
例
外

に
属
す
る
も
の

で
あ

っ
た
。

さ
て
、
熊
沢
蕃
山
が
当
時

の
社
会

に
お
け
る
市
場
化
と
い
う
現
象
を
ど

の
よ

う
に
考
え
た
の
か
を
追
求
し
て
み
る
場
合
、
彼

の
経
世
論
を
検
討
す
る
こ
と
が

ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

一
般
的
に
言
え
ば
、
経
世
論

の
(
12

)

中
核
は
、
現
状
改
革
を
企
画
す
る
と
現
実

政
治
に
対
す
る
政
策
的
提
言
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
現
実
社
会
の
有
様
を
、
あ
る
理
想
状
態
と
想
定
さ
れ
た
も

の
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
乖
離
し
た
も
の
と
み
な
し
、
そ

の
現
状
を
少
し
で
も

理
想
状
態
に
近
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
政
策
案
で
あ
る
。
蕃
山

に
あ

っ
て
も
、

彼

の
経
世
論

の
前
提
に
は
、
様
々
な
経
世
策
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
場
で
あ
る
現

実
社
会
に
対
す
る
あ
る
種

の
認
識
が
存
す

る
も

の
と
予
想
さ
れ
る
。
従

っ
て
、

蕃
山
が
当
時

の
現
状
を
ど

の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
ま
ず
検
討
し
て
み

た
い
。今

は
誰
が
有
に
も
な
ら
で
す
た
る
米
限
な
し
。
し
か
れ
ど
も
今

の
勢
は
其

す
た
る
故

に
世
間
立
事
也
。
百
姓
は
年
貢
を
納
め
、
武
士
は
物
成
り
取
て

已
後
は
、
多
く
す
た
る
ほ
ど
、
貴
賤
と
も
に
よ
き
勢
と
な
れ
り
。
此
勢
を

変
ぜ
ず
し
て
、
す
な
ら
ぬ
や
う

に
せ
ぽ
、
世

の
中
ま
す
々
困
窮
す
べ
し
。

す
た
り
を
取
あ
げ
た
ら
ぽ
、
米
亦
下
直
な
る
べ
し
。
近
年
豊
年
故
、
武
士

も
民
も
ま
す
々
困
窮
す
。
士
民

つ
ま
り
た
れ
ば
あ
き
な
ひ
な
し
。
工
商
も

亦
困
窮
す
。
浪
人
は
米
下
直
に
て
よ
き
や
う
な
れ
ど
も
、
大
身

・
小
身
詰

り
た
れ
ば
、
合
力
も
成
が
た
く
抱

へ
ら
る
〉
事
も
稀
に
、
浪
人
す
る
も
の

は
多
し
。
其
日
過

の
者
は
よ
き
様
な
れ
ど
も
、
士
農
工
商
と
も
に
つ
ま
り

(
13

)

た
れ
ば
、
や
と
ふ
者
少
な
し
。
此
惣
詰
り
は
、
米
少
し
多
く
成
た
る
故
也
。

前
述

の
文
章
は
、
当
時

の
全
社
会
が

「惣
詰
り
」
と
い
う
経
済
的
に
不
安
定

な
状
態
に
陥

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
語
ら
れ

て
い
る
も

の
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
、
蕃
山
に
と

っ
て
、
現
実
社
会
は
、
少
な
く
と
も
経
済
と
い
う
側
面

に
お

い
て
は
、
全
社
会
の

「困
窮
」
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で

は
、
こ
う
し
た
全
社
会
的
規
模
で
の

「困
窮
」
が
何
故
発
生
し
た
の
か
、
そ
し

て
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
蕃
山
は
如
何

に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

此
そ
の
よ
り
来
る
所
余
多
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
其
大
本
三
あ
り
。

一
に
は
、

大
都

・
小
都
共
に
河
海

の
通
路
よ
き
地
に
都
す
る
と
き
は
、
驕
奢
日
々
に

長
じ
て
ふ
せ
ぎ
が
た
し
。
商
人
富

て
士
貧
し
く
な
る
も

の
な
り
。
二
に
は
、

粟
を
以
て
諸
物
に
か
ふ
る
事
次
第

に
う
す
く
な
り
、
金
銀
銭
を
用
る
こ
と

専
な
る
時
は
、
諸
色
次
第
に
高
直

に
成
て
、
天
下
の
金
銀
商
人
の
手
に
わ

た
り
、
大
身

・
小
身
共
に
用
不
足
す
る
も

の
な
り
。
三
に
は
、
当
然

の
式

な
き
時
は
、
事
し
げ
く
物
多
く
な
る
も

の
也
。
士
は
禄
米
を
金
銀
銭
に
か

へ
て
諸
物
を
か
ふ
。
米
粟
下
直
に
し
て
諸
物
高
直
な
る
時
は
用
足
ず
。
其

上
に
、
事
し
げ
く
物
多
と
き
は
ま
す
々
貧
乏
困
窮
す
。
士
困
ず
れ
ば
民

に

と
る
こ
と
倍
す
。
(中
略
)
士

・
民
困
窮
す
る
時
は
、
工

・
商

の
者
粟

に

(14
)

か
ふ
べ
き
所
を
失
ふ
。
た
ゴ
大
商

の
み
ま
す
々
富
有
な
れ
り
。

以
上
の
二
つ
の
引
用
文
を
分
析
す
る
と
、
社
会
的

「
困
窮
」

の
主
な
原
因
は
、
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ま
ず
、
米
価
が
市
場

メ
カ

ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
米
価

の
動
向

に
よ

っ
て
、
武
士
が
経
済
的
損
失
を
被

る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

こ
れ
は
、
江
戸
時
代
社
会

に
お
い
て
、
完
全
な
消
費
者

で
あ
る
武
士
層
が

こ
の
よ
う
な
市
場
変
動
に
対
し
て
、

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
力
を
持

っ
て
な
い
と

い
う
事
態
を
言

い
表
し
た
も

の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次

に
、
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
た
結
果
、
農
民
も
市
場

に
登
場
す
る
必
要
が
で

て
き
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
「
民

つ
ま
り
た
れ
ば
あ
き
な
ひ
な

し
。
工
商
も
亦
困
窮
す
」
と
は
、
こ
れ
ま

で
市
場
に
お
け
る
供
給
者

で
あ

っ
た

農
民
は
、
次
第

に
需
要
者

に
な
り

つ
つ
あ

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

ろ
う
。
要
す
る
に
、
蕃
山

に
よ
れ
ば
、
市

場
の
拡
大
と
、
そ
の
構
造
の
変
化
は
、

社
会

・
経
済
構
造
に
見
落
と
す
こ
と
の
出

来
な

い
影
響
を
与
え
、
さ
ら
に
市
場

メ
カ
ニ
ズ

ム
自
体
が
、
経
済
的
変
動
を
起

こ
し
た
結
果
、
全
社
会
が
行
き
詰
ま

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
社
会

・
経
済
的
困
窮

の
原
因
を
認
識
し
た
熊
沢
蕃
山
は
そ

の
対
策
と
し
て
新
田
開
発

の
抑
制
を
以

っ
て
、
農
業
生
産
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
、.

さ
ら
に
武
士
の
土
着
化
を
以

っ
て
、
社
会
秩
序
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
を
提
唱
し

た
。
こ
の
二
点
に
つ
い
て
以
下
手
短

に
検
討
し
み
よ
う
。

既
述
し
た
よ
う
に
、

一
七
世
紀

の
日
本

で
は
、
農
村
の
貧
困
は
全
国
で
観
察

で
き
た
問
題
で
あ

っ
た
。

こ
の
現
象
は

一
般
的

に
は
、
農
地

の
不
足
に
原
因
が

あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
、
そ
の
解
決
策
は
、
山
林
を
切
り
開
き
原
野
を
水
田
に
す

(15

)

る
と

い
う
新
田
開
発
政
策

に
求
め
ら
れ
て

い
た
。

と
こ
ろ
が
、
収
穫
逓
減

の
法
則

の
初
歩
を
考
え
て
い
た
蕃
山
は
、
こ
の
よ
う

な
解
決
策
を

一
貫
し
て
否
定
し
て
い
た
。
蕃
山
は
そ
の
著

『集
義
外
書
』
の
中

で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

是

〔新
田
〕
又
不
仁

の
君
を
富
し
め
て
、
勢
を

つ
よ
く
す
る
事
な
れ
ば
、

悪
逆
の
根
を
ま
す
也
。
其
上
新
田
畠
は
、
多
は
古
地

の
害
に
な
る
も

の
な

り
。
隣
郷

の
害
に
な
る
も
の
有
。
国
に
不
毛

の
野
山
多
き
は
、
牛
馬
を
養

ふ
に
た
よ
り
よ
く
、
薪
を
と
る
に
よ
き
も
の
也
。
新
田
は
ま
た
こ
れ
ら

の

(
16

)

害

に
成
る
も
の
あ
り
。

ま
た
は
、

国
に
田
畠
ば

か
り
に
て
、
山
林
不
毛

の
地
な
き
は
、
士
民
共

に
た
よ
り
あ

し
き
物
な
り
。
野
は
野
に
て
を
き
た
る
そ
よ
く
候
。
其
上
新
田
を
ひ
ら
き

(17

)

て
、
古
地

の
田
あ
し
く
成
所
あ
り
、
よ
く
々
か
ん
が

へ
有
べ
き
事
に
候
。

上
文
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
蕃
山
が
新
田
開
発
に
対
す
る
抑
制
的
な
姿
勢

を
取
る
理
由
は
、
山
林
原
野
が
農
民
生
活
に
と

っ
て
必
要
不
可
欠
な
も

の
で
あ

る
と
い
う
考
え
に
あ
る
。
当
時
の
日
本

で
は
家
畜
を
食
用
と
す
る
こ
と
が
な
か

っ
た
た
め
、
農
家
は
肥
料
源
と
し
て
緑
肥
に
あ
る
程
度
依
存
し
て
い
た
。
ま
た
、

山
林
は
、
薪
や
狩
猟
、
山
草
の
源
と
し
て
重
要

で
あ

っ
た
だ
け
で
な
く
、
雨
期

の
地
す
べ
り
や
洪
水
を
防
ぐ
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
点
で
も
重
要
で
あ

っ
た
。

従

っ
て
、
新
田
開
発

に
よ
る
資
源
破
壊
が
結
果
的

に
は
農
村
人
口
を
不
毛

に
す

る
と
強
調
し
て
い
た
蕃
山
は
、
社
会

・
経
済

シ
ス
テ
ム
を
全
体
と
し
て
も

っ
と

根
本
的

に
改
革
す
る
方
策
が
必
要

で
あ
る
と
提
唱
し
て
い
た
。
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蕃
山

の
考
え
方
は
、
あ
る
意
味

で
は

フ
ラ
ソ
ス
重
農
主
義
者
と
よ
く
似

て
い

る
。
と
い
う
の
は
、
彼
も
農
業
が
富

の
源
泉

で
あ
る
と
考
え
て
い
た
し
、
重
農

主
義
者
と
同
様
に
農
業

へ
の
重
税
を
軽
減
す
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
蕃
山

の
考
察
は
、

ケ
ネ
ー
の
よ
う
に
経
済
体
制
全
体
の

相
互
関
係
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と

い
う
結
論
に
は
達
し
て
は
い
な
い
。
そ

の
代
わ
り
に
、
貨
幣
経
済
か
ら
撤
退
し
て
、
全

て
の
事
物

の
単
位
と
す
る
米

.

そ
の
他

の
五
穀
が
価
値
の
主
要
な
基
準
で
あ
り
交
換
手
段
で
あ

っ
た
社
会
制
度

に
戻
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
た
。

賤
貨
而
貴
徳

は
、
人
君
の
金
銀

・
珠

玉

・
珍
器
等
を
、
た
か
ら
と
し
も

て

あ
そ
ば
る
〉
妖
な
り
と
い
へ
り
。
宝

は
民

の
た
め
の
た
か
ら
な
り
。
民

の

た
め
の
た
か
ら
は
五
穀
な
り
。
金
銀
銭
な
ど
は
、
五
穀
を
助
た
る
も

の
な

り
。
五
穀

に
次
た
り
。

(中
略
)
故

に
明
王
は
、
五
穀
を
民

の
た
め
に
多

く
た
く
は

へ
さ
せ
て
、
万

の
う
き
ら

い
物
も
、
五
穀
に
て
す
れ
ぽ
、
民
間

に
五
穀

み
ち
々
て
あ
り
。
(中
略
)
五
穀

つ
か
ひ
に
す
れ
ば
、
商

の
利
を

あ
み
す
る
と
成
か
た
し
。
故

に
物
下
直
に
成

て
、
奢
長
ぜ
ず
。
士
民
と
も

(
18

)

に
ゆ
た
か
に
し
て
、
工
商
常

の
産
あ

り
。

そ
し
て
、
貨
幣
経
済

の
機
会
を
減
少
さ
せ
て
、
農
兵
と
い
う
社
会
秩
序
を
再

生
さ
せ
れ
ば
、
農
民

は
非
生
産
的
な
支
配

階
級

(
つ
ま
り
武
士
)
を
養
う
必
要

が
な
く
な

っ
て
、
農
業
も
繁
栄
す
る
と
蕃
山
は
強
調
し
た
。

む
か
し
は
農
兵
に
て
、
武
士
民
間
に
あ
り
。
田
畠

に
も
手
伝
し
、
山
野
に

か
り
し
、
川
沢

に
す
な
ど
り
し
、
風

雨
に
あ
た
り
て
身
堅
固
な
り
。

(中

略
)
む
か
し
は
日
本
も
農
兵
な
り
し
ゆ

へ
に
、
大
方
十
分

一
の
年
貢
な
り

(
19

)

き
。
農
に
利
あ
れ
ば
、
百
姓
農
業
に
す

〉
む
な
り
。

要
す
る
に
、
「徳
川
体
制
確
立
後

八
○
年

に
し
て
、
蕃
山
は
体
制
崩
壊

の
根

(
20
)

本
的
な
原
因
を

い
ち
早
く
検
出
し
て
い
た
」

の
で
あ
る
。
熊
沢
蕃
山

の
批
判
は
、

一
七
世
紀
日
本

に
社
会
変
動
を
も
た
ら
し
た
基
本
的
な
原
因
を
正
確

に
照
射
し

て
い
た
。
彼
は
、
武
士
が
農
村
か
ら
分
離
さ
れ
た
こ
と
が
経
済

の
貨
幣
化
を
促

進
し
た
こ
と
を
見
事
に
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
思
想
家

の
中
で
こ

の
こ
と
に
気
が
付

い
て
い
た
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が

提
唱
し
た
解
決
策

(武
士
土
着
)
に
つ
い
て
は
、
勿
論
当
時
に
あ

っ
て
さ
、兄
、

時
代
錯
誤
的

で
あ

っ
た
と
思
う
。

4

一
七
世
紀
末
期
に
な

っ
て
、
市
場
取
引

の
成
長
は
貨
幣

へ
の
需
要
を
高

め
た

が
、
こ
れ
に
対
し
て
当
時
の
流
通
制
度
は
不
十
分
に
し
か
対
応
で
き
て
い
な
か

っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
伴

っ
て
財
政
危
機
と
い
う
全
く
新
し
い
問
題
が
表
面
化

し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
巡
る
様
々
な
論
争
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て

も

っ
と
も
優
れ
た
知
性
の
持
ち
主
で
あ

っ
た
と
よ
く
言
わ
れ
る
荻
生
徂
徠

(
一

六
六
六
～

一
七
二
八
)
と
新
井
白
石

(
一
六
五
七
～

一
七
二
五
)
と

の
対
照
的
な

見
解

の
う
ち
に
明
確

に
現
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
彼
ら
が
当
時

の
経
済
事
態
1

と
り
わ
け
貨
幣
問
題
を
如
何

に
考
え
て
い
た
の
か
を
手
短
に
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
社
会

の
市
場
化

・
貨
幣
経
済

の
存
在
と
い
う
側
面
か
ら
観
察
す
れ
ば
、
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徂
徠
が
提
唱
し
て
い
た
物
価
論
は
、
白
石

の
貨
幣
論
よ
り
も
保
守
的
で
、
そ
れ

ほ
ど
の
独
創
性

は
見
ら
れ
な
い
よ
う

に
思
え
る
。
武
士
の
農
村

へ
の
復
帰
を
提

言
し
た
と

い
う
点
で
、
徂
徠

は
熊
沢
蕃
山
と
同
様
な
意
見
を
持

っ
て
い
た
。

古
聖
人

ノ
人
ノ
法

ノ
大
綱

ハ
、
上
下
万
民

ヲ
皆
土

二
在
着

ケ
テ
、
其
上

二

礼
法

ノ
制
度

ヲ
立

ル
コ
ト
、
是
治

ノ
大
綱
也
。
当
時

ハ
此

二
色
欠
タ
ル
所

ヨ
リ
、
上
下
困
窮

シ
、
種
々
ノ
悪
事

モ
出

ル
也
。
(中
略
)
上
下
皆
旅
宿

ノ
境
界

ナ
ル
所
、
聖
人
ノ
治

メ
ニ
上
下
万
民

ヲ
土

二
在

ツ
ケ
ル
ト
、
不
在

(
21

)

著
ト
表
裏

ノ
相
違
也
。

し
か
し
、

一
つ
重
要
な
点

で
徂
徠
は
、

蕃
山
と
異
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

徂
徠

は
交
換
手
段
と
し
て
の
米
穀
制

の
再
建
を
提
案
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の

代
わ
り
に
、
貨
幣
の
使
用
を
容
認
し
な
が

ら
、
単
に
現
物
に
よ
る
租
税
や
年
貢

を
拡
大
す
る
こ
と
で
貨
幣

に
よ
る
影
響
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
貨
幣
経
済
の
普
及
と

い
う
問
題

に
関
し
て
は
、
徂
徠
よ
り

む
し
ろ
白
石

の
ほ
う
が
は
る
か
に
明
快

で
あ
ろ
う
。
白
石
の
考
え
方

は
、
儒
学

の
正
統
か
ら
か
な
り

へ
だ
た

っ
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、
農
業
を
富

の
源
泉
と

し
て
強
調
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
貴
金
属

の
重
要
性

の
方
に
優
越
性
を
与
え
て

い
る
か
ら
で
あ

る
。
彼
は
、
「貴
穀
賤
金
」

の
原
理
を
逆
転
さ
せ
て
、
貴
金
属

を
、
再
生
不
可
能

で
あ
る
か
ら
最
も
注
意

深
く
節
約
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
資

源
と
し
て
考
え
た
。

凡
金
銀

の
天
地

の
間

に
生
ず
る
事

こ
れ
を
人

に
た
と
ふ
れ
ぽ
骨
の
ご
と
く

其
余

の
宝
貨
は
皆
々
血
肉
皮
毛

の
ご
と
き
な
り
血
肉
皮
毛
は
傷
れ
疵

つ
け

ど
も
又
々
生
ず
る
も
の
な
り
骨

の
ご
と
き
は

一
た
び
折
れ
損
じ
て
ぬ
け
出

ぬ
れ
ぽ

二
た
び
生
ず

る
と

い
ふ
事
な
し
金
銀
は
天
地

の
骨
也

こ
れ
を
採

る

(22
)

後
に
は
二
た
び
生
ず

る
の
理
な
し
。

あ
る
意
味

で
、
徂
徠
と
白
石
と
の
問
に
見
ら
れ
る
経
済
学
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ

の
相
違
は
、
彼
ら
の
個
性
と
社
会
的
地
位

の
違

い
を
反
映
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
徂
徠
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
思
想
家

で
あ
り
、
教
育
者
で
あ
り
、
従

っ
て
経

済
問
題
を
道
徳
的
な
立
場
か
ら
観
察
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。

他
方
、
白
石
は
、
は
る
か
に
現
実
と
の
関
わ
り
を
持

っ
た
政
治
家

で
あ
り
、
六

代

・
七
代
将
軍
に
対
す
る
指
導
的
な
助
言
者
と
し
て
、
政
策
形
成
だ
け
で
は
な

く
、
現
実
的
か

つ
経
験
的
な
傾
向
を
も

つ
人
物
で
あ

っ
た
。

貴
金
属

の
供
給
と

い
う
問
題
に
関
心
を
持

っ
て
い
た
白
石
は
、
と
り
わ
け
貨

幣
供
給
量
と
物
価
と
の
関
係
を
具
体
的

に
分
析
し
た
。
元
禄

八

(
一
六
九
五
)

年

の
貨
幣
改
鋳
以
来

の
高

い
イ

ン
フ
レ
率

は
、
物
価

の
決
定
要
因
を
め
ぐ
る
活

発
な
論
争
を
起

こ
し
た
。
イ

ン
フ
レ
の
原
因
を
元
禄
貨
幣

の
低
品
質
に
求
め
る

見
解

に
対
し
て
、
白
石
は
厳
密
な
貨
幣
数
量
説

つ
ま
り
物
価

は
貨
幣
量
の

変
化
に
応
じ
て
変
動
す
る
と
い
う
説
を
取

っ
た
。

凡
そ
物

の
価
重
く
候
事
は
貨

の
価
軽
き
に
よ
り
候
て
貨

の
価
軽
く
な
り
候

事
は
其
数
多
き
が
故

に
候

へ
ば
法
を
以
て
其
貨
を
収
め
て
其
数
を
減
じ
又

物

の
価
軽
く
候
事
は
貨
の
価
重
き
に
よ
り
候

て
貨
の
価
重
く
な
り
候
事
は

其
数
少
き
が
故
に
候

へ
ぽ
法
を
以
て
其
貨
を
出
し
て
其
数
を
増
し
貨
と
物

と
に
軽
重
な
き
ご
と
く
に
其
価
を
平
か
に
し
候
時
は
天
下

の
財
用
ゆ
た
か
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江戸時代の経済思想における市場原理の概念についての一考察

(
23
)

に
通
じ
行
は
れ
候
由
相
見
え
候
。

こ
こ
に
は
、
進
歩
的
な
考
え
方
も
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
貴
金
属
を
貨
幣

に

用
い
る
場
合
に
、
貨
幣

の
量
と
そ

の
質

の
問
題
は
、
簡
単
に
切
り
離
す
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
事
実
に
対
す
る
白
石

の
認
識
は
欠
け
て
い
た
。
従

っ
て
、
将

軍
家
宣

の
顧
問

で
あ

っ
た
白
石
が
自
分

の
理
論
を
実
行
に
移
す
…機
会
を
得
た
と

き
、
彼
が
提
案
し
た
政
策
は
、
逆

に
貨
幣
問
題
を
悪
化
さ
せ
た
。

白
石

の
改
鋳
政
策
が
失
敗
し
た
た
め
に
、
彼

の
ラ
イ
バ

ル
で
あ
る
荻
生
徂
徠

が
白
石

の
貨
幣
数
量
説
を
批
判
す
る
よ
う

に
な

っ
た
。
徂
徠

の
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
改
鋳
政
策
が
失
敗

に
終
わ

っ
た
の
は
イ
ン
フ
レ
を
も
た
ら
し
た
道
徳
的
社

会
的
原
因
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
た
め
な

の
で
あ
る
。

一
七

一
四
年
に
出
版
し

た

『政
談
』
の
中
で
、
徂
徠
は
次

の
よ
う

な
批
判
を
出
し
た
。

諸
色

ノ
高
直

ニ
ナ
ル
子
細

ハ
、
元
禄

ノ
時
金
銀

二
歩

ヲ
入
テ
、
金
銀
ノ
位

悪

ク
ナ
ル
故

三
咼
直

ニ
ナ
ル
ニ
モ
非

ズ
。
亦
金
銀

ノ
員
数

フ
ヘ
タ
ル
故

二

高
直

二
成

ニ
モ
非
ズ
。
元
来
旅
宿

ノ
境
界

二
、
無
制
度
故
、
世
界
ノ
商
人

盛

ニ
ナ
ル
ヨ
リ
事
起
テ
、
様
々
ノ

コ
ト
ヲ
取
雑
ゼ
テ
、
次
第
々
々

二
物

ノ

直
段
高
ク
ナ
リ
タ
ル
上

二
、
元
禄

二
金
銀

フ
ヘ
タ
ル
ヨ
リ
、
人
々
奢
リ
益

盛

ニ
ナ
リ
、
田
舎
迄

モ
商
人
行
渡
リ
、
諸
色

ヲ
用
ル
人
益
多

ナ
ル
故
、
益

(
24

)

高
直

二
成

タ
ル
也
。

こ
の
よ
う
な
徂
徠

の
物
価
論
は
、
白
石

の
貨
幣
理
論
よ
り
保
守
的
に
見
、兄
る

が
、
徂
徠

の
ア
ブ

・
ー
チ
を
も

っ
と
詳
し
く
分
析
し
て
み
る
と
、
物
価
論
争

に

対
し
て
い
く

つ
か
の
興
味
深
い
貢
献
が
発
見
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
徂
徠

の
説

に
よ
れ
ば
、
物
価

は
単

一
の
原
因
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
多
方

面
か
ら
作
用
を
受
け
て
い
る
。
白
石
が
貨
幣
的
な
面
で
の
影
響
だ
け
に
焦
点
を

絞

っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
徂
徠
は
生
産
費
や
需
給
の
均
衡
と
い
っ
た
面

の
重

要
性
に
も
注
意
を
払

っ
て
い
る
。
そ
の

一
例
と
し
て
、
次

の
文
章
を
挙
げ

て
み

よ
う
。実

ノ
金
銀

ハ
一
ツ
所

二
所

ヲ
定
ズ
、
方
々
所
々
ヲ
旋

リ
行
ク
故
、
百
両
ノ

金

ハ
十
万
両

ノ
金

ト
成
テ
、
書
付

ニ
テ
見

レ
。ハ
十
万
両
余
ア
レ
ド
モ
、
金

ヲ
集

テ
見

レ
バ
僅

二
百
両

ノ
金
成

ル
事
、
是
金
銀

ノ
姿
也
。
故

二
金
銀
ノ

減
少

シ
タ
ル
上
、
亦
借
貸

ノ
道
塞

ル
ト
キ

ハ
、
世
界

二
金
銀
不
足

ニ
テ
、

(
25
)

人

ノ
難
儀

ス
ル
事
也
。

す
な
わ
ち
、
貨
幣
供
給
が
減
少

し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
物
価
が
上
昇
し
て
い

く
と
い
う
逆
説
を
説
明
す
る
た
め
に
、
徂
徠

は
、
信
用
や
流
通
速
度
と
い
う
問

題
を
も
認
識
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

5

最
後

に
、
市
場
を
万
物

の
尺
度

と
し
て
考
え
た
海
保
青
陵

(
一
七
五
五
～

一

八

一
七
)
に
手
短
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
青
陵

は
、
徂
徠
学
派

に
属
し
て
い
た

太
宰
春
台
か
ら
深
く
影
響
を
受
け
た
人
物
で
あ

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
彼

自
身
は
、
経
世
論
自
体

に
は
か
な
り
懐
疑
的
と
な

っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
慈

悲
深
い
統
治
者
の
率

い
る
開
明
的
な
幕
府
が
平
和
、
豊
富
や
繁
栄
な
ど
を
国
の

隅
々
ま
で
も
た
ら
し
て
く
れ
る
と
い
う
伝
統
的
な
儒
学

の
考
え
方
を
根
本
的
に
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拒
否
し
た
。
青
陵

に
と

っ
て
、
繁
栄

へ
の
鍵
は
、
支
配
者

の
聡
明
さ
や
思
い
や

り
に
あ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
す
べ
て

の
国
民

の
勤
勉
さ
や
進
取
の
気
性

の

う
ち
に
あ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

旦
ハ体
的
に
言
え
ぽ
、
青
陵
は
、
蕃
山

の
よ
う
に
貨
幣
経
済
か
ら
の
退
去
策
を

唱
え
る
の
と
違

っ
て
、
そ
れ
と
は
全
く
逆

に
、
武
士
は
商
業
を
毛
嫌

い
す
る
の

を
や
め
て
商
人

の
利
潤
獲
得
活
動
を
模
倣

す
る
よ
う

に
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
徳

川
政
権
が
は
じ
ま

っ
た
最
初

の

一
世

紀
以
後
、
日
本

の
社
会

・
社
会
思
想
が
如
何

に
進
展
し
て
い
っ
た
の
か
を
物
語

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
青
陵

の
経
済
思
想

は
、
武
士

の
商
業
活
動
を
正
当
化
す
る
の
に
用

い
た
論
理
そ
の
も
の
に
顕
著
な
独
創
性
が

見
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
青
陵

は
、
石

門
心
学

の
よ
う
な
商
業
論
を
は
る
か
に
越

え
て
、
全
て
の
社
会
関
係
を
本
質
的

に
は
市
場
取
引

の
関
係
と
し
て
解
釈
す
る

ア
プ

ロ
ー
チ
を
取

っ
た
。

古

ヘ
ヨ
リ
君
臣

ハ
市
道

ナ
リ
ト
云
也
。
臣

へ
知
行

ヲ
ヤ
リ
テ
動

カ
ス
、
臣

ハ
チ
カ
ラ
ヲ
君

ヘ
ウ
リ
テ
米
ヲ
ト
ル
。
君

ハ
臣

ヲ
カ
イ
、
臣

ハ
君

ヘ
ウ
リ

テ
、
ウ
リ
カ
イ
也
。
ウ
リ
カ
イ
ガ
ヨ
キ
也
。
ウ
リ
カ
イ
ガ
ア
シ
キ

コ
ト

ニ

(26
)

テ

ハ
ナ
シ
。

こ
う
し
た
論
法
か
ら
得
ら
れ
る
結
論
は
、
市
場
で
の
交
換
を
儒
学
思
想
で
言

う

「
理
」、
す
な
わ
ち
人
間
社
会

に
秩
序

と
調
和
を
与
え
る
原
理
と
同

一
で
あ

る
と
見
直
す
こ
と
で
あ
る
。
青
陵

の
説
で
は
、
全
て
の
社
会
関
係
は
交
換
に
基

づ

い
て
い
て
、
交
換

は
利
益

・
利
潤
を
得

よ
う
と
す
る
欲
望
に
動
機
づ
け
ら
れ

(
27
)

て

い

る
。

従

っ
て
、

商

業

と

利

潤

獲

得

と

は
、

万

物

の
自

然

的

な

秩

序

を

規

制

す

る
重

要

な
力

と

見

な

さ

れ

る

よ

う

に
な

る

の
で
あ

る
。

凡

ソ
天

地

ノ
間

ニ
ア

ル

モ

ノ

ハ
皆

シ

ロ

モ

ノ
也

。

シ

ロ
モ

ノ

ハ
又

シ

ロ
モ

ノ

ヲ

ウ

ム

ハ
理

也

。

田

ヨ
リ
米

ヲ
ウ

ム

ハ
、

金

ヨ
リ
利

息

ヲ

ウ

ム
ト

チ

ガ

イ

タ

ル

コ
ト

ナ

シ
。

山

ノ
材

木

ヲ
ウ

ミ
、

海

ノ
魚

塩

ヲ

ウ

ミ
、

金

ヤ
米

ノ

(
28
)

利
息

ヲ
ゥ
ム

ハ
天
地

ノ
理
也
。

要
す
る
に
、
青
陵

の
著
作

の
中
で
は
、
そ
れ
ま
で
儒
学
思
想

の
中
だ
け

で
使

わ
れ
て
い
た
言
葉
が
市
場
原
理
の
合
理
性
を
説
明
す
る
際
に
使
用
さ
れ
、
そ
の

中

で
元
の
言
葉

の
持

つ
意
味
が
変
換
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
そ
し
て
儒
学
論

理

の
美
徳
は
発
生
期
の
資
本
主
義
経
済

の
価
値
観
と
な
る
よ
う
に
変
形
さ
れ
て

い
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
青
陵
が
そ
の
死
か
ら
半
世
紀
後
に
お
き
た
明
治
維
新

と
い
う
根
本
的
な
構
造
変
革
を
発
生
さ
せ
る
た
め
の
基
礎
を
準
備
す
る
役
割
を

果
た
し
た
と
い
う
の
は
、
決
し
て
過
言

で
は
な

い
。

日
本
経
済
思
想

は
、
伝
統
的
に
、
二
〇
世
紀

の
経
済
学
と
正
確

に
対
応
す
る

範
躊
を
含
ん
で
い
た
わ
け

で
は
な
い
が
、
し
か
し
過
去

二
世
紀

の
社
会

・
経
済

的
変
化

に
応
じ
て
、
日
本

の
思
想
家
た
ち
は
、
静
態
的

で
米
に
依
存
し
た
経
済

と
い
う
正
統
的
な
考
え
方
か
ら
次
第
に
脱
し
て
、
貨
幣
経
済
を
容
認
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
作
用
を
分
析

し
、
社
会
秩
序
に
与
え
る
影
響
を
議
論
す
る
よ

う

に
な

っ
て
き
た
。
従

っ
て
、
明
治
に
入

っ
て
、
西
洋
の
経
済
思
想
が
研
究
さ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
き
、
そ
れ
が
何
か
全
く
異
質

で
不
可
解
な
も
の
に
見
え

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か

っ
た
。
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注(
1
)

テ

ッ
サ

・
モ
ー

リ

ス
ー
鈴
木

(藤
井

隆
至

訳
)

『
日
本

の
経

済
思

想
-

江
戸

時
代

か

ら
現
代

ま

で
ー
』

岩
波

書
店

、

一
九
九

一
年

、

=

二
頁

。

(
2
)

ト
ー

マ
ス

・
ク
ー

ン

(中

山
茂

訳
)

『科

学
革
命

の
構
造

』

み
す
ず
書

房

、

一
九

九

一
年
、

五
九

頁
。

(3
)

テ

ッ
サ

・
モ

ー
リ

ス
ー
鈴

木
、
前

掲
書

、

二
〇

頁
。

(4
)

塚

谷
晃

弘

「
経

済

思
想

に
お

け

る
日
本
的

特
性

」

(相
良
享

、

尾
藤

正
英

、

秋
山

虔
編

『講

座

日
本
思

想

2

知

性
』
)
東

京
大

学
出

版
会

、

一
九

八
三
年

、

三
〇

五
頁

。

(5
)

尾
藤

正

英

「
陽

明
学

」

(
『
国
史

大

辞

典

第

一
四
巻

』
)

吉

川
弘

文

館
、

一
九

九

三
年

、
三

五

一
頁

。

(6
)

太

宰

春

台

『経

済

録
』

(頼

惟

勤

校

注

『
日
本

思

想

大

系

37

徂

徠

学

派
』
)
岩

波
書

店
、

一
九

七

二
年
、

一
六
頁
。

(7
)

伊
藤

勝
彦

「合

理

主
義

」

(
『
ニ
ッ
ポ

ニ
カ
日
本

大

百
科

全
書

第

九
巻
』
)

小
学

館
、

一
九

八
六
年
、

六

七
頁
。

(8
)

松

浦

玲

「
江

戸
後

期

の
経

済

思

想
」

(
『岩

波

講

座

日
本

歴
史

13

近

世

3
』
)
岩

波
書

店
、

一
九

六
七

年
、

一
二
七
頁

。

(9
)

師

岡

佑

行

「
近

世
的

合

理

主
義

の
展

開

-

懐

徳

堂

の
思
想

を

め
ぐ

っ
て

ー

」

(奈

良
本

辰
也

編

『
近
世

日
本

思
想

史
研

究
』
)
河

出
書

房
、

一
九

六
五
年

、

一
二
九
頁

。

(10
)

熊

沢

蕃

山

の
経

歴

に

つ
い

て
は
、
例

え
ば

宮

崎

道

生

『
熊
沢

蕃

山

の
研

究
』

思

文
閣

出
版
、

一
九
九

〇
年

;
後
藤

陽

一

「熊

沢

蕃
山

の
生

涯
と

思
想

の

形
成

」

(後
藤

陽

一
・
友

枝
龍

太
郎

校
注

『
日
本
思

想
大

系

30

熊

沢
蕃

山
』
)

岩
波

書
店

、

一
九

七

一
年

等
参

照
。

(11
)

阿
部

吉
雄

「江

戸
時

代
儒

者

の
出
身

と
社

会
的

地
位

に

つ
い

て
」
、

『
日
本

中

国
学
会

報
』
、
第

=

二
集
、

一
九

六

一
年
、

一
六

一
頁

。

(12
)

川

口
浩

『
江
戸

時
代

の
経

済

思
想
1

「経

済

主
体
」

の
生

成

1
』

勁
草
書

房
、

一
九

九

二
年
、

二
三
頁
。

(13
)

熊

沢
蕃

山

『大

学
或

問

』

(後

藤

陽

一

・
友
枝

龍

太
郎

校

注

『
日

本

思
想

大
系

30

熊

沢
蕃
山

』
)

岩
波

書
店

、

一
九

七

一
年

、

四

一
七

頁
。

(14
)

熊

沢
蕃

山

『集
義

和

書

』

(後

藤

陽

一

卵
友
枝

龍

太
郎

校

注

『日

本

思
想

大
系

30

熊

沢
蕃

山
』
)

岩
波

書
店

、

一
九

七

一
年

、

二
四
九

頁
。

(15
)

一
七
世
紀

初

め

か
ら

一
八
世
紀

に
か
け

て
は
、
耕
地

の
著

し

い
拡

大
が

見

ら

れ
、
全

国
総

耕
地

面
積

は
、

一
六
〇

〇
年

に
は
、

二
〇
六

万
五

千
町

、

一
六

五

〇
年

に
は
二
三

五
万

四
千

町
、

一
七

〇
〇
年

に
は

二
八

四
万

一
千
町

と

い
う

よ
う

に
推

移

し

た
。

(速

水

融

・
宮

本

又
郎

編

『
日
本

経

済
史

1

経

済

社
会

の
成

立
』

岩

波
書
店

、

一
九

八

八
年

、

四
六

頁
)

(16
)

熊

沢
蕃

山

『集

義
外

書

』

(
正
宗

敦
夫

編

『増

訂

蕃

山
全

集

』
第

二
巻

)

名

著
出

版
、

一
九

七

八
年
、

一
五

五
～

一
五

六
頁

。

(
17
)

同

右
、

七
～

八
頁

。

(
18
)

同

右
、

一
九

一
頁

。

(
19
)

同

右
、

二
〇

一
頁

。

(20
)

テ

ッ
サ

・
モ
ー
リ

ス
ー
鈴

木
、

前
掲

書
㌻

三
〇

頁
。

(
21
)

荻

生
徂

徠

『政

談
』

(吉

卅

幸

二
郎

・
丸

山
真

男

・
西

田
太

一
郎

・
辻
達

也

校

注

『
日
本

思
想

大

系

36

荻
生

徂
徠

』
)

岩
波

書

店

、

一
九

七

三

年
、

三

〇

五
頁

。

(
22
)

新

井
白

石

『
本
朝

宝
貨

通
用

事
略

』

(
国
書
刊

行
会

編

『
新
井

白

石
全
集

』
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第
三
巻
)
国
書
刊
行
会
、

一
九
七
七
年
、
六
七
三
頁
。

(23
)

新
井
白
石

『白
石
建
議
』
(国
書
刊
行
会
編

『新
井
白
石
全
集
』
第
六
巻
)

国
書
刊
行
会
、

一
九
七
七
年
、

一
九

一
～

一
九
二
頁
。
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荻

生
徂

徠
、

前
掲

書
、

三

三
三
頁

。

同

右
、

三

三
七
頁

。

海

保
青

陵

『稽

古

談
』

(塚

谷
晃

弘

・
蔵

並

省
自

校

注

『
日
本

思

想

大

系

本

多
利

明

・
海
保

青
陵

』
)
岩

波
書

店
、

一
九
七
〇

年
、

二
二

二
頁

。

テ

ッ
サ

・
モ
ー
リ

ス
ー
鈴

木
、

前
掲

書
、

五

六
頁
。

海

保
青

陵
、
前

掲

書
、

二
二
二
頁

。
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