
経
済
史
は
ど
の
よ
う
な
学
問
か

斎
　
　
　
藤

修

（51）経済史はどのような学問か

は
じ
め
に

　
経
済
史
、
あ
る
い
は
や
や
広
く
社
会
経
済
史
と
は
ど
の
よ
う
な

学
問
か
と
い
う
問
は
、
通
常
、
経
済
史
な
い
し
は
社
会
経
済
史
は

何
を
研
究
対
象
と
す
る
学
問
か
と
い
う
意
味
で
な
さ
れ
る
。
そ
れ

に
た
い
す
る
答
は
出
版
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
も
少
な
か
ら
ず
あ
る

け
れ
ど
も
、
そ
の
学
問
の
プ
ロ
セ
ス
、
研
究
作
業
の
現
場
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
、
他
の
分
野
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も

つ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
経
済
史
あ
る
い
は
社
会

経
済
史
入
門
は
あ
ま
り
な
い
。
し
か
し
、
学
問
の
楽
し
み
に
と
っ

て
、
対
象
の
お
も
し
ろ
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
学
問
を
す
る
過

程
自
体
が
知
的
に
楽
し
い
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

そ
の
「
過
程
」
、
「
作
業
」
の
す
す
め
方
を
（
そ
の
作
法
の
体
系
と

と
も
に
）
方
法
と
呼
ぶ
な
ら
、
社
会
経
済
史
に
お
い
て
は
ど
の
よ
，

う
な
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
も
、
入
門
者
に
と
っ
て
は
重
大

な
関
心
事
に
違
い
な
い
。

　
一
般
的
に
い
っ
て
人
文
社
会
科
学
に
は
、
書
物
を
静
か
に
じ
っ

く
り
と
読
み
こ
な
し
、
論
理
の
詰
め
に
何
時
問
も
費
や
さ
な
け
れ

ぱ
な
ら
坊
い
タ
イ
プ
と
、
腕
ま
く
り
し
て
、
と
き
に
は
額
に
汗
し

て
資
料
の
収
集
と
整
理
に
時
間
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
タ
イ

プ
と
の
、
二
つ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
完
全
に
ど
ち
ら
・
か
と
割
り

切
れ
る
こ
と
は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
哲
学
や
文
学
を
前
者

の
典
型
と
す
る
と
、
実
証
的
な
学
問
の
多
く
は
後
者
に
属
す
る
と

い
つ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
社
会
経
済
史
は
、
も
ち
ろ
ん
後
者
で
あ
る
。

　
し
か
し
実
証
的
と
い
っ
て
も
、
現
場
に
ゆ
く
と
、
実
際
の
研
究

作
業
は
学
問
分
野
に
よ
づ
て
実
に
さ
ま
ざ
ま
だ
。
た
と
え
ぱ
、
考
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古
学
の
現
場
と
計
量
経
済
学
の
仕
事
場
と
政
治
史
家
の
書
斎
と
で

は
一
寸
見
に
も
ず
い
ぷ
ん
違
う
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
分
野
そ
れ
ぞ

れ
に
ポ
、
一
つ
の
共
通
し
た
雰
囲
気
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
社
会
経
済
史
と
な
る
と
、
そ
れ
も
多
様
す
ぎ
て
、
そ

の
学
間
に
特
有
の
現
場
イ
メ
ー
ジ
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
理
幽
は

経
済
史
と
社
会
史
と
い
う
肌
合
い
の
違
う
二
つ
の
学
問
に
ま
た
が

る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
む
し
ろ
、
イ
。
メ
ー
ジ

は
社
会
経
済
史
家
ご
と
に
異
な
る
。
狭
義
の
経
楕
史
に
お
い
て
さ

え
、
文
献
学
に
近
似
し
た
タ
イ
プ
か
ら
計
量
経
済
学
的
な
タ
イ
プ

ま
で
、
経
済
史
家
ご
と
に
違
づ
て
い
る
の
が
実
状
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
私
が
本
稿
で
述
べ
た
い
と
思
う
の
は
、
社
会
経
済
史
に
お

け
る
こ
の
方
法
の
多
様
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
人
類
に
と
っ
て
生

物
学
的
多
様
性
の
保
持
が
良
い
こ
と
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
歴
史

学
の
諸
分
野
に
と
っ
て
、
と
く
に
社
会
経
済
史
に
と
つ
て
は
方
法

論
的
多
様
性
が
存
す
る
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
、
学
問
的
に
健
全
な

証
拠
だ
と
い
う
の
が
、
私
の
主
張
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

あ
る
社
会
経
済
史
家
の
場
合

と
も
、

こ
う
い
う
方
法
論
は
、
抽
象
的
に
論
じ
て
も
あ
ま

り
ピ
ン
と
こ
な
い
も
の
だ
。
そ
こ
で
、
一
人
の
優
れ
た
社
会
経
済
　
棚

史
家
の
作
品
を
み
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
ど
の
よ
う
な
坊
法
が
駆
使

さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
私
が
紹
介
し
た
い
の
は
ト
マ
ス
・
ス
、
、
、
ス
（
↓
ぎ
昌
富
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ω
邑
；
）
と
い
う
歴
史
家
で
あ
る
。
彼
は
『
明
治
維
新
と
工
業
化
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

お
よ
び
『
近
代
目
本
の
農
村
的
起
源
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
と
お
り
、
徳
川
時
代
か
ら
明
治
期
ま
で
の
［
口
本
経
済
史
．
社

会
史
を
専
攻
し
て
い
る
。
彼
に
は
一
〇
編
の
論
文
を
一
冊
に
ま
と

め
た
論
文
集
『
日
本
社
会
史
に
お
け
る
伝
統
と
創
造
－
工
業
化

の
内
在
的
諸
要
因
、
一
七
五
〇
1
一
九
二
〇
年
』
も
あ
り
、
こ
一
一

で
は
こ
の
論
文
集
（
以
下
『
伝
統
と
創
造
』
と
略
記
）
を
中
心
に

　
　
　
　
（
3
）

取
り
あ
げ
る
。
三
〇
年
余
に
わ
た
る
社
会
経
済
史
家
と
し
て
の
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

者
の
歩
み
が
一
望
に
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
書
を
繕
い
た
読
者
は
、
著
者
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。
タ
イ
ト
ル
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
、
そ
れ
に

目
次
を
み
た
だ
け
で
も
、
徳
川
中
期
か
ら
大
正
時
代
ま
で
を
カ
バ

ー
で
き
、
経
済
史
か
ら
社
会
史
ま
で
を
論
じ
ら
れ
る
、
幅
の
広
い
、

（
華
麗
で
は
な
い
が
）
多
彩
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
研
究
を
し
て
き

た
歴
史
家
と
い
う
の
が
最
大
公
約
数
で
は
な
い
か
と
思
う
。
著
者

ス
ミ
ス
も
、
本
書
『
伝
統
と
創
造
』
を
構
成
す
る
一
〇
章
は
、



（53）経済史はどのような学間か

「
前
近
代
経
済
成
長
」
、
「
徳
川
社
会
の
変
質
」
、
「
初
期
工
場
労
働

者
の
意
識
」
と
い
う
三
つ
の
異
な
っ
た
テ
ー
マ
群
に
分
類
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
い
、
と
く
に
最
後
の
テ
ー
マ
群
に
属
す
る
二
章

は
、
著
者
自
身
、
個
別
論
文
と
し
て
発
表
し
た
と
き
は
「
他
の
章

と
は
関
係
な
い
」
と
思
う
て
い
た
と
い
う
。

　
し
－
か
し
、
こ
れ
も
著
者
自
身
が
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

本
書
を
貫
く
問
題
関
心
は
一
つ
で
あ
る
。
「
日
本
は
い
か
に
し
て

近
代
社
会
に
な
っ
た
か
」
、
そ
れ
も
、
経
済
の
工
業
化
や
社
会
の

近
代
化
と
い
っ
た
普
遍
的
現
象
を
推
し
進
め
た
要
因
の
な
か
で
、

伝
統
的
な
要
因
が
果
た
し
た
役
割
に
注
目
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

「
深
部
に
お
い
て
」
西
欧
の
場
合
と
は
更
な
っ
た
近
代
社
会
へ
の

変
容
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
近
代
資
本
主
義

の
進
展
に
よ
っ
て
「
ど
の
国
も
類
似
し
た
社
会
」
に
な
る
、
「
西

洋
社
会
の
よ
う
に
」
な
る
は
ず
だ
と
い
う
考
え
方
、
「
収
微
説
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
、
現
在
で
も
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
い

る
考
え
方
と
は
異
な
っ
た
ス
タ
ン
ス
に
よ
る
、
近
代
社
会
成
立
史

と
い
え
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
『
伝
統
と
創
造
』

に
お
い
て
徳
川
時
代
の
農
家
世
帯
が
分
析
さ
れ
る
場
合
も
、
士
族

革
命
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
場
合
も
、
ま
た
明
治
の
工
場
に
お
け
る

時
問
規
律
と
労
働
者
の
時
間
意
識
が
解
明
さ
れ
る
場
合
も
、
そ
こ

に
は
一
貫
し
た
問
題
関
心
と
視
角
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

三
〇
年
余
に
わ
た
っ
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
す
べ
て
著
者
自
身
が
述
べ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
〕

と
で
あ
る
（
『
伝
統
と
創
造
』
序
章
）
。
そ
こ
で
私
は
、
著
者
が
触

れ
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
多
彩
な
テ
ー
マ
を
解
明
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
た
手
法
と
方
法
論
に
圓
を
向
け
た
い
。
そ
こ
で
も
、

私
た
ち
は
多
彩
さ
に
遭
遇
す
る
は
ず
で
あ
る
。
と
く
に
、
実
証
性

空
。
同
い
第
一
部
と
第
三
部
で
は
、
対
照
的
と
い
っ
て
も
よ
い
方
法

が
採
ら
れ
て
い
る
。

二
　
数
量
デ
ー
タ
と
事
実
発
見

　
本
書
第
一
部
を
構
成
す
る
四
章
の
う
ち
三
つ
は
経
済
史
の
、
残

り
の
一
つ
は
歴
史
人
口
学
の
論
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

「
前
近
代
経
済
成
長
」
（
召
①
．
昌
a
①
；
8
昌
◎
昌
ざ
O
q
『
O
峯
葦
）

と
い
う
概
念
枠
組
に
収
ま
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
が
、
個
々
の

論
文
相
互
に
は
直
接
の
関
連
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
共
通
す
る
の
は
、

む
し
ろ
数
量
的
な
デ
ー
タ
処
理
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

貢
租
率
の
時
系
列

　
た
と
え
ぱ
、
「
徳
川
時
代
の
年
貢
」
と
題
さ
れ
た
第
二
章
を
み

609
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て
み
よ
う
。
一
九
五
八
年
に
書
か
れ
た
こ
の
論
文
の
主
題
は
単
純

明
快
で
、
幕
藩
制
下
の
「
年
貢
は
重
圧
で
あ
っ
た
か
」
で
あ
る
。

こ
の
問
題
の
た
て
方
は
、
通
説
か
ら
み
れ
ぱ
相
当
に
挑
戦
的
で
あ

る
。
徳
川
時
代
の
農
民
は
重
い
年
貢
に
苦
し
ん
で
い
た
と
い
う
の

が
、
い
ま
で
も
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

そ
の
課
題
に
応
え
る
た
め
に
と
ら
れ
た
方
法
は
単
純
な
も
の
で
、

七
藩
に
お
け
る
一
一
の
村
の
、
一
〇
〇
年
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に

お
よ
ぶ
貢
租
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
年
々
の
貢
租
納
付
高
を
公
式
査

定
産
出
高
で
あ
る
石
高
で
除
し
た
貢
租
率
を
村
、
こ
と
に
算
出
、
グ

ラ
フ
を
描
い
て
み
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
わ
か
る
こ

と
は
、
村
の
石
高
が
変
化
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
査
定
産

出
高
は
現
実
の
産
出
高
と
乖
離
を
大
き
く
し
て
い
っ
た
に
ち
が
い

な
い
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
貢
租
率
は
た
し
か
に
高
水
準
に
あ
っ

た
が
、
有
意
な
長
期
的
上
昇
を
示
す
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
も
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
づ
た
。
論
文
で
は
さ
ら
に
多
く
の
頁
を
、
こ
の
結

果
が
ど
れ
ほ
ど
確
か
か
の
検
証
と
結
論
の
意
味
と
意
義
の
検
討
に

あ
て
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
圭
要
な
努
力
は
必
要
な
村
方
デ
ー
タ

を
集
め
る
こ
と
と
そ
こ
か
ら
数
字
を
拾
い
出
す
こ
と
に
注
が
れ
、

貢
租
率
と
い
う
キ
ィ
と
な
る
値
の
計
算
そ
の
も
の
は
き
わ
め
て
単

純
明
快
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

都
市
人
口
統
計

　
「
前
近
代
経
済
成
長
」
と
い
う
第
一
部
の
基
本
問
題
そ
の
も
の

を
タ
イ
ト
ル
と
す
る
第
一
章
は
、
分
析
と
し
て
は
は
る
か
に
複
雑

で
あ
る
。
産
業
革
命
以
前
に
お
い
て
み
ら
れ
た
経
済
変
化
、
と
く

に
農
村
部
を
中
心
に
生
じ
て
い
た
変
化
に
か
ん
し
て
、
西
洋
の
歴

史
的
経
験
と
の
比
較
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
レ
グ
ザ
ン

ダ
ー
・
ガ
ー
シ
ェ
ン
ク
ロ
ン
の
工
業
化
論
に
た
い
す
る
批
判
的
合

意
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
射
程
距
離
の
長
い
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
実
証
的
な
意
味
に
お
け
る
本
論
文
の
中
核
部
分
は
城

下
町
人
口
の
推
移
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
努
カ

の
ほ
と
ん
ど
は
デ
ー
タ
の
収
集
に
あ
て
ら
れ
る
。
ベ
ン
チ
マ
ー
ク

年
次
を
一
六
八
○
年
、
一
七
一
四
年
、
一
七
四
〇
年
、
一
七
九
四

年
、
　
一
八
三
四
年
と
し
、
三
五
の
城
下
町
に
つ
い
て
わ
か
る
か
ぎ

り
の
人
口
数
値
を
書
き
あ
げ
る
。
そ
し
て
、
ベ
ン
チ
マ
ー
グ
年
次

間
の
人
口
増
滅
率
を
計
算
、
変
化
パ
タ
ー
ン
を
類
型
化
し
て
、
そ

れ
を
地
図
上
に
落
と
し
て
み
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
作
業
の
主
要

部
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
結
果
は
当
該
の
城
下
町
を
合
む
地

域
人
口
の
推
移
と
比
較
さ
れ
る
。
そ
の
観
察
か
ら
、
城
下
町
の
多

く
は
人
口
滅
少
を
記
録
し
て
い
た
こ
と
、
顕
著
に
衰
退
し
た
城
下

016



（55）経済史はどのような学間か

町
の
少
な
か
ら
ぬ
事
例
は
経
済
的
に
先
進
地
で
あ
っ
た
近
畿
・
瀬

戸
内
地
方
に
属
し
、
し
か
も
そ
の
場
合
、
城
下
町
の
周
辺
地
域
で

は
人
口
の
増
加
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
れ
の
よ
う

な
都
市
人
口
の
衰
退
を
周
辺
農
村
に
お
け
る
手
工
業
お
よ
び
商
業

の
成
長
と
対
比
さ
せ
、
両
者
は
「
何
ら
か
の
関
係
」
を
も
っ
て
い

た
と
考
え
る
。
ス
ミ
ス
が
本
論
文
を
発
表
し
て
後
に
提
唱
さ
れ
た

概
念
を
援
用
し
て
い
い
か
え
れ
ぱ
、
プ
ロ
ト
エ
業
化
（
肩
g
o
－

巨
旨
ω
ま
彗
N
き
昌
）
の
進
展
が
都
市
人
口
に
与
え
た
影
響
と
解

　
　
　
　
　
　
（
6
〕

釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
著
者
ス
ミ
ス
の
比
較
前
近
代
経
済
成
長
論
の
出
発
点
で

あ
る
が
、
そ
の
重
要
な
事
実
発
見
を
導
い
た
デ
ー
タ
観
察
自
体
は
、

け
っ
し
て
複
雑
で
は
な
い
。
都
市
人
口
統
計
を
整
え
、
人
口
増
減

率
を
計
算
し
、
農
村
部
の
人
口
趨
勢
を
表
す
と
看
な
さ
れ
る
デ
ー

タ
か
ら
得
ら
れ
る
増
減
率
と
比
較
す
る
と
い
う
も
の
で
、
統
計
学

的
に
は
難
し
い
手
法
が
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
基
準
を

き
ち
っ
と
合
わ
せ
た
デ
ー
タ
作
成
が
研
究
作
業
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ

う
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
論
文
は
数
量
史
と
は
い
う
て
も
、
と

り
た
て
て
特
別
な
分
析
手
法
が
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

デ
ー
タ
処
理
の
主
要
な
目
的
は
事
実
の
発
見
に
あ
る
。
た
だ
事
実

と
い
っ
て
も
、
一
村
落
な
い
し
は
一
地
域
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
い
う
個
別
事
例
研
究
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
同
一
の
基
準

で
の
デ
ー
タ
収
集
、
デ
ー
タ
の
標
準
化
、
同
一
指
標
の
算
出
と
い

う
点
に
通
常
の
歴
史
家
以
上
に
神
経
を
使
っ
た
と
い
う
点
に
お
い

て
、
数
量
史
的
な
傾
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

三
　
数
量
分
析

　
こ
れ
に
た
い
し
て
、
第
一
部
に
お
け
る
他
の
二
論
文
は
趣
を
異

に
す
る
。
数
量
デ
ー
タ
の
重
要
性
は
変
わ
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
分

析
の
手
法
に
新
し
さ
が
加
わ
る
。

地
域
所
得
の
推
計

　
「
前
工
業
化
期
日
本
の
農
家
副
業
」
と
題
さ
れ
た
第
三
章
を
み

よ
う
。
タ
イ
ト
ル
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
課
題
を
扱
っ
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
研
究
史
的
に
い
え
ば
、
農
家
副
業
は
右

に
み
た
前
近
代
経
済
成
長
の
一
表
現
で
あ
り
、
農
村
工
業
化
の
担

い
手
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
「
副
業
の
形
態
が
散
在
的
、
ま
た
非
常

に
多
様
か
つ
流
動
的
で
あ
る
た
め
、
ど
の
く
ら
い
の
農
民
が
副
業

を
行
い
、
所
得
の
ど
の
程
度
を
そ
こ
か
ら
稼
い
で
い
た
か
」
を
知

る
こ
と
は
資
料
的
に
非
常
に
難
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
八
四
〇
年
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〔I〕

〔II〕

その他穀物

豆・芋

商品作物

　（棉，はぜ，菜種）

その他農産物

産業勘定

林産
海産
副産（藁など）

その他特産

　（塩，半紙，石炭）

木綿織

各種職人

各種日雇稼

運輸
商業
サービス

　一橋論叢　第123巻　第4号　平成12年（2000年）4月号　（56）

　　　表1『防長風土注進案』の勘定体系

物産勘定　　　　　　　　〔皿〕村括り勘定

　　　　　　　　　　　（1）　穀物収支バラノス

米　L二　　　　　　　　　　　　　年貢（米）
（出来高） 飯料（雑穀混り）

牛馬飼料（雑穀）

酒・味喝・醤油・

　豆腐用米麦・大豆

（2）　銀収支パランス

出来高）

租税（銀）

農作経費

章叢／瓢耗）

肥料代銀

消費支出

副食費

非食費

　1ときに争目別〕

その他産業コスト

川あはるのこ業’る人ど規はた数俊るサこ‘ミの所村か口を模必り字

1鱗
況　’」注
を上は進

　　　　612



（57）経済史はどのような学問か

作
が
同
じ
資
料
を
精
査
し
た
と
き
に
作
成
し
た
、
『
風
土
注
進
案
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
〕

の
経
済
計
算
体
系
模
式
表
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
、
「
物

産
」
と
称
さ
れ
た
農
業
活
動
と
「
産
業
」
と
呼
ば
れ
た
非
農
業
活

動
が
区
別
さ
れ
、
さ
ら
に
「
農
作
経
費
」
や
「
消
費
支
出
」
も
独

立
項
目
と
し
て
た
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、

こ
れ
ら
の
出
来
高
と
儲
高
を
集
計
し
た
ら
村
落
所
得
が
求
め
ら
れ

る
の
で
あ
ろ
う
－
か
。
具
体
的
に
い
え
ぱ
、
物
産
勘
定
中
の
米
の
出

来
高
と
、
産
業
勘
定
中
の
桶
工
の
儲
高
と
、
米
を
原
料
と
し
、
桶

工
の
作
っ
た
大
樽
で
仕
込
ん
で
清
酒
を
製
造
す
る
酒
屋
の
儲
高
、

さ
ら
に
は
米
や
酒
の
移
出
に
携
わ
る
廻
船
関
係
の
諸
儲
高
、
と
い

う
よ
う
に
書
上
げ
ら
れ
た
数
字
を
足
し
合
わ
せ
て
ゆ
け
ば
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
答
は
否
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
原
材
料
や
修
繕
・
修

理
の
部
分
が
二
重
計
算
と
な
っ
て
し
ま
う
。
所
得
と
い
う
の
は
付

加
価
値
概
念
で
あ
り
、
し
た
が
う
て
徳
川
時
代
の
村
落
所
得
が
問

題
の
場
合
と
い
え
ど
も
、
必
要
と
さ
れ
る
の
は
現
代
の
国
民
所
得

勘
定
と
同
じ
概
念
体
系
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
・

　
本
論
文
に
付
さ
れ
た
「
補
遺
」
を
み
れ
ば
、
著
者
ス
ミ
ス
が
こ

の
点
に
十
分
な
注
意
を
は
ら
っ
て
本
文
の
表
を
作
成
し
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。
職
人
の
稼
高
の
よ
う
に
漏
れ
の
多
い
項
目
は
推

計
に
よ
っ
て
補
い
、
役
人
の
俸
給
と
し
て
藩
か
ら
支
出
さ
れ
た
額

を
加
え
、
評
価
価
格
を
慎
重
に
統
一
し
、
そ
し
て
村
括
り
勘
定
中

の
銀
収
支
バ
ラ
ン
ス
に
出
て
く
る
、
家
畜
・
農
具
の
買
足
銀
（
資

本
滅
耗
）
、
肥
料
代
銀
と
い
っ
た
「
農
作
経
費
」
、
「
そ
の
他
産
業

コ
ス
ト
」
に
一
括
さ
れ
て
い
る
原
料
代
や
家
屋
・
船
な
ど
の
修
繕

費
か
ら
な
る
費
目
を
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
総
出
来
高
か
ら
引
い
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
中
間
生
産
財
と
サ
ー
ビ
ス
（
ぎ
討
『
昌
①
昌
9
①

o
q
o
o
穿
竃
o
ω
胃
三
8
ω
）
を
控
除
し
た
付
加
価
値
（
毒
－
冨

凶
註
＆
）
の
総
額
に
な
る
よ
う
な
推
計
作
業
が
施
さ
れ
、
そ
の
う

え
で
非
農
業
所
得
の
割
合
が
計
算
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
は
、
表
2
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
ヶ
に
、
世
帯
数
に
し
め
る
非

農
家
の
割
合
は
一
八
％
に
す
ぎ
な
い
が
、
地
域
所
得
に
し
め
る
非

農
業
部
門
の
ウ
ェ
イ
ト
は
五
五
％
に
た
っ
し
て
い
た
と
い
う
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

こ
と
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
ウ
た
。

　
こ
の
『
風
土
注
進
案
』
は
類
稀
に
良
質
の
資
料
で
あ
る
。
ス
ミ

ス
が
行
っ
た
の
と
同
様
の
作
業
は
上
関
宰
判
だ
け
で
な
く
、
．
長
州

藩
一
円
に
つ
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
所
得
計
算
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
な
か
の
特
定
の
項
目
（
た
と
え
ぱ
個
人
消
費
や

政
府
投
資
）
に
焦
点
を
あ
て
た
詳
細
な
分
析
も
不
可
能
で
は
な
い
。

さ
ら
に
は
、
別
の
方
向
へ
の
発
展
も
可
能
で
あ
る
。
中
間
投
入
に

か
ん
す
る
情
報
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
投
入
量
全
体
を
把
握
す
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一橋論叢 第123巻第4号 平成12年（2000年）4月号　（58）

表2長州藩上関宰判における非農割合

宰 判　　　計

非農家割合最低の村

非農家割合最高の村

世帯数にしめる
非農家割合（％）

18

56

所得にしめる
非農業割合（％）

55

23

83

知
識
が
必
要
と
さ
れ
、

に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う

数
量
史
と
は
基
本
的
に
異
な
っ
た
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
と
い
う
こ

　
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
さ
ら
に
い
く

　
つ
か
の
仮
定
と
操
作
を
施
す
こ
と
に
よ

　
っ
て
長
州
藩
経
済
の
投
入
・
産
出
表

　
（
－
暑
旦
・
O
旦
君
二
き
－
①
）
を
作
成
す

　
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
実
際
、
前
者
の
方
向
で
の
拡
張
も
後
者

　
の
方
向
で
の
発
展
も
、
と
も
に
一
九
八

　
○
年
代
に
は
い
っ
て
試
み
ら
れ
る
こ
と

　
　
　
（
9
）

　
と
な
づ
た
。
と
は
い
え
こ
こ
で
重
要
な

　
こ
と
は
、
農
家
副
業
の
比
重
を
明
ら
か

　
に
す
る
と
い
う
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
課

　
題
を
達
成
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
明

　
確
な
経
済
学
の
理
論
枠
組
に
つ
い
て
の

デ
ー
タ
の
整
理
・
加
工
も
そ
の
知
識
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
。
こ
れ
は
第
一
の

人
口
行
動

　
第
四
の
論
文
に
目
を
転
じ
よ
う
。

対
象
領
域
も
経
済
史
か
ら
歴

史
人
口
学
へ
と
代
わ
る
。
歴
史
人
口
学
は
社
会
史
の
一
分
野
と
い

え
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
自
体
で
独
立
し
た
研
究
領
域
と
い

っ
た
ほ
う
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
結
婚
・
出
生
・
死
亡
と
い
う
た
人

口
現
象
の
結
果
と
し
て
総
人
口
が
変
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
れ

ら
人
口
学
諸
変
数
相
互
の
関
連
の
あ
り
方
を
解
明
す
る
の
が
目
的

だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
濃
尾
平
野
に
あ
る
一
農
村
（
仮
名
で
ナ
カ
ハ
ラ
村
と

呼
ぱ
れ
て
い
る
）
に
残
さ
れ
た
宗
門
人
別
改
帳
を
資
料
と
し
、
そ

こ
か
ら
、
個
々
の
家
族
に
お
い
て
生
じ
た
、
結
婚
・
出
生
・
死
亡

と
い
づ
た
す
べ
て
の
人
口
現
象
を
追
跡
し
、
そ
こ
か
ら
種
々
の
人

口
学
的
指
標
が
算
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
家
族
ご
と
に
出
生
の

記
録
を
整
理
、
出
生
率
を
算
出
し
、
そ
れ
を
グ
ラ
フ
に
描
く
、
と

い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ナ
カ
ハ
ラ
村
は
仮
名
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

デ
ー
タ
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な

い
村
の
宗
門
人
別
改
帳
か
ら
復
元
さ
れ
た
あ
る
家
族
の
出
生
記
録

　
　
　
　
　
（
1
0
）

を
み
て
み
よ
う
（
図
1
）
。
惣
左
エ
門
と
い
う
水
呑
百
姓
と
女
房

の
あ
い
だ
に
産
ま
れ
た
子
供
の
数
は
八
人
、
全
員
が
二
〇
歳
ま
で

生
き
延
び
た
の
で
、
子
宝
に
恵
ま
れ
た
夫
婦
と
い
え
る
。
家
族
ご

と
に
こ
の
よ
う
な
シ
ー
ト
を
作
成
し
て
ゆ
け
ば
、
何
年
に
出
生
数

が
何
件
あ
っ
た
か
と
い
う
統
計
だ
け
で
は
な
く
、
夫
婦
当
り
の
出
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（59）経済史はどのような学問か

　　　　　　　　図1濃尾地方一家族の出生記録
麗名前 性　出生別　年月 母親年齢

出
生
間
隔

死
亡
年
月

死亡年齢 繕婚年代 繕幡年齢 結婚先1FRFH皿〕

宗派 備考
個人番号

1ゆ　き F　H98一 20 1一 824一 27 1819 22 大　媚 8］］　E 32－011

2た　み F1800一 22 2一 一
1827 28 南条村 813　E 32－012

3惣犬郎 M1802一 24 2一 859一 58 1848 47 32B－i 848　V 32－013

4審　吉 M1806一 28 4一 ’ 815　E 32－OM
5と　の F1809一 3］ 3一 一 Y 32－O15

6作蔵M1813一 35 4一 ■
1840 28 32＾一！ 840YV 32－O16

7与二称 M1815一 37 2一 853一 39 32－O17

8す　へ F1822一 44 7一 一
1844 23 勝村 32－O1畠

9 一 ’ ■

O ■ 一 ■
11

一 ’ 一

2 一 ■ 一

3 一 ’ ■

4 一 ’ 一
5 ’ ■ 一

図2年齢別婚姻出生率の比較
O．6

O．5

’　、

、

　O．4

齢
剖O－3
ヨヨ

　O．2

　　　　　、

　　｛　　　　、　　　　　、

　■　　一r、
　■　　　　　’　＼
　　　　　　　、■　　　・、＼

＼　＼

O．1

’、＼
　・　＼
　＼　＼
　　＼

15－　　　　20－　　　　25－　　　　30－　　　　35－　　　　40－　　　　45一

　　　　　　　年齢階層

　■榎準一・・ジュネーヴー1ナカハラ村
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一橋論叢　第123巻 第4号 平成12隼（2000年）4月号　（60）

生
数
、
母
親
の
年
齢
階
層
別
に
み
た
出
生
数
と
い
っ
た
、
人
口
学

的
に
よ
り
精
織
な
指
標
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
実
際
、
そ
こ
か
ら
作
成
さ
れ
た
グ
ラ
フ
（
鍔
Φ
・
名
8
；
O
ヨ
胃
－
－

邑
申
①
三
＝
q
、
有
配
偶
女
子
の
年
齢
別
特
殊
出
生
率
あ
る
い
は

年
齢
別
婚
姻
出
生
率
と
呼
ぱ
れ
る
）
を
ナ
カ
ハ
ラ
村
に
つ
い
て
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

い
て
み
る
と
（
図
2
）
、
二
つ
の
こ
と
に
気
づ
く
。
第
一
に
、
他

の
地
域
、
と
く
に
意
図
的
な
産
児
制
限
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
明

白
な
標
準
人
口
の
出
生
力
と
比
べ
て
低
位
水
準
に
あ
う
た
こ
と
で

あ
り
、
第
二
に
、
そ
の
グ
ラ
フ
の
形
状
は
標
準
人
口
の
そ
れ
と
あ

ま
り
犬
き
く
異
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
標
準
人
口

の
す
べ
て
の
夫
婦
が
二
〇
歳
で
結
婚
し
、
五
〇
歳
に
な
る
ま
で
に

産
み
終
え
た
と
し
よ
う
。
図
2
に
示
さ
れ
た
実
線
の
グ
ラ
フ
か
ら

計
算
さ
れ
る
、
そ
の
問
の
出
生
数
は
九
人
で
あ
る
（
↓
o
邑
ヨ
胃
一
－

邑
ぼ
『
↓
旨
q
、
合
計
婚
姻
出
生
率
と
い
う
）
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

同
様
の
計
算
を
ナ
カ
ハ
ラ
村
に
つ
い
て
行
う
と
六
・
五
人
に
し
か

な
ら
な
い
。
こ
の
合
計
婚
姻
出
生
率
水
準
は
、
や
は
り
同
図
中
に

描
か
れ
た
一
七
世
紀
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
民
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
婚
姻
出
生
率
曲
線
の
形
状
は
ナ
カ
ハ
ラ

村
の
そ
れ
と
犬
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
七
世
紀
後

半
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
は
、
第
四
児
、
第
五
兄
の
出
産
を
忌
避
す
る

と
い
う
、
産
児
制
限
が
行
わ
れ
始
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
行
動
は
、
出
生
率
曲
線
上
に
お
け
る
三
〇
代
か
ら
四

〇
代
に
か
け
て
の
急
遠
な
水
準
低
下
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

別
な
い
い
方
を
す
れ
ぱ
、
第
一
の
観
察
事
実
か
ら
は
意
識
的
な
産

兄
制
限
（
徳
川
時
代
の
用
語
で
は
「
間
引
」
）
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
念
が
で
て
く
る
が
、
第
二
の
事
実
は
、
ナ
カ
ハ

ラ
村
の
出
生
率
曲
線
が
「
普
通
そ
う
し
た
制
限
の
欠
如
と
結
び
つ

く
種
類
」
の
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
村
の
女
性
た
ち
の
出
生
力
は
か
く
も
低

位
で
あ
っ
た
の
か
。
著
者
は
、
普
通
と
は
異
な
っ
た
、
よ
り
複
雑

な
、
性
選
択
的
な
産
児
調
節
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
仮
説
を
た
て
、
そ
れ
を
宗
門
人
別
改
帳
か
ら
作
成
さ
れ
た

家
族
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
討
す
る
。
複

雑
な
調
節
と
い
う
の
は
、
た
ん
に
子
供
数
だ
け
で
は
な
く
、
性
別

も
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
女
児
だ
と
間
引
か
れ
や
す
い
と
い
う
の

で
は
な
く
て
、
既
存
の
子
供
が
圧
倒
的
に
男
児
に
偏
っ
て
い
る
と

次
子
が
男
児
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
逆
に
女
児
に
偏
っ
て
い
た
場

合
に
は
次
子
が
男
児
と
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
す
で
に
二
名
以
上
の
子
供
が
人
別
改
帳

に
登
場
す
る
家
族
を
選
ぴ
だ
し
、
男
子
優
位
の
家
族
、
女
子
優
位
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（61）経済史はどのような学問か

の
家
族
、
男
女
同
数
の
家
族
に
分
類
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
、
こ

と
に
次
に
産
ま
れ
て
く
る
子
供
の
性
比
（
女
子
一
〇
〇
当
り
の
囲
力

子
数
）
を
計
算
す
る
。
そ
の
結
果
は
、
仮
説
ど
お
り
、
男
子
優
位

の
家
族
グ
ル
ー
プ
で
は
性
比
が
低
く
、
逆
に
女
子
優
位
の
家
族
グ

ル
ー
プ
で
は
性
比
が
有
意
に
高
く
出
た
の
で
あ
っ
た
。
著
者
は
こ

こ
か
ら
、
間
引
は
貧
困
の
帰
結
と
い
う
よ
り
、
家
族
規
模
と
構
成

と
を
最
適
に
保
ち
た
い
と
い
う
意
恩
の
表
現
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
そ
れ
は
小
農
民
で
あ
う
て
も
「
長
期
の
計
画
を
遂

行
す
る
見
通
し
と
能
力
」
が
必
要
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
含
意

し
、
従
来
の
農
民
家
族
イ
メ
ー
ジ
に
変
更
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
多
く
の
ひ
と
を
驚
か
す
結
論
で
あ
っ
た
し
、
ナ
カ
ハ
ラ

村
の
デ
ー
タ
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
。
か
な
り
説
得
的
な
分
析
で

も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
現
在
、
こ
の
タ
イ
プ
の
産
児
調
節
が
一

般
的
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
他
の
村
の
資
料
を
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

っ
た
追
試
に
合
格
し
な
・
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
本
稿
の
関
心
事
は
、
ナ
カ
ハ
ラ
型
の
間
引
の
有
無
と
い

っ
た
内
容
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
く
、
ス
ミ
ス
が
援
用
し
た
方
法

論
に
あ
る
。
個
々
の
家
族
デ
ー
タ
か
ら
構
成
さ
れ
る
デ
ー
タ
群
を

あ
る
基
準
に
よ
っ
て
再
分
類
し
、
仮
説
か
ら
予
想
さ
れ
る
結
果
が

得
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
と
い
う
手
法
は
、
歴
史
人
口
学

の
基
本
的
方
法
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

、
、
、
ク
ロ
．
デ
ー
タ
を
駆
使
す
る
数
且
盟
史
的
な
歴
史
研
究
に
お
い
て

有
効
な
方
法
論
の
一
つ
で
も
あ
る
。
第
一
部
の
第
四
章
、
お
よ
び

そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
『
ナ
カ
ハ
ラ
』
は
、
そ
の
見
事

な
雛
形
と
い
っ
て
よ
い
。

四
　
文
書
資
料
の
読
解

　
第
三
部
を
構
成
す
る
二
つ
の
論
文
は
、
第
一
部
と
は
ま
っ
た
く

異
な
っ
た
方
法
論
に
よ
う
て
書
か
れ
て
い
る
。
両
論
文
と
も
「
労

働
者
の
意
識
」
を
問
題
と
し
て
い
る
。
第
九
章
の
テ
ー
マ
が
時
間

意
識
、
第
一
〇
章
で
は
権
利
意
識
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
「
意
識
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
事
象

の
カ
ウ
ン
ト
で
は
な
く
、
資
料
の
「
読
解
」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

第
九
章
の
註
を
み
る
と
、
二
三
四
回
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
お
い
て
労

働
時
間
を
争
点
と
し
た
回
数
は
何
％
で
あ
っ
た
か
と
い
っ
た
計
算

は
行
わ
れ
て
い
る
（
一
八
九
七
年
か
ら
の
一
〇
年
問
で
三
％
、
　
一

九
二
二
－
三
〇
年
に
お
い
て
は
休
日
問
題
も
合
め
て
二
％
で
あ
っ

た
）
。
し
か
し
、
論
文
執
筆
の
た
め
に
費
や
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
大
半
は
、
当
時
の
諸
文
猷
を
「
読
む
」
こ
と
に
あ
て
ら
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
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第
一
〇
章
か
ら
み
て
み
よ
う
。
こ
の
主
題
に
つ
い
て
考
え
始
め

た
と
き
、
著
者
は
ま
ず
、
「
初
期
の
工
場
ス
ト
ラ
イ
キ
と
徳
川
時

代
の
農
民
一
撰
と
の
顕
著
な
類
似
性
」
に
気
づ
い
た
と
い
う
。
つ

い
で
、
日
本
の
労
働
者
は
西
洋
の
労
働
者
上
は
違
っ
て
、
「
ほ
と

ん
ど
権
利
と
い
う
も
の
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
」
「
そ
の
代
わ
り

に
地
位
に
応
じ
た
公
平
と
い
う
考
え
方
に
訴
え
た
こ
と
」
に
興
味

を
い
だ
い
た
。
「
権
利
」
の
主
張
よ
り
は
「
人
格
」
承
認
を
要
求

し
、
権
利
を
主
張
す
る
場
合
で
も
「
恩
恵
」
を
求
め
る
権
利
の
要

求
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
心
を
惹
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
研
究

書
を
読
ん
だ
り
、
た
ま
た
ま
目
を
通
し
た
伝
記
を
み
て
の
感
想
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
確
証
す
る
た
め
に
は

明
治
か
ら
大
正
に
発
行
さ
れ
た
文
献
を
系
統
的
に
集
め
、
読
ま
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
文
献
の
主
要
な
も
の
は
、

片
山
潜
が
主
宰
し
て
い
た
雑
誌
『
労
働
世
界
』
や
友
愛
会
の
『
友

愛
新
報
』
な
ど
で
あ
る
。
八
幡
製
鉄
所
の
労
働
組
合
機
関
紙
『
東

洋
タ
イ
ム
ス
』
も
、
さ
ら
に
は
同
製
鉄
所
が
労
働
者
向
け
に
発
行

し
た
『
く
ろ
が
ね
』
も
検
討
の
対
象
に
は
い
っ
て
い
る
。

　
時
間
意
識
の
問
題
を
扱
っ
た
第
九
章
で
は
、
第
一
〇
章
よ
り
明

示
的
に
徳
川
時
代
と
の
連
続
性
を
論
じ
て
い
る
。
明
治
期
に
か
ん

し
て
は
第
九
章
と
類
似
の
文
献
や
伝
記
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
徳

川
農
民
の
時
間
意
識
を
探
り
だ
す
た
め
に
著
者
が
当
た
っ
た
の
は

農
書
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
慧
眼
と
い
う
べ
き
で
、
大
部
分
は
自
ら

農
耕
に
従
事
し
た
農
民
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
農
業
技
術
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
、
な
い
し
は
そ
れ
に
類
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ
る
農

書
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
民
が
時
問
に
つ
い
て
ど
う
考

え
て
い
た
か
、
時
間
管
理
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
た
か
を
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
〕

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
著
者
は
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
徳
川
時
代
の
農
民
は
「
時
間
の
大

切
さ
に
つ
い
て
、
鋭
敏
な
、
遺
徳
に
根
を
下
ろ
し
た
観
念
」
を
も

っ
て
い
た
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
彼
ら
に
独
自
の
時
間
規
律
が

存
在
し
た
こ
と
、
し
か
し
そ
の
時
問
は
個
人
主
義
的
な
時
問
で
は

な
く
、
社
会
的
に
管
理
さ
れ
た
時
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
明
治
時
代
に
お
け
る

工
場
労
働
者
の
時
問
観
念
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
明
治
の
労
働
雑
誌
と
と
も
に
、
徳
川
時
代

の
農
書
を
系
統
的
に
読
む
こ
と
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
ウ
た
。

　
方
法
論
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
ポ
イ
ン
ト
は
、
第
一
に
「
系
統

的
に
読
む
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
者
や
文
芸
評
論
家
が
テ

ク
ス
ト
を
読
む
よ
う
な
読
み
方
と
は
少
し
違
っ
て
、
あ
る
い
は

「
神
は
細
部
に
宿
る
」
と
い
う
、
ミ
ク
ロ
ス
ト
リ
ア
の
社
会
史
家
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が
い
だ
く
信
念
と
も
異
な
っ
て
、
ま
と
め
て
読
む
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
労
働
雑
誌
な
ら
、
特
定
の
著
者
が
特
定
の
問
題
を
論
じ
た

記
事
だ
け
を
探
し
て
く
る
の
で
は
な
く
、
と
も
か
く
創
刊
号
か
ら

す
べ
て
当
た
っ
て
み
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
し
か
し
、
字
面
を
読
ん
で
引
用
を
重
ね
る
だ
け
で
は

だ
め
で
、
当
時
の
労
働
者
の
思
考
様
式
を
探
り
当
て
る
読
解
力
が

必
要
で
あ
る
。
書
か
れ
た
文
章
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
読
み
と
り
、

そ
れ
ら
を
一
つ
の
像
に
構
成
し
て
ゆ
く
力
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
究
極
的
な
ゴ
ー
ル
は
、
当
時
の
農
民
や
労
働
者
の
意
識
を
再

構
成
し
て
み
せ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
以
上
み
て
き
た
こ
と
か
ら
、
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
は
少
な
く
と
も

三
つ
に
分
類
さ
れ
る
、
相
異
な
っ
た
方
法
論
を
使
い
分
け
て
き
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
第
一
と
第
二
は
と
も
に
数
量
史
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
は
い
る
も
の
な
の
で
、
両
者
を
使
い
分
け
る
こ
と
は
そ
れ
ほ

ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
第
三
は
他
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の

方
法
論
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
本
書
『
伝
統
と
創
造
』
は
、
テ
ー

マ
の
多
彩
さ
だ
け
で
は
な
く
、
方
法
論
的
多
彩
さ
に
お
い
て
も
目

を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。

　
こ
れ
は
超
人
的
な
能
力
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、

ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
以
外
に
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ア
ナ
ー
ル

学
派
の
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ル
ロ
ワ
・
ラ
デ
ュ
リ
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
・
グ
ル
ー
プ
の
総
帥
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ス
レ
ッ
ト
な
ど
も
、
複
数

の
方
法
論
を
駆
使
し
て
き
た
歴
史
家
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

ル
ロ
ワ
ニ
フ
デ
ュ
リ
は
歴
史
学
に
お
け
る
「
数
量
化
革
命
」
を
唱

道
し
た
と
同
時
に
、
個
の
読
解
に
よ
る
物
語
『
モ
ン
タ
イ
ユ
』
の

著
者
で
も
あ
る
。
ラ
ス
レ
ッ
ト
は
『
ロ
ッ
ク
全
集
』
の
監
修
者
の

一
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
数
量
史
的
な
人
口
と
家
族
の
歴
史
社
会

学
を
樹
立
し
た
歴
史
家
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
ら
が
歴
史
学
分
野
に

お
い
て
例
外
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
し
か
し
、
本
稿
で
私
が
強
調
し
た
い
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で

は
必
ず
し
も
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
に
は
一
貫

し
た
問
題
関
心
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば

「
日
本
は
い
か
に
し
て
近
代
社
会
に
な
っ
た
－
か
」
で
あ
る
が
、
私

は
そ
の
問
題
意
識
の
底
に
は
さ
ら
に
、
過
去
の
社
会
に
潜
む
「
隠

れ
た
構
造
」
（
8
く
①
斗
9
；
9
昌
①
）
を
明
る
み
に
だ
し
た
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
〕

い
う
志
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
徳
川
農
民

の
生
産
行
動
・
人
口
行
動
、
家
や
村
を
中
心
と
し
た
社
会
行
動
、

明
治
の
労
働
者
の
労
働
観
・
時
間
意
識
、
彼
ら
の
労
使
関
係
観
、
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そ
し
て
彼
ら
に
共
通
し
た
計
画
観
念
－
こ
れ
ら
は
、
書
か
れ
た

資
料
か
ら
直
接
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

に
、
そ
の
よ
う
な
「
隠
れ
た
構
造
」
を
ど
の
よ
う
し
て
明
る
み
に

だ
す
か
は
歴
史
家
の
ス
キ
ル
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
は
特

定
の
主
題
と
そ
の
た
め
に
選
ぱ
れ
た
資
料
群
と
格
闘
す
る
な
か
で
、

も
っ
と
も
相
応
し
い
と
考
え
た
分
。
析
の
仕
方
を
模
索
し
て
ゆ
く
う

ち
に
、
結
果
と
し
て
異
な
っ
た
方
法
論
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
の

だ
と
思
う
。

　
そ
し
て
、
そ
れ
は
社
会
経
済
史
を
専
攻
し
よ
う
と
し
て
い
る
人

び
と
に
と
っ
て
、
重
要
な
教
訓
を
示
し
て
い
る
。
研
究
に
お
い
て

何
を
テ
ー
マ
と
す
る
か
は
、
個
々
人
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

ス
ミ
ス
が
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
問
題
に
接
近
す
る
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
途
が
あ
り
、
し
た
が
づ
て
必
要
と
さ
れ
る
方
法
論

も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
う
る
。
ひ
と
は
自
分
の
気
質
に
あ
っ
た
方
法

論
を
選
べ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
様
な
ス
キ
ル
と
多
様

な
ア
ブ
ロ
ー
チ
の
歴
史
家
と
作
品
が
共
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
だ
け
多
様
な
発
見
を
導
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
、
ま

た
ス
ミ
ス
の
業
績
が
教
え
て
く
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
杉
山
和
雄
訳
（
東
京
犬
学
出
版
会
、

一
九
七
一
年
）
。
原
著
は
、

き
ミ
｛
s
－
o
ぎ
β
轟
雨
o
茗
』
ぎ
亀
ミ
吻
、
ユ
ミ
軋
§
と
g
§
§
、
ぎ
§
s
ミ
り

　
o
o
§
§
§
§
－
b
ミ
軸
尋
ユ
奏
－
的
§
－
』
§
（
ω
冨
ま
o
a
一
望
彗
｛
冒
α

　
d
邑
く
智
色
q
？
窃
9
．
お
蟹
）
．

（
2
）
　
犬
塚
久
雄
監
訳
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
。
原
著
は
、

　
§
雨
㌧
寒
ユ
§
O
ユ
恩
毒
♀
き
§
ミ
旨
せ
§
（
卑
彗
申
O
『
｝
望
彗
・

　
『
o
a
d
邑
き
邑
ξ
軍
鶉
μ
－
o
8
）
．

（
3
）
　
大
島
真
理
夫
訳
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
五
年
）
。
原
著

　
は
、
＞
ざ
邑
§
ω
o
s
ミ
s
ミ
旨
b
s
s
8
雨
き
、
ミ
急
ユ
ミ
汀
ミ
ざ
§
－
δ
o
－

　
』
竃
O
（
団
o
『
π
9
①
｝
一
〇
目
－
く
o
『
眈
岸
｝
O
｛
O
些
岸
O
H
コ
訂
、
『
①
ω
m
一
－
o
o
o
o
o
）
1

（
4
）
　
こ
の
他
に
目
本
語
訳
の
な
い
歴
史
人
口
学
の
著
作
が
も
う
一
冊

　
あ
る
が
、
そ
の
内
容
の
一
端
は
論
文
集
『
伝
統
と
創
造
』
の
第
四
章

　
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
き
ぎ
ぎ
§
一
き
§
ξ
き
ミ
、
轟

　
§
a
専
ミ
ミ
｛
§
ぎ
昌
旨
b
昌
§
㎞
“
ミ
ミ
s
寒
し
ミ
下
』
亀
o
（
ω
冨
目
・

　
8
邑
6
↓
竃
8
a
c
邑
き
易
一
q
？
露
ω
L
o
ミ
）
．
こ
の
著
作
に
つ
い

　
て
は
、
筆
者
の
杳
評
を
も
参
照
（
『
経
済
研
究
』
第
三
〇
巻
、
一
九

　
七
九
年
、
八
九
－
九
〇
頁
）
。

（
5
）
　
併
せ
て
、
大
島
真
理
夫
の
「
訳
者
あ
と
が
き
」
も
参
照
さ
る
ぺ

　
き
で
あ
る
。
『
伝
統
と
創
造
』
二
九
四
頁
以
下
。

（
6
）
　
プ
ロ
ト
エ
業
化
の
図
式
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
修
『
プ
ロ
ト
エ
業

　
化
の
時
代
－
西
欧
と
日
本
の
比
較
史
』
（
目
本
評
論
社
、
一
九
八

　
五
年
）
を
参
照
。

（
7
）
　
西
川
俊
作
・
石
部
祥
子
「
一
八
四
〇
年
代
三
囲
尻
宰
判
の
経
済

　
計
算
」
ω
ω
、
『
三
困
学
会
雑
誌
』
第
六
八
巻
九
－
一
〇
号
（
一
九

　
七
五
年
）
、
六
六
六
頁
に
よ
る
。
こ
の
論
文
は
、
ス
ミ
ス
同
様
一
宰

　
判
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
後
に
西
川
は
、
長
州
藩
一
円
に
拡
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犬
し
て
地
域
所
得
勘
定
体
系
を
再
整
理
し
、
推
計
を
試
み
た
。
註
9

　
を
み
よ
。

（
8
）
　
『
伝
統
と
創
造
』
八
三
頁
に
よ
る
。

（
9
）
　
前
者
は
、
穐
本
洋
哉
『
前
工
業
化
時
代
の
経
済
1
『
防
長
風

　
土
注
進
案
』
に
よ
る
数
量
的
接
近
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八

　
七
年
）
に
代
表
さ
れ
、
後
者
は
西
川
俊
作
の
仕
事
に
結
実
し
た
。
そ

　
の
要
約
は
、
西
川
俊
作
『
日
本
経
済
の
成
長
史
』
（
東
洋
経
済
新
報

　
祉
、
一
九
八
五
年
）
、
第
三
章
、
お
よ
ぴ
ω
．
；
ω
巨
寄
峯
p
、
↓
ぎ
g
o
－

　
ヨ
O
目
一
｝
O
｝
O
＝
O
ω
サ
＝
O
コ
一
＝
o
①
く
①
O
↓
－
目
O
目
9
ユ
o
＝
N
匝
巨
O
目
．
一
§
雨

　
、
8
§
§
ざ
吻
ミ
§
s
o
§
ミ
⑮
『
ミ
く
〇
一
．
娑
（
－
竃
↓
）
一
〇
p
ω
心
ω
－
ω
讐

　
を
み
よ
。

（
1
0
）
　
速
水
融
『
江
戸
の
農
民
生
活
史
－
宗
門
改
帳
に
み
る
濃
尾
の

　
一
農
村
』
（
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
八
八
年
）
、
五
九
頁
よ
り
。
こ

　
れ
は
西
欧
に
お
い
て
開
発
さ
れ
た
方
法
の
援
用
で
あ
る
。
E
・
A
・

　
リ
グ
リ
ィ
『
人
口
と
歴
史
』
速
水
融
訳
（
筑
摩
叢
杳
、
一
九
八
二

　
年
）
、
九
四
－
九
五
頁
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
例
が
載
っ
て
い
る
。
な

　
お
、
両
審
は
歴
史
人
口
学
へ
の
格
好
の
入
門
審
で
あ
る
。

（
H
）
　
『
伝
統
と
創
造
』
一
一
〇
、
一
一
二
頁
、
お
よ
び
、
ア
ン
ス
リ

　
ィ
．
コ
ー
ル
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ト
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
っ
て
推
計
さ
れ
た

　
標
準
自
然
出
生
カ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
よ
る
（
＞
■
』
．
0
8
一
〇
彗
旦
■

　
ト
↓
；
ω
器
＝
一
．
ヨ
目
2
轟
；
ω
言
o
程
冨
∋
g
害
ω
亭
g
名
8
ミ
｝
凹

昌
o
麸
窒
ま
き
一
①
o
｝
目
彗
ま
一
申
筆
…
q
．
一
喜
s
ミ
｛
§
ぎ
軋
§
一

　
く
〇
一
．
忘
L
彗
o
〇
一
p
M
8
）
－

（
1
2
）
　
こ
の
点
、
斎
藤
修
『
比
較
史
の
遠
近
法
』
（
N
T
T
出
版
、
一

　
九
九
七
年
）
所
収
の
第
四
章
「
人
口
行
動
を
め
ぐ
る
家
族
と
個
人
」

　
を
参
照
。

（
1
3
）
　
近
世
の
農
書
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
古
島
敏
雄

　
編
『
農
書
の
時
代
』
（
農
文
協
、
一
九
八
O
年
）
を
参
照
。

（
M
）
　
筆
者
の
『
伝
統
と
創
造
』
に
た
い
す
る
書
評
論
文
を
み
よ
。

　
○
蜆
o
∋
一
』
ω
団
＝
9
．
｝
ユ
目
o
q
－
目
o
目
一
コ
①
o
o
く
o
『
一
ω
旨
仁
〇
一
⊆
『
冊
　
o
H
↓
す
①

　
程
g
8
＝
o
q
葦
．
一
さ
宮
§
ミ
県
黒
o
§
§
ざ
き
段
o
§
く
o
F
お

　
（
ε
o
o
㊤
）
一
〇
p
8
㌣
o
8
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
教
授
）
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