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の

 

一
*

に
於
て
は
商
業
の
發
達
に

#

ひ
、
 

諸
方
面
の
取
引
勘
逛
を
決
濟
す
る
が
爲
め
に
多
大
の
貨
靜
を
袈
す
る
こ

€

、
な

\

た
、

f
、最

¥
在
來
の
逝
貨
位
で
は
迚
も
經
濟
界
の
必
要
を
充
た
す
こ

 

< 
能
は
す
し
て
、痛
切
に
其
の
柳
底 

を
_
ず
る
に
至
つ
た
の
で

.あ
る
。

通
货
の

■

底
が
諸
物
®
の
低
落
を
來
す
の
趨
勢
あ

3
は
經
濟
上
免
か
れ
雛
き
現
象
で
あ
つ 

て
’元
祿
の
初
め
唄
よ

b

te
に：こ
の
徴
候
を
里
し
た
の
で
あ

V

る
が
、就
中
米
價
は
著
る
し
く

 

K
落 

し
て
、國
民
の
大
多
數
を
占
む
る
農
家
を
始
め

e

し
、當
時
社
會
の
首
位
に
あ
つ

く

米

の
吹
納
に 

衣
贫
じ
つ
ゝ
あ
つ
た
武
家
武
入
は
非
常
の
困
，
に
陥

b

た

る

，よ
々
、朝
卿
士
人
の
間
に
は
其
の 

救
濟
策
ど
し
て
は
通
貨
の

M

數
を
增
加
す
る
へ
よ
り
、他
に
名
案
な
し

ご
レ
云
ふ
の
說
あ

b

て，相應 

に
有
力
な
る
賛
成
者
が
あ
つ
た
の
で
あ
る

.是
れ
は
宛
も
近
年
我
々
が
物
®
の
聯
貴
に
茜
し
み 

つ
、
あ
る
際
に
：常

'

こ
の
趨
勢
を
抑
制
す
る
の
策

€

し
て
、通
貨

0
'緊
縮
を
計
る
ベ
し
ふ
主
張 

す
る
ど
同
一
の

.主
旨
に

®

づ
き
た
る
意
兑
で
あ
ら
て
、經
濟
的
活
動
範
圍
の
極
め
て
狹
隘
な
り 

し
封
建
畤
代
に
於
て
、殊
に
此
の
通
貨
數
摄
.說
を
痛
切
に
感
せ
し
め
た
る
は
固
よ
り
偶
然
で
は 

な
か
づ
た
の
で
あ
ら

>
>o

三

.

.

.

此
の
時
宛
も
德
川
.政
府
は
財
政
上
非
常
の
窮
迫
を
訴

へ
.、將
軍
が
日
光
廟
ベ
參
拜
す
る
费
用

……

笫
十
九
卷

(

一三

<
七〕

徳
川
時
代
に
於
け
る
恶
貨
濫
造
の
結
果
に
就
て

. 

第
十
號 

七



節

十

九

卷

C

5八
6

德
叫
時
代
に
於
け
る
鴻
货
聪
造
の
給
集
に
就
て

. 

.
第
十
號 

八

に
；す
ら
差
支
^
る

i

云
ふ
#
な
狀
態
に
陷
り
て
、府
庫
の
や
り
繰
箅
段
に
苦
心
の
最
中
で
あ
つ 

■た
の
で
あ
る
が
、其
の
際
幸
ひ

.民
間
.の
有
力
者
間
に
逝
貨
の
增
加
說
を
主
張
す
る
者
が
あ
つ
た 

の
を
奇
貨
で
し
之
を
增

*

し」

て
#
價
の

®

騰
を
調
制
す
る

4

云
ロ

«

の
下
に
流

®

«

赂
の
改 

造
を
企
て
た
の
で
あ
る

-

是
が
元
祿
八
年
の
貨
幣
改
革

，、し
し
て
、我
が
日
本
の
經
濟
史
上
に
苻 

名

な
る
大
改
革
の
二
で
あ
る
。

從
來
通
用
し
て
居
つ
た
金
銀
貨
は

■其
の
品
位
皆
良
好
に
し
て
、金
の
含
最
は
八
六
％

®

は
八 

以
上
で
あ
つ
，たの
で
、殆
ん
ざ
純
金
鈒
に
近
い
位
の
も
の
で
あ
つ
た
が
、此
度
の
改
革
に
は 

ソ
レ
を
改
鋳
し
て
、金
は
小
判
も
一
分
判
：も、共
に
大
に
其
の
品
位
を

M

し
て
、四
割

H

分
一
一
厚
の 

雜
分
を
加
へ
た
れ
ば

•純
金
の
含
量
は

3£
御
六
分
八

®

に
過
ぎ

5

銀
は
三
割
六
分
の
雜
分
を 

加
へ
、純

0
の
合

:®
.は
六
割

0

分
ほ
か

.
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
德
川
政
府
は
此
の
改

_
 

に
依
り
慶

'長
の
古
金
十
兩
を

_

潰
し
て
新
金
十
五
兩
ご
な
，し
、約
五
割

.
の
利
益
を
得
た

w

の
，事 

で
ぁ
る
が
、此
の

^

金
銀
即
様
の
改
鋳
一
利
益
は

.五
百
鸹
兩
の

E

額
に
上
彡
、兎
も
角
も
之
を
以
て 

M

政
の

.
欠
陷
を

_

雛」

し
得
た
る
ょ

^

、爾
後
引
き
續
さ
，其
の
政
策
を
繰
返
へ
し
、

5 1

-
ら
に
金
貨
を 

改
鋳
す
る
こ
ど

|

囘(

資
永
七
年

)

鈒
貨
を
改
鑄
す
る
こ
ど
四
囘
な

Y

し
が
、銀
貨
は

M
の
改
翁
每

に
益
々

M

の
品
位
を
惡

.く
し
、
*

に\最
後
の
寶
永
八
堡
即
ち
正
德
元
年

)
に
鋳
造
し
た
る
四
齊
字 

鈒
の
如
き
は
.純
銀
の
含

®

は
僅
か
 

一一一

%

に
し
て

(
一

說
に
は
ニ

0

%

で
め
つ
た

5

云
へ

b
x 

八
^

ま

で

は

銅

ゃ«>
の
«

分
で
あ
る
ざ
ニ
ム
ふ
欉
な
粗
惡
の
銀
貨
を
造

 

/\ 
^
0
{:
^

つ
^

3
で
あ

る
。 

.

: 

:

:
:
:元
.祿
八
年
以
後

.

は
： .

如
上
各
極
の
組
惡
な
る
金
銀
貨
が
同
時
に
流
通
し
て

rfe
つ
て
、其
の
狀
兄 

.は
デ

ょ
 

'ダ
ォ

ン
，ス
氏
が
.云
へ
る
如
ぐ

'

の
國
定
貨
幣
を
有
し
て
居
な
い
殖

K

地
又
は
半
開
國 

が
商
業
の
取
引
上
に
得
た
る
.諸外
國
の
讀
惡
各
械
の
貨
幣
を
ニ
緖
に
浪
用
し
居
た
る
が
ぬ
き 

有
較
で
あ
つ
て
楚
等
各

a

の
貨
幣
は
勿
論
云
ふ
迄
も
な
く
，皆
各
々

3{
の
價
他
を

51
へ
に
し
て
通 

用
し
た

る

ょ

\

K

間
の
取
引
上

.非
常
の
大
混
飢
を
招
氛
例
へ
ば
金
の

©

借
に
は
何
の
種
類
の

. 

i-
?p
で
返
還
し
ネ
子
は

炎

：
何
な
る
金
で

.支
拂
ふ

V」

、云
ふ

#

な
事
を
一

.
々
01
5
パか
.に
約
定
し

1&
か
 

ね
ば
な

：

ち
ず
、市
場
で
物
品
を
資
買

f

に
は
、ざ
の
銀
貨
で
支
拂
へ
ば
何
程
の
價
格
で
あ
る
、こ
 

の
取
弓
の
支
柳
は
免
何
な
る
銀

«

を
以
て
す
る

€

云
ふ
が
如
く
、

j

々
支
拂
の
貨
幣
を
極
め
て 

置
か
ね
ば
賣
質
の
協
定
：は
出
，來
な
い
‘、

」

云
ふ
欉
な
狀
態
ビ
な
り
、甚
だ
し
き
は
最
惡
の
四
實
字 

銀
で
支
拂
つ
て
宜
し
ぐ
ば
代
價
は
ざ
れ
掷
高
く
て
も
苦
し
ぐ
な
い
な

\

レ 

> 

云
ふ
容
さ
へ
觅
は 

^

十
九
卷

a

三八九

)

-
漶川卿代！

i

於
け
る
惡
货
濫
造
の
結
果
^
就
て 

第
十
糨 

九
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消十九糌

：
x
l

三
九
0
>
リ
德
川
時
代
に
於
け
る
掰
貸
踺
造
の
綠
果
に
就
て 

笫
ナ
M
 

5
 

る
、
が
如
き
奇
現
象
を

^

し
た
の
で
あ
る
が
、斯
ふ
な
つ
て
來
れ

i
f

自
然
ク
力

S
賣

K

取
引
し 

て
、後
で
代
金
支
，拂

0

場
合
，に
至

\

そ
の
金
で
は
受
取
ら
ぬ
、あ
の

^

で
は
嫌
や
、た，そ
の
普
で
は 

な
か
つ
た
、あ
の
被

^V

で
は
な
か
つ
た
な
ざ
、
、種
々
の
紛
爭
を
來
し
て
公
事
訴
訟
の
絕
へ
間
な 

か
'
6

し
か
ば
、德
川
政
府
：は
遂
に

a

然
土
其
の
非
を
覺
ぅ
、正

德

四
年
を
以
て
大
膽
に
も
從
來
の 

惡
幣
を

一

掃
し
て
斷
然
胳
制
の
復
古
を
企
て
た
の
で
あ
る
、是
れ
は
新
沖
白
石
の
熱
心
な
る
雜 

1-
1

に
$
き
た
る
改
革
で
あ
つ
て
へ
其
の
目
的
ビ
す
る
所
は
金
鈒
の
品
位
量
目
總
て
元
祿
以
前
の 

®

度
即
ち
慶
畏
の
古

:®
に
復

6r
せ
し
め
ん
士
し
た

.
の
で
あ

る
か
ら
、此
の
改
革
の
‘主
旨
は
裳
に 

，善

美

に

し

て

何

：人
▲

興
謠
の
あ
る
べ
き
營
は

.
な
か
つ
た
の
，で
あ
る

:̂
奈
何
せ
ん
此
の

！®
德
J1
I
 

政
府
は
財
政
の
困
雛
脒
に
其
の
極

S

し
、幣
制
復
古
の
美
事
を
企
て
た
る
も
、固
ょ
り
之
を
實 

行
す
る
に
必
要
な
る
地
金
の
準
備
あ
る
に
あ
ら
ず
、始
め
種
々
の
無
理
才
邀
を
な
し
て
少
し
ば 

か
b

の
地
金
を
得
て
、ソ
レ
で
先
づ
差
：當

i

額
の
金
銀
貨
を
鑛
造
し
、や
が
て
之
を
發
行
し
て

. 

民

Hi
!

の
惡
貨
ど
引
換
へ
し
め
、斯
ぐ
し
.て
地
金
の
出
來
る
に
隨
つ
て
漸
次
之
を
改
鋳
し
て
行
ぐ 

の
方
針
を
取

A
0
つ
て
鋳
造
す
れ
ば
、隨
つ
て
引
換
へ
て

'
.追

次
完
成
を
期
す
る
の
計

fi
f

な
り
し 

か
ば
、民
問
の
融
通
に
雄
足
る

ii
r

充
分
の
渐
余
銀
が
出
來
る
ま
で
は
從
來
の
惡
貨
の
通

W

を

禁
“

す

る

こ
S

も

出

來

ず

ひ

こ

ぐ」

を
得
ず
し
て
、督

ら

ぐ

の

間

は

新

舊

善

.惡
の
金
銀
貨
を
同 

時
に
通
用
せ
し
め
て
殺
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
流
石
の
白

T l
i

グ

レ
シ
ャ 

ム
法

M」

の
作
用
に
は
氣
が

#

か
な

.か
つ

た

も
の

、、」

見
へ
、慶
長
の
古
金
銀
ミ
同
！な
る
純
&
の
 

新
金
鈒
が
市
場
に
现
は
る
、
士
同
時
に
忽
ち
其
の
跡
を
隱
ぐ
し
、隨
て
出
づ
れ
は

®

て
S

、

C 

少
し
も
其
の
姿
を
見
せ
ざ
り
し
の
み
な
ら
ず
、世
上
通
用
の
惡
貨
は
漸
次
新

I

齦
ミ
引
換
へ
鏡 

潰
さ
れ
た
る
：よ

^

民̂
',間

流

；
通

，
，
の

金

'銀
貨
は
日
を
追
ふ
て
其
の

.
在
高
を
減
じ
、結
^
改
鋳
し
た
る 

新
.金
銀
は
少
し
も

.市
場
に
流

通

せ
ず

®

來
の
惡
貨
の
み
行
は
れ
て
、而
か
も
段
々
ど
其
の
数
を 

減
す
る
に
至
り
し
か
ば
运
問
の
取
引
は
之
が
爲
め
甚
だ
澀
滯
し
て
、元
祿
八
年
以
前
よ
り
は

f
 

1

層
の

®

雛
を
感
じ
、物
«

は

一

般
に
著
る
し
き
低
落
を
來
し
た
の
で
あ
る
が
、其
の

h

に
も

*
 

倜
は
最
も
甚
だ
し
く
下
落
し
て
殆
ん
ざ

%

礫
に
齊
し
き
相
場

f

な
か
、前
に
も
述
べ
た
通

b

饑 

议
と
武
家
武
入
ど
は
殊
に
非
常
の
打
擊
を
縷
つ
た
の
で
あ
る
。

此
に
於
て
ー
徳

J

政
袖
は
又
_々
其
の
方
針
を
變
じ
て
金
銀
貨
の
品
位
を
下
ぐ

る

の
計
書
を
爲

. 

し
、遂
に
元
文
元
年

.よ
^s

所
.
謂
文
字
金
銀
の
！！造
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
が
、此
の
文
宇
金
»
は 

金
は
.
西

分

中

純

金

の

含

®

は

六

五

'
ー
ー

 

ニ
で

.
あ
つ
て
、銀
は
三
四
、五
三
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
か
、

b

、

■
谘

十

九

卷

C
1
H
九

C

.德
川
時
代
に
於
け
る
：惡
貨
濫
造
の
結
粜
に
就
て 

第
十
^

こ



辕
十
九
卷

(一

三九ニ

)

;.
德
川
時
代
に
於
け
る
惡
.貨
濫
造
，の
結
集
に
就
て 

第
十
號 

一
二

元

祿

の

：金

鈒

ょ

り
は
品
位
少
し
く
良
し

.
ぶ
レ
雖
も
、慶
長
の
古
金
銀
や
正
德
の
金

0
に
比
す
れ
ば 

甚
だ
劣
惡
で
ぁ
つ
た
の
で
ぁ
る
。
殊
に
通
用
の
最
も
廣
か
つ
た
®
は
純
銀
三
割

㈣

分
萆
厘
强 

ほ
か
含
有
し
て
居
な

.
い
®

で
’
あ
る
か
ら
、金
に
對
す
る
比
價
が
大
に
驻

a

、物
價
の
變
動
を
.來
す

こ
ど
最
も
德
だ
し
く
し
て
、經
濟
界
.は
之
が
爲
め

k

、夂
 

る
に
政
府
は
金
銀
を
改
鋳
す
る
每
に
其
の
品
位
.を贬

I

言

R

着

 

に
S

か」

^

、元
文
の
改
鑛
以
來
尙
引
續
き
屢
々
改
鑄
を
行
つ 

し
、
3-
1

の
中
に
も
鈒
は
最
惡

0*
極
に
達
し

&y

レ
云
ふ
は 

め
つ
き
し
た

0
な
.も
の
す
、

b

發
行
す
る
に
至
つ
た
の

四
.：：

金
飯
貨
の

「

デ
ィ
べ
ー
ィ
ス
メ
ン
ト

」

即
ち
品
位
を
低 

こ
と
に
ぁ
ら
ず
、西
洋
で
も

^
！:
處

ぐ

で

も

、
或

る
!^
代

に
 

:

現
■
■に
.：近

世

的

の
«

味
'に
：於
：け
：
る
：經

濟

の

最

も

早

ぐ

發 

朝
時
代

(

十
六
世
紀

)

に
は
德
川
氏
の
元
祿
以
後
ミ
间
樣

々
非
常

Q
.

紛
鎺
を
生
じ
た
の
で
あ
る
、然 

し
て

(

正
德
の
改
革
は
例
外

)

其
の
都
度
何 

の
欠
乏
を
補
充
し
て
居
つ
た
の
で
あ
る 

て、每
囘
段
々
ヾ

」

粗
惡
の
金
雄
を
造
り
出 

唯
だ
名
ば
か
り
に
て
、其
の
箕

0
に

0
の
 

で
あ
る
。

の 達 は 下  
紊 し 中 す  

亂 た 々 i 
を 英 盛 こ  
呈 國 に i 
し に 行 は  

又 於 は 我  
佛 て れ が  

國 も n r 
に チ 事 本  

て ン 實 に  

も、 丨 で 限  
フ ド あ ら

ッ
フ
、四
世
時
代

(

十
！ご
四
世
紀

)

に
は
我
：が

德

川

氏

ょ
>
9
も、尙
一
層
甚
だ
し
き
惡
貨
を
發
行
し
て

' 

國
民
に
多
大
の
迷
亂
心
を
及

ぼ

し

た

こ

V」

が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

故

に

單

に

膝

史

上

の

_

¥]
ど

々
.
.；有

.

^
ち
.
.の
現
象
で
あ
つ
て
、必

f'
し

.

.
も

深

ぐ

怪

し

む

に
 

川
時
代

:0

幣
制

が
如
何
に
不
統
一
で
あ

b

、如
何
に
不
始 

濟

的
利
害
を
犠
牲
に

す
る

こ

マ

」

多
大

な
り
し

も、
ソ

レ
は
；

 

の

施

設

：：が
、|

様
に

不
完
全
な

6

し
當
時
に
於
て
は
、誠に 

の
で
あ
ら
ぅ
が
、而
か
も
他
の
一
方
ょ
り
詳
か
に
此
の
惡 

に
依
.つ
て
多
大
の
利
益
を
得
た

る
も
の

も
、亦

少
な
ぐ
な 

:ヨ

都

の
人
々
に
て
日
常
®
傘
を
以
て
必
要
品
を

質
入

る
 

る
商
人
共
は
日
々
物
價
の
狂
ひ
に
依
つ
て
、不
利
不
便
を 

か
な
る

も
、此
の
時
代
に
最
も
重

®

な
る

商
業
で

あ
つ
た 

乘
じ
て
、常
に
莫
大

0

暴
利
を
收
め
つ
ゝ

あ
つ

た
こ

i

は 

で
あ
ら
ぅ
。

る
^

豪
の
圓
體
'あ
h
y
31

の
.名
は
十
人
兩
替
な
る
も
仲
間

し
て
：着

：察
す
れ
ば
斯
く
の
如
き
は
往 

足

ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
我
が
德 

■末

：
で
：
；
あ

っ

て

、
之

が

爲

め

に

國

'民

の

，.經 

政
治
經
濟
上
に
矜
け
る
ア
ラ
ユ
ル
他 

止

む》

と
？
を

得

な

い

事

.實
で
あ
つ
た 

化の結果を批

♦
■す
.る

ヾ」

き

は
、之 

か
つ
た
，の
で
あ
る
•現

に

ir
巧
^
、*

阪 

、

も

のX

は
小
商
業
に
從
事
し
て
居 

感

す

る>  j  

i
少
な
か
.ら
ざ
り
し
は
贝 

,兩
替
：

商
：：

な
r

は
此
の：

幣
_

の
襄
_
.
に 

遥

れ

又

疑
CA
.な
き
事
實
で
あ
っ
た
の 

從
，來

大

阪

に

は
十

人
兩
替
.

-
A
J

稱
す

第
十
丸
卷

C
1

三九三

)

'
へ，
；德
川
時
代
に
於
け
る
恶
貨
濫
造
の
結
粜
に就て
 

第

十

铖

5



第

十

九

卷(

1
三
：九
四)

:
德
川
時
代
|;
於
り
る
惡
貨
濫
造
の
結
果
に
就
て 

笫
十
啟 

一
四

の
人
々
は
、天
王
券
屋

m

0
0
.
0
M
屋

善
右
衛

門
、米
屋

平
右
術

門
、
近

江.

屋
、
炭.

簾
、加
島
報
鴻

池
屋 

庄
其
術
、米
屋
畏
典
衛
、松
屋
、錢
屋
、

1ー
一

井
、天
滿
屋
、辰
巳
員
等
有
名
の
大
雨
替
商
を
始
め
マ

」

し
、德
て 

2
因
茛

#
の
同
業
漭
あ

b
.て(

安
永
年
間
に
は
總
計
ー
こ
百
六
十
軒
あ
ト
、ゆ
治
の
初
年

に

は

H

H 

九
十
五
軒
あ

ゥ

し
i

の

事

で

あ

，る
が
、錢

屋
.兩
替
、米
方
兩
替
な

\

レ
云
へ
る
も
の
を
精
細
に
箅
入 

す
れ
ば
四
西
軒
に
も
上
る
ベ
し

 

>、

」

云
へ

i

各

0
に
營
業
し
つ
、
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、ソ
レ
は 

皆
何
れ
も
此
の
幣
制

Q
欠
陷
を
利
用
し
て
國

K

の
•
膏
血
を
絞

^

o

つ

>ゐ
つ
た
の
で
あ
る
。

.

然

し
な
が
ら
货
幣
制
度
の
欠
陷
に
乘
じ
て
不
當
の
暴
利
を
貪
り
つ
、
あ
’
介
の
は
我
が
德 

川
時
代
ば
か
り
に

•版
ら
れ
た
こ
ど
で

は

^
く
，西
洋
に
於
て
も
®
史
上
多
ぐ
の
實
例
が
あ
つ
た 

こ

€
で
现
に
中

;K
紀
の
終
頃
ょ
り
近
世
紀
の
初
頃
に
か
け
、ジ
ュ
ゥ
ス
や
ロ
ン

パ
!
ト
商
が
歐 

洲
諸
國
を
彼
所
，此
所
奔

*

し
て
，金

.貸
業
や
金
銀
の
賣
質
を
®
に
營
ん
で
屈
つ
た
の
は
他
に
色 

々
0
,事

*

も
あ
つ
た
の
で
あ
る
が

a：
の
主
た
る
も
の
く
一

 

つ
は
矢
張
大
，阪
の
蒸
商
が
や
つ
て 

思
っ
た
一
の
手
段
を
猶

j

層
大
：仕
掛
に
行
つ
て
、暴
利
を
收
め
て
居
た
の
で
あ
る
0

ス
タ 

ン
レ
！
、デ
ノ
グ
ォ
ン
ス
氏
は
其
：の

®

幣
論
に
於
へ
て
コ
ク
云
つ
て
居
る
、

「

M

貨
の
善
惡
は
素
人
に 

は

鑑

別

し

難

い

か

ら

i兩
替

屋

，地

金

屋

、銀

打

潑

、恶
ぐ

•は
.金

銀

ェ

な

S
、其
の
善

' 惡
を

見

分

け

る

こ

i
を
爷
利

0
業
務

ぐ
し
な
し
、純
金
.銀
' 
の
最

目

の
重
い
良
.貨
を
輸
出
又
は
鋳
潰
し
て
儲
け
を
針
つ 

T

^
た
の
で
あ
る

」

ど
の
事
は
實
際
そ
の
通
り
で
あ
つ
て
、

^

貨ヾ

」

惡
貨
ビ
の
間
に
妗
け
る
品
た 

目

の

0
双

は
取

b

も
1:

さ
ず

雨
替

M

等
の

利
益

■
マ

」

な

つ
て

，彼
等
の
囊
中
に
收
め
ら
る

、
の
 

で
あ
る
か

&
、ジ
.
ゥ
ス

苦

ぐ

は
ロ

.ン
パ
ー
•ド

商
は
當
盼
各
國
の
幣
制
の

混

a

不
統

一
を
利
用 

し
.
て、こ
の

姦
手

段
を
行
ひ
つ
、
多
大
の
宫
を
作
つ
た
の
で

あ
る

が、
双
が
大
阪
の
兩
替

商

も
亦 

同
じ
举
段
に

.依
つ
て
富
豪
ど
な
つ
た
の
で
あ
る
。

徳
ハ
時
代

に

於
け

る
大
：阪
の
富
豪
が
我
が
國
財
界
の
中
心

S
な
へ
天
下
の
財
货
七
分
は
大 

阪

に

あ

唱

へ

ら
れ
た
る
程
な

り
し

は
、必
ず
し
も
金
龈
寶
貢
の
結
艰
の
み
に
あ
ら
ざ

K

V
し 

.
し
ご
レ

は
、固
ょ
り
云

ふ

迄
も
な
し

マ

」

雖

も
•而
か
も
德

’
川
氏
，の
幣
制
の

紊
飢
が
彼
等
に
不
疋

の
暴 

羽
を
得
せ
し
ひ
る
の
機
#
を
與
へ
た
る

こ
ビ
は

.
疑
ふ
可
ら
ざ
る
事
實
で
あ
つ
て
、彼
等
以

外

の
 

眞
而

目
.な

る
商
人
に
し
セ
、江
戶
大
阪
京
郤

な
ど
■で

正
業
を
營
み

つ
、
め：

つ
た
者
は
勿
論

こ
の 

£

..
货

ガ

ク
.

爲
め
に
非
の
速

0
を

蒙
タ
た
る
こ

^>

は
明
か
な
る
も
、特
に
彼
等
兩
替
屋
に

X

っ
 

1

は
养
パ
政

;̂

は
少
な

力

ら
ざ
る
恩
惠
を
施
し
た

も
の
で
あ
る
ど

云-は
ね
ば
な

る
ま
い
、即
ち 

大
阪
に
前
記
の
如
き
多
數
の

〗

雨
替
屋
を
現
出
せ
し
め
、彼
等
を
し
て
我
が
國
財
界
の
中
心
園
た

第

十

九

卷(

一
三
九
五)

：
，織
川
時
代

1
!於け
る
恶
質

_
造
の
結
果
|:
就
て 

笫
十
減 

一
£



:
笫
十
九
卷

(
！

三
九
六)

徳川時代

|:
於け
5

货
磔
造
の
結
搌
に
就
て 

第

十

號

r
、
 

ら
し
め
、或
る
意
味
に
於
て
資
本
主
義
の
發
達
を
促
が
し
た
の
は
、一
つ
に
は
確
か
に
幣
制
紊
飢 

の
J f
e

で
あ
る

]
c
云
.ふ

も

決
し
て
妄
斷

_で
は
な
か
ら
，ぅ

V」

思
は
る
。

'
五
'
.
'

.

加

之
な
ら

ず

«

制
紊
.飢

0

結
朵

は、
新
井

a

石
が

云
へ
る
如

ぐ
、
正

德
享

保
の
頃
に
於
て
す
ら
、
 

脒

に

多
视
與
様

の
貨
幣
あ
り
て

R

だ
金
銀
貨
だ
け
で
も
各
其
の
性
合
を
興
に
し
て
九
撾
に
分 

か

れ

M
た
の

1

あ
る

が
，享
.保
以
後
德
川
厌

の

末

年

に
至
る

ま

で、屢

々

金
飯
を
改
鑛
し
、其
の
改 

0 '
何

に
.tj
ol

份

を
，贬
し

て
、
愈
々
益
々
飢
惡
な
る
も
の
を
發
行
し
た
の
で
あ
る
か

ら
、德

!1
1

な
弋
の 

通
貨
は
、

其
の
：.
性
合
の
善
惡

ょ

り
云
へ
ば
、幾
種
類

の
等
級
に
も
分

か
れ
て
居
つ

て
•中

々
九
糊
や 

十
抓
飞
は
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
て
ジ
レ
が
皆
其
の

«

幣
價
袼
を
興
に
し
、两
一
の
形
製
、

^

I

の
 

極
印
で

あ
つ
て
も
、何
れ
も
同
一
の
偾
格
で
'通
用
し
て

は
居
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

钬
る
に 

是
等
各
瑕
の

®

货
の

ft
合
を
一
々
鑑
別
す
る
こ
マ

」

は
、普

通

の
商
人
で
は
到
底
不
可
能
で
あ
つ

. 

た
の

.
で
あ
る
か
ら
、大

.'R
に
於
け
る
正
金
銀
の
収
引
は
嗰
だ
雨
替
商
仲
間
间
士
に
の
み

II
:

め
、
^
 

他
は
大
抵

.
丰
形
を
振
出
し
て
取
引
す
る
の
惯
例

S
な
り
、
一
般
の
商
人
を
始
め
遊
廓
等
の
®
業 

ま
で
正
金
銀
よ

b

は
手
形
の
仕
拂
を
便
な
り

S

し
，大
金
の
受
授
は

勿

論

ニ
十
匁
乃
至
十
匁
で

,,
,
り

の
パ

0

に
て
も
槪
ね
手
形
取
引
に

.す
る
こ

V 」

、
な
つ
た
の
で
あ
る
。

(

兩
替
商
沿
革
史
九 

,
Vジ
ー

! 

r'M
參
故
に
狨
力
時
代
に
於
け
る
幣
制
の
视
徹
不
統

 
一

U
、一 

方
に
於
て
兩
替
商
た
る 

1

品
豪
の

®
大
を
來
し
、資
本
主
義
の
發

.達
を
促
が
し
た
原
因
で
あ
つ
た

S
同
時
に
、矶
の

 

一

k
に 

於
て
は
大
阪
に
信
洲
制
獲
を
發
達
せ
し
，め
た

」

大
原
因
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

•

幣
沾
は

&

全
で
あ
つ
て
も
、多
如
の
正
金
銀
を
受
渡
す
ょ
り
は
、同
じ
事
な
ら
、紙
傲
や
，手

K

の
 

.
方
ぼ
匈
つ
て
便

‘利

^

あ
る
か
：ら
每

 

夫
せ
し
め
た
る
一
つ
の
事
*
な
る
べ
き 

や
勿
論

.の
f

れ
ど
も
、幣
制
の
不
統

一

、通
貨
の
飢
雜
が
又
確
か
に
信
用
制
度
發
達
の
動
機

i 

な
つ
た
こ
ど
は
、宛
も
ァ
み
ス
テ
ル
ダ
ム
や
ハ
ン
ブ
ル
ダ
の
銀
行
が
、各
_
各
種
の
亂
雜
な
る
通 

货
の
使
用
に
伴
隨
す
る
不
便
利
を
避
け
ん
が
爲
め
に

、成
立
し
て
、銀
行

紙
幣
の
効
用
を

一
艘
商 

A
 

m

mに
f

ぐ
亂
め
し
め
た
る
事
實
に
徵
し
て
も
明
か
で
あ
ら
ぅ
。
ア
ム
ス
.ー
グ
ル
ダ
ム
の
銀
行 

.は

一 ,

六

0

九
¥

に
典
市
の
保
瞪
に
據
づ
て
設
立
せ

&

れ
た
の
で
あ
る
が
、此
の
銀
行
は
各
國

Q

 

货
幣
及

0

國

の
惡
貨
な

ど
を
、
其

の
IH
し
き
本
位
貨
幣
を
標
準

:レ
し
た
る
實

«

少
額
の
«
造
毀 

及
其
外
の
手

»

料
等
を
见
込
ん
で

)

.を
以
て
預
か

$

、各
其
の
预
主
の
爲
め
に

y
レ
だ
け
の
手
髟 

5?
®

rI
;-
L

^

^

»」

T
:
B
a
n
k
-
M
o
n
e
y
. 

V」

稱
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の

パ

ン
ク
、モ
二
丨
は

固
ょ

な 

第十九卷

' 

(

一
三
九
七)

.

徳
川
時
代
に
於
け
る
恶
S
造
の
結
架
に
就
て
：
 

笫

卜

號

-
U
U



:

锻

十

九

卷

：
：

(
一

三
九
八)

撒
川
喊
代
に
於
け
る
溉
貨
齡
造
呤
結
粜
じ
就
て

 

笫
十
號 

一
八

JH
確
に
本
位
货
幣
マ

」

同
，1

の
も
の
な
る
が
故
に
常
に

31

:

の
眞
の

«

格
を
有
す
る
の
み
な
ら
す

" 

«■
實
通

«

ょ
b

以
上
の
横
格
を
維
持
し
て
居
つ

^

i
の
事
で
あ
る
。

(

ァ
ダ
ム
、
ス
、ぐ

ス

國

富
* i
r 

キ
ャ
ナ
シ
版
節

一
，卷
四
四
四

W

に
據
る
天
阪
に

於

け
る
手
形
通
用
の
亭
情
は
ァ
ム
ス
テ
ル
ダ 

ム
.逝
^r

のh
t  

V」
は
タ

t r
K

_の®
®
を

离

に
.す
：る
 

'も、本位
貨
幣
パ
の

®
,
.;I
i

を
爲

さ

す

し

て、其
の
實 

倒
で
取
引
さ
■る

、

の
，不
便
利

.に
顧
み

」

て、信
用
制
度
に
依
賴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
に
據
な 

ぐ
せ

ら
れ
た

る
.
は

，
.彼我

全
く

其

の
軌

慠
を
同
ふ
す
る
も
の
で

あ

6 

5
0

大
阪
に
於
け

4

.
信
.用
制
度

.：が
大
：に
發
達
し
て
各
種
の
手
形
が

I

般
の
取
引
上
に
多
大
の
便 

利
を
與
へ
し
こ

.

V」

は
前
記
の
如
ぐ
な
る
が
、ソ
レ
に
隨
つ
て
は
又

一

方
に
於
て
は
甚
だ
し
き
信 

ff
l

9

 

,膨

0
を
來

'し
、一一時

.銀

.
字
形
の

®

な
り
し

.
頃
に
は

(

明
和
安
永
の

®

な
ら
ん

)

一
萬
兩
の
資
-本 

を
以
て
六
七
海
雨
の
乎
形
を
振
出
し
た
者
あ
り
し
位
に

て

关

阪
商
業
！

s

慣
錄
じ
據
る

一
之
が
爲 

め
に

^

V」

し
て
は
大
失
敗
を

.招
き
て
金
融
界
に
大
騷
動
を
來
し
た
る
こ
と
あ
り
し

7
P、

兎
に

«
 

大
•
阪
の
信
用
制
度
の
發
逄
は
我
が
：

n

本
の
經
濟
史
上
最
も
著
：明
の
蕲
實
に
し
て
、©
だ
上
方
地 

方

0

み
，な
ら
ず
、全

國
の
.經
濟
上
に

|§
;

接
苦
ぐ
は
關
接
に
多
大
の
.貢
献
を

爲
し
た
る

乙
S

は
固 

ょ
り
明
か
で

あ
ら
ぅ
。

舉
寛
す
る
所
斯
ぐ
迄
に
信
用
制
度

を

發
達

せ
し
め
た
る

は
德

^
■氏
龄

®
の
紊
锁

に

歸
因
す
る

S

然
の
結
果

.に

外

な
ら

ず

ビ

云

ふ
も
亦
決
し
て
過

言

に

あ
ら
ざ
る
•か
 

如
し
。

:

六

.

.

大
阪
の
當
豪
が
幣
制
の
紊
亂
に
乘
匕
て
多
大
の
富
を
作
ゲ
っ
ゝ
あ
っ
た
こ

」
/」

は
、前
記
の
如 

<

な
り
さ
す
る
も
、日
本
全
國
民
中
：大
多
數

/

の
寧
は
此
の

'紊

IL
の
爲
め
に
非
常
の
速
惑
を
藥
久 

少
な
か

&

ざ
る
不

：：

利
不
便
を
免
か
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、德
川
氏
の
稗
政
の
結
*
は
詰 

り

一

般
國
玛
の
利
：益
を
機
牲
に
し
て
.少
數
な
る
兩
替
商
等
に
恩
恶
を
與
へ
た
る
も
の
に
外
な 

S

ざ
る
べ
し
ざ
反
間
す
る
漭
あ
る
一
べ
ぐ
し
て
、而
か
も
辦
實
或
は
其
通
り
の
結
果
な
き
に
し
も 

あ
ら
ざ
る
べ
し
ど
；

®

も
、兹

に

此

の

點

，に

關

し

、’一

っ
：Q

幸
な
る
摩
に
は
、江
月
、京
、大
阪

H
都

以
外 

に
於
：け
る
各
地
方

‘

人
々
、即
ち
全
國

R

の
六
多
數
は
中
央
政
府
な
る
德
川
氏
の
幣
制
は
如
何 

に
.

^
餚
し
、如
何
に
：不

統

j

で
あ
つ
て
も
、ソ
レ
に
は
實
際
左
ま
で
犬
な
る

*6
痒
を
威
ず
る
こ
士 

な
<
 
隨
て
貴
質
取
へ

P

J
の
上
に
も
、意
外
に
影
響
を
與
へ
な
か
っ
た
冗
云
ふ

 

一
#

實

が

あ

っ

た

.

.
の 

で
あ
る
。
科
れ
は
何

.故
か
ど
云
ふ
ど
、德
川
政
府
の
鋳
造
し
た
金
銀
貨
は

-
前
に
も
述

x

た
通
り
、
 

其
の
性
：合
の
善
惡
に
拘
は
ら

ず

、發
行
；高
は
比
較
的
少
額
で
あ
っ
て
、
一
般
.‘全
國
の

潍
通

に
は
勿

.

.

.，節
十
九

#

C
1

三
九
九

)

德
川
時
奶
に
於
け
み
S

濫
造
の
結
梨
に
就
て 

狼

十

號

一

九
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德
川
時
代
に
於
け
る
翘
貨
濫
造
の
結
果
に
就
て 

.笫
十
號 

ニ
o

論
不
足
を
告
げ
て

®

つ

た

の
で
あ
つ
て
、是
等
余
龈
貨
の
通
用
は
實
際
僅
か
に
三
郡
其
他
小
部 

分
の
一
地
域
に
限
，ら
，れ
、全
國
各
地
方
に
割
據
す
る
諸
大
名
の
領
地
內
に
は
、#
.
々
其
の
游
々
の
紙 

幣
や
，手
形
が
流
碰
し
て
、交
易
の
媒
介
を
な
し
、例
へ
ば
德
川
氏
の
本
位
貨
幣
な
る
大
判
小
判
な 

ど
云
：
.へ.
る
へ
も
の
は
、大
名
®
ぐ
は
極
め
て
小
數
な
る
富
豪
の
金
庫
內
に
骨
董
品
の
如
く
貯
へ
ら 

れ
て
居
っ

i

に過ぎ？

である。
本位貨幣

S

を

隱

ぐ

し

て

温

®.取
引
上
曾 

て
影
も
形
も
見
せ
な
ぃ
ビ
ぃ
ふ
奇
怪
の
事
は
，今
も
昔
も
異
な
ら
な
ぃ
現
象
で
あ
つ
て
、現
に
今 

-
日
金
貨
本
位

0

日
本
帝
國
に
於
て
、政
府

.0
發
行
せ
る
金

«

、即
ち
ニ
十
圓
、十

!0
1

、五
圆
等
の
金
貨 

は

民

間

に

は

垂

然

通

用

：：の
.跡
を
絕
ち

"

3
舍
な
..ど
で
は
一
生
涯
：金
貨
の
顔
を
與
ず
し
て
終
る
人 

さ：へ
少
な
ぐ
な
い
ょ
ぅ
で
あ
る
が
、德
川
氏
の
大
.判
小
判
も
丁
度
そ

0 

M
 

K

y
で、各
地
方
で
は
唯 

だ
丼
の
名
を
聞
く
の
み
で
、

»

物
は
遂
に
手
に
し
た
こ
ヾ

」

も
な
ぃ
ど
异
ふ
の
が

通

例

で
あ
つ
て
、
 

實

.際

其

の

賣

買

取

引
±
.
に
流
通

し

て
.
.居
つ
：た
の
は
、藩
札
若
く
は
各
«
の
手
形
の
み
で
あ
つ
た 

の
で
あ
る
。

.勿

論

こ

の

藩
f t
な
-る
も
の
は
ー
牢
の

 ̂

一
 

定
の
形
式
を
科
備
し
て
發
行
し
た
も 

の
で
は
な

.く、矢
張

i
:
前
に
述

V

た
如
く
硬
貨
の
發
行

4

同
t
 
く
、公
然
.德
川
氏
の
許
可
を
受
け

て
發
行
し
た
も
の
も
あ
り
、又
無
許
可
で
內
密
に
發
行
し
て
居
た
も
の
も
あ
夂

#

の
政
-
が
自 

ら
機
關
を
設
骰
し
て
發
行
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、又
藩
の
用
達

商
人
に

請
炱
は
し
て
發
行
し
た 

も
の
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

例
へ
ば
秋
冚
久
保
田
藩
の
紙
幣
は
金
札
に
は

」
分
札
、こ
朱
札
、
ー：
 

朱
札
の
三

f

 
▲
、飯

礼
に
は

三
ナ
目

+

奴
、五

汽

五

文

な

ど

あ

i

餞
礼
に

は
十
賞 

文

一

賞
文

ri
l

H
文

、
三

西

文

、
•
-
一

 

百
次
、百
文

'五
十
文
、十
文
、五
文
の
數
種
あ
々
、是
等
金
銀
餞
の
紙
幣 

は
總
て
合
せ
て
十
九
随
あ
つ
て
皆
秋

II
I

藩
久
保
田
會
所
ょ
り
發
行
し
た
も
の
で
あ
る
が
、こ
れ 

は
:^
れ
も
兌
換
の

■形
式
を
声
へ
居
る
も
：正
金
銀
を
藩
外
へ
輸
出
す
る
こ
ビ
を
嚴
禁

し
、隨
て

外 

國
人

(

切
ち
秋
田
藩

外

の
A)

に
は

疋
金

.銀
ぐ」

の
引
換
を
許
さ
ぬ
制
度
で
あ

.つ
て
、領
內
の

f

之 

を
引
換
へ

4

S

S

じ
な
か
つ
た
ょ

|

實
に
於

S

S

紙
f

同
樣
の
も
の
で
あ 

つ

て

の

で

，
の

る
-

而
-し
て

_斯

< 

S

き
は

#

り

秋
田
藩
に
限
、ら
ず
全
國
各
齡
殆
ん
ど
皆
同
じ 

機
に
各
純
の
紙
幣
を

S

し

5

 Q

領
內
に
流

f

し
め

5

つ
S

I

•るが
、何
れ

t

抵
皆
秋
田
游
の
如
ぐ
正
金
銀
の
外
出
を
禁

す

る
が
爲
め
に
藩
外
の
商
人
に
は
引
換
を
許
さ
な 

か
つ
た
.樑
で

あ

る
o 

.

.

.

.

七
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,德
;|
[
時
代
に
於
け
る
摊
货
濫
造
の
.結
果
に
就
て 

第
于
號 

二 
二

1
體
德
川
時
代
：に
於
け
る
各
嫌
各
地
の
紙
幣
な
る

も

の

は

紙
幣
士
云
へ
ば
紙
幣
で
あ
る

‘か、
 

淇
の

*

今
日
の
欉
な
完
全
の
紙
幣
で
は
な
く
、只
だ
單
に
手
形
ぐ

」

か
切
手

V」

か
云
ふ
樣
な
も
の 

で
あ
つ
て
、其
の
形
式
な
ど

®

だ
幼
穉
不
完
全
な
る
も
の
多
ぐ
し
て
、前
に
も
云
へ
る
如
ぐ
嚮
政 

府
發
行
の
も
の
も
：あ

.：れ

.ば
、半：宫

.半
民
の
產
物
會
所
よ

K

V
發
行
し
た
る
も
の
も
あ

夂

又

全
然

一
 

.個
人
た
る
商
店
よ
り
發
行
し
た

り
、莊
だ
し

き
は
京
都

'奈
良
、高

12
f

山
な

.ど
の
‘
院
よ
ぅ
發
行
し 

た
も

の
、
も
あ
つ
た
の
で
あ
る

が

、
總

て
是
等
の
紙
幣
類
は
米
を
始
め

ぐ」

し、
®

夫
れ
ぐ
與
の

P
 

3 1
:

の
所
の
特
産
物
を
抵
常
ヾ

」
し
て
、發
行
し
た
も
の

多

ぐ

、仙臺
の
米
札
ば
有
名
の
も
の
で
あ
る 

が
•其
：の
他
紙
ゃ
蠟
の
切
手
、鹽

®

糖
、大
兒
の
手
形
な
ど

.
よ
ぅ
、甚
だ
し
き
は

®

傘
の
切
手
、畠
具
の 

切
手
等
も
あ
り
、又

«

良
に
：於
け

る

德
川
氏

の

所
領
地
に
て
は
年
貢
米
を
銀

.|

匁
手
形
€
な

し
、
 

御
:»
所
へ
八
個
村
庄
屋
：紙

寄

；總
；西
.姓
請
負

V
J

し
て

'發
行
し
た
も
の
な
ど
あ
り
て

P

何
れ
も
紙
幣

J
P

 

榇
に
興
の
地
方
限
ぅ
流
逾
し
て
居
，つ
て
、金
銀
貨
の
代
用
を
爲
し
て
居
つ
た
の
で
あ
る
。

右
の

如
ぐ
徳

川

時
代
に
は

「

谷

秫
興
榇

な
る

紙
幣
類

似
の

も

の
が
、各
髒
各
所
到
る
處
に
數
限 

り
も
な
ぐ
濫
發
さ
れ
で
居

.つ

.て、特
何
の
故
障
も
な
ぐ

.
圆
滿
に
金
銀
の
代
用
を
な
し
て
、玛
間
に 

融
«

し
て
居
っ

|2
の
で
，あ
る
か
ら
、本
當
の
本
位
货
幣
が
品
.位
を
贬
さ
れ
て
惡
ぐ
な

ら

ふ
ど

、
*

，場

か

ド

ゥ

狂

ふ

と

、.ジ

v

は
主

^
;し
で

H

都
だ

.け
位
の
事
で
あ
っ
て
、

#

藩
各
所
の
經
濟

b

に
は
：

 

大
し

，
た
影
響
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
樣
に
帝
國
全
體
統
一
に
歸
し
て
、全
然
中
处
次 

府
法
令
の
下
に
支
配

さ

る

S

こ
す
、
な

6

、而
か
も
典
の
上
に
對
外
通
商
な
ど
の
關
係
あ
り
て 

は

狨

ハ

時

代

の

免

.き

不

統 

一
®

fL
を
極
め
た
る
貨

幣

制

度
は
勿
論
ブ
日
も

Jt
0

在
在
を
許
す 

こ

ビ
は
出
來
な
い
；で
あ
ら
ぅ
が
、封

®
:
時
代
に
は
各
藩
が
全
然
獨

i

で
あ
っ
て
、十
央
政
府
の
經 

濟
政
策
に
は
彼
等
は
殆
ん
ど
風
馬
牛
で
あ
っ
て
、

M

の
幣
制
が
亂
れ
て
居
っ
て
も
、貨
幣
が
龃

®
 

で
あ
っ
て
も
，夫
れ
が
爲
め
に
其
の
地
方
の
經
濟
界
を
攪
亂
さ
る
、
こ
ビ
は
、割
合
に
少
な
加
っ 

た

の

み

な

、ら
す
、他
の
一.

方
1

.

1
之
を
览
れ
ば
感
幣
制
磁
貨
幣
の
行
は
れ
て
居
た
こ
ど
は
、宛
も 

大
阪
な
ど
の
坡
合
と
同
じ
ぐ
、却

.-
)

て
各
地
に
信
用
制
度
の
發
達
を
促
し
、手
形
取
引
を
獎
働
す 

る
の
機

#

を
興
へ
た
位
の
事
：で
あ
っ
た
で
あ
ら
；ぅ
。

ブ
リ

I

ス
ト
レ

I

氏
曾
て
其
の
著

「

歷
史 

講
義

」

に
於
て

「

紙
幣
を
發
行
す
る
に
は
其

0

引
換
に
應
す
る
だ
け
の
茈
貨
準
備
を
必
.耍
ビ
し
な 

い、若
し
兆
國
に
之
に
相
當
す
る
商
品
が
あ
る
な
ら
ば
事
實
夫
れ
が
準
，備で
あ
る
^

の
場
合
に 

は
紙
幣
は
商

.品
の
代
表
た
る
正
貨
な
し
に
茴
に
其
の
商
品
を
代
表
し
て
居
.る
の
で
あ
る
破
命 

以
赏
に
於
け
る
米
國
漸
民
她
の
事
實
が

JE
さ
し
ぐ

.
ソ
レ
を
瞪

.
明
し
て
居
る
、當
地
殖

K

也
の

^

.
笫
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漶
川
時
代
に
於
け
る
惡
货
撤
造
の
結
集

1
1就て 

笫

卜

號

ニ四

「
ら
る
ベ
き
貨
幣
は
事
實
大
英
本
國
に
集
中
し

.て
居
つ
た
の
で
あ
る
か
，ら、彼
等
殖
民
地
の
者
は 

其
の
相
互
の
取

?1
上
金
鈒
の
使
、用

士

云

ふ

事

は

全

ぐ

知

ら

な

い

位

で

あ
.つ
た
の
で
あ
る
、ソ口 

で
彼
等
は
別
れ
交
换
の
媒
物
ど
し
て
、殖
民
地
政
府
が
準
備
な
し
に
發
行
し
た
る
紙
彼
を
流

i
 

し
て
、(

六
片
の
小
额
紙
幣
も
あ

:1
用
を
充
た
し
て
居

.つ
た
の
で
あ
る
、即

ち
此
の
紙
幣
が
金
—

貨 

の
代
：
^

を
^

全
に
な
し
て

■居
つ
，た
0

で
あ
る

」

云
々
ニ
八
ニ
六
年
偷
敦
版
四
三
九
乃
至
四
四
一

け
る
各
辦
の
狀
態
は
略
こ
の

»

民

地

に

頓

^

し
た
も
の

た し  
の て

あ る  
6 が 

5 德 

。 川 
時 

代
に

於

近

世

1

初
期
に
於
け
る
英
葡
通
商
關
係
ミ

M
e
t
h
u
e
n

條
約

:
: 

野

^

兼

太

郞

.

.B. 

-■:
:
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辟
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/
V
I
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. 

.

.

.

.

.

.こ
、
に
近
世
初
细
マ

」

稱
す

る

の

は

束
印
度
航
路
の
發
見
並
び
に
新
大
嗤
の
發
見
ょ
り
北
米 

::
合
身
國
の
獅
立

、
»

_

.

西

革

.
命

の

：勃

，與

に

：
至

.る

約

-

紀
あ
ま

ぅ

に

亘

.る

期

問

を

指

す

の
で

あ 

る
:.
こ

の
時

期

に

於
け
る
商
槳
ば

S

近
世
紀
に
於

け

る

通
商
貿
易
の
準
備

ビ

も
見

る

ベ

く、又
 

砂
代
の

1

濟
澍
織
た
る
資
本
主
義
的
生
產
組
織
の

$

本
を
作
つ
た
も
の

で

あ

る

ご

レ

も
云
へ
る
。
 

そ
れ
等
の
點
に
就

い

て

は
す
で

に

拙
稿

「

近

世
初
期
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