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3　

徳
島
の
経
済
の
始
ま
り
は
藍
産
業
か
ら

◉
徳
島
市
は
全
国
10
位
の
大
都
市
だ
っ
た

　

古
代
の
徳
島
は
、
少
な
く
と
も
粟あ

わ
の

国く
に

と
長な

が
の

国く
に

が
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
す
が
、
大
化
の
改
新

（
6
4
5
年
）
に
よ
っ
て
併
合
さ
れ
、
国
名
を
2
文
字
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
粟
を
阿
波

と
表
記
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
は
、
一
国
の
経
済
力
を
石こ

く

高だ
か

（
米
穀
の
収
穫
量
や
そ
れ
に
換
算
し
た
田
畑
の
生
産
力
、
1
石

は
成
人
男
性
が
1
年
間
に
消
費
す
る
米
の
量
。
1
0
0
0
合
）
、
つ
ま
り
領
地
高
で
表
現
し
て
い
ま
し

た
が
、
徳
島
藩
は
石
高
25
万
7
0
0
0
石
と
全
国
で
17
位
、
四
国
最
大
の
規
模
を
誇
り
ま
し
た
。
た
だ

し
、
淡
路
島
も
徳
島
藩
に
属
し
て
い
た
の
で
、
石
高
の
う
ち
約
8
万
石
は
淡
路
島
で
す
。

　

し
か
し
、
25
万
7
0
0
0
石
は
表お

も
て

石こ
く

高だ
か

と
呼
ば
れ
る
数
値
で
、
実
際
に
は
商
品
作
物
に
よ
る
産
業
活

動
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
実
質
石
高
は
約
50
万
石
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

吉
野
川
流
域
の
阿
波
藍
、
鳴
門
の
塩
、
阿あ

讃さ
ん

山さ
ん

麓ろ
く

の
阿
波
和わ

三さ
ん

盆ぼ
う

糖と
う

、
吉
野
川
上
流
山
間
部
の
た
ば
こ
や

和
紙
、
那
賀
川
や
海か

い

部ふ

川
流
域
の
木
材
、
山
間
部
の
茶
な
ど
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
す
。
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徳
島
の
町
は
明
治
か
ら
昭
和
の
初
期
ま
で
、
江
戸
時
代
よ
り
続
く
藍
で
蓄
え
ら
れ
た
豊
か
な
民
間
財
力

を
背
景
に
、
活
気
の
あ
る
都
市
だ
っ
た
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
1
8
8
9
（
明
治
22
）
年
に
市
町
村
制
を
施
行
し
た
当
時
の
都
市
人
口
を
み
る
と
、
徳

島
市
は
約
6
万
人
で
、
東
京
・
大
阪
・
京
都
・
名
古
屋
・
神
戸
・
横
浜
・
金
沢
・
仙
台
・
広
島
に
続
く
全

国
10
番
目
の
大
都
市
で
し
た
。

◉
徳
島
藩
の
財
政
を
支
え
た
阿
波
藍 

〜
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ー
〜

　

吉
野
川
は
そ
の
昔
、
坂
東
太
郎
（
利
根
川
）
や
筑つ

く

紫し

次
郎
（
筑ち

く

後ご

川が
わ

）
と
な
ら
び
、
四
国
三
郎
と
呼
ば

れ
る
暴
れ
川
で
し
た
。
吉
野
川
流
域
は
、
洪
水
の
影
響
で
米
作
が
困
難
な
一
方
で
肥ひ

沃よ
く

な
沖ち

ゅ
う

積せ
き

平
野
を

形
成
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
よ
り
藍
の
栽
培
が
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
全
国
各
地
で
木
綿
生
産
が
拡
大
す
る
な
か
、
徳
島
で
は
藩
主
で
あ
る
蜂
須
賀
公
に

よ
り
阿
波
藍
の
生
産
が
奨し

ょ
う

励れ
い

さ
れ
、
染
料
と
し
て
の
阿
波
藍
生
産
も
増
加
し
ま
し
た
。

　

阿
波
藍
は
質
、
量
と
も
に
日
本
一
を
誇
り
、
藍
以
外
の
染
料
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
か
ら
全
国
の
染
料
市

場
を
席せ

っ

巻け
ん

し
、
地
元
に
ば
く
大
な
富
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ
し
て
隆
盛
を
極
め
た
藍
商
人
か
ら
上
納
さ

れ
る
運う

ん

上じ
ょ
う

金き
ん

（
各
種
産
業
に
対
し
一
定
の
税
率
で
課
し
た
税
金
）
や
冥み

ょ
う

加が

金き
ん

（
特
定
の
営
業
免
許
な
ど

の
代
償
と
し
て
支
払
う
金
銭
）
は
、
有
力
な
財
源
と
し
て
徳
島
藩
の
財
政
を
支
え
ま
し
た
。
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ま
た
、
藍
の
取
引
は
大
坂
の
問
屋
が
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
徳
島
藩
は
問
屋
機
能
を
徳
島

の
有
力
商
人
に
集
中
さ
せ
る
と
と
も
に
金
融
機
能
も
強
化
し
、
官
民
一
体
と
な
っ
て
新
た
な
生
産
・
流
通

シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
出
し
、
も
う
か
る
仕
組
み
を
構
築
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

現
在
の
徳
島
市
藍
場
浜
に
は
藍
倉
が
立
ち
並
び
、
年
に
一

度
の
市
は
、
全
国
か
ら
商
人
が
集
結
し
た
こ
と
で
交
流
人
口

が
増
大
し
、
藍
商
人
を
最
大
の
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
た
文
化
の

発
展
に
寄
与
し
ま
し
た
。
ま
た
、
同
じ
く
藍
で
に
ぎ
わ
っ
た

脇
町
に
は
今
も
う
だ
つ
（
江
戸
時
代
の
商
家
な
ど
で
隣
家
と

の
境
に
設
け
た
小
屋
根
付
き
の
袖そ

で

壁か
べ

の
こ
と
で
、
装
飾
と
防

火
を
兼
ね
、
財
力
の
象
徴
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
）
の
町
並

み
が
残
っ
て
お
り
、
藍
商
人
の
隆
盛
は
「
う
だ
つ
が
上
が
ら

な
い
」
（
地
位
や
生
活
が
向
上
し
な
い
）
こ
と
の
語
源
に

な
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

全
国
の
長
者
番
付
の
上
位
に
名
を
連
ね
た
藍
商
人
の
久く

次じ

米め

兵ひ
ょ
う

次じ

郎ろ
う

は
、
現
在
の
阿
波
銀
行
の
前
身
に
あ
た
る
久
次
米
銀

行
を
1
8
8
0
（
明
治
13
）
年
に
設
立
し
ま
し
た
。
資
本
金

うだつの町並みとうだつ  ©美馬市
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は
50
万
円
で
、
当
時
は
三
井
銀
行
に
次
ぐ
全
国
第
2
位
の
大
銀
行
で
し
た
。

　

ま
た
、
政
界
に
も
進
出
し
て
い
た
藍
商
人
の
大お

お

串ぐ
し

龍り
ゅ
う

太た

郎ろ
う

は
、
徳
島
電
灯
株
式
会
社
を
設
立
し
、

1
8
9
5
（
明
治
28
）
年
1
月
に
四
国
で
最
も
早
く
街
に
灯
り
を
と
も
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
徳
島
鉄
道

株
式
会
社
を
設
立
し
て
1
8
8
9
（
明
治
22
）
年
に
徳
島
〜
鴨
島
間
を
開
通
さ
せ
る
な
ど
、
徳
島
の
発

展
に
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。
徳
島
市
の
東
新
町
も
鉄
道
を
利
用
し
て
郡
部
か
ら
多
く
の
人
が
集
ま
る
よ

う
に
な
り
、
賑に

ぎ

や
か
な
繁
華
街
へ
と
様
変
わ
り
し
ま
し
た
。

　

小
松
島
港
も
元
は
藍
商
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
港
で
し
た
。
国
や
県
に
代
わ
っ
て
公
共
事

業
を
担
い
、
産
業
の
近
代
化
に
力
を
注
い
で
い
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
安
い
外
国
産
の
藍
や
化
学
染
料
に
押
さ
れ
て
、
国
産
藍
は
1
9
0
3
（
明
治
36
）
年
を

ピ
ー
ク
に
生
産
が
激
減
し
て
い
き
ま
し
た
。
危
機
感
を
感
じ
て
い
た
藍
商
人
た
ち
は
、
藍
に
代
わ
る
産
業

を
模
索
し
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
藍
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
地
域
を
支
え
る
産
業
は
生
ま
れ
て
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
で
も
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
藍
を
ル
ー
ツ
と
し
て
育
ち
現
在
に
至
っ
て
い
る
企
業
も
数
多
く

あ
り
ま
す
し
、
藍
商
人
の
精
神
は
今
も
脈
々
と
地
域
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
後
、
藍
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
り
復
活
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
最
近
に

な
っ
て
優
美
な
色
彩
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
古
く
か
ら
薬
草
と
し
て
の
効
果
が
知
ら
れ
て
い

る
ほ
か
、
保
湿
性
な
ど
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
染
料
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
衣
食
住
に
わ
た
っ
て
多
様
な
用
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途
に
利
用
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
エ
ン
ブ
レ
ム
は
「
日
本
の
伝
統
色
」
で
あ
る
藍
色
で
描
か

れ
て
い
ま
す
。
今
こ
そ
デ
ザ
イ
ン
性
を
取
り
入
れ
、
世
界
に
誇
る
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ー
が
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

な
産
業
と
し
て
活
性
化
す
る
チ
ャ
ン
ス
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

◉
製
糖
（
阿あ

波わ

和わ

三さ
ん

盆ぼ
ん

糖と
う

）

　

阿
波
和
三
盆
糖
っ
て
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
ま
ろ
や
か
で
独
特
の
風
味
が
あ
り
、
和
菓
子
業
界

で
は
最
高
級
の
国
産
糖
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
価
格
は
や
や
高
い
の
で
す
が
、
洋
菓
子
は
も
と
よ
り
料
理

の
味
付
け
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

徳
島
で
甘か

ん

庶し
ょ

（
さ
と
う
き
び
）
の
栽
培
が
始
ま
っ
た
の
は
、
1
7
7
6
年
に
日ひ

ゅ
う
が向

延
岡
か
ら
苗
を
持

ち
帰
っ
て
以
降
で
す
が
、
藩
の
奨
励
も
あ
っ
て
砂
糖
の
生
産
量
は
拡
大
の
一
途
を
た
ど
り
、
藍
に
続
く
商

品
作
物
と
な
り
ま
し
た
。
徳
島
藩
は
砂
糖
を
専
売
化
し
、
ば
く
大
な
収
入
を
上
げ
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
国
産
の
砂
糖
は
明
治
に
な
っ
て
輸
入
品
に
押
さ
れ
始
め
、
明
治
中
期
か
ら
は
植
民
地
と
な
っ

た
台
湾
か
ら
大
量
に
移
入
さ
れ
、
壊か

い

滅め
つ

的て
き

な
打
撃
を
受
け
ま
し
た
。
徳
島
の
製
糖
業
も
同
様
で
し
た
が
、
高

級
品
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
生
き
残
り
、
今
ま
た
見
直
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
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◉
鳴
門
の
塩

　

1
5
9
9
（
慶
長
4
）
年
に
、
播は

り

磨ま

の
国
（
兵
庫
県
）
か
ら
、
潮
の
干
満
を
利
用
し
て
海
水
を
自
然

に
塩
田
に
入
れ
る
、
入
浜
式
塩
田
が
伝
わ
り
ま
し
た
。
塩
田
の
草
創
期
に
、
徳
島
藩
は
手
厚
い
保
護
政
策

を
実
施
し
た
こ
と
か
ら
塩
田
は
急
速
に
広
が
り
ま
し
た
。
特
に
、

鳴
門
市
の
撫む

養や

地
区
で
つ
く
ら
れ
る
「
斎さ

い

田た

塩じ
お

」
は
、
良
質
で

産
出
量
も
多
く
、
全
国
的
に
知
ら
れ
ま
し
た
。

　

1
9
0
5
（
明
治
38
）
年
に
は
生
産
量
や
販
売
価
格
を
国

が
管
理
し
、
安
い
外
国
産
の
塩
か
ら
国
内
の
塩
業
を
保
護
す
る

こ
と
と
、
塩
の
販
売
で
日
露
戦
争
の
軍
事
費
を
調
達
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
国
が
販
売
す
る
専
売
制
に
移
行
し
ま
し
た
。

な
お
、
そ
の
頃
に
は
生
産
量
が
全
国
の
約
1
割
を
占
め
る
ほ
ど

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

1
9
5
5
（
昭
和
30
）
年
前
後
か
ら
、
海
水
を
ポ
ン
プ
で

汲
み
上
げ
、
下
に
流
し
て
い
く
過
程
で
太
陽
熱
や
風
に
よ
っ
て

水
分
を
蒸
発
さ
せ
る
流
下
式
へ
の
転
換
が
実
施
さ
れ
生
産
性
を

高
め
ま
し
た
が
、
一
方
で
、
塩
の
過
剰
生
産
が
問
題
と
な
っ
た

流下式塩田  ©鳴門市
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こ
と
か
ら
、
政
府
は
全
国
の
塩
田
を
縮
小
し
て
い
き
ま
し
た
。
特
に
1
9
5
9
（
昭
和
34
）
年
か
ら
行

わ
れ
た
塩
田
整
備
で
は
、
全
国
の
4
割
の
塩
田
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
技
術
革
新
が
逆
に
塩
業
家
を
苦
し

め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
鳴
門
の
塩
業
家
も
生
き
残
り
を
か
け
て
生
産
調
整
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ

の
後
、
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
て
真
空
式
蒸
発
缶
で
煮
詰
め
る
、
イ
オ
ン
交
換
膜
法
と
呼
ば
れ
る
塩

田
を
必
要
と
し
な
い
製
塩
技
術
が
開
発
さ
れ
、
塩
田
の
役
割
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
つ
い
に
1
9
7
2
（
昭
和
47
）
年
、
鳴
門
の
す
べ
て
の
塩
田
は
廃
止
と
な
っ
て
塩
田
労
働
者

も
浜
か
ら
姿
を
消
し
、
約
4
0
0
年
に
わ
た
る
歴
史
に
幕
を
下
ろ
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
新
し
い
イ
オ
ン
交
換
膜
法
に
よ
る
製
塩
業
は
、
政
府
の
方
針
に
よ
り
全
国
で
7
つ
の
会
社
に

限
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
鳴
門
市
撫
養
町
の
鳴
門
塩
業
（
株
）
で
す
。

　

な
お
、
鳴
門
で
は
塩
が
豊
富
に
あ
っ
て
砂
糖
が
珍
重
さ
れ
、
特
別
な
日
は
砂
糖
を
使
っ
た
こ
と
か
ら
、

赤
飯
に
ゴ
マ
砂
糖
を
か
け
て
食
べ
る
習
慣
が
今
で
も
残
っ
て
い
ま
す
。

◉
阿
波
の
刻
み
た
ば
こ

　

タ
バ
コ
の
栽
培
は
山
間
へ
き
地
の
傾
斜
地
に
適
し
て
い
る
た
め
、
三
好
や
美
馬
と
い
っ
た
西
部
で
盛
ん

に
生
産
さ
れ
、
江
戸
時
代
よ
り
品
質
の
良
さ
か
ら
「
阿
波
刻
み
」
の
ブ
ラ
ン
ド
名
で
全
国
各
地
に
向
け
て

販
売
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
期
に
な
っ
て
も
、
た
ば
こ
産
業
は
政
府
の
専
売
制
に
も
支
え
ら
れ
て
、
確
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固
た
る
地
位
を
築
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
1
9
0
4
（
明
治
37
）
年
に
始
ま
っ
た
日
露
戦
争
の
ば
く
大
な
戦
争
費
用
を
ま
か
な
う
た

め
、
政
府
は
葉
た
ば
こ
の
製
造
も
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
も
し
、
政
府
直
営
の
製
造
工
場
が
ど
こ
か
別

の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
大
変
な
事
態
で
す
。

　

そ
こ
で
、
上
水
道
や
学
校
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
し
て
、
直
営
工
場
の
設
置
を
促
し
ま
し
た
。
そ
の

甲
斐
も
あ
っ
て
池
田
に
専
売
工
場
が
設
置
さ
れ
、
煙
草
の
職
人
は
そ
こ
に
吸
収
さ
れ
ま
し
た
。

◉
徳
島
に
息
づ
く
伝
統
と
起
業
の
精
神

　

徳
島
で
は
、
藍
商
人
の
「
永
代
取
引
」
（
目
先
の
短
期
的
な
利
益
を
求
め
る
の
で
は
な
く
世
代
を
超
え

た
息
の
永
い
取
引
を
継
続
し
、
永
続
的
な
発
展
に
寄
与
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
）
「
手て

拍う
ち

限か
ぎ
り

」
（
巨

額
の
取
引
に
も
契
約
書
を
交
わ
さ
ず
、
一
度
の
手
打
ち
に
よ
っ
て
取
引
を
成
立
さ
せ
る
信
用
重
視
の
取

引
）
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
、
新
し
い
時
代
を
切
り
開
く
さ
ま
ざ
ま
な
ビ
ジ
ネ
ス
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
の
徳
島
を
代
表
す
る
老し

に

舗せ

企
業
に
は
、
藍
や
塩
を
起
源
と
す
る
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
藍
栽
培
で
培つ

ち
か

っ
た
有
機
肥
料
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、
広
く
農
業
の
振
興
に
息
づ
い
て
い
ま
す
し
、
徳
島

藩
水
軍
の
舟
大
工
が
蓄
積
し
た
木
製
品
加
工
技
術
は
、
家
具
や
仏
具
製
造
に
生
か
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
伝
統
や
起
業
の
精
神
は
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
現
在
に
お
い
て
も
新
し
い
産
業
の
創
出
に
つ
な
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が
っ
て
い
ま
す
。

　

特
に
有
力
な
藍
商
人
で
あ
っ
た
西
野
家
、
三
木
家
、
森
家
を
ル
ー
ツ
と
す
る
の
が
、
西に

し

野の

金き
ん

陵
り
ょ
う

（
株
）
、
三
木
産
業
（
株
）
、
森
六
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
株
）
で
す
。

　

西
野
金
陵
（
株
）
（
本
社
：
香
川
県
仲
多
度
郡
琴こ

と

平ひ
ら

町ち
ょ
う

）
は
、
藍
に
始
ま
る
歴
史
か
ら
化
学
製
品
を

取
り
扱
う
と
と
も
に
、
こ
ん
ぴ
ら
さ
ん
で
有
名
な
金こ

刀と

比ひ

羅ら

宮ぐ
う

の
御お

神み

酒き

を
つ
く
っ
て
い
る
酒
造
会
社
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

三
木
産
業
（
株
）
（
本
社
：
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
、
総
本
店
：
徳
島
県
板
野
郡
松
茂
町
）
は
、
液
晶

材
料
や
有
機
E
L
色
素
な
ど
の
原
料
や
中
間
体
を
取
り
扱
う
化
学
品
の
専
門
商
社
で
す
。

　

森
六
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
株
）
（
本
社
：
東
京
都
港
区
南
青
山
）
は
、
自
動
車
用
樹
脂
部
品
の
製

造
・
販
売
や
、
化
学
商
社
と
し
て
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
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