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申
開
近
世
敢
脅
経
済
史

清

水

専

攻

′書

昭
和
二
十
五
年
六
月

東
景
西
野
書
店
貴
行

A
5
邦

二
二

貢

定
償
二
六
〇
固

久
し
く
明
代
の
融
合
経
済
史
に
開
拓
の
鍬
を
ふ
る
ほ
れ
た
清
水
博
士
が
'
虻
の

度
表
記
の

7
車
を
世
に
出
さ
れ
た
.
筆
者
も
同
様
な
封
象
を
研
究
す
る
後
撃
の

7

人
と
し
て
.
大
き
な
期
待
恕
も
っ
て
む
さ
ぼ
り
よ
ん
だ
こ
と
は
言

ふ
ま

で
も
な

い
.
碍
ん
.で
み
る
と
っ
さ
す
が
に
多
年
の
薙
書
を
洩
ら
さ
れ
た
だ
け
あ
っ
て
､
駆
｡

侵
さ
れ
た
史
料
の
豊
富
な
る
こ
と
'
考
察
の
徴
に
入
り
細
を
穿
っ
て
遺
漏
な
き
を
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期
し
て
を
ら
れ
る
こ
と
な
ど
は
'
飴
人
の
追
緒
を
許
さ
ぬ
も
の
と
見
受
け
ら
れ
'

特
に
明
代
の
地
志
や
文
集
を
見
る
横
倉
に
あ
ま
り
恵
ま
れ
ぬ
筆
者
な
ど
は
'
隼
ら

に
歎
息
を
繰
返
す
の
み
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
か
-
言
ふ
こ
と
は
必
ず
し
も

筆
者
の
期
待
が
す
べ
て
満
た
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
｡
以
下
簡
轟
に
内
容

を
紹
介
し
た
上
で
､
そ
の
紫
に
も
ふ
れ
て
み
た
い
o
も
と
よ
り
望
萄
の
冨
な
る
こ

と
偲
知
っ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
.

さ
て
本
書
の
表
題
は
近
世
政
昏
経
済
史
と
な
っ
て
ゐ
る
が
､
内
野
は
明

7
代
の

租
税
史
の
中
か
ら
'
覇
者
な
事
象
を
摘
出
し
て
解
明
さ
れ
た
も
の
で
'

｢
税
穣
｣

｢
折
柄
｣
｢
儀
鞭
｣
｢
軍
銅
｣
の
望
早
に
分
け
ら
れ
'
こ
れ
に
首
尾
に
序
説
と
結
語

の
各

〓
皐
が
つ
い
て
'
都
合
六
葦
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
｡
内
容
が
か
-
な
っ
て
ゐ
る

に
つ
い
て
は
､
序
文
に

｢融
合
経
済
の
中
で
も
田
税
を
主
と
し
た
評
は
｢
､中
国
人

口
の
七
八
割
迄
は
農
民
で
あ
り
'
経
済
の
牛
ば
以
上
は
租
税
細
係
に
よ
っ
て
占
め

ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
｣
と
理
由
を
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
第

1
葦
は
比
の
立
場

か
ら
第
三
早
以
下
の
問
題
の
展
開
を
略
説
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

第
二
葦

｢税
粗
｣
で
は
､
第

一
節

｢税
率

･
税
額
｣
に
お
い
て
'
明
史
食
貨
虚

に
見
え
る
明
初
の
税
率
税
額
に
銅
す
る
記
敬
を
検
討
し
'
特
に
そ
こ
に
税
の
等
則

が
唯

7
つ
し
か
な
か
っ
た
や
-
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
敵
の
誤
を
詳
細
に
論
讃
さ
れ
て

ゐ
る
.
第
二
節

｢婁
租
田

･
没
宮
田
｣
で
は
'
前
節
の
問
題
に
関
係
し
て
前
著
を

民
田
中
の
蛋
別
田
､
後
者
を
官
田
の
重
別
田
と
考
{正
さ
れ
た
｡
第
三
節

｢夏
稔

･
､

秋
根
｣
で
は
'
比
の
繭
種
目
の
内
容
を
桧
討
し
､
特
に
農
桑
練
の
問
題
を
詳
論
し

た
上
で
'
夏
秋
雨
銃
の
鵬
係
に
言
及
さ
れ
て
ゐ
る
.

第
三
葦

｢折
柄
｣
は
篤

7
節

｢明
初
の
折
臥
｣
に
お
い
て
本
色
折
色
の
意
味
を

述
べ
､
明
初
の
折
柄
が
政
府
の
都
合
で
行
ふ
も
の
か
ら
民
間
の
都
合
の
も
の
へ
と
.

移
っ
て
来
七
と
論
じ
'
折
柄
の
本
義
を
割
引
約
と
い
ふ
鮎
に
求
め
て
を
ら
れ
箕
｡

篤
二
節

｢折
柄
の
展
開
｣
で
は
､
洪
武
年
間
の
嫌
多
な
折
納
品
日
が
､
永
襲
中
か

ら
家
弟
に
鉢
に
統

7
さ
れ
て
ゆ
-
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
記
し
'
捗
と
銀
と
の
補
体

.

に
ふ
れ
て
金
花
銀
成
立
の
地
盤
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
O
次

い
で
第
三
節
で
折
嗣
襲

撃
琴
上
転
お
け
る
最
大
の
標
識
た
る

｢金
花
鋲
｣
に
つ
い
て
､
内
容
と
名
稗
の
一
手

面
か
ら
考
察
さ
れ
て
ゐ
る
.

第
四
葦

｢憤
撫
｣
で
は
'
そ
の
年
代
へ
内
容
.
利
弊
の
三
節
に
わ
た
っ
て
]
候

鞭
法
の
種
々
相
が
詳
説
さ
れ
て
ゐ
る
が
､
特
に
そ
の
内
容
は
次
の
五
項
目
に
要
約

さ
れ
て
ゐ
る
.
即
ち

｢税
役
の
複
雑
な
品
目
を

7
候
に
統
合
し
た
.
里
甲
を
畢
位

に
祝
役
の
緬
を
定
め
て
ゐ
た
の
を
'
磨
く
州
瓶
以
上
の
単
位
に
機
め
た
.
十
年

1

箆
の
力
役
を
毎
年
平
均
の
銀
駒
に
改
め
た
｡

1
回
の
全
柄
を
敷
期
に
分
嗣
し
た
o
L
'

(
二
二
二
貢
)0

第
五
の

｢軍
飼
｣
の
葦
で
は
､
軍
飼
問
題
を
嘉
靖
蔦
暦
の
南
朝
に
分
け
て
賂
べ

.

ら
れ
て
ゐ
る
が
､
は
じ
め
に
明
初
以
束
の
過
防
に
つ
い
て
略
通
し
'
次
い
で
ア
ル

ク
ソ
汗
侵
入
以
来
の
軍
鯛
を
論
じ
r
軍
駒
加
沢
の
魁
と
し
て
嘉
靖
三
十
年
の
加
沢

の
意
義
を
強
調
せ
ら
れ
る
0
高
層
朝
の
軍
銅
に
関
し
てて
は
'
専
ら
遼
銅
に
つ
い
て

/勺.

そ
の
財
源
へ
年
次
'
厘
毛
､
地
域
､
歳
鮎
と
項
を
分
け
て
述
べ
'
最
後
に
重
税
と

J
.て
の
影
響
に
及
ん
で
を
ら
れ
る
O

･
結
語
は
本
文
を
離
れ
て
明
代
の
政
倉
経
済
史
を
概
説
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
.

さ
て
以
上
の
如
き
内
容
を
盛
っ
た
本
書
を
通
鍔
し
て
'
感
じ
た
所
を
率
直
に
述

べ
さ
せ
て
も
ら
ふ
と
､

全

腔

と
し
て
今
少
し

7
箕
性
の
あ
る
叙
述
が
ほ
し
か
つ

た
つ

は
じ
め
に
引
鞘
し
た
や
う
な
博
士
め
立
場
か
ら
す
れ
ば
､遠

視
間
筒
が
中
心

と
な
る
の
は
常
然
の
こ
と
で
あ
り
､
従
っ
て
経
済
紙
倉
を
構
造
的
に
把
握
し
ょ
-

と
す
る
著
か
ら
は
不
満
も
出
よ
う
が
､
そ
れ
は
別
と
し
て
翠
に
本
音
を
粗
砕
史
と

し
て
見
て
も
'
な
は
整
っ
た
も
の
と
は
冒
ひ
難
い
で
あ
ら
j
D
そ
れ
は
田
杭
と
並

ん
で
壌
民
の
重
要
な
負
櫓
と
な
っ
て
ゐ
た
カ
役
に
っ
い
て
殆
ど
述
べ
ら
れ
て
ゐ
な

′

い
か
ら
で
あ
る
｡
た
.と
ひ
力
役
を
租
税
の

7
種
と
見
る
こ
と
に
開
筒
が
あ
る
と
し
.

92｢



188

て
も
へ
少
-
と
も

7
候
鞭
法
の
由
束
を
考
へ
る
上
に
カ
役
が
無
銀
で
き
ぬ
意
義
を

持
つ
こ

と
は
疑
な
い
.
更
に
叉
本
番
に
按
ほ
れ
た
間
函
だ
け
に
つ
い
て
み
て
も
'

各
輩
が
殆
ど
掬
立
論
文
の
形
を
と
っ
て
ゐ
て
､

7
麿
年
代
順
の
配
列
に
な
っ
て
は

ゐ
る
が
'
序
説
に
述
べ
ら
れ
た
所
だ
け
で
は
'
各
章
の
つ
な
が
り
が
明
確
に
印
象

さ
れ
な
い
憾
み
が
あ
る
｡
た
上
へ
ば
折
柄
の
章
に
お
い
て
は
､
明
初
か
ら
正
統
元

年
の
折
銀
令
の
出
る
ま
で
は
詳
述
さ
れ
'
最
後
の
節
で
そ
の
後
金
花
銀
以
外
に
T9

折
柄
銀
が
あ
つ
た
と
は
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
'
そ
れ
で
は
き
う
い
ふ
折
柄
銀
が
い
つ

頃
か
ら
い
か
に
し
て
成
立
し
た
の
か
は
'

金
花
銀
の
説
明
の
評
し
い
の
に
比
L

y
r
少
し
も
説
か
れ
て
な
-
､
金
花
銀
か
ら

7
億
鞭
法
へ
の
つ
な
が
り
が
よ
く
判

ら
な
い
｡

一
候
鞭
法
の
葦
で
も
､
卒
然
と
し
て
幌
糠
の
年
代
か
ら
説
き
起
さ
れ
て

ゐ
る
が
'

比
の
中
間
の
時
期
に
つ
い
て
今
少
し
親
切
な
叙
述
の
ほ
し
い
所
で
あ

る
｡
要
す
る
に
､
結
語
で
述
べ
ら
れ
た
や
う
な
明
代
の
融
合
経
済
史
の
中
で
'
本

文
に
抜
ほ
れ
た
詰
問
短
が

い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
か
と
い
ふ
敦
を
'
も
う
少
し

明
か
に
し
て
頂
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

次
に
細
い
獣
で
は
あ
る
が
､
筆
者
の
胎
に
お
ち
な
か
っ
た
所
を
記
し
て
'
博
士

の
御
高
教
を
仰
ぎ
た
い
.
そ
の

7
つ
は
金
花
銀

(
正
統
元
年
か
ら
の
折
柄
銀
が
革

初
か
ら
か
く
呼
ば
れ
た
の
で
な
い
と
と
は
へ
博
士
も
述
べ
て
居
ら
れ
る
が
､
暫
く

通
例
に
従
っ
て
比
の
名
稀
を
使
ふ
)
と
妙
と
の
関
係
で
あ
る
｡廃

土

は
簡
錦
の
宣

徳
七
年
以
後
に
見
え
る
妙
法
の
通
じ
た
こ
と
を
述
べ
る
記
事
を
あ
げ
て
'
明
初
は

砂
を
洗
滝
せ
し
め
ん
が
籍
に
銀
の
使
用
を
禁
じ
た
が
､
禁
じ
切
れ
な
い
で
金
花
鍔

が
出
て
き
た
と
い
ふ
説
に
修
正
を
加

へ
妙
法
が
や
ゝ

通
じ
た
の
で
銀
の
禁
止
を
綬

け
る
必
要
が
な
く
な
り
'
鋲
の
連
用
が
公
議
さ
れ
て
金
花
銀
と
な
っ
た
と
説
か
れ

る
(九
〇
貢
)｡
し
か
し
こ
れ
は
来
し
て
ど
う
で
あ
ら
う
か
｡
博
士
の
あ
げ
ら
れ
た

妙
法
の
通
じ
た
と
い
ふ
記
事
は
､
宜
徳
年
間
で
は
宜
徳
七
年
の
も
の

7
慣
の
み
で

あ

り
'
そ
の
後
の
も
の
と
し
て
正
統
三
年
の
も
の
二
候
が
あ
る
0
即
ち
金
花
鋲
以

前
の
も
の
は

7
債
だ
け
で
あ
る
｡
今
比
の
記
事
を
無
償
件
に
諌
め
て
'
砂
が
洗
通

し
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
ど
う
い
ふ
事
態
が
考
へ
ら
れ
る
か
｡
銀
は
太
甜
以
来
使
用
を

禁
じ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
'
砂
が
流
鳶
し
て
ゐ
る
以
上
組
珠
に
反
し
て
ま
で
銀
の

使
用
を
公
議
し
な
-
と
も
.

握
済
界
の
用
は
砂
に
よ
っ
て
雑
ぜ
ら
れ
る
竿
で
あ

り
'
釆
変
の
折
駒
が
必
要
で
あ
れ
ば
'
永
襲
以
来
の
慣
例
を
承
け
て
折
紗
す
れ
ば

辛
い
.

も
し
鉢
が
不
足
だ
か
ら
と
い
ふ
の
で
あ
れ
ば
､

別
に
鋲
の
併
相
を
許
さ

な
-
と
も
妙
を
槍
夢
す
れ
ば
よ
い

(
笥
隙
は
砂
の
挙
行
が
多
す
ぎ
る
の
で
流
通
の

個
滑
を
敬

い
た
と
い
ふ
意
見
の
下
に
､
課
程
紗
を
増
す
な
ど
回
収
策
が
講
ぜ
ら
れ

る
事
情
で
あ
っ
た
)｡

と
に
か
-
博
士
の
述
べ
ら
れ
た
所
か
ら
は
､
銀
の
使
相
を

公
認
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
出
て
こ
な
い
.
況
や
明
朝
の
紗
は
周
知
の
や

う
に
最
初
か
ら
不
換
紙
幣
と
し
て
単
行
さ
れ
た
も
め
で
〔
強
力
な
保
護
枚
策
な
-

し
て
は
充
分
な
流
通
を
期
待
し
細
い
.
今
速
に
銀
の
使
用
を
許
し
て
紗
と
の
哉
雫

に
任
せ
る
な
ら
ば
'
忽
ち
紗
債
が
暴
落
し
て
妙
法
不
通
の
現
象
を
量
す
る
で
あ
ら

ケ
こ
と
は
'
火
を
障
る
よ
り
明
か
だ
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
｡
笥
際
紗
の
値
は
'

重
態
末
年
ま
で
銀
の
鴻
適
が
表
而
禁
止
さ
れ
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
ず
'
下
落
の

7
轟

を
た
ど
っ
て
居
り
'
洪
武
八
年
の
単
行
常
初
に
は
妙

1
寛
は
栄

7
石
銀

一
雨
に
相

嘗
も
て
ゐ
た
も
の
が
'
米

7
石
に
対
し
て
洪
武
三
十
年
に
は
三
賞
五
百
文
と
な
り

(洪
武
笥
錦
岡
年
三
月
甲
子
)'
永
整
二
十
二
年
に
は
三
十
叉
は
二
十
貫

(
洪
燕
簡

錯
同
年
十
月
壬
寅
朔
及
び
同
年
同
月
巽
卯
)'
更
に
宴
徳
四
年
に
は
五
十
貫

(
宜

徳
暦
銀
同
年
九
月
王
子
)
と
な
っ
て
ゐ
る
.
以
上
の
≡
例
は
何
れ
も
栄
の
代
り
に

砂
を
駒
附
せ
し
め
る
際
の
至

疋
換
算
率
で
'
財
政
政
策
上
貿
際
よ
り
も
米
債
を
高

く
見
轡
っ
て
あ
る
懸
念
が
あ
り
､
叉
米
屑
は
年
の
蟹
凶
に
.よ
っ
て
ノも
麺
動
が
あ
る

か
ら
'
以
上
の
数
字
を
以
て
そ
.の
ま
1

一
般
的
な
紗
億
を
判
定
す
る
こ
と
は
経
験
㌧ん

で
も
あ
ら
う
が
'
逆
に
政
府
が
米
の
代
り
に
砂
を
支
出
す
る
場
合
を
見
る
と
'
寄
り
.才
,

観
八
年
に
お
い
て
十
五
寛
と
定
め
ら
れ
て
ゐ
る

(
宜
徳
簡
銀
同
年
三
月
庚
辰
).
準
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何
れ
に
し
て
も
此
の
頃
の
妙
債
が
挙
行
常
初
に
比
し
て
よ
ほ
ど
下
落
し
て
ゐ
た
こ

と
は
疑
な
く

か
く
て
は
砂
は
も
は
や
単
行
常
初
に
意
岡
ざ
れ
た
如
く
高
額
の
取

引
に
興
る
こ
と
は
困
頭
で
､
そ
の
粘
到
底
銀
の
敵
で
は
あ
り
得
な
い
.
こ
の
や
-

な
値
で
あ
る
上
は
､
抄
が
流
通
し
た
と
い
っ
て
も
へ
そ
の
機
能
が
既
に
撃
っ
て
き

て
銅
鏡
と
相
似
た
も
の
と
な
っ
て
ゐ
た
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
.
こ
の
こ
と
を
傍

詔
す
る
も
の
と
し
て
､
少
し
後
の
正
統
十
三
年
に
､
紗
は
流
通
し
て
は
ゐ
る
が
銅

鍔
の
方
が
優
勢
だ
か
ら
と
い
ふ
の
で
､
銅
鏡
の
使
用
を
禁
じ
た
事
贋
が
あ
る

(
正

統
嘗
錯
同
年
1#
月
庚
寅
).
此
の
時
に
は
砂
債
は
更
に
下
落
し
て
'

7
貫
が
撃

一

文
に
し
か
常
ら
な
か
つ
た
と
い
ふ
｡
と
に
か
-
'
正
統
元
年
に
田
鞘
の
銀
約
が
声

合
さ
れ
た
こ
と
は
､
妙
法
が
通
じ
て
銀
を
禁
ず
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
は

■

な
く
r
や
は
り
砂
が
銀
に
挺
倒
さ
れ
'
ど
う
し
て
も
折
柄
は
銀
に
よ
ら
ね
は
な
ら

な
く
な
っ
た
か
ら
､と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
｡
特
に
折
銀
令
の
直
接
の
動
因
と
な
っ

た
の
ほ
､
博
士
も
引
用
し
て
居
ら
れ
る
琴
錦
の
記
事

(
九
二
署
)
に
見
え
る
や
う

に
､
官
僚
の
俸
給
関
宿
で
あ
っ
た
が
､
も
し
抄
が
常
初
の
償
値
を
維
持
し
て
を
れ

ば
､
紗
で
俸
給
を
支
沸
ふ
と
と
で
問
題
は
艶
な
-
解
決
し
た
で
あ
ら
う
.

こ
れ
に
陶
聯
し
て
､
安
穏
年
間
欧
に
官
僚
の
銀
に
封
す
る
常
用
を
窺
は
し
め
る

事
蟹
が
あ
る
O
寓
暦
倉
典
巻

7
五
七
へ
兵
部
阜
隷
の
候
に
､

｢宜
徳
問
令
し
て
構

従
早
隷
の
魔
常
を
願
は
ざ
る
者
は
'
毎
名
月
に
柴
群
銀

一
雨
を
妨
ぜ
し
む
｣
と
い

ふ
記
載
が
あ
る
｡
機
従
卑
敦
と
は
官
僚
個
人
に
配
屈
さ
れ
る
役
人
で
あ
る
が
'
官

僚
は
給
輿
の
乏
し
い
の
に
苛
ん
で
ヾ
彼
等
か
ら
鵜
を
と
っ
て
柴
薪
の
麺

に
充
て
'

卑
練
の
役
を
兎
ず
る
の
が

一
般
の
風
と
な
っ
て
ゐ
た
｡
た
ま
た
ま
慨
の
事
軍
が
帝

の
知
る
所
と
な
っ
て
'
そ
の
結
果
右
の
如
-
葬
合
さ
れ
た
も
の
で

大
政
纂
要
は

事
を
宜
徳
凹
年
十

7
月
に
繋
け
て
ゐ
る
.
JJ
1

に
注
意
す
.べ
き
は
'
こ
の
事
蟹
は

役
の
折
銀
約
の
最
初
の
例
で
あ
っ
て
'
田
駅
の
そ
れ
が
正
統
元
年
で
あ

る

に
比

し
'

1
渉
を
先
ん
じ
て
ゐ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ⅷ

普
通
銀
駒
は
田
状
に
始

ま
っ
て
役
に
及
ん
だ
如
く
言
ほ
れ
て
居
り
､
博
士
も
亦
そ
の
見
解
に
従
っ
て
居
ら
一

れ
る

(
四
貢
)
が
'
事
賓
は
右
の
如
-
で
あ
り
'
而
し
て
そ
の
端
緒
が
官
僚
の
俸

給
関
宿
か
ら
開
か
れ
た
敦
は
同
じ
で
あ
る
O
か
-
考
へ
来
れ
ば
､
第
三
章
で
折
柄

が
政
府
の
都
合
に
よ
渇
も
の
か
ら
民
の
都
合
に
よ
る
も
の
に
襲
っ
て
き
た
と
さ
れ

る
こ
と
も
'
大
い
に
間
筒
に
な
っ
て
く
る
や
与
で
あ
る
｡

比
の
外
に
も
示
教
を
得
た
い
瓢
は
あ
る
け
れ
ど
も
'

紙
数
に
限
り

あ
る
こ
と

故
､
徒
ら
に
愚
論
を
連
ね
る
こ
と
は
や
め
､
最
後
.に
不
撃
の
末
輩
が
み
だ
り
に
大

発
達
の
高
著
を
あ
げ
つ
ら
っ
た
罪
を
謝
し
て
博
士
の
御
寛
恕
を
願
ふ
と
共
に
､
博

士
が
今
後
と
も
落
書
を
洩
ら
し
て
筏
嬰
を
啓
着
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
し
て
や
ま

な
い
｡

(
岩
見

宏
)

/




