
轟
風
調

}叢

責

上
税

の
本
質
及
長
所

日
本
経
済
史

の
特
性

・
・
:

・

莫

鵬

肚
會
改
造
哲
學
及
び
連
帯

思
想

・

償

値

の
類
型

と
個

性

・

隣
町

蛤
醐

支

那

の
産
業

に
封
ず

る
投
資

・

税

法

の
新

改

正

を
論

ず

…

:

・
,

説

噛鬼

婚
姻
年
齢

の
統
計

的
研
究

・

…雑

縷
㎝

東
京
市
の
水
面
人
口
及
所
帯

・
…

炭
鑛
勢
働
者
の
生
計
状
態

…附

録
㎜

本
誌
第
十
六
巻
総
目
録

…

.
注
學
博
士

・
海

里

士

.
文
學
博
士

・
法

學

士

神

戸

正

雄

本
庄

榮
治

郎

米

田
庄
太

郎

恒

藤

恭

:
注
學
博
士

戸

田

海

市

渋
墨
博
士

小

川

郷

太

郎

・
経
済
學
士

岡

崎

丈

規

注
學
博
士

財

部

静

治

・
法
學
博
士

河

田

嗣

郎

一.巴一.亜一.ぬ. △ ・.



日

本

経

済

史

の

特

性

本

庄

榮

治

郎

'

藪
に
所
謂
日
本
纒
濟
史
の
特
性
ε
は
、
日
本
経
済
史
の
観
念
や
學
問
上
の
性
質
を
云
ふ
の
で
は
な
く
、
我
国
に

.

於
け
る
経
済
獲
達
の
特
徴
を
指
す
も
の
で
あ

っ
て
、詳
言
す
れ
ば
、
過
去
よ
り
現
在
に
至
る
ま
で
の
、
我
国
の
経
済

的
獲
達

の
跡
に
は
、
他
國
の
そ
れ
ε
異

っ
た
何
等

か
の
特
質
が
、
あ
る
か
ご
う
か
ご
い
ふ
ご
ピ
を
究
め
む
ご
す

る

も
の
で
あ
る
。

一
一
.
.

'

論
者
或
は
曰
く

「
元
来
歴
皮
は
個
々
別
々
の
も
の
で
め
っ
て
、
世
界

の
各
国
は
皆
具

つ
た
歴
史
を
有
す
る
こ
ε

鳳
余
の
辯
明
を
待
た
ざ
る
所
で
め
る
、
併
し
な
が
ら
世
界
文
明
の
進
歩
は

一
ε
簸
て
あ
っ
て
、
人
類
獲
蓬
の
沿
革

.

は
皆
同

一
の
軌
道
を
辿
b

、
同

】
.の
方
向
に
翻

っ
て
進
み

つ
、
あ
る
の
で
あ
る
。
故
,に
國

々
個
々
の
歴
史
は
其

の

文
明
の
遅
速
、
稜
達
の
程
度
に
随
て
、
各

々
異
な
り
た
る
現
象
を
顯
は
し
、
叉
其
の
複
雑
し
た
る
内
外
関
係

の
差

違
に
依

っ
て
、
多
少
の
異
同
な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
、
要
す
る
所
、
世
界

の
歴
史
は
悉
く
同
じ
事
を
繰
返

へ
し

つ
、

諭

畿

日
本
経
済
史
の
特
捜

第
十
六
巻

(第
六
號

二
三
)

九
一
一



「

.

禰

叢

日
本
縄
濟
卑
の
特
性

第
十
六
巻

(第
六
號

二
四
)

九
=
一

φ
6
の
で
あ
る
。
.先
進
国
た
る
甲
國

の
経
験
し
だ
事
は
、
後
進
国
た
る
乙
國

の
藍
本
ε
な
り
、
乙
國
の
閲
歴
し
だ

事
は
、
丙
囲
め
先
制

ε
な
与
馬
丙
國
の
足
跡
は
丁
國
の
追
随
で

る
所

ご
な
る
が
如

さ
は
、
畢
竟
、
皆
進
歩
獲
達
の

原
.則
に
支
配
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
」
ご
説
き

「
日
本
の
歴
史
は
世
界
獲
達
史
の

一
部
分
ε
見
ざ
る
可
ら
す
」
ε

の
趣
旨
を
明
か
に
し
て
屠
ら
れ

る
、
.

＼

こ
れ
は
.一
鷹
尤
な
こ
ξ
.で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
筆
法
か
ら
云

へ
ば
、
各
国
輕
濟

の
獲
達
も
勿
論
同

一
の
軌
渣
を

辿
り
、
同

一
の
方
向
に
擲

っ
て
進
み

つ
、
あ
る
も
の
で
あ
る
ご
い
ひ
得

べ
く
、
か
の
経
済
鞍
達
階
段
説
の
如

き
も

の
が
成
り
立

つ
所
以
は
、各
国
の
経
済

の
獲
達
が
、
大
禮

に
於
て
同
様
の
傾
向
を
有
す
る
に
因

る
も
の
な
る
こ
`
は

云
は
ず

ε
も
明
か
な
る
こ
ご
で
あ
ら
う
。
我
国
に
つ
い
て
考

へ
て
見
て
も
、
我
国
の
交
明
は
、
支
那
の
文
明
を
受

け
、
朝
鮮

の
女
物
を
鹸
…太
し
、
又
は
此
等
を
通
じ
て
、
印
度
方
面
の
衣
明
に
接
し
馬
最
近
ま
た
欧
米

ε
交
際
し
て

.

そ
の
文
化
を
受
け
、
此
等
を
咀
嚼
七
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
外
国
交
通

ε
の
關
係
が
頗
る
重
大
な

る
要
素
を
な
せ
る
こ
ご
は
否
定
す
る
能
ば
ざ
る
所

で
あ
る
。
故
に
我
国
の
経
濟
の
獲
達
を
考

ふ
る
場
合
に
も
、
世

界

の
経
済
獲
蓮
の
有
様
を
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら

訟
こ
ε
は
勿
論
で
あ
る
。
特

に
近
時

に
お
け
る
如

き
、
世
界
交
通

の
獲
達
せ
る
場
合

に
は
、
相
互
僑
依

の
關
係
は

】
暦
密
接
な
る
も
の
が
み
る
窪
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
漁
。

.

三

然
し
な
が
ら

一
面
か
ら
考
ふ
れ
ば
、
西
洋
に
は
西
洋

の
風
が
あ
り
.
東
洋
に
は
東
祥
の
風
が
あ
る
。
同
じ
西
洋

1)瀧 本こ薄十 、握 濟 一家 言41L頁
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寺

,

の
湘
で
庵
㍗
英
国
ε
大
陸
諸
国
葛
は
亦
自
ら
趣
き
を
異
に
し
.
,大
陸
中

に
て
も
佛
回
ご
濁
透
影
ば
事
情
を
異

に
宇

る
所
が
多
純
、
同
じ
人
種
の
國
な
れ
ば
ξ
て
、
英
国
脛
濟
史
ご
米
国
経
済
史
蓬
は
馬
、
同

一
の
獲
達
セ
示
せ
る
も
の

博
嫁
い
・悼へ
ぬ
っ
呪
や
日
本
経
済
史
ε
西
洋
経
済
史
ξ
の
關
係

に
於
て
お
や
。
蓋
、
.各
國
の
地
理
気
候
ε
か
胃
.制
度
、

こ
か
習
慣
咳
か
の
所
謂
純
濟
獲
達
の
悠
弊
に
必
ず
七
も
同

一
で
は
な
い
。
成
る
國
に
盛
に
行
は
れ
た
る
事
柄
加
妙

趣
ε
て
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
他

の
國

に
於
て
同
様

に
盛
に
行
は
る
」
も

の
ε
は
限
ら
な

い
。
又
彼
我
交
通
の
關
係

が
時

に
は
密
接
で
あ

っ
て
も
、
他
の
時

に
は
疎
略
に
な
つ
だ
こ
ξ
も
あ
る
。
何
れ
の
國
も
全
然
そ
の
特
別
の
.性
質

を
没
却
し
て
、

一
般
普
遍
的
の
も
の
ε
化
す
る
こ
`
は
決
し
て
容
易
の
こ
ご
で
は
な

い
。
愛

に
於
て
乎
、
そ
の
獲

達
の
大
勢
は
.外
親
上
、
.火
燈
同
様
の
径
路
を
探

る
に
し
て
も
、
其
内
容
に
立
ち
入
っ
て
考

ふ
れ
ば
、
種
々
な
る
特

殊

の
原
因
事
情

の
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
特
殊

の
事
情
が
其
國
に
ε
つ
て
は
頗

る
重
要
躍
る
構
成
部
分

を
成
す
場
合
も
少
て
な

い
。
.か
、
る
場
合
に
於
て
は
、
そ

の
特
殊

の
事
情
を
闊
…卸
す

る
こ
ご
ば
決
し
て
穏
當
で
ば

な
い
。
孤
立
的

に
考
ふ
る
こ
.ε
は
も
ε
よ
り
不
可
で
あ
る
が
、

さ
れ
ば

`
て
各
国
各
種
の
特
徴
を
閑
却
す
る
こ
ご

も
亦
不
可
で
あ
る
。
.、世
界

に
於
け
る
鞍
蓮

の
大
勢
ε
、
我
国
に
お
け
る
特
殊
の
獲
蓬
ε
ば
、両

々
相
護
ら
ざ
る
重
要
.

さ
』を
有
す
一る
も
の
で
…あ

っ
て
、
両
者
を
適
當
に
評
慣
す

る
こ
ぎ

が
必
要
で
.あ
る
。
余
が
薙
に
日
本
縄
濟
史
の
特
性

ε
し
て
論
ず
.る
庭
の
も
の
は
、
以
上
の
意
味

に
於
て
の
我
國
脛
濟
生
活

の
特
徴
を
指
す
も
の
で
あ

つ
で
.
経
済
獲

達
の
根
本
的
傾
向

が
普
遍
的
で
あ
る
こ
冠
を
否
認
す
み
も
の
で
は
な

い
。

輪

鞭

"呆

縄
潴
史
の
特
性

・

頻
士
ハ着

第
六
號

二
選

空

玉

'



論

叢

是

籍

史
の
撞

第
士
ハ巻

く箋

就

業

)

だ
一
匹

四

.

日
本
脛
濟
史
の
特
性
に

つ
い
て
は
、
種
々
な
る
方
面
よ
b
観
察
.し
角
又
種

々
な
る
程
度
に
於
て
之
を
.論
じ
得

な

も
の
で
あ
る
が
、
宜
し
く
日
本
経
済
史
の
全
禮
を
蔽

ふ
に
足

る

べ
き
適
當
な
る
観
察
黙
を
定

め
て
、
之
を
研
究
す

る
こ
だ
が
極

め
て
必
要
で
め
る
。
若
し
然
ら
す
し
て
個
々
別
々
の
事
柄
を
何
等
の
秩
序
も
な
く
列
塞
・し
て

一
々
比

較
す
る
に
於
て
は
、
そ
は
無
方
針
の
譏
り
を
免
れ
ざ
る
の
み
な
ら
す
、
重
要
な
る
も
の
を
逸
し
て
、
.些
事
に
捉

へ

ら
れ
、輕
重
の
度
を
異
に
せ
る
も
の
を
同
列

に
並

べ
、或
は
め
る
観
察
黙
よ
り
す
れ
ば
同

一
性
質

に
圏
す

る
も
の
を

他

の
性
質
の
も
の
.ε
並
列
す
る
等
の
缺
陥
を
生
す
る
か
ら

で
あ
る
。
然
ら
ば
そ
の
観
察
黙
は
如
何
に
す

尽
き
か
ε

い
ふ
に
、
そ
は
勿
論
人
に
よ

っ
て
種
々
の
見
解
も
あ
る
こ
ご
、
考

へ
る
が
、
余
は
次

の
三
熱
か
ら
考
察
す
る
こ
ビ

が
最
も
適
當
で
あ
る
ず」
信
ず
る
。
そ
の
三
熱
ε
い
ふ
の
は
、
第

一
に
は
経
済

の
生
騰

、
第
二
に
ば
経
済
の
素
質
δ

第
三
に
は
経
濟
の
様
式
が
是
れ
で
あ
る
。

.

.

・

五

.

・
.

"
.
.

第
.
一
の
経
済
の
圭
艘
ご
い
ふ
の
は
、
即
ち
経
済
を
警
む
国
民
の
こ
ε
で
.あ

っ
て
、

こ
の
方
面
に
つ
.い
て
鳥
.外
國

の
歴
史

ご
著

し
く
異
れ
る
特
性
は
、
経
済
圭
膿
の
連
続
性

ε
い
ふ
こ
ぜ
暴
れ
で
あ

る
。
内
鼠
浦
士
ば
國
良
の
特
性

重

て
駕
.締
,簿

・
も
の
集

げ
・
第

三

羅

の
連
種

・民
族
の
無

性
・及
び
韓

髪

化
の
連
謹

の

ガ

三
者
を
撒

へ
ら
れ
て
居
る
が
、
余
の
所
謂
輕
済
生
燈

の
連
続
牲
は
こ
の
第
二
め
民
族
の
連
綿
牲
に
當
る
。
.即
ち
外

2)内 田博士全 集第三巻 圃史総論及 日本近世 史,9-」3及 び3H-3T4頁
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國

の
歴
史

に
於
て
は
、
或

る
時
期

に
於
て
從
來
の
民
族
が
衰
亡
し
て
他

の
新
し
き
民
族
が
之
に
代
り
、
國
民

の
圭
.

な
る
要
素

こ
な
っ
た
事
例
を
見

る
が
、
我
国
に
於

て
は
、
之
に
反
し
て
、
國
初
腓
來
同

一
の
民
族
が
日
本

の
肚
會

に
於
て
引
続
き
主
な
る
位
置
を
占

め
て
今
月
に
及
ん
で
居

る
。
も
ε
よ
り
日
本
民
族
は
軍
純
な
る
成
分
よ
り
成
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
其
根
源

に
湖
b
、
古
来
の
歴
史

に
つ
い
て
考

へ
て
見
れ
ば
、種

々
な
る
民
族
的
要
素
が
結

び
荷

い
で
掛
來
上
り
づ
其
後
ご
錐
、
他
の
民
族
的
要
素
の
加
は
り
し
こ
ご
は
明
か
で
あ
る
が
、
常

に
之
を
同
化
し
吸
牧

し
て
、
総
て
画
別
な
き

一
の
も
の
ビ
し
て
、
今
日
に
至
れ
る
も
の
で
め
つ
て
、
.か
の
原
住
民
族
や
蹄
化
人
は
、
最

早
決
し
て
蝦
夷
ご
レ
て
、
土
蜘
蛛
國
標

ご
し
て
存
在
せ
す
、
蹄
化
人
の
子
孫
も
、
蹄
化
入
電
し
て
判
然
匠
別
す

べ

き
も
の
で
は
な
く
、
何
れ
も
大
和
民
族
ご
融
合
し
同
化

し
た
の
で
あ

っ
て
、
國
民
の
中
櫃
こ
な
り
獲
展

の
主
勢
力

オ
な
れ
る
も
の
は
、
常
に
大
和
民
族

そ
の
も
の
で
あ

っ
だ
。
さ
れ
ば
日
本
経
済
史
生
膿

`
し
て
考

へ
る
場
合
に
.ば

あ
る
時
期
ま
で
は
甲
民
族
の
経
済
史
、
或
時
期
か
ら
以
後

ほ
、
乙
民
族
の
維
濟
史
ご
い
ふ
が
如
き
こ
ε
な
ぐ
、
日

本
経
済
吏
は
常

に
大
和
民
族
の
経
済
史

ε
し
て
、
そ
の
連
緬
性
を
保
有
し
前
後
を

一
貫
せ
る
も
の
で
あ
る
。

六

次

に
経
済

の
素
質
の
方
面
よ
り
槻

だ
る
特
徴

ε
は
、
我
国
の
経
済
的
獲
麗
な
る
も
の
が
我
國
濁
自
の
カ
.に
て
行
.

は
れ
し
も
の
な
り
ゃ
否
や
の
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
既
に
述

べ
し
如
く
我
国
の
文
明
.鳳
.支
那
朝

,

鮮
の
交
明
を
受
け
或
は
印
度
方
面
の
文
化

に
浴
し
、
最
近
ま
た
欧
米

の
方
面
よ
り
も
文
物
を
楡
大
し
て
築
き
上
ザ

論

叢

月
本
縄
濟
吏
の
特
性
[

第
十
六
巻

(第
六
號

ニ
モ
)

九

一
.五
　



論

叢

某

轟

史
の
醤
.

策
士
蓉

(箋

號

一天
)

九
=
ハ

ら
れ
し
も
の
で
あ
っ
て
・
若
し
外
妾

明
の
刺
戟
無
か
価
し
場
倉

ぽ
、
我
國
は
果
し
て
今
日
の
状
況
醤

で
進

お

み
得

し
や
否
や
は
人
な
る
疑
問
な
り
ε
考

へ
ら
る
、
迄
に
.
そ
の
影
響
は
甚
し
き
も
の
が
あ
っ
た
。
上
古
に
お
け
.

る
手
工
業
の
號
達

が
蹄
化
人
に
よ
る
所
多
く
、
斑
田
牧
授

の
法
が
唐
制
か
ら
受
け
入
れ
陀
所

の
も
の
で
あ
り
、佛
漱

の
繁

に
よ
っ
て
・
饗

彫
刻
工
蒙

の
窪

覚

し
の
み
奄

す
、
肇

も
姦

機
關
も
商
業

引
も
促
進
せ

獺

ら
れ
二

馨

濟
上
髭

常
な
る
影
響

果

レ

・
垂

・ふ
迄
・
馬

蓋

個
・
の
事
・
・
引
用
…

逗
.
麗

な
き
・
第
・
匁

が
・
大
壁

於
・
甕

婁

朝
時
岱

於
・
罐

唐
・
琵

・
叢

し
、
舞

上
の
み
な
ら
す

脚

諸
般
の
方
面
に
亘
っ
て
支
那
愚

を
向
う
中
る
量

り
、
讐

以
後
多
少
日
本
特
有
の
風
を
告

、
徳
川
時
代
に

貯

め

交

参

至
っ
て
は
・
呆

の
國
髪

化
空

聾

轟

の
域
・
達
し
た
も
の
で
あ
・
が
、
薪

以
後
窪

あ

蓋

が
盛

顯

際郁
齢
騒

霧

難

鐸
騒
轟

総

藻達を一
k
欧米模倣
の産業
は
鰹

か
毛

欝

上
の
み
な
与

、
叢

疲

の
文
化
が
、
外
竪

通
の
刺
箸

よ
る
所
多
・
は
何
人
も
異
論
を
挾

、
響

錯

交
共
摺

本

蔭

地
な
き
所
で
あ
る
が
・、
・
れ
が
爲
め
に
我
国
の
歴
史
着
港

縄
蜜

は
模
倣
の
壁

な
違

考
書

は
掌

灘難

.

し
も
正
賞
で
は
な
い
。
.蓋
支
那
や
印
度
の
摸
倣
亡
者

へ
ら
れ
て
居
る
こ
ど
.で
も
、
よ
く
吟
味
し
て
見
れ
ば
彼
の
國

隔

離

・の
制
慶
典
儘

の
模
篇
で
は
な
く
、
我
騨

別
の
事
情
を
参
酌

さ
れ
て
居

る
を

が
少
-
な

い
の
で
あ

っ
て
、
そ
の

辻
河
畏

ラ

ラ

ラ

ラ

日本
警

於
て
は
見
…

窟

賓

特
別
な
.・
趣
を
昊

て
議

等

し
て
唇

.、
薩

、
輩

極

微
の
み
に
終

…

6

,



6
と

非
や
し
マ
.擬

串

跳

ら
薯

の
夢

悔
し
・、乱
騰

殊
の
麓

を
費

し
毒

言

瞳

に

ゆ

な
ら
ぬ

ゆ

要
す
る
に
外
國
の
交
陽
を
爵
阜
咀
隠

し
同
、化

し
改
造
じ
て
築
き
上
げ
ら
れ
だ
も
の
が
、
日
本

の
文
明
で
あ
み
が

こ
の
こ
昌

纏
濟
の
方
暫

於
て
易

欝

様
で
あ
び
・
外
竪

化
の
轟

あ

馨
し
き
・
鼠

、
鼠

舞

卑
に

一
.
於
て
も

一
の
特
性

こ
し
て
数
ふ
べ
き
も
の
で
あ
麹

七

最
後
に
脛
濟
の
様
式

か
ら
考

へ
る
。
経
済
の
様
式
蓬
は
如
何
な
る
形
態
の
脛
濟
が
主
ご
し
て
行
は
れ
だ
か
ξ
い

.

ふ
こ
巴
で
あ

っ
て
、
こ
れ
も
観
察
の
標
準

に
よ
っ
て
、或
は
産
業
の
形
態
か
ら
考

へ
る
こ
ご
も
出
來
、
交
換
消
費
の

.

關
係
か
ら
見

る
こ
ε
も
出
來
、其
他
種
々
の
観
察
黙
を
定
む
る
こ
疋
が
出
来

る
が
、
こ
＼
に
は
普
通
に
考

へ
ら
る
、

産
業
形
態
か
ら
の
獲
達

に
つ
6

て
我
國

の
特
徴
を
捉

へ
て
見
た
い
ざ
思
ふ
。
、

リ
ス
ト
や
グ

ロ
ッ
セ
の
階
段
説
に
よ
れ
ば
、
産
業
の
形
態
は
、
大
膣

に
於
て
狩
猟
牧
畜
等
の
歌
態

か
ら
農
業

に

進
み
更
.に
商
工
業

に
獲
撰
す
る
も
の
ε
せ
ら
れ
て
居

を
。然
ら
ば
我
国
.に
於

て
は
如
何
ご
い
ふ
に
、原
始
時
代

に
は
、

人
々
は

一
般

に
狩
猟
漁
撈
等
に
よ

っ
て
食
料
を
採
取
し
π
も
の
で
あ
る
が
、
.牧
畜
時
代
な
る
も
の
が
我
国
に
存
せ

ざ
り
.し
こ
巴
は

一
般

に
認

め
ら
る

、
所

の
も
の
で
あ
る
、
且
農
業
も
亦
極
め
て
早
く
太
古
よ
b
行
は
れ
、
」鋤
農
は

國
の
重
要
な

る
.政
務

の

一
こ
し
て
考

へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
奈
良
朝
以
後
に
於
て
は
農
業
は
我
国

の
基
本
的
の

論

叢

日
本
　駿

東
の
鐘

一

第
+
宍
巻

(第
六
號

二
九
)

九
一
七 7)拙 著.挫 滅史研究.4夏 以下.及 ビ経済臭考,2頁 以下参照.



論

最

日
本
舞

更
の
特
性

第
+
六
巻

〔第
六
號

三
9

空

入

産
業
ぜ
な
り
、
農
は
天
下
の
本
な
臥

ご
姻
ぜ
ら
れ
、
徳
川
賠
代
殊

に
そ
の
中
葉
以
後
に
於
て
は
町
人
の
勢
が
が
次

第

に
興
b
来
り
し
も
、
農
業
は
依
然
ε
し
て
我
国
の
唯

一
の
産
業
ご
桐
し
て
差
支
な
き
も
の
で
め
っ
た
。
明
治
、維

新
後
、
商
工
業

の
稜
達
は
殊
に
著
し
き
も

の
が
み
り
、
商
工
立
国
の
聲
頗

る
高
き
も
、
國
民

の
大
部
分
は
俗
ほ
農

業

に
従
事
し

つ
、
あ
ぢ
有
様
で
あ
っ
て
、
.
.
斯
業
は
依
然

こ
し
て
我
国
産
業
中
景
も
重
要
な
る
も
の
ε

聾

っ
て
居

る
。

、
.

・

漱
米
先

進
国

に
於

て
も
、
嘗

て
は
漁
猟

牧
畜

よ
り
農
業

に
進

み
、
農
業

が
産

業

の
中

.恥
た
り

し
時
代

も
有

る
が

、現

在

に
於

て
は
或

は
農
業
衰

へ
て
商

工
業
「の
み
進

め
る
も

の
あ
b
、或

は
農
商

工
の
併
立

を
見

る
も
、
そ

の
實
農
業

は

特

に
保
護
を

加

へ
て
、其
自

然

の
衰
頽
を
防

げ

る
に
止

ま

る
も
の
も
あ
り
、或

は
農

工
商
共

に
存

し
何

れ
祉
大
.に
進

歩

せ
る
も
而
も
商

工

の
獲
達

一
暦
薯
「し
き
國

も
あ

っ
て
、
要
す

る
に
農
業
時
代

ε

い
ふ
よ
り

は
、
商
工
時
代

ε

い
ふ

の
適
當

な

る
を
威
す

る
次
第

で

あ
る
が
、
我
國

に
於
て

は
上
述

の
如

く
、
實

に
農

に
始
ま

っ
て
今
猶
農

に
居

る
の
紫

態

で

あ
る
。
こ
れ
は
も

こ
よ
り
我
國

の
政
治
的

事
情

や

地
理
的

事
情

に
も
撮

る
所

で
あ

る
。
益
、
我
国
は
大
陸

か
ら

離

れ
て
島

國

ε
し

て
存

在
し
、
海
外

ε
の
交
通

も
上
古

に
は
盛

ん
な

り
し
も
、
中
世

に
至

っ
て
却

て
退
嬰
的

ご
な
わ

(
こ
れ
上
古
に
外
画
文
明
の
彫
瓢
深
く
じ
て
、中
世
に
至
っ
て
稽
・
我
國
特
有
の
文
化
祉
生
す
庖
に
至
り
し
所
以
で
あ
ろ
)
こ
の
事
情

の
下
に
我
国

は
我

国

に
て
自
給
自
足

の
脛
濟

を
立

つ
る
こ
ε

、
な

b

、
從

て
國
晟

の
食
料

を
供

給
す

る
農
業

が
最

も
主
要

な

る

も
.望

至

、歌
鴻

事
情
よ
講

昏

舞

震

畜

上
せ
し
の
詮

ら
す
、塁

そ
替

身
が
侏
儒

養

を

り



・寧

・
み

な
・
よ
㌧

警

部
由
な
る
瓢

を
必
要
手

・
肇

を
生
意

す
の
力
謬

め
乏

ど

・
飛

時
代
に
至
っ
て
も
、
そ
の
精
神
は
同
様

で
あ
り
、
時
代
の
経
過
異

装

國
特
有
髪

明
を
作
り
出
し
・
明
治
に

及
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
維
新
後
、
隊
米
ご
盛
ん
に
交
通
し
繁

の
女
物
を
受
け
て
、
繁

模
倣
の
肇

は
大
に

蓬

せ
し
も
、
固
有
産
業
の

要

る
農
業
は
、
地
理
的
事
情
其
他
の
原
因
に
制

せ
ら

れ

て
、
同
様
の
嚢

を
遂

ぐ
る
に
至
ら
ざ
る
異

に
、
国
民
が
特
殊

の
生
活
慣
習
を
有
す

る
よ

り
、
今
猶
国
民

の
大
部
分
が
農

に
従
事
し
・

農
業
は
依
然
こ
し
て
我
国
の
最
も
重
要
な
る
産
業
た
る
地
.位
を
有
す
る
次
第
で
あ
る
。

か
く
の
如

く
我
国
が
農
業

國

ε
し

て
終

始

せ
る

こ
愚

、
欧
米
先
進
国

の
経

済

更

に
比
し
て

一
の
特
徴
た

る

こ
ド
・は
明

か
で
あ

る
・

八

日
本
輕
濟
史
に
は
、
.主
要
な
る
観
察
黙
よ
b
見

て
以
上
三
種
の
特
徴

あ
る
こ
ε
を
認
め
ざ
る
を
徽
阻
。
そ
の
特

徴
の
是
非
善
悪
を
論
ず
る
は
経
済
史

の
範
園
外
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
特
徴
を
生
す
る
に
至

つ
だ
原
因
に
.つ
い
て

は
、
我
国
の
地
理
的
趾
曾
的
條
件
に
よ
る
こ
ご
が
少
く
な
い
ご
思
ふ
が
、
そ
れ
は
他
日
に
譲
り
、
藪

に
は
本
間
に

關
係
し
て
比
較
研
究
及
び

一
般
.的
研
究

に
就
て
少
し
く
附
言
す
る
こ
ご
を
許
.さ
れ
紀

い
。

日
本
脛
濟
史

の
特
性
を
知
る
が
た
め
,に
は
、
勢
ひ
我
国

の
経
済
的
嚢
達
ご
、
外
囲
特
に
欧
米
先
進
国
の
輕
濟
的

獲
蓮

ご
を
比
較
し
考
察
す
る
の
必
要
が
あ
る
。

あ

比
較
研
究
に

つ
い
て
は
頗

る
綿
密
な

る
注
意
が

必

要

で

あ

.

る
。
我
々
は
各
国
経
済
史

の
比
較
研
究
に
よ

っ
て
、

「
方
に
於
て
は
、
成
る
國

に
特
有
め
事
柄

で
あ
る
ざ
考

へ
て

論

叢

某

野

良
の
踵

第
+
六
巻

(第
六
號

一一=
)

九
一
九



論

難

日
ポ
舞

舞
の
露

胆
.

第
+
六
巻

(篁
鏡

三
二
)

九
二
〇

居
つ

起
こ
亡
.璽

・他
の
.國

に
も
笹
笛
を
合
す

る
が
如
一
.
.同
様
の
事
例
の
存
す
る
こ
ご
を
知
る
異

に
、
.他
方
に

於
で
ぼ

、
.・
.
聴

を
異

に
し
威
を
隔

つ
る
に
よ

っ
て
、・
両
者

の
攣
遷

が
極

め
て
著
し
く
異

れ
る

こ
ご

を
知

る

で

あ

ら

5
・
然

る
に
さ

よ
嚢

寮

嘗

て
見
を

、.
さ
き
に
同
様
で
あ
る
.藷

へ
て
居
た
・、
ε
は
、
誓

外
観
上
だ

嫉
⑳
嘗

ご
澄
み
つ
で

う
そ

の
事
.柄
の
奥
底

に
横
は
れ
る
意
義
よ
り
見
れ
ば
、、
著
し
き
相
違
あ
る
に
驚
く
こ
ピ
が
あ

転
づ

又
反
.樹
心
▼..外
観
上
異
.れ
ザ
.ざ
考

へ
し
事
柄
が
、
そ
の
内
部
の
意
義
か
.ら
い
へ
.ぱ
、
同
様

の
も
の
で
あ
ム
.に

心
付
.ぐ
ζ

蓬
が
.少
く
.な
い
。
.故

に
軍
に
甲
國

に
或
る
事
實
が
あ
b
、
.乙
國

に
も
同
様
の
事
例
が
あ

っ
だ
ε
い
ふ
こ

ε
の
ぶ
よ
.隻
、速
.断
ず
る
ぽ
・
.必
ず
し
も
正
鵠
な
る
観
察
を
遂
ぐ
る
所
以
で
は
な
一
、
比
較
研
究

に
當

っ
て
は
絵
程

綿
密
な
る
注
意
を
錦

っ
.て
、
外
親
王

の
事
柄
の
み
な
ら
す
、
そ
の
内
部
の
原
因
、
周
國
の
事
情
等
を
も
考

へ
判
断

.

魚
.誤
ら
ざ
を
様
.に
.恥
掛
け
ね
ば
な
ら
兎
。

想
翁
は
嘗
で
地
較
研
究
ば
正
確
な
る
特
殊
研
究
の
基
礎
の
上
に
築
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
兎
こ
ご
を
説

き

「
多
く
の

特
殊
研
究

か
ら
、塵
.搾
さ
れ
た
概
観
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
概
観
は
極
め
て
根
撮

の
.薄
弱
な
る
概
観

に
過
ぎ
漁
。
砂
上

の
.棲
.閣
で
は
.我

〃
ば
最
早
満
足
す
る
こ
ξ
が
出
來

漁
。
疾
風
強
震

に
も
動
揺
せ
漁
だ
け
の
精
確
な
る
基
礎
の
上
に

概
観
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
鬼

我
々
は
比
較
研
究
の
必
要
は
大

に
認
む
る
も
の
で
あ

嘉

、
先
づ
特
殊
箆

か

ら
進

ん
で
行
ぐ
こ
ε
の
必
要
を
痛
切

に
減
じ

つ
、
み
る
次
第
で
あ
る
]
蓬
論
じ
た
。
然

る
に
未
だ
多
く
の
特
殊
研

究
を
も
成
さ
ざ
る
に
拘
ら
す
、
、日
本
経
済
良
分
特
性
ど
い
ぶ
が
無
き
概
観
を
説
ズ
は
、
.矛
循
せ
み
0
甚
し
巷
も
の
.
%萎)拙7著 ㌧.日本翻 史原論91頁
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、

、
如

く
に
考

へ
ら

る

、
か
も
し
れ

の
。
然
し
な

が
ら

、
.醗

っ
て
考

ふ
れ
ば
、
日
本
脛
濟

史
の
全
般

に
亘

れ
る
知
識

な
く

し
て
、
直
ち

に
特
殊

の
問
題

に

つ
い
て
、
細

い
研

究

を
な
す

こ
ご
は
、
往

々
に
し
て
大
局

の
観
察
を
誤

り
、

常

例

ご
例
外

蓬
の
匠

別
を
閑

却
し
、

そ
の
論
断
が
常

に
偏

倚
す

る
虞

れ
あ
る
の
み
な
ら

ず
、

一
般

に
勢
多
く

し
て

功

少
き
結

果
を
来

た
す
を
冤

れ
な

い
。
そ
れ
故

に
先

づ
第

一
に
、

一
通
り
は
日
本

経
済

史

の

一
般

に
つ
い
て
研
究

、を
な
す

べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
然

る
後

に
-
特
殊

の
問

題

に
つ

い
て
研
究
.の
歩
を
進

め
、
最
後

に
ま

π
そ
れ
を
総

惜

し
て
大
磯

の
上

か
ら
観
察
を
下
す

こ
ε
が
必
要

で
あ

る
。
国
史

の
研
究
が
宜

し
く
國

皮
綴
論

に
始
ま

っ
て
、
ま

の

た
国
史

羅
論

に
終

る

べ
き
筈
の
も
の
で
め
る

ε
同

じ
く

、
日
本
経

済
史

の
研
究

も
、
須

ら
く

「
般
的

研
究

に
始
ま

っ
て

一
般
的
研
.究

に
終

る

べ
き
も

の
で
あ

る

こ
ご
を
知

ら
な
け
れ
ば

な
ら

隙
。

以
上
述

べ
し
如

く
比
較
研
究
は
極

め
て
重
要
な

る
も
の

で
あ

る
が
、
至
難

の
も

の
で
め
b
、

從

っ
て
藪

に
日
本

経

済
史

の
特
性

こ
し

て
諭
せ
し
事
柄

の
如

き
も
、
或

は

軍

に
外
観

に
捉

へ
ら

れ

て
、
事

の
眞
相

を
得

ざ

る
も

の
あ.

b
、
他

日

の
斧

正
を
要
す

る
黙

も
な

き
に
誹

る

べ
し
ε
難

、
従

来
日
本
経
済
史

に
關
ず

る
特
殊
研
究

は
可
な
b
多

く
畿
表
せ
ら
れ

労
る
が
如

き
も

、
総
括
的
研
究

は
、
上
述

の
如

く
重
要

な

る
に
拘
ら
す

、

あ
ま
り
多
く
公
表

せ
ら

れ

期

す

、
此
問

題

に
關

し
て
も
纒
ま
b

し

　
の
論

炎
ε
し
て
獲
表

せ
ら
れ

し
も

の
は
、
極

め
て
乏

し
ぎ
を

以
て
、
推
敲

未

だ
足
ら

ざ
る
も
、
敢

て
藪

に
こ
の

一
文

を
草

せ
し
次

第

で
あ
る
。

論

叢

日
本
維
濟
史
の
特
性

第
十
六
巻

(第
六
號

三
三
)

九
二

一

9)駒 岡博士.前 掲書.3頁

10)'此 問題に就 てに佐野學馬 「我國樫濟 生活の特徴」あるのみ(同氏著.日 本肚會史 序

論 及 日本縄 濟史概論参照)


