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難

鎖

東
風
租
代
の
細
田
即

発

萄

希
臓
現
代
の
経
済
学山

H

正

太

郎

一

序

言

苗
代
希
胞
は
拙
て
刷
は
す
'

ね
九
北
紀
以
降
現
今

に
薫

る

追
.
弼
立
し
た

1
科
砂
と
し
て
の
耗
油
蝉
が
布
地
の

陶
土に
如

何
に
し
て
増
は
れ
'
成
長
し
た
で
あ
ら
う
か
'喚
問
鍵
派
の
耳
旺

ウ
ヰ
ーー
げ
1-
教
授
誕
旋
七
拾
五
咋
紀
愈
約
･>J雛

｢
現
代
の
群
鯛

拳
詑
｣
那

一
巻
に
披
せ
ら
れ
た
希
岨
抑
兆
大
串
敢
授

A
u
d
re?

d
es
氏
の
論
文
に
よ
っ
て
同
相
糊
代
の
耕
終
審
の
敬
姥

を
皆
火

す
る
こ
と
1
す
る
へ
同
文
の
中
で
特
に
興
鵬
を
願
え
る
の
は

T

九
〇
七
'
八
年
的
新
壁
紙
と
し
て
の
肘
政
撰
符
の
l
闇
が
｢
日
本

人

間
｣
と
名
榊
を
つ
け
'
新
興
の
精
細
を
代
表
し
議
宙
の
肘
政

経
齢
に
も
中
々
貫
き
を
な
し
た
と
云
ふ
JJ
と
で
あ
る
'
同
教
授

は
之
を
以
て
池
妙
的
､
改
良
的
傾
向
の
表
現
で
あ
り
目
端
職
印

撃

1
十
七
巷

二
.八

娘
T班

1
二
八

を
以
て
街

欧
州

に

封
す
る
新
興
勢

力
の
輝
利

で
あ
る

こ
と
が
希

岨
聞
出
に
非
常
な
印
象
を
m
ハえ
た
こ
と
を
物
諮
る
も
の
で
あ
る

と
云
つ

て
ゐ
る
こ

とで
あ
る
｡

〓

姶
九
iJ
紀

の
経
済
畢

拾
九
雅
紀
に
於
て
は
経
蛸
嬰
は
閑
寂
試
助
の

7
科
目
･1J
し
て

班
料
の
小
に
あ
つ
た
が

T
股
の
風
潮
は
試
験
に
膿
す
る
た
め
に

荘
済
瀞
を
勉
蝿
す
る
と
云
ふ
に
止
ま
り
経
て
之
を
目
的
と
す
る

教
科
苗
の
川
版
以
外
大
し
た
著
述
は
川
な
か
っ
た

戯
し
希
岨

人
は
許
拳
の
才
に
澄
み
智
拙
階
級
は
T(撃

1三
の
外
図
譜
を
了

郎
し
た
か
ら
英
仙
及
び

.I
八
八
〇
年
以
碓
消
泡
の
文
献
か
旅
人

さ
如
此
影

響の
下
に
月
刊
の
誰

満
潮
滋
E
c.
r"
1m
k
l
E
p
l[h
eorl･

ssIS
が
頚
行
さ
る
1
に
至
っ
た
､
様
舟
の
紳
端
も
棚
柵
政
鵠
'

本
位
婚
僻
関
越
等
に

就
て
は
単
相
的
惜
帖
を
jfr=
ぴ
て
氷
る
よ
う

に
な
っ
た
o

拾

九

壮

絶

の

篠
欄

には
三
人
の
結
納
拳
H
を
目
し
て
ゐ
る
､

1
は

S
o
utzo

で

一
八
九
C
.年
迄
+/
革
新
控
の
朋
に
拭
た
が
砧

の
如
拙
は
鮭
済
率
を
鵡
俗
化
し
て
蜘
民

一
般
に
普
及
す
る
に
あ
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っ
た
'
主
著
は
｢国
民
経
済
壌
翰
集
｣
で
聖

二
版
以
降
に
は

｢
統

計
笹
概
論
｣
を
附
録
と
し
て
ゐ
る
.
其
外
に
｢財
政
畢
原
理
｣
の

著
も
あ
る
が
'
秘
が
第

1E
に
困
難
を
感
じ
た
の
は
摩
済
拳
の
術

語
を
創
り
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
､
例

へ
ば

P
E
ltZSCh
e
O
eko･

n
OnrZe
を
非
任
用
ふ
る
と
希
暇
人
は
之
を
郡
市
鮮
所
の
意
味
に

に
僻
す
る
の
で
P
lut.
1ogle
の
語
を

使
用し
た
が
速
に
頗
-
用

払
ら
る
1
に
至
ら
ず
に
経
っ
た
｡
経
済
畢
上
の
術
語
に
は
新
市

二
種
の
希
岨
語
で
如
何
に
し
て
も
表
現
し
得
ら
れ
な
い
も
の
が

あ
つ
た
が
､
苗
代
希
隠
語
に
造
語
探
-
叉
語
笹
の
才
を
有
し
て

ゐ
る
彼
は
苦
心
の
末
'
多
-
の
新
造
語
を
考
案
し
た
､
彼
の
大

鰐
の
傾
向
は
正
統
笹
沢
で
あ
る
こ
と
は
彼
の
著
述
の
主
要
な
も

の
が
一
八
五
〇
年
か
ら
七
〇
年
の
相
に
;
て
ゐ
る
こ
と
に
ょ
つ

て
も
椎
祭
が

川
凍
る
の
で

未
だ
鮮
兜
状
等
の
影
響
を
受
け
る
に

至
ら
な
か
っ
た
1
め
で
あ
ら
う
､
然
し
舷
の
児
想
は
高
糟
的
理

想
主
義
で
あ
っ
た
が
た
め
に
商
工
業
政
策
等
に
は
全
-
知
関
心

で
あ
っ
た
､
唯
財
政
拳
に
於
て
果
進
攻
を
･Hl張
す
る
点
は
注
目

す
べ
き
点
で
あ
ら
う
｡

攻
は

Z
o叩.7tP
h
o
s
で
あ
る
が
氏
の
専
攻
は
肘
改
選
で

1
入

社

拙

希
朋ー
現
代
の
経
済
申

八
〇
年
か
ら

1
九
〇
7
年
迄
の
希
岨
財
政
々
韻
を
赦
し
た
諸
論

文
が
公
表
TrJ
れ
て

ゐ
る
.
i(縄
大
臣
の
秘
半
官
と
し
て
財
政
々

額
の
壇
行
に
皆
つ
た
が
大
地
彼
は
猫
逸
の
リ
ス
ト
に
傾
倒
し
保

惑
政
袋
を
信
億
と
し
て
ゐ
る
｡

第
2J瓦

G
o
un
arak
･S
で
猫
迫
に
輿
び
肝
謂
｢国
民
｣

粁
済
堺

を
科
串
と
し
て
樹
ij.し
よ
う
1J
し
た
へ
閑
寂
試
験
の
畔

備
に
も

蝕
の
著
書
は
確
ん
に
詔
ま
れ
た
'
貨
幣
給
と
し
て
は

｢
開
本
位

制
稔
｣
(
1
八
八
二
年
)が
あ
っ
て
蹄
二
者
が
単
本
位
制
論
者
で

あ
る
に
封
し
て
汝
轡
の
矢
を
放
っ
て
ゐ
る
｡

[こ

二
輪
l世
紀
初
期
の
十
年

此
期
の
和
銅
に
世
の
硯
憩
を
集
め
た
の
は
全
図
中
央
銀
行
組

劫

V
ah
.rAty

の
｢
希
岨
中
央
銀
行
の
歴
史
｣
(
7
九
〇
二
年
)
め

著
述
で

あ
る
､
其
論
旨
は
紙
幣
は
金
を
埠
蛸
と
せ
ず

と
も
外
国

の
信
州
昭
光
を
基
礎
と
し
て
も
聴
行
し
得
る
こ
と
を
H
張
し
た

の
で
あ
っ
て
山
九
1
C
牛
に
は
之
が
壇
行
と
な
み
法
律
の
改
正

を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
'
此
方
法
は
バ
ル
カ
ン
戦
争
に
首
つ
て

非
常
に
有
効
で
あ
っ
た
が
､
鉄
川し
希
隠
蝶
鮒
の
慣
倍
が
低
落
し

弟
二
十
七
巻

1
二
九

啓
一
鍍

一
二
九



雑

録

希
腺
現
代
の
錘
済
畢

て
脊
易
に
平
頂
に
推
せ
な
5
の
で
筒
石
の
輪
が
盛
ん
に
髄
-
猫

迫
の
ワ
グ
ナ
I
の
弟
子

S
i
mantiras
の
如
き
は
之
を
攻
撃
し

て
金
準
蛸
に
返
る
こ

と
を
主
張
し

'週
刊
類
誌

E
c.nom
iki

H
e
l打

の
主
蟹

K
a
tSelid山5
枚
外
幽
腔
券
準
備
紋
を
克
持
し

輪
戦
の
盛
ん
な
る
も
の
が
あ
っ
た
O

此
輪
中
に
続
い
て
起
っ
た
問
題
は
コ
リ
ン
ト
の
葡
萄
の
生
産

過
剰
閃
髄
と
移
民
問
題
で
あ
っ
た
'
坐
蹟
過
剰
に
就

て
は

コ

リ
ン
ト
の
地
位
が
仝
-
洞
山
的
状
態
に
あ
る
か
ら
生
産
制
限
を

し
て

供
給
の側
を
制
御
す

れば
偵

椿
は

自ら
引
戻
さ
れ
る
と

云
ふ
試
論
が
勝
利
を
占め
たが
此
間
髄

に就て
は
希
晩
の
聾
者

税
収
此
約
文
の
執
筆
者
が
外
国
の
軸

誌
に
昔
兄
を
述

べ
て
ゐ

.TTl
る
｡
北
米
合
衆
図

へ
の
捗
民
間
超
も
亦
二
十
世
紀
御
所
を
脹
は

し
た
輪
湖
で
捗
if
の
結
果
､
希
岨
貞
民
の
減
少
と
'
島
産
物
収

穫
の
減
少
と
は
移
民
の
故
郷
速
金

の
利
在
よ
り
も
造
か
に
京
大

な
る
悲
結
果
を
招
く
と
云
ふ
詮
が
勝
利
を
博
し
た
の
で
あ
る
｡

此
頃
少
数
で
は
あ

る
が
r
｢
日
本
人
固
｣
と
云
ふ
財
政
単
著
の

一
国
が
あ

っ
て

新

興気
力
を
以

て
財
政

旧椀
の
研
究

に
碓
事

し
議
宙
の
財
政

間

髄
にも
非常
な
影
響

を
輿え
た

も

の
で
あ

鑑
三

十
七
番

丁
三

〇

夢

1
鍵

〓I]0

る

0此
花
々
し
い
｢
日
本
人
固
｣
り
所
動
と
並
ん
で
希
晩
の
た
め
に

嵐
を
吐
い
た
t,Tlは
禍
過
に
儲
拳
し
て
脚
雅
し
た
若
き
人
々
で
猫

逸
式
に
｢
融
合
政
某
拳
骨
｣
を
聾

止
し
た
'
此
裾
の
朝
袖
は
二
人

あ
つ
た
が
共

山
人
の

C
.
utoup
is
は
｢
ii:代
希
凪
の
挺
済
鼎
談
｣

を
著
し
他
の
P
･lPanE15taSSiorl
は
｢経
済
畢
方
法
論
｣
を
著
し
て

ゐ
る
｡
共
径
此
紙
は
埋
翰
研
究
に
熱
中
し
て
国
家
耽
昏
主
我
の

畢
諭
を
唱
堵
す
る
に
至
っ
た
1

此
小
文
の
執
筆
者

An

d
re
ad
es
が
鮮
科
挙
の
著
述
を
公
に

す
る
に
至
っ
た
の
は
二
拾
世
紀
の
初
頭
か
ら

で
あ

る

が

l
九

〇
四
年
に
は

｢
希
胞
に
於
け
る
直
接
排
し

｢苗

銀
行
の
腔
兜
｣

｢
希
版
図
佑
史
｣
の
三
尊
を
t
T
L
､
攻
で
被
の
生
地
イ
オ
JL
7
島

が
以
前
英
国
の
保
韓
領
で
あ
っ
た
時
か
ら
僻
殊
の
財
政
如
拙
を

も
っ
て
み
る
の
で
之
が
研
究
に
従
事
L
t
中
≠
伊
国
の
べ

-三

財
政
組
織
を
移
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
古
文
書
の
研

究
か
ら

l
九

丁
四
年
に

｢
イ
オ
11
7
品
の
ベ
TL
ス
財
政
経
済
的

組
織
｣
の
晋
を
糾
す
に
亘
っ
た
t

l
九

.L
八
年
に
は
｢
希
岨
肘
政

見
｣
を
凹
し
た
が
此
書
は
近
-

一
九
二
六
年
に
猫
等
が
出
て
､

3) Andreadis.Thecurrentcxlisisin Greece.EconomicJoLLrn;Ll,1905,La
SurPrOdLICriondesra-lSinsdeCorinthee【hSoci如 privilE.qi占e･Revue
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英
帯
も
準
備
中
だ
と
云
う
'
著
者
は
英
伽
猫
に
儲
聾
し
た
が
別

政
拳
で
は

R
.sch
er,
W
e叫
neE,
S
tein
,
C
oh
Tl･
L
oF

SETIX
に

負
ふ
魔
多
い
'
大
胆
の
傾
向

は
折
衷
畢
派
で
､
如
何
な
る

輿
説

も
そ
れ

Il
つ
で
施
封
的
安
皆
な
も
の
は
な
い
と
云
ふ
信
念
を
も

っ
て
ゐ
る
､
財
政
拳
の
外
に
は

｢戦
時
巾
及
び
共
役
の
英
断
の

人
口
｣
(
一
九
二
二
年
)
の
著
が
あ
り
戦
後
英
国
に
於
て
如
人
の

故
が
兜
子
に
超
過
す
る
事
は
全
開
に
政
治
上
'
離
沸
上
の
危
概

を
機
成
す
る
と
と
､
及
び
産
児
制
限
の
不
可
な
こ
と
を
全
書
で

逃
べ
た
と
云
つ
て
ゐ
る
｡

E
7

1
九

一
〇
年
よ
b
痕
近
道

此
時
朋
に
於
て
希
晩
の
控
碑
は
人
口
の
増
加
と
兆
に
進
み

一

般
人
民
も
鮭
瀬
問
題
に
興
鴫
を
有
す
る
こ
と
1
な
ゎ
'
加
ふ
る

に
各
囲
文
献
の
瑚
詩
が
盛
ん
に
削
る
と
と
1
な

っ
た
'
唯
物
史

観
の
思
想
も
亦
輸
入
さ
れ
C
･rda
t.
氏
は
此
見
地
か
ら
扮
九
世

紀
初
頭
の
希
岨
洞
山･J_哉
事
を
研
究
し
大
著
を
出
し
て
ゐ
る
､
統

合
問
題
も
亦
仝
時
に
切
迫
し
て
工
場
法
の
蟹
裾
と
な
っ
た
が
全

図
に
よ
っ
て
は
寧
ろ
関
越
は
盛
栄
歩
働
の
方
面
に
存
在
し
た
､

教

練

希
胞
鞘
代
わ
紐
済
串

中
央
銀
行
の
補
助
の
下
に
農
業
組
合
が
非
常
な
勢
で
勃
興
し
た

か
ら
之
に
閲
す
る
謙
瓶
の
費
表
も
盛
ん
で
あ
っ
た
~
欧
州
大
敬

後
､
大
串
の
外
に
高
等
商
発
車
校
三
つ
主
局
等
工
柴
拳
校

一
つ

を
設
け
る
こ
と
1
な
り
後
者
の
教
授

C
oro
n
lS
氏
の
固
有
捜

岨

間
軸
の
菅
か
出
た
｡

次
に

K
alLtSu
nak
zs
氏
は

ヘ
ル
ク
ナ
I
の
労
働
問
題
を
朝
詳

し
今
は
粧
済
省
の
役
人
と
し
て
先
覚
保
験
と
労
働
契
約
淡
の
宜

苑
に
努
力
し
て
ゐ
る
'
仝
氏
は
別
に
有
名
な
叔
済
聾
者
の
畢
説

を
桐
箱
し
た
著
述
を
出
し
て
其
最
後
に
企
業
組
細
と
し
て
は
米

国
の
テ
イ
ラ
ー
'
フ
ォ
ー
ド
等
に
倣
ふ
こ
･lJ
で
庶
め
て
ゐ
る
､

袖
は

一
九

.L
九
年
迄
は
伯
林
に
滞
在
し
て
わ
た
が
布
地
に
好
凍

し
て
か
ら
は
｢祉
倉
科
敏
及
び
港
神
輿
榔
誰
｣
四
季
年
報
社
主
砕

し
て
ゐ
る
｡

高
等
商
業
に
は
二
人
の
艇
済
聾
者
が
括
る
､

1
人
は

C
hari･

t
ak
lS

で
准
済
原
論
と

濯
僻
見
を
講
残
し
て
ゐ
る
が
､
原
給
は

仇

仮

さ
れ
た
紡
轟
鎌
に
よ
る
と
メ
ン
ガ
ー
､
ウ
ヰ
I
ザ
I
の
塊

固
派
を
食
料
三
億
と
L
t
そ
れ
に
勝

央
的
研
究
を

以
て
補
っ
て

ゐ
る
の
で
､
新
し
S
虚
で
は
リ
ー
フ
マ
ン
､
カ
ッ
セ
ル
､
シ
ユ

節
二
十
七
番

7
三
1

弟

t
淑

1
三
1



軸

赦

大
柄
叫
の
仲
勝
田
の
.g
甥

.八
)･
lこ
負
ふ
虎
多
い
旦
W
ひ
.
耗
桝
史
は
シ
孔
雪
7
-
.
ゾ

ム

.ハ
ル
ト

'
ピ
ッ
ヒ
ヤ

I
に
仕
槻
し
て
ゐ
る
･tJ

l有
っ
て
ゐ
る
｡

今

7

人
は

Ju

makiSで
貸
僻静
の
専

政者で
｢水
位

制度
｣

(
.]九
二
三
)
の

菅があ
-,h
名
Et
主鶴
の
ili張者
で

あ
る
､
他
の

著
｢
肘
集
中
臨
｣
(
1
九
二
五
)

で
は
カ
ル
テ
ル
と
ト
ラ
ス
ト
の
間

期
を
翰
じ
て
ゐ
る
｡

大
串
に
は

V
a
rv
a
re
ssos敢
穀
が
あ
る
が
､
代
は
ミ
ュ
ン
ヘ

ン
簡
単
か
ら
尉
る
･t
J柾
桝
省
の
統
計
局
iii任
と
し
て
過
柴
朝
計

に
侶
柑
す
べ
き
も
の
を
仙
し
て
名
来
た
商
め
､
共
著
｢
人
口
翰
L

f
,
軟
投
に
任
命
さ
れ
た
.
挺
滑
車
の
立
物
は
塊
岡
沢
で
'
殊
に

フ
ヰ

サ
ツ
ボ
ゲ
ヰ
ツ
チ
に
私
淑
し
て
ゐ
る
｡

此
他
に
若
い
人
々

で
詞
､
仰
の
大
串
に
ド
ク
ト
ル
鞄
文
を
別

し
て
ゐ
る
人
が
梓
川
あ
る
が
､
之
等
は
特
に
希
弧
の
車
間
と
は

茸
ふ
こ
.と
こ
と
が
川
瀬
な
い
か
ら
逃
べ
な
い
､
要
す
る
に
希
楓

の
群
済
串
は

l
方
に
於
て
希
岨
そ
れ
自
身
の
経
済
蟹
連
の
史
的

研
究
と
､
伯
才
に
於
て
串
糊
と
し
て
甫
困
共
通
の
原
理
を
研
究

す
る
の
二
方
間
に
進
ん
で
ゐ
為
と
一茶
う
べ
き
で
あ
ら
う
C


