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都
iE
Iこ
農
村
と
の
封
十
一に
関
す
る
ア
ダ
ム
･
ス
,I,
ス
の
札
解

前

川

十

■.
笹

1
1二
川

第

1
兆

二
三

川

都
市
F,)農
村

,̂)
の
封
立
に
関
す
る
ア
ダ
ム

･

ス

ミ

ス

の見
解

自

杉

庄

郎

J

川
民
縦
令
の
牌
史
は
都
心
と

農
H
JJ
の
封
立
に
於
て
把
握
さ
れ
る
｡
そ
し
て
巾
比
和
8
=が
畢
=M
の
畿
展
段
階
に

到
達
し
て
丁
つ
に
現
在
∩即
も
顕
は
な
形
に
於
て
見
ら
れ
る
こ
の
判
立
は
'
妊
は
か
民
朴
&=
に
卸
目
的
に
布
る
も
の

ゝ
発
展
で
あ
る
｡
だ
か
ら
現
在
見
ら
れ
る
こ
の
判
立
を
故
も
よ
-
珊
解
す
る
た
め
に
は
'
我
々
は
巾
民
朴
6
=
に
於

け
る
都
心
と
盤
利
と
の
到
立
の
即
日
的
な
る
も
の
を
吟
味
し
た
T]
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

此
吟
味
を
本
論
は
か
民
赦
曾
雑

務
聾
の
父
た
る
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
の
見
解
を
杖
介
と
し
て
行
は
A
と
す
る
も
の
で
あ
る
〇

一
倍

ス
ミ
ス
は
､

『
･::川
t

民
論
』
第

一
･i･3
1
7垢
に
於
て
囲
民
の
･:=川
を

一
般
的
に
分
析
し
た
後
'
竺

l編
に
於
て
そ
の
史
的
敬
展
を
都
市
の
産

業
と
農
相
の
席
業
と
の
封
立
関
係
に
於
で
考
察
し
'
第
E
[純
に
於
で
は
そ
れ
に
_軸
す
る
費
諸
を
都
市
の
産
業
を
偏

脊
す
る
商
業
主
義
JJ州に
利
の
産
業
を
偏
蚕
す
る
=:By業
主
義
と
の
対
立
に
於
で
把
握
L
t
筋
五
鮎
に
於
て
何
れ
に
･J

偏
せ
ざ
る
自
己
の
政
策
論
を
展
開
し
て
ゐ
る
0
由
是
観
之
､
ス
ミ
ス
の
粗
酒
畢
胆
系
は
都
iE
-
J農
利
と
の
対
立
と

そ
の
克
服
と
い
ふ
配
粘
か
ら
も
稗
解
出
承
る
.
然
ら
ば

ス
ミ
ス
は
､
都
心
と
柴
相
と
の
舶
係
は
本
釆
如
何
に
在
る

･-

一t一tt
1
1t
雷



と
考

へ
る
か
､
舶
者
の
封
il.が
起
る
の
は
如
何
な
る
弟
情
に
依
る
か
､
こ
の
小
情
に
劃
し
て
舶
業
主
義
並
に
農
莱

主
義
は
如
何
な
る
意
味
を
も
7
.と
考

へ
た
か
､
伽
し
て
こ
の
対
立
が
克
服
さ
れ
る
の
は
如
何
な
る
主
義
の
下
に
於

で
rJ,
あ
る
と
考

へ
た
か
っ
こ
れ
を
L廿
ね
て
我
々
は
都
巾
と
農
相
と
の
対
立
に
舶
す
る
ス
ミ
ス
自
由
主
義
の
意
味
を

甥
解
し
'
そ
れ
が
こ
の
封
立
を
克
服
し
柑
Li･+
い
唯
を
批
判
し
て
'
北
岡
的
な
蛸
早
王
蓑
の
必
然
性
を
結
論
す
る
で

あ
ら

う
っ

光
づ
最
初
に
都
心
と
農
相
と
の
本
求
の
閥
係
に
成
て
の
Tで
,
ス
の
;
･S
想
が
考
察
さ
れ
る
O
然
し
そ
の
前
に
我
々

は
都
心
と
1'1Ti
ひ
=:LH村
と

呼
ぶ
の
は
何
で
あ
る
か
を
定
め
て
か

ゝ

る
事
が
蔽
要
で
あ
ら
う
が
'
ス
ミ
ス
は
こ
れ
が
概

念

拙
走
.〟,)L
T
TntuLj.い
Ĵ
.I
-.

芸

.J
ul
u
t,-
し

,

相

寸

る

も

禦

官

=:
批
判
と

舶

す

る

｡

彼

に
縦

へ
ば
都
柿

の

産
業
は
手
工
業
･製
叶=)
業
･地
業
で
あ
-
､
農

Hi.の
産
業
は
農

業
で
あ
t
OI
D

そ

こ

rJ
都

心
と
農
相
と
の
槻
係
は
ま
た
商
工
業
と
::3
業
と
の
槻
係
で
あ
る
0
こ
の
働

係
が
本
質
的
に
は
如
何
に
在
る
か
に
就
て
ス
ミ
ス
は
次
の
如
-
述
べ
て
ゐ
る
.

｢
如
何
な
る
文
明
耐
倉
に
於
て
も
邦
補

い
は
民
と
農
相

り
川
代
と

い
樹
に
は
人
な
る
商
業
が
行
は
れ
る
.
こ

い
備
業
は
或
は
此
姥
に
戊
は
持
幣
父
は

旗
解
を
代
表
す
る
諸
棲

レJ
紙
幣

り
介
廿
に
供
-
､
擬
生
産
物
を
製
造

さ
れ
た
山
建
物
と
･.父
換
す
る
に
作
る
0

麗
し
鹿
付
は
都
市
に
小
布
山
手
段
及
び

製
造
巣
の
原
料
を
俳
斡

す
る
｡

:L=S
L
T
都
市
は
巌
村
山
旺
民
に
製
造
さ
れ
i]
叶
産
物
=
山
部
を
婆
還
し
て
此
供
給
に
酬
ゆ
る

.新
市
に
於
て
は
垂
も

物
質
の
再
小
旗
は
L･.
′-
父
.め
-
件
Zj
L
か
ら
'都
iE
は

そ
い
放
て
.
い
欝
及
川い
小
柄
資
利

かJ.巌
村
上
-
粘
る
と

1+:=
ふ
も
決
し
て
'+
常
山
事
は
な
か
ら
う
O

P
P
'
'
P
I
P
P
,_
P
I
P
'
P
I
r
P
I
I
I
P

'
'
P
I
I
I
P
'
'
P
P
I

P
'
P
I
P
_
P
I

乍
併
我
々
は
こ
い
増
山
に
上
っ
て
'

邦
村
山
利
梓
T.農
相
3
損
失
な
-
と
考
へ
て
ijJな
∴
m
o
都
市
及
fj患
相
の
両
者
1=
利
.tt
は
相
互
的
で
あ
-
A

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

に
と
っ
て
和
利
で
あ
る
｡

薦
刊
旺
戊
は
製
造
品
を
∩
ら
調

製
せ
ん
と
企
て
た
..I･b･-りば
枝
川
せ
ざ

る
へ
か
-
L
よ
り
も
適
に
少
畳
の
白
己
の
労
働
4
.磨

都
市
と
農
村
と
の
封
上り
に
関
す
る
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
の
見
解

第
凹
十
二
容

1
T二
九

第

7
批

二
1二
束

r) Wc.11[ll,,f-ヾ:Lh mbe,J l･y(=annn･., ('1-1 1'3



都
市
と
農
村
と
の
挙

止
に
陶
す
る
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
の
見
解

第
四
十
二
審

二

三

六

第

1
批

二三大

物
を
以
て
進
に
多
畳
の
製
造
品
を
都
市
L
5
･C,購
買
す
る
0

都
市
は
廃
村
の
飴
剰
姓
産
物
に
封
す
る
'
換
言
す
れ

ば

'
耕
作

者
の
生じ括
維
心

超
過
分
に

封
す
る

l
市
島
を
提
供
す
る
t

t
L
T
農

村
住
民
が
此
飴
剰
生
産
物
を
彼
等
の
間
で
需
要
せ
ら
れ
或
他
の
,J
S
と
交
換
す
る
の
は
此
市
毅
に
於
で
了

あ
る
0

都
市
住
民
の
敏
及
び
所
得
が
大
な
れ
ば
人
な
る
黙
'
家
々
都
市
が
農
村
に
提
供
す
る
市
場
は
鹿
大
で

あ
る
.
:-S
L
で
此
市
毅
が
鹿
大
な
れ
ば

な
る
だ
け
常
に
そ
れ
は
多
数
の
人
々
に
と
っ
て
愈
々
有
利
で
あ
か
.
･
･･
壷

1
大
都
市
の
附
近
Li二
於
け
る
上
地
の
耕
作
と
'

此
都
市
よ
-
若
手
速
力

に
在
る
土
地
の
耕
作
と
を
比
按
封
照
せ
よ
､

然
ら
ば
話
者
は
如
何
に
農
村
が
郡
市
の
商
業
に
依

-
稗
宗
さ
れ
て
居
る
か
を
容
易
-
了
知
す
る
で
あ
-

-
.
貿
易
均
衡
に
閲
し
宜
博
さ
れ
て
氷
た
謬
詑
甚
だ
多
L
と
雄
も
'

止
等

一
切
の
不
令
理
な
る
思
索
の
f
･
に
於
て
農
相
は
都
市
と
の
商
農
に
俵
-
端

...A
-
l･卜
･,

=
.
…
ー
ノ
t1.･)
L
I.-
…
r.〇
.

八
巻
等
･I
,.
或
は
榔
価
は
円背
tJ湘
離
し
て
:[代
れ
る
農
村
-

小
敵
紫
L1
催
-
荘
共
す
る
と
.J
l
iEtp日
米
だ
曾
丁
場

へ
Li･れ
ざ
-
-
月
｢
d
･1･
｣

で
､芸

に
依
れ
ば
.

都
印

しJ
農
村
と
の
由

に
は
本
務
利
賓
劉
i此
は
な
-
I.
双
方
LI二
初
動
;lIb
石
油
.F
j業
と
農
業
と

の
分
業
並
に
製
造
品
と
農
産
物
と
の
交
換
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
O
然
ら
ば
都
市
と
農
村
と
の
分
業
を
教
展
的
に
見

れ
ば
如
何
o
仙
し
こ
～

で
発
展
的
と
い
ふ
の
は
｢
事
物
の
性
質
｣
に
兆

-
｢
事
物
の
順
序
｣
即
ち
典
型
的
敏
展
で
あ

る
｡
そ
､,
ス
は
考

へ
る
｡
生
活
資
料
北
に
脱
料
は
佃
宜
=州
並
に
奪
移
晶
に
先
立
っ
て
第

一
に
必
要
で
あ
-
､
耐
-

都
市
に
供
給
さ
れ
る
生
活
資
料
椎
に
併
科
は
仙拭
利
の
於
剰
生
産
物
で
あ
っ
て
､
都
小
は
こ
の
飴
刺
の
増
加
と
典
に

敬
達
す
る
筈
で
あ
る
か
ら
,
農
業
は
商
工
業
に
'
従
っ
て
農
村
は
都
市
に
先
立
っ
て
発
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
B
.G

こ
の
自
然
の
順
序
は
｢
人
間
の
自
然
的
傾
向
｣に
依
っ
て
助
長
さ
れ
る
.
仙庶
業
は
人
間
の
安
全
性
の
要
求
を
補
足
さ

せ
る
.
｢
加
之
､
=:B
利
の
美
･農
村
生
活
の
愉
快
･
此
生
活
の
期
待
せ
し
め
る
心
の
中
穏
･而
し
て
苛
も
人
間
の
法
規

の
不
正
義
が
之
Nq･J妨
･ji:せ
ざ
る
庖
到
る
擬
J
J
し
て
凹
回
生
宿
の
貴
賓
に
供
す
る
狗
立
不
帯
'
此
等
は
賓
に
各
人
を

大
な
-
小
tlIt-
若
付
け
る
魅
力
を
も
っ
て
ゐ
る
'
そ
し
て
土
地
を
耕
作
す
る
は
人
間
本
来
の
任
命
で
あ
る
か
ら
､

人
間
は
共
生
産
の
各
段
階
を
通
じ
て
こ
の
原
始
的
職
業

へ
の
偏
愛
を
慎
-
様
に
恩
は
れ
る
｡｣
こ
の
自
然
的
傾
向
が

2) il,i(1･1,･355-56
3) 尤 も都市 はむ括資料弧に原料せ,必 す しもう圧傍17)農村 にL7_)み仰 くらC)ではぢ

く､遠隔の諸幽か らもこれを療得 し得 るC そ0｣A-L男描r柿 は近 槍の農村 に先(i
じて常連 することがあるO欧州に於 ては/JJ､ゝ る都 Irほ(,)常連が先つ娃つ7r:D そ
れについては綾に述べ る｡



!

-

人
為
的
制
度
に
依
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
iF
･つ
農
相
が
聴
達
す
恕

然
ら
ば
農
相
の
費
達
は
如
何
に
し

て
都
市
を
勃
興
せ
し
め
る
か
｡
ス
ミ
ス
の
説
明
は
か
-
で
あ
る
｡
農
業
者
は
製
渋
)
者
の
仙
力
を
必
要
と
L
t
製
造

者
は
史
に
他
の
製
造
者
の
助
力
に
侯
つ
｡
彼
等
は
州は
業
者
の
如
-

l
地
鮎
に
定
着
し
だ
b
い
'
互
に
近
所
に
居
任
し

小
都
令
を
形
蛇
す
る
C
そ
れ
に
食
料
品
屋
'
そ
の
他
多
-
の
製
造
者
'
7.-･･･E人
が
加
は
る
.
か
-
し
て
都
肘
が
成
立

_
_
'
'
'
_
'
'
'
'
'
'
P

す
る
l'
都
市
と
農
相
と
は
分
業
し
交
換
す
る
が
'
両
者
の
利
害
封
立
は
LiIb
い
.｢
都
け
及
び
農
村
の
住
民
は
相
互
に

■
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

相
互
の
使
用
人
で
あ
る
｡｣
都
市
は
農
業
者
が
農
産
物
を
製
造
.1m
と
交
換
す
る
た
め
に
寄
集
る
巾
場
で
あ
る
O
i;
氏

は
そ
こ
で
生
活
資
料
液
に
原
料
を
獲
付
す
る
｡
而
し
て
そ
の
畳
は
都
市
が
農
村
に
東
却
す
る
製
造
品
の
畳
に
依
つ

･…

･.･･-
0
..pH

･つ
恥
iけ
り
礁
臣
も
整
斉
経
.E
油
'1
別
租
も
.｡
製
造
品
Li
劉
T
る
農
村
前
葉
に
比
例
し
て
糊
火
す

｢
.Lfq
三
二
-

-7
-T･ハ
t
J
l
.JL-
-
I-
日･
ノ

ノ
.･Tr

ーノ

る
｡
所
で
此
需
要
は
農
村
の
蓉
適
に
比
例
す
る
｡
故
に
人
馬
的
制
度
が
｢
事
物
の
自
然
的
過
程
｣
を
撹
乱
し
な
い
は

ら
ば
'
都
FF
の
費
達
は
軸旋
村
費
達
の
結
果
と
し
て
起
り
且
つ
之
に
比
例
す
る
で
あ
ら
う
O
か

-
し
て
費
展
的
に
見

.T

'
'
'
'
'

る
も
都
市
と
農
村
と
の
間
に
利
害
封
蒲
は
LiIb
い
.
要
す
る
1L1
ス
ミ
ス
は
都
心
と
農
相
と
は
本
質
的
に
相
互
利
益
の

ヽ
ヽ
ヽ
■
ヽ

関
係
に
在
り
､
両
者
の
生
産
物
交
換
は
自
炊
州債
格
の
法
則
に
従
っ
て
自
然
的
中
等
の
関
係
に
祥
る
と
考

へ
る
.

二

･:W
業
と
摘
工
業
と
の
費
展
が
事
物
の
自
然
的
過
程
を
辿
-
'
農
相
の
発
展
が
都
Vr
の
勃
興
を
促
し
L1
の
で
あ
っ

た
乍
ら
ば
'
両
者
の
間
に
利
蕃
対
立
は
な
か

っ
た
で
あ
ら
う
が
'

ロ
ー
マ
帝
国
の
捜
詐
後
欧
洲
に
於
で
は
悪
業
が

番
達
し
な
い
間
に
'
他
方
に
於
で
は
都
市
が
勃
興
し
た
.
農
業
の
不
振
は
封
建
的
土
地
所
有
と
そ
れ
に
仲
ふ
諸
制

都
市
と
農
村
と
の
封
｣止
に
紺
す
る
ア
ダ
ム
I
ス
,,,
ス
の
見
解

笥
凹
十
二
奄

二
三
七

第

l
跳

二
三
七

I) lhiCl･p･356-57.
5) ll)id･p･357｢58.-- 倍｢串物の自然仰 此様｣に従へば､先づ農業が追う､攻 に

製造業最後に外閲貿易が行はtl,j5とスミスは考-てゐる (p1343-44)｡



都
市
と
農
相
と

い封
Lり
Iに
関
す
る
ア
ダ

ム
･
ス

,I,
hP
G
見
解

範

川
十

二
容

二

千

八
第

t
批

二
三
八

蛇
の
必
然
的
結
果
で
あ
-
'

都
心
の
勃
興
は
そ
れ
が
早
-
か
ら
君
主
と
結
ん
で
封
建
諸

侯
か
ら
猫
立
し

政
治
的
安

全
の
T
に
産
業
-

帖
に
外
聞
負
易
及
び
そ
れ
が

惹
起
し
た
製
州｡)業

1

む
菅
み
費
本
を

#
机
し
た
結
果
で
JG

ヽ
ヽ

t

か
.
加
之
,
自
-E
を
鮭
得
し
た
都
心
は
組
合
を
結
成
し
て
n
ら
を
徹
り
,
閥
家
は
東
商
主
義
的
政
策

に
依
っ
て
都

心
の
産
業
を
･g
恵
し
た
.
こ
れ
は
都
∴fJ
の
令
倍
と
し
て
の
=:.p3
利
搾
取
で
Jの
-
､
郡
山
は
'
封
迦
制
下
に
勝
連
せ
ぎ

I
I.UI.J
A

tで
､

t<

.
の
批
案

は
次

の
加
-
で
あ
る
｡

都
巾
の
農
村
搾
収
の
第

一
の
手
段
は
手
工
業
者
及
び
商
人
の
設
け
に
同
業
細
入
=制
止
で
あ
ら

た
｡
そ
れ
は
自
由

祝
辞
を
抑
制
す
る
事
に
よ
っ
て
櫓
格
従
っ
て
革
質
･利
潤
の
低
蕗
を
跳
lI
に
作
る
C
即
ち
祉
等
は
種
々
の
湖
別
に
よ

っ

て

供

給
制
限
を
行

っ
た
G
そ
の
結
果
各
階
級
は
i
何

丁
都
ル
S
他
の
階
級
か
ら
､
嫡
=

W
を
雑
分
高
l

L'1ふ
皐
を

飴
儀
な
-
さ
れ
に
､
併
し

そ
の
代
-
に
白
分
等
の
･.f
品
も
川
じ
だ
け
高
-
頁
る
蔀
が
出
水
た
｡
そ
の
-敬
-
彼
等

に

と
つ
て
は
結
局
同
じ
事
で
あ
っ
L
JC

｢
従
っ
て
同

7
都
心
内
の
各
階
級
相
互
間
の
取
引
に
於
て
は
何
れ
の
階
級
も

比
等
の
規
則
の
た
め
に
損
を
す
る
様
な
尊
ば
な
か
っ
た
｡
併
し
彼
等
は
皆
=:3
利
と
の
収
引
に
於
で
は
非
常
に
儲
け

た
.
而
し
て
各
都
市
を
維
持
し
'
之
を
冨
ま
し
め
る
令
職
業
は
こ
の
農
村
と
の
収
引
に
存
す
る
の
で
あ
る
｡｣
-g
L

て
同
業
組
合
･
及
び
そ
の
規
則
の
設
立
許
叫
･及
び
そ
の
E
E背
の
柿
は
日
給
小
に
JS
-
.r
自
治
hE
の
政
治
は
令
然
綿

人
及
び

手
工
業
者
の

掌

中
に
あ

っ
た

｣

の
で
あ
る
か
ら
'
都
心
が
食

膳
と
し
て
'
同
業
組
人=
を
通
じ
て
､
虚
付
を

搾
収

L
LJ
の
で
あ
る
｡

6) 1＼~.().h-･I;り(,1亡m IClmp,Tl.川
7) わld r,I25-26



同
業
組
人
=
制
を
手
段
L
J
す
る
郡
市
の
農
村
搾
収
を
ス
ミ
ス
は
次
の
如
-
説
明
す
る
.
都
柿
は
生
括
資
料
及
び
牧

＼ノ

)

村
を
農
村
か
ら
収
付
し
'
之
に
封
す
る
支
抑
J
L
=し
て
'

一
こ
の
肘
掛
か
ら
生
産
し
た
製
北｡)
==｡
の

T
部
､
叉
は
二
都

nl■u

市
に
輸
入
さ
れ
た
外
囲
の
又
は
関
内
遠
地
の
生
産
物
(以
生
産
物
派
に
製
浩
)
品
)
の

7
部
t
を
農
相
に
造
る
｡
祈

7

の
場
4
1
に
は
'
製
造
=

冊
の
僻
格
は
肘
掛
の
僧
絡
ま
-
も
'
職
人
の
革
質
及
び
製
造
業
者
の
利
潤
だ
け
'
第
二
の
場

人
目
に
は
舶
=州
の
債
務
は
農
村
ま
で
の
逆
賃
及
び
迎
送
に
従
ふ
抽
入
の
利
潤
だ
け
高
ま
る
.
製
造
業
は
前
者
に
依
り

内
聞
南
濃
及
び
外
周
貿
易
は
後
者
に
依
っ
て
儲
け
る
O｢
欣〝
働
者
の
賃
銀
及
び
紋
等
の
其
雇
主
達
の
利
洞
は
こ
の
繭

草

曾
以
て
儲
け
ら
れ
る
も
の
､
合
邦
を
な
す
｡
故
に
比
等
の
貨
銀
及
び
利
潤
を
そ
れ
が
lTは
か
っ
に
掌

り
ば
あ
隻
∵

の
り
･･
･Ll'･=ノ以
上
悠
掛
れ
る
秒
U
JJの
る
即
.i
.ま
?
LJ
J㌘
つ
-
L

l､
･ES
け

∩-
ノ
l
.
I
)
･
･

.,qi.
L
TT1
-
1
Lヤ
ク
ゴ

ー

-化
し
側.<
低
目.Elを
以
て
農

相
の
よ
II
女

-
の
借
倒
=1g
の
･1#
産
物
を
華

.J
せ
し
め
将
る
仰
き
が
あ
る
｡
そ
れ
ら
の
規
則
は
都
iE
に
於
け
る
抽
入

及
び
手
工
業
賓
に
'
農
村
に
於
け
る
地
主
･小
作
人
･坊
働
者
に
優
る
利
益
を
輿

へ
る
'
そ
し
て
さ
も
な
け
れ
ば
両

者
問
に
行
は
れ
る
内
業
に
起
る
で
Jや
ら
-
所
の
自
然
的
卒
等
を
破
壊
す
る
D
社
命
の
鼻
側
の
仝
年
生
産
物
は
年
々

囲
民
の
此
等
二
の
興
れ
る
階
級
間
に
分
た
れ
る
D
然
る
に
此
等
の
規
則
の
た
め
に
､
そ
の
仝

年
生
産
物
の
中
､
か

･
る
規
則
が
L･{
か
っ
た
.rIbら
ば
輿

へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
よ
-
も
よ
-
大
な
る
分
前
が
都
打
の
住
民
に
輿

へ
ら
れ
､

そ
し
て
農
村
住
民
に
は
よ
-
少
き
分
前
が
輿

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
｣

要
す
る
に
､
｢
都
市
が
そ
こ
へ
年
々
輸
入
す

る
食
料
品
北
に
原
料
に
劃
し
て
賓
際
に
支
排
ふ
偵
格
は
'
そ
こ
か
ら
年
々
輸
出
さ
れ
る
製
造
･1冊
及
び
其
他
の
財
貨

の
過

で
あ
る
O
的
つ
て
後
者
が
高
-
填
ら
れ
れ
ば
賓
ら
れ
る
濯
益
ミ
前
者
は
廉
偶
に
買
ば
れ
る
0
故
に
都
市
の
羨

都
市
と
農
相
と
の
対

立
に
関
す
る
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
の
見
解

第

四
十

二
番

二
三
九

第

1
枕

二
TT:九



都
市
と
農
相
と
の
封
立
に
関
す
る
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
の
見
解

第
四
十
T
雇

二
四

0

第

l
就

二
四
〇

業
は
暴
く
有
利
に
た
b
-
'

=:lR
村
の
そ
れ
は
益
ミ
不
利
に
な
る
｡
｣
欧
洲
に
於
て
都
市
の

崖
業
が
農
村
の
そ
れ
よ
-
ち

有
利
で
あ
る
車
は
'
農
業
に
よ
っ
て
よ
-
も
商
工
業
に
よ
っ
て
互
嵩
の
財
産
を
獲
和
し
た
人
が
蓬
に
多
い
と
い
ふ

蕃
安
に
よ
っ
て
簡
単
明
瞭
で
あ
る
｡
｢
そ
れ
故
'
産
業
は
都
市
に
於
で
は
'農
村
に
於
け
る
よ
り
も
よ
-
酬
ひ
ら
れ

努
働
賃
銀
及
び
資
本
利
潤
は
明
か
に
多
大
で
あ
る
に
相
違
な
い
o
而
し
て
資
本
と
労
働
と
は
自
然
に
最
も
有
利
な

5
拝
賀
を
球

め
NTJO
瀧
に
督
本
と
弥
働
と
は
掴
帆
に

田
氷
る
だ
け
多
-
都
市
t‥
集
中
し
F
数
利
を
見
紛
て
る
OJ

右
の
如
-
組
合
制
度
を
通
じ
て
都
市
は
曲辰
村
を
搾
取
し
た
の
で
あ
る
が
､
粗
食
そ
の
も
の
が
ま
た
都
市
固
有
の

も
の
で
あ
っ
た
｡
だ
か
ら
都
市
の
産
業
は
最
も
つ
ま
ら
打
b
い
も
の
で
も
大
抵
組
谷
を
設
け
て
凍
t
o
又
縦
令
組
合

を
組
織
し
て
ゐ
な
い
に
し
て
も
市
民
は
｢
同
業
組
合
精
神

(〔oll
,.1･ati.
n

51,irit)
即
ち
他
人
に
封
す
る
嫉
妬
心
'徒

弟
を
置
き
又
は
そ
の
職
業
上
の
秘
密
を
倖
授
す
る
を
嫌
ム
念
､｣
か
ら
自
由
競
帝
を
任
意
的
の
組
合
及
び
協
滋
に
由

っ

て自
由
競
争
を
防
過
し
㌢

反
之
､｢
農
村
の
住
民
は
庚
い
地
域
に
散
在
し
て
ゐ
る
の
で
容
易
-
圃
結
し
得
な
い

彼
等
は
未
だ
曾
っ
て
同
業
組
令
を
組
織
し
た
事
が
k･b
小
ば
か
-
か
､
彼
等
の
間
に
は
同
業
組
合
精
神
も
行
ほ
れ
て

八じ

水
な
か
つ
L
lJ
L
t
又
徒
弟
制
度
も
行
は
れ
屯
か
つ
D
,.
こ
の
結
苦

茶
村
労
働
者
の
賃
銀
及
び
取
合
的
地
位
は
都

市
労
働
者
の
そ
れ
よ
-
も
低
か
つ
た
.
農
業
が
重
視
さ
れ
る
支
部
等
に
於
で
は
逆
の
事
象
が
見
ら
れ
る
O
欧
洲
に

於
て
も
同
業
組
合
の
制
度
及
び
精
神
が
打･b
-
な
れ
ば
農
村
券
働
は
絶
て
の
鮎
に
於
て
都
市
券
働
者
に
優
る
で
あ
ら

･

フ
0史

に
ス
ミ
ス
は
'
都
市
の
農
村
搾
取
の
手
段
と
し
て
'
組
合
制
度
の
外
に
'
他
の
多
-
の
制
規
'
就
中
外
陶
製

ち) lL,id.P.126-27,都市に於 ける巨富獲得の容易､徒-=･･7.守- られる郡市産米
の有刺 なることに親では p.115,354にも述べ られ 7=ゐるO- 鹿氏並 に資
本の都市-の逃避 は又郡市 に於 で生命財産の安全が早 くか ら保語 さFLてゐ
T:こ とに も依 る ｡IL,id･p･377･

9) ibid.vol.1,p･127･ 10) ibid.､~nl･Ⅰ,p･Ⅰ2:;･
ェ工) ibld.vol.I,p,103-4.Ⅰ29,VO]IT,㍗-178,p･5,83



造
品
及
び
外
国
商
人
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
る
総
て
の
外
囲
商
品

へ
の
高
率
関
税
を
見
て
ゐ
る
.｢
同
業
粗
食
規
定
は

都
市
の
住
民
を
し
て
其
同
国
人
の
自
由
競
零
に
由
っ
て
我
よ
-
,o
廉
乗
せ
ら
る
～
の
恐
な
-
し
て
'
そ
の
債
格
を

引
上
げ
る
を
得
し
め
る
.
此
等
の
他
の
制
親
は
外
聞
人
の
自
由
競
争
に
封
し
て
等
し
-
都
市
住
民
を
守
る
｡
こ
の

両
者
に
依
っ
て
惹
起
さ
れ
る
億
格
騰
貴
は
何
所
に
於
で
も
結
局
は
t
か

～
る
猟
古
の
確
立
に
殆
ん
ど
反
封
し
た
車

の
な
い
農
村
の
地
主

･
小
作
人
及
び
労
働
者
に
よ
っ
て
支
梯
は
れ
る
｡

彼
等
は
普
通
園
結
せ
ん
と
す
る
傾
向
を
有

ち
も
せ
ね
ば
又
そ
れ
に
過
し
も
し
な
い
.
而
し
て
商
人
並
に
製
造
者
の
貨
々
た
る
要
求
と
読
解
と
は
容
易
-
彼
等

を
誼
服
し
て
'
政
骨
の

l
部

･
而
も
政
令
の

一
社
屈
部
分
の
私
利
は
社
食
仝
膿
の

一
般
的
利
益
で
あ
る
と
令
黙
せ

E3

_.)
わ
ノ5
F=.ポし
,り
5
0
…

右
の
如
-
'
組
谷
的
燭
占
或
は
重
商
主
義
的
燭
古
に
依
-
両
者
間
の
自
然
的
卒
等
を
破
壊
す
る
事
に
依
っ
て
'

都
市
は
農
村
を
搾
取
し
た
｡
か
ゝ

る

都
市
と
農
村
と
の
搾
取
の
関
係
を
見
た
ス
ミ
ス
は
'
同
時
に
'

｢
都
市
の
擁

g

業
は
如
何
に
し
て
農
村
の
改
良
に
貢
献
し
た
か
｣
･<q･J見
て
ゐ
る
が
'
そ
れ
は
彼
の
具
鰻
的
見
解
寧

ポ
す
も
の
と
言

は
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
し
て
我
々
は
'
ス
",
ス
の
観
た
都
市
と
曲炭
村
と
の
相
互
利
益
的
な
本
質
的
関
係
が
対
立
を
通

し
て
自
己
を
顕
現
す
る
を
見
る
の
で
あ
る
｡
ス

ミ
ス
の
観
る
所
に
依
れ
ば
'
欧
洲
に
於
て
は
農
業
･製
造
業
･外
聞

貿
易
と
い
ふ
座
済
費
展
の
自
然
的
過
程
は
人
為
的
政
策
に
依
っ
て
顕
倒
せ
し
め
ら
れ
て
'
或
都
市
に
於
け
る
外
聞

貿
易
の
番
達
が
遠
地
販
責
向
製
造
業
を
費
遷
せ
し
め
'
こ
の
外
聞
貿
易
と
｢
外
聞
貿
易
の
後
背
｣
た
る
製
渋･]
業
と
の

成
果
と
し
て
農
業
が
進
歩
L
t
史
に
農
業
の
費
達
は
製
造
業
-
｢
農
業
の
後
衛
｣
I
を
費
達
せ
し
め
怒

.1J
ゝ
で
は

都
市
と
農
相
と
の
対
立
に
関
す
る
ア
ダ

ム
･
ス
ミ
ス
の
見
解

第
四
十
二
容

二
四

1

第

7
光

二
四

1

Ⅰ2) ibid･V(･LI,T,･】【29･
13) lbid.Boolく･III,Cllap･】ヽ｢･
14) lbid.ml･I,p･359,379-81



都
市
と
農
村
と
の
封
立
に
関
す
る
ア
ダ
ム
･ス
ミ
ス
の
見
解

第
四
十
二
番

二
pq

二

第

l
鮎

二
凹
二

蹄
工
業
の
農
業
進
歩

へ
の
影
響
が
問
題
で
あ
る
｡
南
工
都
市
の
農
村
発
達

へ
の
貢
献

は
次
の
三
方
法
に

よ
る
､
と

ス
ミ
ス
は
述
べ
る
｡

f･空

に
'
都
市
は
農
産
物
に
常
設
市
場
を
提
供
す
る
事
に
依
っ
て
'
農
業
に
堤
勘
を
輿

へ
LI
o
こ
の
利
益
は
都

iE
の
社
接
農
村
の
み
な
ら
す
p
-

こ
の
地
方
が
最
大
の
利
益
を
収
め
L
'の
浸

勿
論
だ
が
･-
-
都
市
と
取
引
す
る

,7

-
J.
A
A
l__

朝

て
仇
由

T〟
に
及
ん
だ
0

力八ノ
一

､三
1

.I-

..
ニ
ー.)
E
r.1ヽ
･.′T二
と
と
こ
i
J日日
S
.t
:
0｢
Lr･,7
八
､よ
繭
一群
¶
ヨ

小山
二
に
,.
都
瑞
の
僻
LLK
に
僻
l㌧

て
･TTP.i帯
さ
れ
,l･/
I,=l
･il
j
刈
t3
憎
い～
.･,7
1

--J
f
-
小
′

-
オ
T
.
.
-

ノ
史
､プ
′.
_

卜

･>リ
-
･
ノエ
ント
J1
ノ
,1

合

紳

士

た

ら

ん

と

す
る
事
を
執
要

し
て
ゐ
る
｡
そ
し
て
彼
等
が
さ
う
な
る
時
彼
等
は
普
通
絶
て
の
改
良
者
申
最
善

な
る
者
で
あ
る
｡｣
蓋
し
輸
入
は
単
な
る
田
舎
紳
士
に
比
す
る
に
､
そ
の
業
務
の
性
質
上
大
勝
に
し
て
投
機
的
で
あ

り
'
両
も
秩
序
･経
済
･
任
意
の
習
慣
を
,4
つ
が
故
に
'
そ
の
資
本
を
土
地
改
良
に
任
用
L
t
且
つ
之
に
成
功
す
る

の
資
格
を
も
つ
か
ら
で
あ
6
.
か
-
の
如
き
市
民
に
よ
る
土
地

へ
の
投
資
を
通
じ
て
'
藍
村
を
搾
取
す
る
事
に
依

っ
て
都
市
に
蓄
積
さ
れ
た
資
本
が
再
び
農
村

へ
琴

光
さ
れ
る
t
と
い
ふ
現
象
が
見
ら
れ
る
.
K
",
ス

は
こ
れ
に
任

意
し
て
述
べ
て
ゐ
る
｡｢
都
市
に
蓄
積
さ
れ
た
資
本
は
何
時
し
か
も
は
や
是
を
都
市
に
粘
有
な
る
種
類
の
産
業
に
廿

日
の
利
潤
を
あ
げ
て
投
下
し
得
な
い
程
大
い
に
膨
脹
す
る
に
到
る
O
都
市
の
産
業
と

経
も
､
他
の
組
ゆ
る
産
業
の

如
-
に
其
限
界
卦
を
も
つ
.
屈
し
て
資
本
の
増
殖
は
黄
事
を
増
大
す
る
事
に
よ
っ
て
'
必
然
利
潤
を
減
す
る
｡
那

市
に
於
け
る
利
潤
の
低
落
は
資
本
を
農
村
に
押
出
す
'
そ
し
て
農
村
に
て
こ
の
資
本
は
'
農
業
勢
働
に
封
す
る
新

需
要
を
喚
起
す
る
事
に
よ
っ
て
'
必
然
そ
の
勢
貨
を
騰
げ
る
｡
か
-
て
資
本
は
云
は
ゞ
陶
の
全
面
に
接
が
る
'
而

75) ll,id.vo].I,p･382
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し
て
是
を
農
業
に
投
下
す
る
に
依
-
幾
分
か
農
相
に
返
還
さ
れ
る
二ゝ
九
号

｣
の
資
本
は
大
部
分
農
村
を
犠
牲
と
し

て
都
市
に
蓄
積
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
｡｣
欧
洲
の
何
底
に
於
て
も
農
村
の
発
達
は
都
柿
に
蓄
耕
さ
れ
た
資
本

の
溢

出
に
依
る
O
然
し
こ
の
過
程
は
遅
-
且
つ
不
確
賓
に
し
て
債

乱
され
易
-
｢
自
然
と
甥
性
と
の
順
序
｣
に
反
す
る
も

L?

の
で
あ
る
｡

箪

二
に
'

摘
業
及
び
製
造
業
は
'
従
凍
隣
人
と
不
断
に
闘
辞
し

･
領
主
に
隷
屈
し
て
み
た
農
民
に

｢
秩
序
と
善

政
｣
を
'

'TE=
し
て
之
と
北
ハ
に
'
｢
個
人
の
白
山
と
安
全
｣
を
斎
し
た
O
こ
れ
は
商
工
業
の
農
相
に
異

へ

た結
果
中
北

も
溝
要
な
も
の
で
あ
る
っ
封
建
制
比
の
下
に
於
T
は
大
土
地
所
有
者
は
多
-
の
家
来
･従
者
に
収
巻
か
れ
､借
地
人

十-
u
3

十ハ
り

-

･j
ニ

か
も従
威
せ
し
机
i

み
た
の
で
あ
っ
l,LJ
F
諸
侯
の
権
力
は
こ
の
上

に
築
か
れ
て
叫の
r･'J
｡
触

り
･3

に

外
囲
貿
易
及
び
製
造
業
費
連
の
結
果
'
大
土
地
所
有
者
は
外
囲
商
品
及
び
製
造
品
へ
多
額
の
出
費
を
な
し
'

蓬
に

従
者
店

他
人
を
扶
持
す
る
を
鮮
ざ
る
に
到
-
'
彼
等
の
中
の
不
要
部
庚
を
斥
け
'
従
凍
土
地
の
他
用
料
に
満
た
な

か
っ
た
小
作
料
の
各
額
を
堅

且
て
仁
.
進
ん
で
は
小
作
杵
を
引
上
げ
ij
.
然
し
土
地
所
有
著
は
小
作
料
引
上
の
代

倍
と
し
て
借
地
人
に
長
期
土
地
賃
借
勲
約
を
許
す
轟
に
依
っ
て
社
等
を
猟
立
な
ら
し
め
'
従
者
の
追
放
と

祁
保
っ

て
自
ら
の
権
力
を
喪
失
し
た
｡
そ
の
結
果
=:tB
村
に
､
都
市
に
於
け
る
と
同
じ
-
'
秩
序
と
#
政
が
行
は
れ
る
に
至

っ
た
o
然
し
こ
の
革
命
は
､
偶
ミ
櫨
発
心
を
動
機
と
し
た
大
土
地
所
有
者
と
私
的
利
益

を
目
的
と
し
た
商
工
諾
者

と
の
二
階
級
に
依
っ
て
､
仝
-
無
目
塵
的
Ti
煮
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
J
o

要
之
､
欺
洲
の
大
部
分
を
通
じ
て
'
都
巾
の
綿
工
業
は
農
村
凌
達
の
結
果
た
ら
す
し
て
逆
に
農
利
を
犠
牲
に
し

都
市
と
農
相
と
S
封
ふい;に
関
す
る
ア
ダ
ム
･
ス
･"
ス
の
見
解

第
四
十
二
懲

二
川
三

見

7
批

二
川
三

T7) 'Tml･､~olⅠ･ p･I:'･9-SOP
Ⅰ8) 打建諸侯の都市商工染着とC;_,取引が 言音供 む し -LP崖戊 を隷求せ しめ･iTT1-も そ
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都
市

と
農
相
と
の
封
上山
に
陶
す
る
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
の
見
解

第
四
十
二
審

二
四
四

第

l
耽

二
E
I
咽

て
光
づ
起
rc,'
却
っ
て
巣
材
発
達
の
原
因
と
な
つ
L
'
の
で
あ
る
が
'

そ
れ
は
自
然
の
順
序
に
反
す
る
が
故
に
自
然
.

F.

の
順
序
に
従
ふ
場
令
に
此
L
F
闘
民
富
裕
の
進
歩
は
渥
-
且
つ
不
確
賓
で
あ
つ
に
｡
と
ス
ミ
ス
は
考

へ
る
O
以
上

我
々
は
'
本
務
相
互
利
益
的
な
都
市
と
農
相
と
の
関
係
を
利
審
判
立
の
関
係
に
特
化
せ
し
め
る
事
情
に
就
て
の
ス

ミ
ス
の
見
解
を
見
LI
o
次
の
問
題
は
こ
の
事
情
が
生
み
又
こ
の
事
情
を
生
八
だ
思
想
を
ス
ミ
ス
が
如
何
に
観
'
如

何

に
止

…瑠

L

i

1カ
て

凍

る

｢

≡

ロ

ー
マ
帝
国
の
没
落
以
降
欧
洲
の
政
策
は
農
相
の
産
業
よ
-
も
都
巾
の
産
業
を
偏
重
し
た
の
で
あ
る
が
'
殆
ん

ど
如
何
な
る
囲
民
も
農
業
と
商
工
業
と
卑
中
等
に
取
扱
は
す
､或
閥
民
は
前
者
を
他
の
国
民
は
後
者
を
偏
重
し
た
｡

而
し
て
こ
れ
ら
の
事
情
は
政
策
的
に
商
工
業
の
重
要
性
を
誇
張
す
る
塞
魂
主
義
と
理
論
的
に
農
業
の
重
要
性
を
誇

･T,

張
す
る
重
農
主
義
と
の
其
れ
る
経
済
畢
説
を
生
ん
だ
.
か
う
言
っ
て
ス
ミ
ス
は
'
彼
以
前
の
経
済
凪
想
を
都
市
の

利
益
を
主
張
す
る
も
の
と
盤
村
の
利
益
を
主
張
す
る
も
の
と
の
封
立
に
於
で
把
握
す
る
.

㍗

そ
の
中
で
'
都
市
と
農
村
と
の
利
害
を
判
立
せ
し
め
る
事
情
が
生
み
且
つ
こ
の
事
情
を
生
ん
だ
と
い
ふ
の
は
特

に
重
商
主
義
に
つ
い
て
ゞ
あ
っ
て
'
ス
ミ
ス
も
ま
た
之
を
最
,o
鏡
-
批
判
し
て
ゐ
る
.

1
鰹
､
茸
商
主
義
は
､
富

は
金
銀
よ
り
成
る
､
而
し
て
金
銀
は
日
鋼
象
山
な
き
閥
に
放
て
は
貿
易
均
衡
に
依
っ
て
獲
得
さ
れ
る
t
と
い
ふ
二

股
理
を
確
立
L
t
輸
入
制
限
と
輸
出
輿
陶
と
を
大
目
的
と
し
㌢

即
ち
そ
れ
は

｢

その
本
質
と
精
髄
に
於
で
制
限

と
統
制
の

一
主
義
｣
で
あ
っ
て
'
絶
て
の
産
業
を
統
制
し
た
.
然
し
･f
工
業
に
は
異
常
の
特
樺
を
典

へ
'
農
業
を

19) ibld･vol･丁,p･383-90
-70) ibld･vo]･】-p･39〇･日然的過程の嘘かTJ:ることは･-｡hll-に従つT二北米純民地

の急激 TJ.L富裕が､非 自然的過程の退 きことは共闘が戎程度の虚栄保護 を加
ふるに拘 らす退 きことが､又 フラ ンス､スペイン､.ポル トガルの進歩0)定
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異
常
に
制
限
し
た
.
そ
れ
は
農
村
の
産
業
J･6-
も
都
市
の
産
業
を
奨
励
L
L
Jば
か
-
で
な
-
'
都
市
の
そ
れ
を
擁

護
せ
ん
が
た
め
に
進
ん
で
農
相
の
そ
れ
を
暦
迫
し
き

へ
し
た
.-
帥
ち
都
if
の
伴
民
に
食
料
口=｡
を
廉
佃
に
し
て
や
-

;;

製
造
業
外
聞
貿
易
を
唄
職
せ
ん
が
た
め
に
'
穀
物
輸
出
を
禁
止
し
外
問
貿
易
か
ら
農
民
を
排
除
し
た
o

重
商
主
義
は
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
コ
ル
..(
I

に
依
っ
て
探
用
さ
れ
フ
ラ
ン
ス
農
業
不
振
の
少
-
と
も

T
因
と
な
っ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

た
o
之
に
封
す
る
反
動
と
し
て
起
っ
た
の
が
茸
曲辰
主
義
で
あ
る
｡

そ
れ
は
'
理
論
的
に
は
'
富
を
土
地
生
産
物
に

引

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
1

限
定
し
'
農
業
労
働
の
み
を
生
産
的
仁
と
し
て
'
農
村
の
産
業
を
過
軍
詐
偵
し
た
｡
然
し
､
そ
れ
は
政
策
的
に
は
'

1.

推
し
-
も
何
れ
の
産
業
を
も
偏
重
せ
ず
､
総
て
を
自
由
に
放
任
せ
ん
と
し
た
｡

蚕
商
主
義
は
欧
洲

の殆
ん
ど
紙
で

の
閥
既
に
依
っ
lr.･-
採
用
･Y7-,か
JT]
か
､
塞
E.加
雄
兼
は
そ
の
i･FT"
-･
｢
･3
劫
小
指
Jる
陸
民
に
依
っ
て
も

煤

哨
さ
れ
ず
､
フ

.ヽ
"H･j
ド
.

-

■1

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ラ
ン
ス
｢
経
済
聾
者
｣

の
珊
念
に
過
ぎ

仏
か
つ
i
!O
け
れ
ど
も
端
工
業
よ
-
も
農
業
を
特
京
す
る
と
い
ふ
養
魚
政
策

=

は
種
々

の
問
民
に
依
っ
て
採
用
さ
れ
ij
｡

菰
商
主
義
は
農
村
を
犠
牲
に
し
て
都
柿
の
祭
典
を
固
つ
た
､
そ
れ
は
間
接
に
農
相
の
教
壇
に
貢
献
し
得
仁
に
し

て
も
､
そ
の
貢
献
は
非
自
然
的
に
し
て
犠
牲
Th
L補
ム
に
は
足
ら
な
か
っ
た
O
然
ら
ば
之
と
は
.Lj
封
に
憩
村
を
偏
粛

す
る
重
農
政
農
は
支
持
し
得
ら
れ
る
か
o
ス
",
ス
は
之
を
も
否
定
す
る
｡
そ
の
た
め
に
枚
は
'
都
巾
と
仙媒
材
と
の

本
裸
の
関
係
を
想
起
し
'
こ
の
相
互
関
係
を
破
壊
し
'
農
業
を
偏
蚕
す
る
事

に
依
っ
て
商
工
業
を
阻
寮
す
る
も
の

は
､
そ
の
行
為
を
逆
稗
せ
し
め
て
却
っ
て
農
業
を
阻
･.*
.す
る
t
と
重
農
政
発
を
批
判
す
る
｡
日
-
C

｢
各

鯛
屈
の
商

業
の
最
大

に
し
て
最

も
重
項
な
る
部
門
は
都
市
の
任
用
と

農
村
S
仕

民
と
の
問

に
行
は
れ

る
そ
れ
で
あ

る
･････‥
)
の
双
ガ
の
人
民

都
市
と
農
村
と
の
封
立
に
関
す
る
ア
ダ

ム
･
ス
ミ
ス
の
見
解

第
四
十
二
奄

二
川

五

男

一
班

二
四
九
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都
市
と
農
村
と

の堅
-･Tに
関
す
る
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
の
見
解

第

凹
十
二
啓

二
望

ハ

第

1
班

二
四
六

の
間
に
行
は
れ
る
商
業
は
'
親
局
'
製
造
品
の

一
起
量
と
未
製
児
生
産
物
の
戎

一
I:瓜
畳
と
の
交
換
に
存
す
る
｡
そ
れ
放
'

前
者
が
r.尽
潤
で
あ
れ
ば
あ

る
程
後
者
は
廉
旧
で
あ
る
O
和
し
て
何
れ
の
姐
に
T
も
凡
そ
製
造
品
の
俄
柏
を
引
上
げ
る
傾
あ
る
も
3
は
'

土
地
S
鹿

S
.庶
物
S
旧
格
を
引
下
げ
る

傾
が
あ
-
､
之
に
依
っ
て
農
業
を
帆
鞍
す
る
傾
が
あ
る
.

原
作
産
物
の
或

11
ハ凡
畳
が
'
結
局
同
じ
串

であ
る
が
'
原
吐
蹟
物
い
或

1.
I:人
魚
S
僻
格
が

帖
買
し
得
る
製
造
品
の
分
貴
が
少
け
れ
は
少
い
程
'
脱
小
産

物
の
此

二
足
畳
の
交
換
頂
値
は
小
で
あ
る
'

そ
し
て
地
ヰ
が
其
土
地
を
改
底
す
る
串
に

依
っ
て
'
或
は
小
作
人
が
共
土
地

を
耕
作
す
る
串
に
伐
っ
て
'

此
腰
生
産
物

の分
量
を
増
加
す
べ
き
奨
励
は
小
で
あ
る
｡
加
之
'
何
れ
の
.鯛
に
T
も

凡
そ
手
工
業
瀦
瀕
び
製
造
満
山
敬
を
滅
す
る
傾
あ
る
も
い
ほ
'
上
地
の
原
生
産
物
にこ
封
す
る
組
ゆ
る
iE
琴

い
叫
最
-
革
質
な
-
S
た
る

内臓
巾
毅
を

狭
小
に
し
､
之
に
依

っ
て
虹

に
1
府
農
業
を
阻
宰
す
る

低
が
あ
る
0

鞘
は
.'1J
い
か
榊
JL.-
る
絹

い
り
;;
に
戊
判
に
傍
H.･
i
lt
に
･<IJ.い
城
取
奨
鳳
･.,Tア
ナ
二
相
T
る
稽
推

し
席
諜
7く
rレ
～
l
レ
.せ
=E
拍
-
柑
増
｣･
hJ
T
出
等
rl
-
菊

は
そ
の

;附す
か
の

頚
商
ii･義
さ
へ
よ
･Jl
も
恐
ら
-

E
層
井
眉
し
て
み
る
｡

か
G

重
商
光
義
は
~
農
米
･11
-
も
製
小は
柴
及
び
外
開
封

易

を
奨
励
す

Y<･串

に
依

っ
て
'
其
祉
倉
の
資
本
.い
或
部

分
を

1
暦
利
益
多
き
種
観
山
産
業
の
支
持
か
ら
引
去
っ
て

1
暦
利
最
少
き
種
鮪
の
産
米
の.1支
持

に
轄
向

せ
し
め

る
｡

併
し
そ
れ
で
-
な
は
護
商
i+'義
は
､
畢

箕
に
且
つ
結
局
.)
そ
の
.振
興
せ
ん
と
欲
す
る
種
轍
の
産
業
を
奨
励
す
る
U
反
之
'
こ
rS
農
業
主
我
は
'

最
茸

に
且
つ
結
局
､
そ
い
相
姦
す
る
種
粗
L3
産
業
を
阻
害
す
る
0

斯
-
し

て
'

或
特
種
の
産
業
を
特
に
奨
脚
し

或
は
抑
制
す
る
主
義
は
絶
て
そ
の
目
的
を
蓮
晒
せ
し
ゆ
る
｡｢
そ
れ

は
異
の
冨
強
に
向
つ
て
の
恥
倉
の
進
歩
を
促
進
す
る
代
-
に
む
し
ろ
遅
滞
さ
せ
る
'
そ
し
て
恥
(EF
の
土
地
及
び
券

働
の
年
生
産
物
の
具
貸
借
佃
を
輸
加
す
る
代
り
に
却
っ
て
減
少
せ
し
め
る
｡K
だ
か
ら
｣
'
と
で
.､
ス
は
結
論
し
て

ゐ
る
'
｢
或
は
制
限
し
或
は
特
恵
す
る

一
切
の
主
義
が
斯
-
し
て
完
全
に
撤
去

さ
れ
る
な
ら
ば
､
簡
単
明
瞭
な
る
自

然
的
日
由
主
義
は
C
ら
確
立
さ
れ
る
O
此
制
度
の
下
に
於
で
は
'
各
人
は
'
正
義
の
法
を
犯
さ
ゞ

る
限
In
t
瓜
ふ

が
ま
ゝ
に
口
己
の
利
益
を
追
求
し
､
LE
己
の
碁
働
非
に
資
本
を
以
て
他
の
何
人
･或
は
何
の
人
々
の
階
級
･
の
券
働

及
び
資
本
と
競
季
す
る
も
完
全
に
Il
由
に
放
托
さ
れ
る
｡
｣
而
し
て
自
然
的
自
由
主
義
の
下
に
於
で
は
主
梯
者
は
､

ンC)ヒ ン ヅ ･-政伯=､叉 古代 ギ 1)シャ､ .,
vol.H,p 73i｣!L工一 一 フランス束農三仁
政鋸的 には さ )̀で はな fJゝつ た｡ それは重

ン1/1ス タ

I:.1bld.
したが､

TJ:ら血o

2S) 例へば支那･古代填及イ
-マも間接 に
義 は 理論的に

ら 匠B
Il,p

牽き
農
別

d.

農政 耳は
1()) jL"d･ ､'ol



ノヽ

)

)

l
閥

防

･
二
司
法
行
政

二
1I或
種
公
北
(事
業
の
鮭
骨
の
み
が
義
務
と
せ
ら
れ
'
経
済
統
制
者
と
し
て
の

｢
私
人
の

(

(

/し

券
働
を
監
督
L
t
こ
れ
を
指
導
し
て
其
批
命
の
利
益
に
最
も
適
合
す
る
却
業
に
向
け
る
義
務
｣
か
ら
完
全
に
免
れ

I-TI
告

こ
れ
が

ス
-
ス
の
自
由
主
義
で
あ
る
O
か

ゝ
る
自
由
主
義
の
行
は
れ
る
札
付

に
於
て
の
み
､都
市
と
農
村
･摘

工
業
と
農
業
と
の
利
･.i:封
立
は
光
服
さ
れ
'
さ
H
Jに
述
べ
た
如
き
両
者
の
相
互
利
益
的
L･t
関
係
が
貸
現
さ
れ
る
t

と
い
ふ
の
が
で
,,
ス
の
根
本
思
想
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
〇

四

ス
･三
･.t
刀
川･3
鮫
を
辿
れ
ば
茄
の
如

-
'
｢
;
鱒
的
臼
由
義
弟
｣
の
下
に
於
て
初
め
て
都
市
と
農
付
しJ
の
利
+
:対
立

･､..-
･1
=
一一tと
-
t･

一
＼,I.L

A
二･uJ乙_
-ノ｣別･L′iL

は
捕
滅
す
る
と
い
ふ
hJ.と
に
f:?
る
が
.
潔
し
て
Y｡11つ
て
み
る

カ
(
都

心

に

-

け

ー
ヨ

諸
T3
-
に
才
机
7
占

M

T

tJ
l
措

杉

を
反
省
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
･･-
-

一
膳
､
尚

工
業
と

農
業
｡

都
市
と
農
相
と
の
分
業
は

自

然
番
生
駒
で

あ

る
｡
自
然
発
生
的
分
業
の
行
は
れ
る
所
に
は
介
離
さ
れ
た
も
の
～
薦
谷
閲
係
と
し
て
交
換
が
現
は
れ
る
'
そ
し
て

交
換
の
動
機
は
私
的
利
益
で
あ
る
っ
iEr
民
恥
骨
の
諸
個
人
に
於
け
る
如
し

都
市
と
農
相
と
の
細
砕
も
亦
交
換
従

泳

っ
て
私
的
利
益
で
あ
る
｡
自
由
主
義
の
下
で
は
諸
個
人
は
利
己
の
利
益
の
た
め
に
交
換
を
な
す
に
過
ぎ
な
い
'
然

し
こ
の
偶
人
の
利
己
活
動
を
媒
介
と
し
て
都
H
と
農
村
と
は
互
に
分
業
し
っ
～
そ
の
生
産
物
室

父
換
し
4
2
ふ
と
い

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
_
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
■

ふ
相
互
利
益
の
関
係
が
無
白
壁
的
に
賓
現
さ
れ
る
｡
こ
の
個
人
の
利
己
宿
動
を
媒
介
と
す
る
相
互
利
益
の
関
係
を

ス
ミ
ス
は
都
市
と
農
村
と
の
木
質
的
関
係
と
し
て
把
握
し
た
の
で
あ
る
0
そ
れ
は
lLi北
し
い
.
乍
伴
､
自
由
主
義
の

下
で
は
相
互
利
益
の
関
係
が
個
人
の
利
己
括
動
に
媒
介
さ
れ
ぬ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
朋
に
そ
の
抽
象
性
が
あ
る
｡
蓋

都
市
と
農
相
と
の
封
や
.に
関
す
る
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
の
見
解

岸
畑
十
二
啓

二
=sL3.七

第

l状

二
川
七

30) 】bid･vol･ⅠⅠ,p.Ⅰ84-85･
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都
市
と
農
村
と

の封
JL爪
に
関
す
る
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
の
見
解

第
四
十
二
馨

二
門
<

弟

l
舵

二
四
八

し
｢
完
重
な
る
自
由
｣
が
賓
現
さ
れ
た
と
し
で
も
都
市
の
住
民
と
農
村
の
任
民
と
は
中
等

な
る
候
作
の
下
に
利
己
情

動
を
行
ひ
得
な
い
か
ら
で
あ
畠

0
我
々
は
そ
れ
を
ス
ミ
ス
の
言
葉
に
依
っ
て
検
討
し
て
み
ょ
-
.

1
自
由
主
義
は
市
民
敢
骨
の
成
立
過
程
に
於
で
起
っ
た
都
市
の
富
裕
と
農
村
の
貧
困
と
い
ふ
溝
具
を

-
そ
れ

(
は
ス
ミ
ス
が
正
し
-
も
観
た
所
で
あ
-
'
叉
如
何
な
る
甜
民
に
も
多
か
れ
少
か
れ
存
す
る
桝
で
あ
ら
う
が
-

そ

て
も
つ
大
資
力
に
依
る

叫
種
の
晦
古
的
地
位
は
獲
る
G
加
之
､
著

へ
両
者
の
交
換
が
自
然
偲
格
の
.法
則
にこ
従
っ

て

平
等
で
あ
る
に
し
て
も
t
か
-
の
如
き
宏
は

三
田
の
歴
史
的
不
平
等
が
存
す
る
限
-

'
両
者
の
利
得
は
相
博
し
-

′l

は
な
い
｡
そ
､､
ス
も
述
べ
て
ゐ
る
如
-
､
富
者
の
財
産
は
大
な
る
割
食
で
増
加
す
る
で
あ
ら
う
か
ら
で
あ
聖

二
右
の
歴
史
的
事
情
を
措
い
て
も
'
ス
ミ
ス
も
組
め
る
農
業
の
特
殊
事
情
は
'
農
業
者
の
利
己
活
動
に
不
利
益

【ZⅦ■川l

を
斎
ィ
.
第

1
に
農
業
は
自
然
に
依
存
す
る
度
合
大
な
る
た
め
分
業
其
他
の
方
法
に
依
る
生
産
力
の
進
歩
が
困
難

で
あ
禦

こ
の
事
情
は
農
産
物
の
自
然
債
格
を
割
高
な
ら
し
ゆ
る
筈
で
あ
る
.
然
し
そ
れ
と
交
換
さ
れ
る
工
警

胴

の
自
然
情
格
は
'
よ
-
大
L･4
る
工
業
生
産
力
の
発
展
に
も
拘
ら
す
'
そ
れ
に
比
例
し
て
下
落
し
な
い
o
私
有
財
産

が
原
則
で
あ
る
自
由
主
義
の
下
に
放
て
は
闘
民
生
産
力
の
進
歩
が
私
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
.
｢
完
全
な
る
自
由
｣
'

卒
等
な
る
資
本
登

別
提
し
て
も
'
私
有
財
産
が
脱
別
で
あ
る
限
り
'
農
産
物
債
格
は
工
業
品
債
格
に
封
し
て
割
安

で
あ
る
｡
ま
し
て
農
業
が
小
規
模
生
産
者
で
あ
-
'
商
工
業
者
が
大
資
本
を
も
つ
以
上
は
､
後
者
は

一
種
の
燭
古

的
地
位
を
も
つ
｡
而
し
て
農
産
物
債
格
の
割
安
は
賓
は
資
本
家
的
商
工
業
の
存
立
使
件
の

1
な
の
で
あ
る
｡

33) LecturesonJust.ce,Poュ.ce.TT- enueandAT.n5･･l･) /l〔1=llTISm･th･ed･byE･
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仙空

言

農
業
に
於
て
は
工
業
に
比
し
て
'
生
産
は
自
然
の
偶
然
に
支
配
さ
れ
て
生
産
量
壁
動
し
易
-
'
そ
の
結

果
農
産
物
債
格
は
壁
勤
し
易
い
｡
所
で
市
場
債
格
が
自
然
侶
格
以
下
に
下
落
す
る
場
令
'
直
に
生
産
を
制
限
し
て

憤
格
を
引
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
tQ;

叉
前
者
が
後
者
を
超
過
す
る
場
合
､
直
に
生
産
を
撰
張
し
て
よ
り
多
-

,:i5

の
利
得
を
追
求
す
る
事
は
困
難
で
あ
か

.

成
程
こ
の
場
合
同
じ
事
情
が
競
事
を
少
-
し
て
憤
格
下
落
を
妨
げ
る
と

い
ふ
利
益
は
あ
る
0
然
し
農
業
者
の
資
本
は
小
さ
-
て
多
-
の
商
品
を
扱
ひ
得
な
い
o
直
利
を
占
め
る
の
は
む
し

ろ
都
市
の
摘
人
で
あ
る
C

要
す
る
に
如
何
に
｢
完
全
L･t
る
自
由
｣
が
存
在
し
享

つ
と
も
'
袋
業
が
自
然
に
依
存
し
'

資
本
が
私
有
さ
れ
'
融
も
農
業
者
の
資
本
か
小
さ
い
以
上
'
農
業
者
は
積
極
的
に
か
洞
極
的
に
か
不
利
益
を
も
つ

と
い
ふ
事
が
出
凍
る
｡

.I.f
吐

.=

･･､
1,
J
Tl計
ら
'
豊
iT
l,<1,↑
5
11
1.勿
C
整

守

蘇

亨

,ij
L
で
it･刀
如
き
静
琵
糾
問
乃
不
中
等
を
蘭

-｢つ
-1
ノ

1
.･rr･1ノ
v

Irノ
ー･刀--
17/
--･
･
.I
JJ
-
＼1/J日.日日
-I
.･1
】1
-

,

一_ヽ

す
と
述

べ
て

ゐ
る

O-
農
村
に
放
て
は
市
場
狭
除
に
し
て
事
業
経
常
に
大
資
本
を
投
じ
科
す
､
叉
事
賓
資
本
蓄

積
も
少
し

農
相
券
働
者
の
全
部
を
使
用
す
る
に
足
ら
ぬ
事
が
屡

ミ
で
あ
る
｡
従
っ
て
券
働
者
は
職
業
を
得
ん
が

た
め
に
互
に
競
零
す
る
0
こ
の
事
情
が
労
賃
を
引
下
げ
利
潤
を
引
上
げ
る
0
反
対
に
都
市
に
於
で
は
大
資
本
の
競

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

零
が
窃
賃
を
引
上
げ
利
潤
率
を
引
下
げ
る
0
か
-
し
て

山
股
に
農
村
に
於
で
は
都
市
に
放
け
る
よ
り
も
労
賃
は
低

ヽ

朋

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

-
利
潤
率
は
高
い
O
然
し
注
意
す
べ
き
は
農
相
に
於
て
は
利
潤
率
こ
そ
高
い
が
利
潤
絶
額
は
僅
少
で
あ
る
J
J
い
ふ

事
で
あ
る
.
農
村
に
於
で
は
市
場
狭
陰
の
た
め
'
雷

へ
資
本
増
殖
す
る
ち
之
と
共
に
事
業
の
潰
張
行
は
れ
難
-
'

･〓.

又
蓄
積
も
事
賓
は
甚
大
で
あ
わ
得
な
い
の
で
あ

G

o

都
市
と
農
村
と
の
封
立
に
関
す
る
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
の
見
解

第
四
十
二
番

二
E
:
Ⅵ
九

第

l
親

二
四
九
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郡
市
と
農
村
と
の
封
｣ITに
関
す
る
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
の
見
解

帯
川
十
二
巷

二
五

〇

第

1
批

二
光
O

農

相
に
於

て
利
潤
地
顔
は
僅
少
で
あ
る
が
'

利
潤
率
は
高
い
と
い
ふ
事
は
､
農
業
に
つ
い
て
も
商
業

に
つ
い
て

皇

臼

へ
TG
:o

こ
,̂
P
特
に
我
々
の
闘
心
を
喚
ぶ
の
は
農
村
に
於
け
る
輪
業
～

そ
の
殆
八
ど
絶
て
ば
小
貫
純
で
あ

る
が
-

･の
高
利
潤
率
で
あ
る
.
農
村
に
於
け
る
小
巽
商
人
の
普
通
率
以
上
と
見
え
る
利
刑
部
分
は
商
人
の
芳
働

報
酬
に
過
ぎ
ぬ
､
と
ス
ミ
ス
は
説
明
す
る
｡
事
貨
n
rつ
で
あ
ら
う
が
そ
れ
に
し
て
も
､
そ
の
報
酬
は
商
品
価
格
に

Ll･し

て
少
･!
-J
-
そ
れ
た
い
は
.
選
ば
が
剰
苗
の
伴
hLI(.
に
此
し
ょ
卜
者
-
ま
抑
は
ね
ば

静
詩

と
し
て
顎
は

か

ろ
く

7=

な
ら

す
'
閲
民
約
に
観
て
'
彼
等
が

商
人
を
通

じ

て

搾

取

さ
れ
る
部
分
だ
と

言
へ
よ
う
｡
こ
～

に
於
で
我
tI
は
都

柿
-

商
工
業
と
農
相
=
農
業
と
の
封
立
が
､
農
村
内
懐
に
於
で
は
小
嚢
商
人
と
農
民
と
の
封
立
と
し
て
現
ほ
れ
る

と

い
ふ
事
を
知
る
の
で
あ
る
O

J-
E

I
最

後
に
ス
ミ
ス
は
農
業
が
都
市
の
産
業
よ
-
も
生
産
的
で
あ
-
有
利
で
あ
る
と
言
ふ
C
然
し
そ
れ
は
開
民
的

(

観

瓢

に

於
で
ゞ
あ
っ
て
､
農
業
者
個
人
の
立
場

に
於
で
ゝ
は
な
い
｡
蓋
し
土
地
の
豊
穣
性

･
位
濃
等
の
差
に
光
-

普
通
率
以
上
の
倹
剰
倍
伯
は
地
代
と
し
て
土
地
所
有
者
に
鋸
し
､
農
業
者
に
は
普
通
の
利
潤
し
か
残
ら
な
い
か
ら

Ei

'川‖r.ー

で
あ
る
｡
叉
二
の
場
人
=
に
言
ひ
薙
し
た
事
で
あ
る
が
､
農
業
の
相
封
的
不
生
産
性
に
封
し
て
或
程
度
ま
で
貸
現
さ

l‖ⅦⅦ■一旧

れ
る
自
然
的

卒

等

､
即
ち
農
産
物
の
自
然
偲
格
の
割
高
LJ
い
ふ
利
益
'
及
び
::BJ産
物
殊
に
食
料
=m
に
封
す
る
需
要

は
高
債
だ
か
ら
と
い
っ
て
急
減
す
る
こ
と
Lj,-
'
従
っ
て
侶
格
下
辞
を
容
易
に
し
な
い
と
い
ふ
利
益
も
､
多
-
は

地
主
に
蹄
す
る
事
は
川
じ
で
あ
る
O
こ
ゝ
に
於
て
我
々
は
農
村
自
膿
の
生
産
関
係
の
分
析
に
導
ら
れ
る
O

そ
れ
は

36) il"'d･､･O】｣ ,p.IT5･- 農相 に於いて利潤率 の r,.-;JL･レンは二巨としてそ
ける資本蓄積CT)'Llいことに基 因するが､rFljじ原 田は農相 に於 げろ余
して現はれるO これはま7二農紫者0)不利金である｡
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