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日
本
資
本
主
義
成
立
過
程
の
一
考
察

｢

序

堀

江

保

戒

江
戸
時
代
特
に
そ
の
中
期
以
後
に
於
で
は
､
貨
幣
座
顔
が
番
達
し
､
町
人
階
級
の
勃
興
と
な
り
'
階
級
匿
別
の

混
乱
を
生
す
る
に
至
-
F
土
地
廠
酒
を
基
礎
と
す
る
封
建
制
度
は
崩
壊
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
運
命
に
あ
っ
た
o
此

事
は
'
換

言

す
れ
ば
'
資
本
主
義
膜
新
の
生
酒
す
べ
き
母
胎
が
'
鋲
に
江
-a
.時
代
に
茄
し
て
み
た
こ
-Jを.
意
味
す

る
0
伸
し
乍
ら
を
y
j
Li
に
資
本
主
蕗
廃
園

S
成
立
を
阻
む
か
如
き
二
三
の
事
情
が
あ
っ
た
D

即
ち
先
づ
､
江
戸
時
代
に
は
商
業
資
本
主
義
が
高
度
に
進
展
し
､
或
種
の
産
業
に
は
マ

ニュファク
チ
ュ
ア
の
如

き
彪
薯
形
態
も
出
現
し
た
が
'
こ
の
商
業
資
本
主
義
の
進
展
は
､
武
士
階
級
を
排
除
す
る
よ
り
も
､
寧
ろ
幕
府
及

諸
侯
と
の
密
接
な
る
関
係
に
於
で
な
さ
れ
L
'も
の
で
あ
っ
た
｡
従
っ
て
廠
済
力
に
於
て
は
町
人
に
屈
服
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
武
士
階
級
も
､
政
治
的
に
は
未
だ
多
分
に
支
配
力
を
有
L
t
其
結
果
町
人
の
経
済
的
活
動
に
は
､
こ

の
方
面
に
於
て

一
の
限
界
が
あ
っ
た
'
こ
の
限
界
の

1
つ
は
町
人
封
武
士
の
取
引
関
係
そ
の
も
の
に
も
存
し
た
｡

即
ち
大
商
人
階
級
の
蓄
積
せ
る
富
の
主
な
る
利
用
方
法
は
'
武
士
階
級
に
封
す
る
貸
金
で
あ
-
､
従
っ
て
町
人
階

級
の
繁
発
そ
れ
自
身
が
武
士
階
級
の
存
在
主

刑
橡
と
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
'
江
月
時
代
の
町
人
就
中
富
豪
町

日
本
発
水
主
義
成
立
過
程
の
1
考
案

第
四
十

11奄

1
八

】

第

7
班

1
八

1



日
本
資
本
iii養
成
立
過
程
の
一
考
察

第
四
十
二
馨

l
八
二

第

1
旗

一
八
二

人
に
と
つ
て
は
･

封
建
制
度
の
打
破
は
同
時
に
町
人
自
ら
の
自
殺
皇

息
味
し
117
O

此
外
封
建
空

目
の
常
と
し
て
倖

統
尊
重
の
念
張
-
'
男
代
の
家
業
は
成
る
べ
-
之
を
固
守
し
て
新
規
の
事
業
に
着
手
す
る
こ
と
は
嫌
は
れ
た
が
'

此
事
は
大
町
人
に
は
特
に
著
し
か
っ
た
.
要
す
る
に
健
闘
政
策
其
他
の
封
建
的
諸
政
策
に
rLi
つ
て
､
商
人
の
活
動

範
国
は
質
に
於
て
も
量
に
於
て
も
制
限
せ
ら
れ
'
ま
た
階
級
観
念
肇
回
に
し
て
武
士
階
級
は
あ
-
迄
上
位
に
立
つ

]
."
:
更
生
L
.
)
L

ノ
Lコ
,,l,JF
iT,V史
1
鼓
紅
1
つ
妾
古
狐
二
rL"
ノ
.J
斤
丁勺
"i.リ
醇
抜
取
向
井
H.･醐
り
艶
.jETT.ビ
粗
J
j
1〇
㌦

=
b
.tJ
瞥
改
ま
･
琴

,
二
D
幾
牢

壷

じ
て
資
本
主
義
経
済
を
宜
現
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
C
幕
末
に
諮
港
が

.T.I
tii
ノL1
4上ル｢-1

.･rJ.･-
1
-I..†~
ー
~~
.'-

開
港
せ
ら
れ
外
聞
貿
易
に
催
事
し
得
る
こ
と
ゝ
な
っ
た
が
'
併
し
之
に
よ
っ
て
十
分
に
牒
足
を
伸
し
得
る
以
前
に

明
治
維
新
が
到
親
し
L
l
の
で
あ
る
.

然
ら
ば
斯
の
如
き
基
盤
の
上
に
如
何
に
し
て
資
本
義
弟
が
成
立
し
た
か
.
資
本
主
兼
経
済
と
は
要
す
る
に
'
企

業
利
潤
及
び
利
潤
を
生
す

べ
き
企
業
そ
の
も
の
Ĵ
横
大
を
指
導
原
甥
と
す
る
経
済
の
仕
方
で
あ
っ
て
､
苗
で
は
企

業
主
鰭
が
非
人
格
化
す
る
こ
と
'
具
膿
的
に
は
食
紅
企
業
の
発
達
が
重
大
な
る
要
素
を
な
し
て
ゐ
る
｡
而
し
て
資

本
主
蓑
的
鹿
骨
は
あ
ら
ゆ
る
産
業
部
門
に
行
は
れ
得
る
が
､
流
通
部
面
に
関
す
る
も
の
と
生
産
部
面
に
関
す
る
も

の
と
の
間
に
は
t

l
股
に
発
展
段
階
の
相
違
が
あ
る
.
即
ち
流
通
部
面
に
関
す
る
も
の
は
比
較
的
に
繭
業
的
色
彩

多
く

従
っ
て
宿
業
資
本
叉
は
利
貸
資
本
が
産
業
資
本
に
輯
化
す
る
場
各
に
は
､
こ
の
部
面

へ
の
輯
化
が
比
較
的

容
易
で
あ
る
｡
之
に
反
し
て
生
産
部
面
に
資
本
主
義
化
が
行
は
れ
得
る
た
め
に
は
､
そ
の
前
提
使
件
と
し
て
市
場

の
形
脱
'
穿
働
者
の
教
生
､
生
産
技
術
の
発
達
を
必
要
と
L
t
従
っ
て
右
の
轄
化
は
､
流
通
部
面
に
関
す
る
も
の

I) 高橋亀吉丘著､増補改訂 日本貴水生義 賢達史､36頁



程
容
易
で
は
L･.
い
っ
そ
れ
故
に
産
業
の
資
本
主
義
化
に
段
階
の
存
す
る
こ
JJ
は
'
各
閥
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る

が

'
い
づ
れ
に
し
て
も
資
本
主
義
窟
済
成
立
の
た
め
に
は
'
資
本
化
し
畢

べ
き
富
及
び
企
業
精
神
が
必
要
で
あ

り
'
特
に
工
業
資
本
の
場
合
に
は
､
生
活
資
料
及
生
産
手
段
を
有
せ
ざ
る
券
働
者
'
企
業
を
大
規
模
に
樫
督
す
べ

き
技
術
､
並
に
市
場
が
必
要
で
あ
る
｡
以
下
我
鯛
に
於
て
此
等
の
候
件
が
如
何
に
し
て
峯

へ
ら
れ
た
か
を
主
と
し

て
明
治
十
七
八
年
以
前
に
放
て
考
察
し
ょ
う
｡

こ
､
企

業

資

本

J
I

.■1

..■_
-~
.-
)-
T

‥

･-_.

.
-

L-し
一J
ヽ
Lr_
I.nll
l▲]一ゝ
_qUJ4'

LJJ
｢一
/ヽ

l
]'_TLlI～
,

窒
Irq･

重
責
領
･H]
カ
題
Lq
よ
り
朋
卸
し
て
召
宥
セ
る
富
.
明
治
新
政
府
が
そ
の
財
政
的
活
動
に
-L6つ

て
調

速
せ
る

紙
幣
･
公
債
金
及
租
稔
収
入
を
考

へ
る
こ
と
が
出
凍
る
｡

(
イ

)

商
業
及
利
貸
費
本

楯
業
及
利
貸
資
本
の
蓄
積
過
程
に
放
て
は
説
明
を
要
し
L･t
い
が
､
明
治
維
新
に
際

し
て
そ
の
昔
稀
の

叫
部
は
回
天
事
業
埜

且
の
物
貿
的
基
礎
と
な
っ
た
O
明
治
新
政
府
は
町
人
及
家
出
に
よ
っ
て
蓄

積
せ
ら
れ
た
此
等
の
苗
を
利
用
し
得
た
れ
ば
こ
そ
'
殊
に
金
銅
の
･:H
の
七
割
迄
が
布
し
た
と
栴
せ
ら
る
ゝ
大
阪
の

財
力
を
入
手
し
得
た
か
ら
こ
そ
'
成
立
す
る
こ
-J
が
出
凍
た
の
で
あ
る
｡
併
し
こ
の
為
め
に
'
幕
末
明
治
初
年
の

経
済
界
の
混
乱
と
相
挨
っ
て
'
富
豪
の
疲
弊
に
は
触
る
大
L･b
る
も
の
が
あ
っ
L
lが
'
向
は
そ
の
富
は
全
然
用
ひ
毒

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
-
､
そ
こ
に
は
多
-
の
も
の
が
残
さ
れ
て
ゐ
た
｡
其
上
'
後
に
述
ぶ
る
が
如
し

諸
侯
に
封

日
本
式
空

士
義
成
上り適

確
の
一
考
察

第
四
十
二
潜

1
八
三

第

1
戟

l八
三



日
本
安
永
主
義
成
･'=
1
過
程
の
l
考
察

第
四
十
二
審

一
八
凹

第

一
戟

1
八
四

し
て
債
権
を
有
せ
し
も
の
は
'

新
公
債
及
啓
公
債
の
交
付
を
受
-
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
債
権
を
確
保
せ
ら
れ
'

此
瓢
よ
-
し
て
も
町
人
の
富
は
莫
大
で
あ
っ
た
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
尤
も
注
意
す
べ
き
は
.
此
等
の
富

が
自
発
的
に
換
言
す
れ
ば
町
人
自
ら
の
企
業
心
に
よ
っ
て
'
産
業
資
本
に
特
化
し
た
か
ど
-
か
と
い
ふ
事
で
あ
る

が
'
之
に
就
て
は
後
述
す
る
D

/
田
)
井
出
伴
,耳
C,讃
相

対
紐
筒
室
(蒲
府
と
も
(f=～fT
El1-)
I=
財
政
は
.
時
代
の
経
過
JJgjf
に
窮
乏
L
p
こ
れ
恕
補

ム
ー‥
租
税
の
重
談
･藩
札
の
敏
行
･町
<
よ
り
の
借
入
れ
･囲
産
物
の
聾
苧

御
用
金
の
課
徴
等
を
以
て
せ
る
有
様
で

あ
っ
た
が
､
併
し
兎
に
角
-
二
百
数
十
年
間
彼
等
の
存
立
を
支

へ
た
｡
其
上
若
干
の
雄
藩
に
於
て
は
幕
末
に
至
っ

て
諸

～
の
新
座
済
政
策
を
行
ふ
こ
と
が
出
凍
L
Io
特
に
新
経
済
政
策
智
行
ひ
得
た
と
い
ふ
こ
と
は
'
諸
侯
の
財
政

に
現
賓
的
に
か
或
は
潜
在
的
に
か
若
干
の
飴
裕
の
布
せ
し
こ
と
空

ボ
し
て
ゐ
る
.
殊
に
佐
賀
藩
に
於
で
は
､

一
般

政
費
は
田
租
の
み
を
以
て
経
理
L
t
小
物
戊

1
切
は
挙
げ
て
之
を
策
資
金
と
し
て
内
座
に
於
て
貯
蓄
し

(所
謂
御
手

許
金
)
､

1
般
政
費

へ
の
流
用
を
許
さ
ゞ
る
仕
組
を
炭
守
L
L
I
ゝ
め
'
幕
末
に
至
っ
て
は
そ
の
蓄
積
は
相
常
の
宜
額

e7(註
)

に
上
っ
た
と
栴
せ
ら
れ
て
ゐ
る

.

こ

の
財
政
上
の
飴
裕
'
根
本
的
に
は
領
民
よ
-
の
収
納
物
の
蓄
積
を
以
て
'
幕

末
に
於
で
既
に
資
本
主
義
的
事
業
が
行
ほ
れ
た
の
で
あ
る
が
'
明
治
に
入
-
て
後
も
'
そ
れ
が
資
本
主
義
的
企
業

の
資
本
的
基
礎
と
な
っ
た
と
こ
ろ
が
少
-
な
い
と
考

へ
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
兎
に
角
と
し
て
諸
侯
及

一
般
武
士
階
級

が
明
治
政
府
よ
-
受
け
し
金
線
公
債
等
の
基
準
は
'
藩
制
時
代
の
織
高
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
の
粘
の
み

に
就
て
見
る
も
封
建
触
主
の
農
民
よ
-
の
収
納
が
資
本
蓄
積
の

一
過
程
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
事
が
出
蘇
る
.

2) n･.軌 亘沌氏､佐賀藩 L=於げろ洋式=巣 (日本経済史研兜F.rr鼠 幕末経済史研
究､72頁)



(読
)

津
の
財
政
と
薄
ま
の
呆
計
と
の
関
係
は
'
滞
米
及
維
新
後
の
諸
侯
の
特
質
を
知
る
上
に
於
て
重
要
な
る
課
題
で
あ
る
と
思
ふ
｡
特
に
維
新

後
に
於
て
背
諸
侯
は
諸
々
S
新
企
業
に
関
係
し
て
ゐ
る
が
'
そ
れ
は
金
礁
公
債
の
み
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
-
か
｡
こ
の
鮎
よ
-
す

れ
ば
江
戸
時
代
に
概
に
薄
財
政
と
碩
i+1の
孝
計
と
が
別
b'
-
T3
と
.Jj
つ
て
ゐ
た
蒲
が
め
上

側

へ
ば
佐
賀
蒲
)
､
家
計

は
涛
財
政
相
窮
乏
し
て
ゐ

た
の
で
は
な
い
や
う
に
思
ほ
れ
る
の
で
あ
る
が
､
之
に

つ
い
て
未
だ
曝
首
し
得
ざ
る
を
遺
憾
と
す
る
0

(
A
)
政
府
紙
幣

明
治
政
府
は
財
政
上
窮
給
の
7
策
と
し
て
'

元
年
五
月
に
太
政
官
札
(凹
千
八
宵
帝
爾
)ー
二
年

十
月
に
民
部
省
札

(七
官
五
十
南
両
)
を
磯
行
L
t
そ
の
流
通
を
促
進
す
る
手
段
と
し
て
之
を
諸
方
面
に
貸
付
け
た
O

例

へ
ば
各
府
藩
塀
に
石
高
割
貸
付
な
行
ひ
以
て
和
彦
興
業
資
金
に
充
て
し
め
L
が
如
き
'

或

は
為
替
倉
祉
資
本
金

の

一
部
に
加

へ
し
め
た
る
が
如
き
そ
れ
で
あ
る
.
政
府
は
更
に
四
年
十
二
月
の
布
告
に
よ
っ
て
､
太
政
官
札

･
民

部
省
札
並
に
藩
札
を
回
牧
す
る
目
的
を
以
て
新
紙
僻
を
撒
布
し
た
O
此
等
の
紙
幣
は
E

i
時
慣
隙
の
低
落
に
よ
っ

i.J
統
治
を
附
審
し
た
場
令
も
あ
る
が
二

股
的
に
見
て
明
治
初
年
の
庫
済
界
に
多
-
の
貢
献
を
な
し
た
0
枚
式
･僻

債
共
に
統

1
な
-
且
つ
流
通
区
域
の
限
定
せ
ら
れ
た
る
藩
札
に
代
っ
て
､
賓

1
な
る
交
換
手
段
を
捉
供
せ
る
こ
と

は
そ
の

一
で
あ
-
'
贋
賃

･
惑
貨
に
よ
る
取
引
の
不
安
を
除
去
L
t
新
貨
幣
の
不
足
を
補

っ
た
こ
と
は
そ
の
二
で

あ
る
0
而
し
て
箪

二
に
そ
れ
が
直
接
新
式
企
業
に
投
下
せ
ら
れ
て
資
本
化
し
た
こ
と
'
及
び
全
国
的
に
流
通
能
力

あ
る
貨
幣
と
し
て
資
本
に
韓
じ
得
る
可
能
性
を
持

つ
苧

)
と
は
'
特
に
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
鮎
で
あ
る
0

直
接
資
本
化
せ
し
例
は
上
述
の
席
巻
骨
融
に
於
て
も
見
ら
れ
る
が
､
改
正
以
前
の
川讐
且
銀
行
に
就
て
も
同
様
で
あ

ら
.
帥
ち
国
立
銀
行
は
政
府
紙
幣
を
大
蔵
省
に
上
納
し
て
同
額
の
公
債
謹
書
(lハ歩
利
付
)
を
受
け
'
更
に
之
を
上
納

し

て
銀

行

券

を

下

附

せ
ら

れ

る

の

で
あ

る

か

ら

'
(
か
-
し
て
密
行
さ
れ
得
る
も
の
は
絶
密
行
朝
の
六
割

｡
他
の
四
割
は
正

量

偏

を

日
本
資
本
主
義
成
立
過
程
の

Z
考
察

第
凹
十
二
馨

f
八
五

第

T
米

T
八
五



日
本
資
本
iii義
砿
｣:1過
程
の

1
考
察

第
凹
十
二
容

一
八
六

第

l
班

丁
八
六

要
す
)
'
結
局
に
於
て
銀
行
は
政
府
紙
幣
を
銀
行
紙
幣
に
交
換
し
て
之
を
発
行
す
る
'

従
っ
て
政
府
紙
幣
は
国
立
銀

行
の
資
本
と
な
っ
た
事
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
｡
斯
の
如
-
政
府
紙
幣
は
直
接
間
接
に
資
本
に
特
じ
た
の
で
あ
っ

て
'
此
意
味
に
於
て
政
府
は
資
本
を
追
出
し
L
!と
-
栴
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
0

(
tt
)
公
債

明
治
十

1
年
ま
で
に
政
府
が
発
行
せ
る
内
閲
債
は
'新
公
債
･奮
公
債
･金
札
引
換
公
債
･
金
札
引

碩
軍
紀
璃
公
休
小欲
織
於
鯖
仙
金
線
総
括
･･儀
柵
官
配
常
緑
公
憤
｡起
業
恐
怖
の
八
複
で

あ
っ
L
!｡
折
(･JA賢
敗
h
T.霞

茸

は
七
億
藩
主
の
町
人
に
封
す
る
低
落
を
眉
替
･り
す
る
た
め
に
敏
行
せ
ら
れ
た
交
付
公
債
で
あ
る
｡
之
は
焦
付
き
と

tl･･b
つ
て
ゐ
Ll
町
人
の
債
権
を
確
保
し
'
同
時
に
公
債
所
有
者
を
し
て
利
殖
を
行
ひ
且
つ
産
業
に
投
下
せ
し
ひ
る
可

能
性
を
輿

へ
L
I
o
金
札
引
換
公
債
は
'
太
政
官
札
な
る
政
府
自
ら
の
債
務
を
屑
香
-
す
る
た
め
に
費
行
せ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
が
'
や
は
-
新
菌
公
倍
と
同
様
の
藷
義
を
持
つ
｡
更
に
秩
線
公
債
以
下
の
三
者
は
'
政
府
が
永
久
に

負
据
す
べ
き
封
緑
を
短
期
間
に
支
耕
ふ
と
い
ふ
意
味
を
持
っ
て
ゐ
る
｡
之
に
よ
っ
て
元
利
の
償
還
て
ふ
l
時
的
で

な
い
負
櫓
は
依
然
壊
さ
れ
て
ゐ
る
が
'
併
し
こ
の
公
債
の
交
付
を
受
け
た
も
の
は
､
滑
水
受
-
べ
き
も
の
を

l
時

に
(割
引
し
て
で
は
あ
る
が
)
受
け
た
の
で
あ
る
か
ら
'
之
に
よ
っ
て
現
在
の
消
費
生
活
に
必
要
以
上
の
も
の
が
典

へ
ら

れ
た
こ
と
に
な
る
の
は
見
易
き
と
こ
ろ
で
あ
る
0
こ
の
意
味
に
於
で
此
等
の
公
債
も
亦
資
本
に
特
化
し
得
る
可
能

性
を
持
っ
た
｡
最
後
に
起
業
公
債
は
､
我
閲
に
於
で
公
募
の
形
式
を
以
て
費
行
せ
ら
れ
た
最
初
の
内
閲
債
で
あ
る

が
'
之
は
二
重
の
意
味
に
於
て
資
本
の
蓄
積
に
役
立
っ
た
o
民
間
に
於
け
る
飴
剰
資
本
が
政
府
の
手
取
金
と
な
っ

て
資
本
家
的
事
業
に
向
つ
て
動
員
せ
ら
れ
た
こ
と
は
其

1
で
あ
-
'
そ
の
代
償
た
る
公
債
詮
書
が
動
員
せ
ら
れ
て



資
本
に
韓
化
せ
ら
る
ゝ
可
能
性
を
持
っ
た
こ
と
は
英
二
で
あ
る
O

以
上
の
如
き
公
債
,3
資
本
化
は
'
慣
例
改
jE
後
r3
国
立
銀
行
に
於
て
そ
の
著
例
を
見
る
こ
と
が
出
凍
る
O
即
ち

閲
立
銀
行
は
紙
幣
凌
行
額
の
八
割
に
相
雷
す
る
公
債
を
政
府
に
納
付
L
t
之
と
同
額
の
銀
行
券
を
受
け
て
発
行
す

ら
(浅
土

面
は
迫
化号

以
て
免
換
準
備
に
充
つ
)
の
で
あ
っ
て
'薦
局
資
本
の
大
部
分
は
公
債
が
用
ひ
ら
れ
に
こ
と
に
な
る
｡

殊
に
脚
立
戯
行
の
設
立
に
は
金
蔵
公
肝
が
多
-
用
ひ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
､
九
の
表
に
よ
っ
て
之
を
窺
ふ
こ
と
が

出
水
る
っ

1■

仝
国
々
上り

l

銀
行
株
i+I(
明
治
十
二
-年
調
)

if‥

1iJC｡

什

･･.=

･･..

良 平 士 L‡萱

雑 商 工 農

〟
J
F
IJ
L

l
rヒ
lJj
⊃

〓

1
三

EヽT
l
ヒ
'左
足
⊃

二
四
五
二
九
五
〇

五
O
r
f
七
五

六
､
二
五
二
､七
二
五

種

二
'11山六
六
､九
五
〇

渦

計

四
二
'
1
二

二
0
0

二
l
]
二
J

L
{
二

三
･四
四
八

〇
･
二

九

1
四
･八
川
八

先
･六
二
T

一
〇
〇
･〇
〇
〇

以
上

各
種
の
内
債
の
外
に
'
明
治
二
年
及
五
年
に
夫
～
九
分
利
付
外
囲

公
債
及
七
分
利
付
外
聞
公
債
が
起
さ
れ

た
o
前
者
は
銭
道
敷
設
資
金
を
調
達
せ
る
も
の
で
あ
-
'
後
者
は
手
取
金
の

T
部
を
以
て
緑
券
を
買
上
げ
'
士
族

に
督
業
資
金
を
供
給
す
る
目
的
を
以
て
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
何
れ
に
し
て
も
政
府
の
財
政
的
活
動
が
'
公

債
を
通
じ
で
資
本
を
生
み
出
せ
る
鮎
は
同

1
で
あ
ら
LF
･

3) 大 日永常団第一回統計年鑑､278頁
4〕 野 呂廉太郎丘著､ El本資本主義変速史､rbJJ頁参照

日
米
資
本
主
義
成
立
過
程
の
l
考
察

第
四
十
二
巷

1
八
七

第

1
蚊

t
八
七



日
本
資
本
主
義
成
立
過
程

の
一
考
察

第
四
十
二
番

1
八
八

第

一
班

1
八
八

(ホ
)
租
税

以
上
の
如
n
J公
債
に
よ
る
財
政
の
基
礎
を
乗
回
な
ら
し
ひ

る
た
め
に

､
特
に
元
金
償
還
及
び
利

子
支
排
の
.基
礎
を
固
め
る
た
め
た

'
租
税
制
度
の
改
正
が
行
ほ
れ
た
0
そ
の
最
も
著
し
き
も
の
は
地
租
改
正
で
あ

る
｡
元
年
･
1
1年
を
除
き
'明
治
初
年
に
於
で
地
租
は
歳
入
組
額
の
約
八
割
を
占
め
て
ゐ
た
｡
而
し
て
依
然
現
物
納

制
度
が
行
は
れ
て
ゐ
た
が
､
之
に
は
年
の
豊
凶
に
よ
っ
て
歳
入
額
に
麺
勧
め
る
の
み
な
ら
す
､
徴
税
費
多
-
か
～

･
..
｢
L"

-
1

I
･.A
.
1
一
Iヽ
lJ
こ
う
"U性
別
一二
LL
,-l廿
へ1り

-
.
叉

山
口
哲
.幣
に
代

へ
で
支
出
し
た
bけ
れ
ほ
な
ら
な
い
叶
堰
力
揖
/ノ
ヤ
打
て

畔
だ
Jr
句
C,催
LF
.:

UI
一己
,i,

て
金
納
制
度
と
し
､
地
慨
に
封
す
る
官
分
の
三
萌
治
十
年
百
計
い
二
･･訂
ししな
土
を
以
て
税
朝
と
lF
る
こ
と
ĵ
L
t
U

以
上
要
す
る
に
我
国
に
於
け
る
資
本
の
本
源
的
蓄
積
は
'
先
進
資
本
主
義
諸
国
に
於
け
る
が
如
し

外
聞
貿
易

又
は
植
民
地
の
収
奪
に
よ
る
と
こ
ろ
殆
ど
無
-
'
主
と
し
て
農
民
の
負
糖
に
於
で
な
さ
れ
し
も
の
で
あ
っ
Ll
o
諸

侯
の
蓄
積

･
町
人
の
商
業
及
利
貸
資
本
の
蓄
積
は
言
ム
に
及
ぼ
す

､
明
治
政
府
に
よ
る
資
本
の
造
出
括
動
も
農
民

を
基
礎
と
せ
し
も
の
で
あ
っ
た
o
而
し
て
封
建
時
代
に
於
け
る
と
同
様
に
､
維
新
以
後
に
於
て
も
政
治
的
支
配
者

の
作
用
･1

経
済
外
的
勢
カ
ー

が
資
本
蓄
積
の
横
枠
と
L･b
つ
た
こ
と
は
､
我
開
資
本
主
義
成
立
過
半
の
一
特
徴

で
あ
る
｡

[LI.
*

@

*

(イ
)
工
場
労
働
者
の

一
棟
泉
と
し
て
'
西
洋
に
於
で
は
手
工
業
者
が
奉
げ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
我
国
に
於
で
も
都
市

に
は
多
-
の
手
工
業
者
が
あ
っ
た
O
併
し
租
等
の
製
出
す
る
と
こ
ろ
は
奪
移
品
の
部
類
に
屡
す
る
も
の
多
-
'
生



活
必
需
品
例

へ
は
紙
･轍
･木
綿
等
の
製
造
は
大
部
分
農
家
の
副
業
で
あ
っ
た
｡
従
っ
て
都
市
手
工
業
者
の
多
-
は

維
新
後
も
生
活
様
式
に
急
激
な
る
壁
化
無
き
隈
-
依
然
存
接
し
称
た
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
方
面
よ
-
の
券
働
者
の

供
給
に
は
大
な
る
重
要
性
を
認
め
得
Li･t
い
.

(
E]
)
工
場
券
働
者
の
源
泉
と
し
て
史
に
線
を
維
れ
た
士
族
が
考

へ
ら
れ
る
.
彼
等
の
-
ち
下
級
の
も
の
は
'
既

に
江
戸
時
代
か
ら
生
活
維
持
の
た
め
に
内
職
を
行
ふ
も
の
が
多
か
っ
た
っ
邦
謂
家
中
工
業
之
で
あ
っ
て
'
大
聖
寺

の
糾
織
物
'
米
梓
の
木
綿
織
物
'
岐
阜
の
傘
遊

歴
等
､家
中
工
業
に
よ
っ
て
其
磯
達
を
促
が
さ
れ
し
も
の
少
な
か

ら
ず
､
郡
山
の
金
魚
養
殖
業
の
如
き
も
家
中
の
内
職
と
し
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
o
明
治
維
新
後
封

藤
の
例
減
に
よ
っ
一
て
被
等
G
.生
活
は
東
に
困
難
と
;仏
-
F
各
楠
薄
僻
に
華
)J
は
叔
-
に
を
の
蹄
農
繭
を
奨
勘
し
た
｡

政
府
の
藤
制
整
理
に
よ
-
彼
等
は
公
債
謹
書
を
貰
ひ
'
地
租
改
正
の
際
に
は
屋
敷
地
に
封
す
る
地
券
を
受
け
Li
が
､

そ
の
1
部
は
従
兼
の
位
務
の
支
排
手
段
に
供
せ
ら
れ
'
又
他
の

T
部
は
梢
費
貸
借
の
措
保
と
し
て
高
利
黛
に
と
ら

れ
il
o
斯
-
て
小
癌
の
士
は
触
:･産
着
と
.な
ら
'.さ
る
を
得
(な
か
っ
た
の
で
あ
る
っ

適

く
政
府
は
多
-
の
官
僚
模
範
工
場
を
建
て
だ
が
'
之
は
殖
産
興
業
政
策
の

一
面
で
あ
る
と
共
に
'
無
産
士
族

救
済
政
策
の

一
両
で
も
あ
っ
た
｡
例

へ
ば
明
治
五
年
富
岡
製
頼
場
を
設
け
て
各
府
懸
よ
-
製
錬
工
女
を
募
集
し
た

が
'
此
際
政
府
は
此
等
の
工
女
を
大
概
士
族
の
子
女
よ
り
選
抜
し
た
も
の
で
あ
っ
て
､
｢
大
久
保
利
通
公
倖
｣
に
は

『
皆
闘
家
奉
公
の
志
を
抱
き
て
郷
関
を
出
で
'其
数
は
安
に
千
を
以
て
算
す
る
に
至
れ
-
.
後
年
地
方
製
麻
の
業
大

に
改
良
せ
ら
れ
'
今
日
の
盛
況
を
見
る
』
云
々
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
.
其
他
官
僚
工
場
の
職
員

･
職
工
と
な
る
も
の

日
本
資
本
主
義
空

,:過
程

の
一
考
察

第
四
十
二
番

丁
八

九

第

一
紙

1八
九

5) 大久保利通.公使､T雀､503貫



ロ
本
資

本主
義
成
立

過
程
の

一
考
察

第
四
十
二
巷

1
九
〇

第

1
戟

l
九
〇

が
相
常
多

か
つ
た
｡

併
し
乍
ら
官
僚
模
範
工
場
が
飽
迄
模
範
工
場
で
あ
っ
て
､
企
業
利
潤
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
か

つ
L
iと
同
様
に
t
.士
族
出
身
の
労
働
者
ゑ

単
L･.
る
労
働
者
と
し
て
で
は
LiIb
1

枚
術
倖
習
生
を
以
て
過
せ
ら
れ
'

却
茸
そ
の
俸
習
生
た
る
の
役
割
を
嘱
ぜ
し
場
合
が
頗
る
多
か
っ
た
o
況
ん
や
士
族
中
に
は
公
倍
を
以
て
新
企
業
に

家
臣
圏
の
分
解
は
､
本
轍
的
蓄
税
過
範
に
於
け

る
労
働
老
造
出
の
過
程
に
茄
要
LIu
る
役
割
を
油
じ
た
か
ど
う
か
'.

一
考
を
要
す
る
｡

(
(
)
西
欧
殊
に
英
国
に
於
て
は
､
資
本
主
義
の
蓉
生
過
程
に
於
で
虹
に
土
地
を
追
ほ
れ
た
農
民
多
-
'
此
等
が

直
ち
に
資
本
主
義
的
産
業
に
穿
働
者
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
O
我
閲
に
於
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
O

江
戸
時
代
の
盤
民
は
'
生
か
さ
ぬ
や
-
殺
さ
ぬ
や
う
と
い
ふ
範
囲
内
で
生
存
樺
を
輿

へ
ら
れ
'
そ
こ
に
土
地
奔

併
が
行
ほ
れ
て
小
作
人
階
級
も
発
生
し
た
が
う
維
新
常
時
に
は
自
作
農
が
仝
農
民
の
大
部
分
を
占
め
て
ゐ
た
｡
共

後
明
治
五
年
五
月
土
地
永
代
頁
叩只
禁
止
令
が
解
か
れ
､
共
有
地
の
私
有
化
が
計
ら
れ
た
結
果
'
農
民
の
土
地
を
離

れ
る
可
能
性
が
増
加
し
た
｡
之
を
大
規
模
化
L
L
l
の
が
地
租
改
正
で
あ
る
O
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
土
地
の
私
有
権

が
確
立
し
､
小
作
人
に
封
比
し
て
土
地
所
有
者
の
利
益
は
頗
る
保
護
せ
ら
る
～
こ
と
Jh
L･P
つ
た
が
'
其
反
面
に
所

有
権
を
失
は
し
む
る
可
能
性
も
増
大
し
LI
o
即
ち
改
正
の

l
大
眼
目
た
る
貢
粗
の
金
納
は
､
農
産
物
の
商
品
化
を

促
し
'
物
債
の
麺
動
を
特
に
不
利
益
と
す
る
農
家
経
碑
を
傾
格
経
済
に
引
入
れ
L
lか
ら
で
あ
G
o
而
し
て
之
を
如

6) 吉川=琴造氏著､士族授産の研究､229貰以下
7) 平野義太郎氏著､日本資本主義社食の擬構､2.3頁は.Tこ鯵照



蜜
に
費
現
せ
し
め
た
も
の
は
両
商
社
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
之
に
績
-
デ

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
C
即

ち
イ
ン
フ
レ
シ
ョ
ン
時
代
に
は
殊
に
農
産
物
倍
の
騰
貴
著

し
-
'
従
っ
て
農
村
の
購
買
力
増
大
し
､
都
市
に
も
好

況
を
蘭
ら
し
た
が
'
併
し
其
関
に
行
ほ
れ
た
借
金
を
以
て
す
る
土
地
の
購
入
並
に
奪
移
生
宿
は
'
次
の
デ
フ
レ
ー

シ
ョ
ン

に
際
し
て
直
ち
に
農
民
の
生
酒
に
対
し
て
Ej･!影
響
を
及
ぼ
さ
す
に
は
置
か
な
か
っ
た
O
我
国
に
小
作
人
が

急
激
に
増
加
し
,
土
地
が
大
地
主
に
集
中
せ
る
竺

段
は
'
宜
に
こ
の
時
期
に
威
す
G
.

小
農
民
の
生
産
手
段
の
喪
失
は
彼
等
の
触
仙産
着
化
を
意
味
す
る
0
而
し
て
此
等
の
無
産
者
は
'
土
地
に
封
す
る

愛
着
心
の
故
に
､
又
男
工
の
勢
働
カ
を
要
す
べ
き
重
工
業
の
未
費
達
の
故
に
､
直
ち
に
離
村
し
て
労
働
者
と
化
す

る
と
い
ふ
頚
は
花
か
つ
た
が
e
政
等
の

7
部
餌
･･rP
li,Lit
,T

､r
フ
レ
ー
･･"

:1=I
L3蟹
華
.>-,境
と
し
て

7L
IT"
:5抄
興

せ
る
純
水
紡
績
女
工
と
な
つ
に
｡
否
諸
々
の
紡
績
工
場
は
此
等
の
女
子
を
日
常
で
に
起
さ
れ
た
と
も
考

へ
ら
れ
る

の
で
あ
る
0
従
っ
て
地
租
改
正
は
'
我
国
に
於
け
る
豊
村
の
階
級
分
化
及
び
工
場
労
働
者
の
造
HH
に
大
な
る
役
割

を
満
じ
Li
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.
但
し
例

へ
ば
八
木
輝
善
次
氏
の
如
-
､
明
治
十
六
年
よ
-
十
九
年
に

至
る
農
家
戸
数
の
減
少
五
十

二
鞘
八
千
飴
月
が
'
直
ち
に
都
市
算
働
者
と
な
っ
て
離
村
L
L
l
も
の
か

l
考
を
要
す

る
｡
蓋
し
こ
の
数
字
に
疑
鮎
あ
る
の
み
な
ら
す
'
農
民
の
北
海
道
移
住
並
に
布
畦
移
住
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
.

四
､
企

業

精

神

8) 八大濁尊攻丘､西南暇役後のイン-;I1.,-･i,コソ(経済史研究､第三十二･三十

参照
9) 八木揮B:､前輪論文(祉曾経汲敵襲､第二饗三波､54-55頁)

日
永
貸
本
iTr義
成
上･>適

横
山

1
考
察

第
凹
十
二
怨

一

九

1

第

l
那

1
九

1



TE
木
資
本
主
義
成
十
適

稗
の

1
考
察

第
GTLq
十
二
怨

I
九

二

第

1
沸

l
九
二

以
上
述
べ
L
が
如
し

資
本
の
蓄
桁
と
'
之
を
資
本
主
義
的
産
業
の
生
産
部
両
に
投
す
る
た
め
あ

前
提
要
件
た

る
夢
働
者
の
寮
生
と
の
間
に
は
､多
少
の
時
間
的
隔
-
が
あ
っ
た
o
私
見
に
よ
れ
ば
生
産
部
面
の
資
本
主
義
化
は
ー

多
数
の
例
外
は
あ
る
が
'
明
治
十
八
㌧
九
年
即
ち
紙
幣
楽
譜
が

一
段
落
を
告
げ
た
頃
か
ら
宿
敵
に
な
っ
た
も
の
で

あ
る
｡
従
っ
て
労
働
者
造
出
過
程
を
必
然
的
に
伴
ふ
資
本
の
本
源
的
蓄
積
は
､
其
頃
か
ら
始
っ
た
も
の
と
考

へ
ら

れ
る
｡
労
し
iLl
ら
流
虚
印
前
ニ
fi:げ
る
賢
本
･rj撮
北
は
そ
れ
以
前
に
始
っ
∴
j

J:
-

鵜
背
骨
刺

･
油
蹄
骨
祉
IU
如
き
金

融
機
関
'
廻
漕
S
=敢
･
日
本
鉄
道
骨
朴
等
の
交
通
機
閲
(腰
帯
な
ま
蒜

で
安
逸
米
は

吐
鹿
部
軒
に
屈
す
べ
き
も
の
で
雪
宗

､
二
光

と
院
別
す
る
意
味
で
使
宜
上
金
融
菓
-
併
せ
準
へ
る
)
の
資
本
主
義
的
経
営
が
そ
れ
で
あ
る
0
前
述
の
如
-
に
し
て
蓄
積
せ
ら

れ
た
資
本
が
如
何
に
し
て
こ
の
方
面
に
動
員
せ
ら
れ
L
jか
'
換
言
す
れ
ば
企
業
精
鋼
が
何
魔
か
ら
生
じ
た
か
に
つ

い
て

三
一P
L
よ
-
｡

最
初
に
述
べ
L
が
如
-
町
人
の
間
に
は
企
業
精
神
は
容
易
に
起
ら
な
か
っ
た
｡

通
商
骨
祉

･
為
替
骨
杜
の
資
本

は
主
と
し
て
町
人
の
資
本
か
ら
成
っ
て
ゐ
た
が
'
そ
れ
は
自
発
的
に
髄
出
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
し

政
府
の
勧

奨
に
其
-
と
こ
ろ
で
あ
-
'
貸
際
の
運
営
に
骨
っ
て
も
士
族
出
身
耽
月
に
侯
つ
と
こ
ろ
が
少
-
な
か
つ
㌢

之
に

放
て
例

へ
は
加
藤
赫

7
氏
は

『
大
阪
は
人
気
の
す
ゝ
み
至
て
お
そ
し
'
日
本
国
中
に
大
南
宵
家
の
多
-
集
り
た
る

地
は
大
阪
に
超
に
る
は
な
き
程
L･t
れ
ど
も
､
交
易
に
人
気
の
す
～
ま
ね
は
'･
交
易
は
し
て
も
せ
い
で
も
是
迄
の
家

業
に
て
十
分
な
-
と
て
､
手
出
し
を
せ
ぬ
人
'
或
は
新
規
の
事
に
手
出
し
す
る
は
家
風
に
な
き
事
也
な
ど
､
姑
息

な
る
論
を
た
で
ゝ
せ
ぬ
入
管

J
あ
る
故
塾

と
述
べ
て
ゐ
る
｡
溢
蜂
巣

7
氏
が
官
途
を
退
い
て
茸
業
界
に
身
を
投

･O) 菅野博士著､日本食紅企栄誉生息の研究､605:芦〔打 rご
IJ) 究易心得草､前席､28 T･



じ
L
i
の
も
､
常
時
の
町
人
に
企
業
心
乏
し
か
-
し
な
慨
し
て
で
あ
る
端
は
'
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
0

『
止
の
末
'
政
府
に
於
で
如
何
程
心
を
砕
き
ク
で
志

し
て'化見
解
準

で
斑
め
'
地
租
率
を
改

正
し
'
曾

融
接
叉
は
令
本
の
組
撃

曾
設
け
'
興
業
殖
産

の
壮
語
が
あ
っ
た
J
J
で
'
今
日
の
町
人
で
は
到
底

日
本
の商
工
業
を
改
嬉
進
歩
さ
せ
る
こ
と
は
成

し
能
は
ね
で
李
.り
-
｡
就
T
は
止
の
際
自
分
は

官
途
を
退
い
て

一
番
易
を
商
業
に
委
ね
'
不
及
な
が
ら
も
率
先
し
て
止
の
不
振
の
商
機
を
作
興
L
t
日
本
滑
水
の
商
業
に
7
火
進
歩
を
輿

へ
享
フ

:i

と
い
ふ
志
望
を
超
し
よ
し
に
』

農
民
の
間
に
旦
豪
農
が
Jの
つ
た
が
'
彼
等
に
企
業
心
が
養
成
せ
ら
れ
て
ゐ
L
lと
は
更
に
考

へ
る
こ
と
が
出
禿
な

い
.
企
業
心
は
士
族
に
於
て
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
士
族
出
身
者
を
以
て
構
成
せ
ら
れ
た
維
新
政
府
を
見

て
も
'
明
治
初
年
の
資
本
主
義
的
企
業
を
見
て
も
明
か
に
看
取
せ
ら
る
～
と
こ
ろ
で
あ
る
.
岩
倉
公
は

『
士
族
は

稀
世
滴
誰
の
カ
を
以
て
其
鞘
柵
を
磯
押
し
､
甘
利
に
班
む

に
足
rlj

其
志
行
を
奮
勤
し
.i
a
.itJ
組
ib7二
相
F1
7)
二

r1-ノ〓-
ー･"
.打
r-‖y
√
-V

足
-
I
.
其
気
力
を
旺
盛
に
し
以
て
外
人
と
競
帝
す
る
に
足
る
｡
今
の
現
況
に
擁
る
に
学
問
百
科
凡
そ
以
て
圃
の
事

業
を
進
歩
せ
し
む
べ
き
者
､
士
族
の
性
尤
も
近
き
所
と
す
｡
(小
暗
)
些
品
何
･.言

種
族
を
除
-
外
の
人
民
を
L
P;

其
れ
能
-
進
取
有
為
の
地
に
進
み
､.
外
人
と
競
季
す
る
に
足
る
の
日
を
待
つ
は
､
獅
二
三
十
年
の
後
に
在
る
べ
し
』

と
述
べ
て
ゐ
る
が
､
誇
張
の
嫌
ひ
な
き
に
非

ざ
れ
ど

-
正
鵠
を
失
し
た
も
の
と
は
い
へ
な
い
で
あ
ら
-
O

然
ら
ば
こ
の
企
業
心
は
如
何
に
し
て
養
成
せ
ら
れ
た
か
.
据
置
詰
ま
の
洋
藩
解
禁
以
凍
西
洋
の
新
知
識
が
普
及

し
た
の
は
主
と
し
て
武
士
階
級
で
あ
っ
た
O
殊
に
下
級
の
武
士
は
そ
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
何
ら
か
の
輯
榛

を
要
求
し
て
ゐ
た
か
ら
､
安
雄
的
に
洋
撃
を
研
究
し
た
O
其
媒
巣
が
明
治
維
新
の
指
導
精
神
と
な
っ
て
現
は
れ
'

明
治
政
府
の
殖
産
興
業
政
策
と
な
っ
て
現
は
れ
L
Jの
で
あ
る
が
'
そ
の
事
賓
は
鯉
に
江
戸
時
代
に
も
存
し
た
｡
春

日
本
資
本
卓
養
成
廿
過
程
の
1
考
察

発
凹
十
二
巷

T九
三

第

1携

1九
三

LZ) 青淵先生六十年史､第一審､434･435第
Ⅰ3) 岩倉.公賓記､下谷､548頁



日
本
資
本
主
義
成
立
過
程
の
l
考
察

第
四
十
二
審

一
九
四

第

一
戟

一
九
四

未
七
於
け
る
諸
藩
の
洋
式
工
業
は
そ
の
顕
著
な
る
も
の
で
あ
る
｡
洋
式
工
業
の
内
に
は
軍
備
自
鰹
を
目
的
と
せ
る

も
の
が
多
か
つ
L
l
が
'
例

へ
ば
鹿
見
島
津
の
紡
績
事
業
の
如
-
西
洋
綿
練
の
輸
入
を
未
然
に
防
が
ん
と
し
て
起
さ

叫

れ
た
る
も
の
あ
れ
.
更
に
佐
賀
藩
が
英
国
資
本
と
共
同
し
て
炭
坑
開
費
を
企
て
L
が
如
き
は
'
企
業
心
が
武
士
階

級
の
間
に
如
何
に
旺
盛
な
-
L
や
空

不
す
も
の
で
あ
ら
-
0
帥
ち
江
戸
時
代
経
済
的
に
願
迫
せ
ら
れ
て
ゐ
仁
武
士

瞥
及
り
司
rJ.ま
､
rト,C
択
七日
Lp
一考
幾
.1
L
レ
LJ
tホ
か
こ
.た
-臣
,LL
L
蔓
り主
幹
ら
㌧
T
tつ
卜
･･乃
で
わ
つ
T
､
こ

E

C
血臥
虻
で
)

Ⅳi
顛
/し
引い
-1r
･-

...
〝L
nHHL'rFLI.E･･(
.1司■J･淡¶
`
‥
･
′抑mH
′
ノー
ノ二
i-J,ノ
バ117
.TT･ノ八,

於
で
我
闘
資
本
主
義
の
満
芽
は
奴
に
江
戸
時
代
に
存
L
L
l
の
で
あ
る
O

政
治
の
局
に
昔
ら
な
か
っ
た
士
族
の
一
部
は
身
を
翻
し
て
賓
業
界
に
投
じ
た
.
積
極
的
に
活
動
し
得
な
か
っ
た

も
の
は
路
頭
に
さ
ま
よ
ふ
が
如
き
有
様
と
L･t
つ
た
が
'
同
じ
-
生
業
に
就
-
な
ら
ば
'
町
人
百
姓
が
未
だ
手
を
着

け
て
ゐ
な
い
産
業
に
と
い
ふ
わ
け
で
'
新
し
い
産
業
'
新
し
い
経
常
に
向
つ
て
進
ん
だ
｡
そ
れ
等
は
多
-
失
敗
し

た
に
せ
よ
'
企
業
心
を
､具
膿
的
に
は
例

へ
は
合
敢
企
業
を
､
l
般
国
民
の
間
に
振
興
す
る
上
に
於
で
は
多
-
の
貢

価

献
を
な
し
L
To
岩
倉
公
が
士
族
の
み
に
企
業
心
あ
り
と
断
じ
た
の
は
'
昔
時
の
情
勢
よ
り
し
て
決
し
て
間
違
ひ
で

は
な
か
つ
た
と
思
は
れ
る
｡

五
'
生
産
技
術
及
市
場

資
本
主
義
経
済
殊
に
生
産
部
面
に
於
け
る
資
本
主
義
化
の
他
の
重
要
な
る
前
提
催
件
は
'
生
産
技
術
の
進
歩
及

び
市
場
の
形
成
で
あ
る
｡

Ⅰ4) ノ松尾音次郎丘著､我国商=業の=現在及特衆､6;;-64‡毒
15) 江頭恒治丘､高島炭坑 に於 げる日英共同企業(El水練桝赴研究所編､幕末経

済史研究収載)
Ⅰ6) 高橋抱吉丘者､前視晋､ zo4-Il)8頁o菅野博士著､前指書､659頁以下O吉
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資
本
主
義
的
経
常
に
適
用
し
得
べ
き
生
産
技
術
は
我
国
に
於
け
る
固
有
の
凝
達
を
待
つ
べ
き
飴
裕
な
-
'

従
っ

て
先
進
国
か
ら
移
植
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
'
其
事
は
幕
末
に
於
て
欧
に
行
ほ
れ
た
.
幕
府
及
び
諸
藩
に
於

け
る
洋
式
工
業
の
創
始
之
れ
で
あ
る
｡
維
新
後
に
於
で
も
諸
々
の
新
工
業
技
術
が
移
植
せ
ら
れ
た
.
併
し
此
事
が

幕
末
に
於
で
も
明
治
初
年
に
於
で
も
'
若
干
の
例
外
は
あ
る
が
主
と
し
て
危
故
老
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
法

意
す
べ
き
で
あ
る
｡
之
が
行
ほ
れ
た
の
は
軍
備
充
貸
或
は
殖
産
興
業
の
意
園
の
下
に
於
て
ゞ
あ
る
が
'
そ
こ
に
は

前
述
の
如
き
資
本
の
蓄
積
と
企
業
粍
醐
と
が
存
し
て
ゐ
た
事
を
併
せ
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O

明
治
維
新
後
新
工
業
は
民
間
に
於
て
も
企
て
ら
れ
た
が
､
そ
の
製
品
を
需
要
す
べ
き
市
場
の
状
態
は
ど
う
で
あ

)
二
､
｡
ぎ
L.LTlj
l
｡
･L
ノ
{･
IrH.t･..iJ£
･)
王
女
Jt
JTTTL才
TX.!
劉
rL
,ら
っ
∵
O
刑
＼
.ij
馳
状
笹
ま
池
粒
状

小
姓
酷
開
帳

/
も丁
力

増
日
EE.｣り
山吻
し-
1
､｢
胡
JFrn17.

ノy
･Li
灘
月
1-で
ii一1
AJ-′iiin
.
′.

-

Jl
-
け
J.′講
｣I
∫U
-
-
-ノ
JIL

等
の
抄
造
に
そ
の
存
立
を
稚
持
せ
し
有
様
で
あ
り
'
硫
醸
工
業
は
造
幣
局
｡印
刷
局
等
に
需
要
せ
ら
る
ゝ
外
は
大
部

分
支
部
に
輸
出
せ
ら
れ
'
燐
寸
工
業
の
如
き
も
寧
ろ
支
那
市
場
に
よ
っ
て
其
磯
展
を
確
保
せ
ら
れ
し
も
の
で
あ
っ

㌔
.
近
代
的
製
錬
業
も
亦
米
闘
市
場
を
目
的
と
せ
る
も
の
で
あ
る
事
は
い
ふ
迄
も
な
い
.
之
に
封
し
て
国
内

T
般

市
場
は
'
麿
津
置
塀
其
他
封
建
的
渚
制
限
の
撤
麿
政
贋
に
よ
っ
て
徐
々
に
形
成
せ
ら
れ
'
地
租
改
正
に
よ
る
貨
幣

経
済
の
急
激
な
る
農
村
侵
入
'
並
に
西
南
戟
事
後
の
イ
ン
フ
レ
-
シ
n
ン
に
よ
っ
て
之
を
促
進
せ
ら
れ
つ
～
あ
っ

た
.
併
し
こ
の
市
場
を
利
用
し
た
も
の
は
寧
ろ
先
進
国
の
工
業
で
あ
っ
た
｡.
例

へ
ば
綿
警

印
の
如
き
そ
れ
で
あ
っ

て
'
之
を
駆
逐
す
る
た
め
に
特
に
政
府
の
紡
績
業
振
興
策
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
O

新
の
如
-
考
ふ
れ
ば
'
明
治
初
年
に
於
け
る
我
国
の
新
工
業
の
発
展
は
'
市
場
の
部
よ
り
大
な
る
制
限
を
蒙

つ

日
本
資
本
光
義
成
立
過
程
の

I
考
察

第
四
十
二
馨

1
九

五

第

1
戟

1
九
五



日
本
資
本
iil義
些

-J
過
程
の

一
考
家

弟
凹
十
二
容

1
九
六

第

t
舵

l
九
六

で
ゐ
た
も
の
で
あ
っ
て
'

新
技
術
は
虹
に
早
-
移
枇
せ
ら
れ
て
ゐ
仁
に
も
拘
ら
す
'

そ
れ
が
狗
白
の
需
要
の
側
に

於
け
る
基
礎
を
持
つ
た
め
に
は
佃
は
多
-
の
努
力
が
必
要
で
あ
っ
た
o
こ
の
努
力
は
明
治
の
初
め
の
十
数
年
間
F

主
と
し
て
政
府
に
-Lt
つ
て
致
さ
れ
'
流
通
部
面
の
資
本
主
義
化
に
よ
っ
て
補
は
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
､
従
っ
て
生

産
部
面
に
於
け
る
資
本
主
義
化
が
堅
賓
L･.
る
歩
み
を
運
び
符
る
に
至
っ
た
の
は
､
紙
幣
整
班
終
了
後
で
あ
る
と
見

･
J
ヽ
lノL

る
べ
き
で
あ
ら
-
｡
之
に
は
前
に
E,<Jr(.
た
芳
悌
者
の
朝
生
適
者
を
70
例
ゼ
考
ふ
..べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
～q淀
も
は
u

f
U

IV

六
'
結

以
上
資
本
主
義
経
済
の
諸
要
素
に
着
日
し
て
'
大
鰹
紙
幣
整
珊
終
了
頃
ま
で
の
我
閥
資
本
主
義
の
状
態
を
述
べ

L
Io
之
を
要
約
す
れ
ば
第

l
に
資
本
の
蓄
積
は
経
済
外
的
勢
力
に
よ
っ
て
'
両
も
為
政
者
の
財
政
活
動
を
通
じ
て

な
さ
れ
Ll割
合
が
頗
る
大
で
あ
っ
た
O
町
人
の
商
業
及
利
貸
資
本
の
蓄
積
も
'
そ
れ
は
多
-
封
建
諸
侯
.G
財
政
的

活
動
に
依
存
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
o
箪

1
に
こ
の
蓄
積
過
程
に
於
で
農
民
は
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
'
他
日
彼
等
が
無

産
老
化
す
べ
き
素
地
が
醸
成
せ
ら
れ
て
ゐ
L
i.
第
三
に
企
業
精
両
は
町
人
の
問
に
於
け
る
よ
り
も
寧
ろ
奮
武
士
階

級
の
間
に
生
育
L
t
之
が
資
本
と
結
び
つ
い
て
諸
々

の
資
本
主
義
的
企
業
か
出
現
し
た
O
而
し
て
第
四
に
新
工
業

技
術
は
早
-
よ
-
移
植
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
t
iE
場
の
狭
除
の
故
に
生
産
部
面
の
資
本
主
義
化
に
は
若
干
の
年
月
を

要
し
七
.
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要
す
る
に
我
国
に
放
て
は
'
外
囲
貿
易
又
は
植
民
地
の
収
奪
に
よ
る
資
本
の
蓄
積
が
貧
窮
で
あ
っ
た
1
め
'
政

和
自
ら
資
本
を
動
員
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
.
同
様
に
資
本
主
義
の
指
導
者
も
凝
晋
の
捨
督
者
,o
酋
武
士
階

級
に
侯
Ll
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
従
っ
て
江
戸
時
代
の
政
治
的
支
配
階
級
は
維
新
後
産
湊
的
支
配
者
tiIb-
t
か
-

て
本
凍
の
町
人
階
級
が
資
本
主
義
の
無
量
に
乗
出
さ
ん
と
す
れ
ば
､
此
等
の
武
士
階
級
と
結
合
す
る
必
要
が
あ
っ

た
.
こ
の
結
各
自
隈
は
虹
に
江
戸
時
代
よ
-
行
ば
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
維
新
後
に
は
資
本
と
政
柄
と
の
結
令

と
し
て
益
々
費
展
す
る
こ
と
～
な
っ
た
｡
こ
ゝ
に
我
閣
資
本
主
義
成
立
過
程
の
一
特
徴
が
あ
る
0
史
に
資
本
の
蓄

積
は
上
述
の
如
-
主
と
し
て
農
民
の
犠
牲
に
於
で
な
さ
れ
.
特
に
地
租
改
ーE
以
後
彼
等
の
間
か
ら
も
資
本
撃
が
馨

生
し
得
る
こ
と

に
な
つ
だ
と
同
帖
に
､
小
机
火
元
ま
附
掛
的
･1
配
､､
資
本
主
短
刀
箆
宝
L､
ら
粗
塗
さ
i
る
こ
と
1
LIv

つ
た
｡
即
ち
日
本
資
本
主
義
は
園
内
農
民
の
犠
牲
に
放
て
成
立
せ
る
湖
に
撃

石

特
徴
を
持
つ
C
最
後
に
日
本
資

本
主
義
は
'
幕
末
に
於
い
て
先
進
資
本
主
義
麿
湊
と
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
成
立
を
促
さ
れ
､
之
も
亦
そ

の
成
立
を
し
て
天
降
り
的
な
も
の
た
ら
し
め
た

7
の
原
因
で
あ
る
が
F
或
は
資
本
の
蓄
積
に
於
て
p
企
業
精
神
の

生
育
に
於
て
'
貧
猶
乍
ら
も
維
新
以
前
既
に
そ
の
成
立
の
基
礎
を
持
っ
て
ゐ
た
こ
と
を
附
言
し
た
い
っ
而
し
て
こ

の
基
礎
の
貧
窮
も
亦
資
本
主
義
を
政
治
的
に
育
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

T
原
因
で
あ
る
が
､
政
治
的
な
あ

ら
ゆ
る
努
力
に
も
拘
ら
す
､
流
通
部
面
の
資
本
主
義
化
と
生
産
部
南
の
そ
れ
と
の
間
に
は

一
の
段
階
が
存
し
た
の

で
あ
っ
て
､
従
っ
て
明
治
十
八
九
年
以
前
の
日
本
資
本
主
義
は
'
資
本
主
義
の
仝
軒
的
費
展

へ
の
準
備
時
代
と
見

る
こ
と
が
出
禿
よ
う
｡

日
本
資
本
主
義
成
｣1-:過
超
の

1
考
察

第
凹
十
二
怨

一
九

七

第

1
班

1
九
七


