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多
年
、
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
社
会
経
済
史
的
研
究
を
続
け
て
来
ら
れ
た
著
者
が
、

」
・
サ
ー
ス
ク
の
イ
ソ
グ
ラ
ン
ヂ
農
業
地
域
論
が
｝
九
六
七
年
公
刊
さ
れ
た

こ
と
に
力
を
得
て
、
主
命
自
身
の
ノ
ー
フ
ォ
ク
研
究
を
大
き
く
ま
と
め
ら
れ

た
。
巻
末
の
第
三
部
に
展
開
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
地
方
史
研
究
の
叙
述
が
雄
弁

に
物
語
る
よ
う
に
、
誠
に
該
博
な
知
識
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
薯
老
に
対
し

て
、
筆
渚
は
日
頃
敬
意
を
い
た
だ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
筆
者
自

身
、
か
つ
て
東
英
の
自
由
農
民
、
ソ
ッ
ク
マ
ソ
に
関
す
る
研
究
を
思
い
つ
い

た
折
に
、
文
献
史
料
に
関
す
る
貴
重
な
指
導
を
得
た
こ
と
も
あ
る
。
筆
者
の

力
董
に
て
は
、
到
底
こ
の
大
著
を
読
み
こ
な
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
著
者

の
興
味
深
い
分
析
と
実
証
に
魅
せ
ら
れ
て
拝
読
し
て
い
る
う
ち
に
、
さ
さ
や

か
な
疑
問
を
感
ず
る
と
同
時
に
貴
重
な
問
題
点
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

気
付
き
、
筆
者
の
力
量
を
も
顧
み
ず
に
あ
え
て
大
著
紹
介
の
筆
を
と
っ
た
が
、

筆
者
の
曲
解
に
も
と
つ
く
点
の
多
い
こ
と
を
恐
れ
つ
つ
、
著
者
の
寛
大
な
御

教
示
を
乞
い
願
う
所
以
で
あ
る
．

　
著
者
は
火
著
の
序
に
お
い
て
、
日
本
人
の
西
洋
史
研
究
を
、
　
「
異
質
性
は

爽
雑
物
と
し
て
排
除
し
」
、
「
静
態
的
解
剖
図
を
作
成
」
し
て
き
た
と
批
判
さ

れ
、
今
、
ノ
ー
フ
ォ
ク
に
つ
い
て
東
部
森
林
地
帯
と
西
部
平
野
地
帯
の
二
つ

の
地
帯
構
造
類
型
を
設
定
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
場
で
、
ど
う
い

う
展
開
を
み
せ
て
く
る
か
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
把
擾
を
試
み
よ
う
と
さ

れ
た
点
、
頗
る
野
心
的
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
著
者
の
意
図
が
、
第
四
章

と
第
六
章
と
に
お
い
て
と
く
に
う
ま
く
生
か
さ
れ
て
い
る
感
を
深
く
す
る
が
、

序
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ヅ
ク
な
把
握
の
秘
密
の
一
つ
は
、
東
部

森
林
地
帯
を
中
心
に
み
ら
れ
る
小
商
品
生
産
者
層
の
主
体
性
の
問
題
へ
の
注

目
（
六
頁
）
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
書
は
三
部
か
ら
な
り
、
第
一
部
は
「
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
史
研
究
」
で
第

一
章
を
あ
て
、
第
二
部
は
「
ノ
ー
フ
ォ
ク
の
社
会
経
済
発
展
と
反
権
力
闘
争

の
変
貌
」
で
第
二
章
以
下
エ
ピ
ロ
ー
グ
ま
で
の
七
章
を
あ
て
、
第
三
都
は

「
イ
ギ
リ
ス
地
方
史
研
究
の
裾
野
」
で
第
八
章
を
あ
て
て
い
る
。
著
者
は
、

分
析
の
重
点
を
、
当
然
に
第
二
都
亡
命
に
お
か
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
そ

の
点
で
、
第
一
部
、
第
一
章
は
、
い
わ
ば
第
二
部
各
章
に
お
け
る
著
者
の
分

析
の
メ
ト
！
デ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
章
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
第
一
章
「
地
方
史
研
究
の
流
れ
と
現
状
扁
に
お
い
て
、
著
者
は
、
地
方
史

研
究
の
歴
史
を
、
一
六
世
紀
か
ら
｝
九
世
紀
中
頃
の
地
方
史
協
会
の
設
立
に

い
た
る
第
一
段
階
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
州
立
古
文
書
館
の
設
立
と
、
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地
方
史
教
育
、
地
方
史
講
座
の
設
置
に
み
ら
れ
る
第
二
段
階
、
レ
ス
タ
学
派

の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
第
三
段
階
と
、
手
際
よ
く
叙
述
さ
れ
、
単
な
る
郷
土

史
に
陥
る
こ
と
な
く
、
　
「
ミ
ク
ロ
の
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
マ
ク

ロ
的
把
握
へ
の
橋
を
か
け
る
」
　
（
二
七
頁
）
と
い
う
展
望
を
も
っ
た
地
方
史

の
真
の
あ
り
方
を
、
W
・
G
・
ホ
ス
キ
ソ
ス
、
H
・
P
・
R
・
フ
ィ
ソ
バ
ー

グ
、
J
・
サ
ー
ス
ク
ら
を
中
心
と
し
た
レ
ス
タ
学
派
の
研
究
を
通
じ
て
追
求

し
て
ゆ
く
。
と
く
に
著
者
は
、
サ
ー
ス
ク
の
、
高
地
地
方
の
牧
畜
農
業
経
鴬

と
低
地
地
方
の
混
合
農
業
と
い
う
基
本
的
農
業
経
営
の
実
証
的
な
類
型
設
定

に
共
鳴
し
、
そ
れ
が
整
然
と
し
て
あ
っ
た
の
で
な
く
、
互
い
に
飛
地
と
し
て

混
題
し
て
あ
っ
た
と
い
う
サ
ー
ス
ク
の
説
明
（
四
一
一
二
頁
）
に
注
意
さ
れ

る
が
、
し
か
し
著
者
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
小
商
贔
生
産
者
層
の
主
体

性
の
問
題
凄
強
調
さ
れ
る
立
場
か
ら
、
そ
う
し
た
サ
ー
ス
ク
の
い
う
飛
地
は
、

実
は
各
地
域
的
市
場
圏
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た

（
四
二
頁
）
と
し
て
、
き
わ
め
て
綿
密
な
考
察
を
加
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ

う
し
た
類
型
的
メ
ト
…
デ
は
、
実
は
サ
ー
ス
ク
の
大
作
を
得
る
前
か
ら
著
者

が
構
想
し
て
お
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
著
者
の
独
創
的
構
想
は
高
く

評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
四
七
頁
の
「
グ
レ

イ
の
民
族
的
或
い
は
文
化
的
説
明
は
、
『
不
完
全
で
あ
る
』
と
説
く
の
で
は

な
く
て
『
間
違
っ
て
い
る
』
と
主
張
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
い
う
叙
述

の
よ
う
な
、
誠
に
難
解
な
表
現
が
各
所
に
あ
り
、
読
者
は
か
な
り
読
解
に
苦

し
ま
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
に
は
、
そ
れ
は
、
著
者
が
冗

長
な
説
明
文
を
省
略
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
難
解
な
表
現
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
筆
者
は
、
サ
ー
ス
ク
の
類
型
論
に
つ
い
て
、
ト
イ
ン
ビ

ー
的
文
化
圏
論
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
実
証
史
学
の
伝
統
が
は
し
な
く
も
現
わ
さ

れ
て
い
る
も
の
と
い
う
感
を
強
く
持
つ
が
、
そ
こ
か
ら
当
然
に
、
個
体
を
強

調
す
る
ド
イ
ツ
歴
史
主
義
的
立
場
に
あ
る
者
か
ら
す
る
反
論
も
期
待
さ
れ
よ

う
。
勿
論
こ
の
問
題
は
著
書
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
そ
う
し

た
イ
ギ
リ
ス
実
証
史
学
の
持
つ
功
罪
に
つ
い
て
関
心
を
懐
か
せ
ら
れ
る
の
は

筆
者
ひ
と
り
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
二
部
に
移
っ
て
第
二
章
「
一
．
一
世
紀
の
社
会
経
済
構
造
」
で
は
、
著
者

の
独
創
的
な
類
型
論
が
前
面
に
出
さ
れ
て
ド
ゥ
ー
ム
ズ
デ
イ
・
ブ
ヅ
ク
を
分

析
し
、
色
々
細
心
な
注
意
を
さ
れ
た
上
で
、
東
部
森
林
地
帯
は
、
散
村
的
伝

統
を
持
っ
た
地
帯
で
、
非
典
型
的
マ
ナ
ー
が
多
く
、
デ
…
ン
的
伝
統
を
と
ど

め
た
自
由
農
民
が
多
く
て
一
村
落
が
多
マ
ナ
ー
に
分
か
れ
て
お
り
、
卿
、
ナ
ー

支
配
が
ゆ
る
い
と
い
う
特
色
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
反

し
て
西
部
平
野
地
帯
は
、
重
弁
的
地
帯
で
、
典
型
的
マ
ナ
…
が
比
較
的
多
く
、

一
村
落
が
多
マ
ナ
ー
に
分
れ
る
こ
と
な
く
マ
ナ
ー
的
支
配
が
強
い
と
い
う
伝

統
を
そ
な
え
て
い
た
こ
と
が
分
析
ざ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
三
章
「
一
二
二

三
世
紀
の
社
会
経
済
発
展
扁
に
お
い
て
、
単
な
る
類
型
論
に
堕
し
な
い
た
め

の
注
意
を
さ
れ
、
ノ
…
フ
ォ
ク
一
般
に
中
小
規
模
の
所
領
が
多
く
、
そ
の
経

130 （130）



評書

営
は
不
安
定
で
、
土
地
の
購
入
、
交
換
に
も
と
つ
く
移
動
が
き
わ
め
て
多
い

こ
と
を
強
調
さ
れ
、
比
較
的
に
経
営
が
安
定
し
て
い
た
霊
界
領
で
も
、
一
一

〇
一
年
創
設
の
ノ
リ
ッ
ジ
修
道
院
領
が
示
す
よ
う
に
、
新
興
中
小
修
道
院
領

特
有
の
小
片
地
の
集
積
と
い
う
特
色
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。

　
そ
の
間
に
著
者
が
得
ら
れ
た
分
析
結
果
は
一
々
説
得
的
な
結
果
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
の
分
析
結
果
を
、
も
う
少
し
著
者
の
類
型
論
の
基
本
に
期

し
て
ま
と
め
て
貰
い
た
か
っ
た
と
い
う
望
蜀
の
望
み
を
持
っ
た
が
、
筆
老
の

理
解
し
得
た
最
深
の
重
要
な
視
角
、
す
な
わ
ち
小
商
品
生
産
者
1
1
直
接
生
産

者
相
互
の
局
地
的
な
市
場
の
展
開
（
一
五
一
頁
）
に
関
す
る
、
類
型
論
を
こ

え
た
分
析
視
点
を
高
く
評
価
し
た
い
。

　
そ
れ
だ
け
に
小
商
品
生
産
の
展
開
如
何
は
著
者
に
と
っ
て
重
要
な
核
心
と

な
る
が
、
一
三
・
四
世
紀
の
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
ダ
リ
ア
に
お
け
る
早
熟
的
展

開
を
批
判
さ
れ
た
三
好
洋
子
教
授
の
所
論
に
対
し
て
、
著
老
は
補
論
を
設
け

て
反
論
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
著
者
は
、
十
三
世
紀
に
お
け
る
封
建
的
最
盛
期

が
、
封
建
制
解
体
に
連
な
る
小
商
晶
生
産
の
胎
動
期
で
も
あ
る
と
強
調
し
、

さ
ら
に
そ
の
小
商
品
生
産
を
領
主
的
市
場
と
す
る
三
好
教
授
の
反
論
に
対
し

て
も
、
領
主
制
下
に
あ
る
な
し
を
問
わ
ず
、
そ
こ
に
ま
こ
う
べ
く
も
な
く
成

立
し
て
い
た
農
民
の
小
商
品
生
産
者
化
の
事
実
そ
の
も
の
を
尊
重
さ
れ
る
辺

り
は
、
著
者
の
論
旨
の
核
心
に
ふ
れ
る
論
点
で
あ
る
だ
け
に
執
拗
で
あ
り
、

そ
の
真
剣
な
論
説
に
は
好
感
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　
第
四
章
コ
四
世
紀
『
一
揆
』
の
社
会
経
済
的
背
景
」
は
、
よ
う
や
く
著

者
の
類
型
論
的
視
点
が
具
体
的
実
証
へ
と
開
花
す
る
章
で
あ
り
、
そ
の
分
析

は
、
当
然
に
、
東
部
森
林
地
帯
に
お
い
て
明
確
に
農
村
工
業
と
し
て
展
開
し

て
い
た
ウ
ス
テ
ッ
ド
産
業
構
造
に
具
象
化
さ
れ
て
い
た
小
商
品
生
産
に
集
中

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
農
村
工
業
の
展
開
が
マ
ナ
ー
経
営
に
与
え
た
影
響
に
つ

い
て
、
同
じ
東
部
森
林
地
帯
に
属
す
る
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
・
マ
ナ
ー
と
ギ
ミ
ソ

ガ
ム
・
ソ
ー
ク
と
の
対
照
が
強
調
さ
れ
、
フ
ォ
ン
セ
ッ
ト
・
マ
ナ
…
に
お
い

て
は
、
領
主
が
地
代
収
得
者
と
化
し
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
共
同
体
把
握
、
領

主
支
配
を
保
持
し
、
農
民
の
伝
統
的
身
分
的
支
配
を
固
守
し
た
が
、
後
者
ギ

、
・
・
ソ
ガ
ム
・
ソ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
な
お
そ
の
上
に
、
直
領
地
の
残
存
、
賦

役
の
残
存
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
重
視
し
、
そ
れ
が
ギ
ミ
ン
ガ
ム
・
ソ
ー
ク
を

一
揆
の
中
心
た
ら
し
め
た
所
以
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
と
え
僅
か
で
は
あ
れ
、

残
さ
れ
て
い
た
賦
役
負
担
農
は
、
小
商
品
生
産
が
展
開
し
て
農
民
の
経
済
的

地
位
の
差
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
程
、
そ
れ
だ
け
強
く
一
揆
へ
と
か
り
立
て

ら
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
ウ
ス
テ
ッ
ド
産
業
、
小
生
産
老
層
の
進

展
が
一
揆
の
組
織
化
を
成
功
せ
し
め
た
と
し
て
、
一
揆
の
半
農
半
工
性
を
強

調
し
、
そ
の
鼠
標
も
反
賦
役
だ
け
で
な
く
、
身
分
制
廃
止
、
人
格
的
自
由
の

確
認
を
含
む
、
正
に
労
働
者
法
令
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
（
二
＝
一
頁
）
と
力

説
さ
れ
る
。
筆
者
は
そ
の
所
説
に
一
々
示
唆
を
う
け
る
の
み
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
一
八
一
頁
の
ノ
リ
ッ
ジ
市
に
み
ら
れ
る
輸
出
商
人
と
問
屡
制
商
人
と
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の
差
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
小
商
品
生
産
渚
と
輸
出
商
人
と
の

結
び
つ
き
が
重
要
な
だ
け
に
、
そ
の
差
違
の
持
つ
意
義
を
詳
説
し
て
貰
い
た

か
っ
た
。

　
第
五
章
「
絶
対
王
制
期
の
農
業
1
1
土
地
問
題
」
で
は
、
金
納
化
は
封
建
制

荘
園
の
解
体
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る

が
、
金
納
化
以
後
の
領
主
的
経
営
の
持
続
を
、
例
の
直
営
地
一
括
軽
輩
、
総

借
地
農
の
出
現
、
そ
れ
に
も
と
つ
く
村
共
同
体
意
識
の
存
続
を
申
心
に
強
調

さ
れ
る
。
吉
岡
教
授
の
指
摘
以
来
、
筆
者
に
も
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る

問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
一
括
借
地
農
の
権
限
、
い
わ
ゆ
る
寄
生
地
主
の
権
限

は
、
封
建
制
の
単
な
る
再
版
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
何
ら
か
異
な
る
も

の
で
あ
っ
た
の
か
、
も
し
異
な
る
と
す
れ
ぼ
ど
の
よ
う
に
異
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
著
者
の
見
解
を
示
し
て
貰
い
た
か
っ
た
。

　
そ
の
点
に
関
し
て
、
著
者
が
指
摘
さ
れ
た
西
部
平
野
地
帯
（
典
型
的
卿
、
ナ

ー
的
地
帯
）
に
お
け
る
法
廷
機
能
の
低
下
が
、
封
建
的
領
主
権
の
総
借
地
農

権
へ
の
交
代
と
、
そ
の
両
者
の
権
限
の
差
違
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
興

味
深
く
思
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
筆
者
の
曲
解
に
根
ざ
す
誤
解
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
点
に
つ
け
て
も
、
二
五
一
頁
の
新
し
い
借
地
農
の
村
共
同
体
把
握

は
、
古
い
領
主
の
村
共
同
体
把
握
と
ど
う
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
や

は
り
見
事
の
頭
に
こ
び
り
つ
い
て
離
れ
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。

　
つ
ぎ
に
農
民
経
営
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
半
農
半
張
的
零
細
農
が
多
い
、

そ
し
て
農
民
層
分
解
の
停
滞
的
な
東
部
森
林
村
費
と
、
大
借
地
農
が
出
現
し

て
、
農
民
層
分
解
が
か
な
り
進
行
し
て
い
た
西
都
平
野
地
帯
と
が
対
照
さ
れ

る
。
角
山
教
授
の
ヨ
ー
マ
ソ
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
上
昇
論
を
介
し
て
、
　
「
資
本
家

的
富
農
層
に
と
っ
て
は
、
領
主
権
の
分
割
1
1
消
滅
は
次
善
の
策
に
す
ぎ
な
か

っ
た
」
　
（
三
〇
七
頁
）
と
い
わ
れ
る
著
者
の
意
図
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と

は
出
来
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
、
封
建
領
主
制
と
い
わ
ゆ
る
地
主
翻
と
の

さ
き
の
問
題
に
関
連
す
る
疑
問
が
つ
き
ま
と
う
。

　
第
六
章
「
ケ
ッ
ト
の
叛
乱
」
で
は
、
蜜
蝋
教
授
の
一
揆
論
を
、
全
章
の
分

析
を
も
っ
て
批
判
す
る
と
い
う
形
が
と
ら
れ
る
。
著
者
の
意
図
の
一
つ
は
、

そ
の
主
導
的
役
割
を
果
し
た
も
の
は
や
は
り
小
商
品
生
産
者
層
で
あ
っ
た
こ

と
、
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
大
切
な
も
う
一
つ
の
力
点
戴
、
半
農
半
工
的
小
商

品
生
産
者
層
の
村
共
同
体
保
持
の
執
着
を
強
く
み
せ
た
反
乱
で
、
き
わ
め
て

保
守
的
な
反
乱
で
あ
っ
た
こ
と
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
反
資
本
主
義
の

反
乱
で
あ
り
、
一
四
世
紀
や
一
七
世
紀
の
反
乱
と
は
岡
列
に
繋
が
ら
な
い
と

い
う
著
者
の
主
張
が
重
要
で
あ
る
。
と
く
に
著
者
は
、
こ
の
叛
乱
に
お
い
て
、

富
岡
教
授
の
農
畏
的
近
代
化
コ
ー
ス
の
考
え
に
疑
問
を
い
だ
・
き
、
　
一
歩
先
ん

じ
た
富
農
が
か
つ
て
の
仲
間
を
圧
殺
し
て
ゆ
く
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調

さ
れ
る
が
、
さ
り
と
て
地
主
的
近
代
化
コ
ー
ス
と
も
主
張
し
た
く
な
い
（
三

六
六
頁
）
と
さ
れ
る
辺
り
、
富
岡
教
授
へ
の
批
判
を
介
し
て
、
い
わ
ば
近
代

化
の
ユ
…
ト
ピ
ア
酌
楽
観
論
を
戒
し
め
、
近
代
化
の
き
び
し
さ
を
強
調
さ
れ
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以

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ケ
ッ
ト
も
借
地
農
、
地
主
で
あ
っ
た
が
、
新
参
者
で

あ
っ
て
古
参
港
か
ら
ボ
イ
コ
ヅ
ト
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
る
点
は
興
味
深
い
・

そ
し
て
絶
薄
王
制
の
政
策
基
調
に
言
及
し
て
、
絶
対
王
制
は
、
要
す
る
に
現

状
の
諸
権
限
を
吸
収
す
る
も
の
で
、
そ
の
路
線
は
現
状
維
持
で
あ
り
、
社
会

的
分
業
、
分
解
の
凍
結
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
で
小
農
民
、
小
生
産
考

層
を
保
護
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
三
六
九
－
七
〇
頁
）

が
、
こ
の
展
望
は
、
著
者
の
多
年
に
繁
る
着
実
な
ノ
ー
フ
ォ
ク
社
会
経
済
史

的
分
析
研
究
の
積
み
重
ね
の
上
で
禺
さ
れ
た
、
貴
重
な
結
論
で
あ
り
、
第
二

部
、
否
、
本
著
全
巻
の
結
論
、
展
望
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
、

　
第
七
章
で
は
「
｝
五
一
　
七
世
紀
の
ウ
ス
テ
ッ
ド
工
業
史
」
が
加
え
ら
れ
、

ノ
ー
フ
ォ
ク
に
お
い
て
は
、
ウ
ス
テ
ヅ
ド
産
業
は
当
地
の
農
村
工
業
の
伝
統

を
具
象
化
し
て
い
る
も
の
で
、
一
六
世
紀
に
関
す
る
限
り
、
都
市
商
人
が
農

村
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
発
展
を
含
め
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
、
一
六
世

紀
の
諸
法
令
は
、
製
晶
贔
質
の
規
制
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
農
村
工
業
抑

圧
の
意
図
を
そ
こ
に
窺
う
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
を
強
調
さ
れ
、
エ
ピ
ロ
ー

グ
で
本
著
の
類
型
論
に
も
と
づ
い
た
実
証
的
研
究
を
結
ば
れ
る
。

　
第
三
部
、
第
八
章
「
地
方
史
刊
行
物
の
紹
介
扁
は
一
三
〇
頁
に
及
ぶ
も
の

で
あ
り
、
誠
に
該
博
な
著
者
の
面
目
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
史
料
紹
介
で
あ

り
、
筆
者
如
き
浅
学
者
は
た
だ
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
は

イ
ジ
、
リ
ス
地
方
史
研
究
の
裾
野
と
い
う
標
題
を
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

だ
け
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
地
方
史
刊
行
物
が
在
京
各
大
学
に
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
日
本
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
地
方
史
研
究
の
裾
野
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

何
よ
り
も
、
著
者
の
造
詣
の
裾
野
を
示
す
も
の
と
い
う
べ
く
、
全
く
感
嘆
の

外
は
な
い
。

　
以
上
と
り
急
い
で
大
著
を
紹
介
し
た
が
、
筆
者
の
力
量
で
は
如
何
と
も
し

が
た
い
点
も
多
く
、
文
中
、
筆
者
の
曲
解
に
も
と
づ
い
た
疑
聞
も
多
か
っ
た

こ
と
を
恐
れ
る
。
終
り
に
改
め
て
著
者
の
多
年
の
御
労
苦
が
こ
の
よ
う
な
立

派
な
、
ま
た
ユ
ニ
…
ク
な
内
容
と
史
料
と
を
持
つ
大
著
に
結
実
し
た
こ
と
を

著
者
と
と
も
に
喜
び
、
今
後
変
ら
ぬ
御
教
示
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
切
望
し

て
稿
を
終
え
た
い
。

　
　
　
　
　
（
A
5
覇
　
葺
七
八
頁
　
昭
和
四
七
年
三
月
米
来
社
刊
　
四
八
○
○
門
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
阪
揮
二
女
子
大
学
教
授
・
高
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