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書
　
　
評

西
岡
虎
之
助
著

　
　
荘
園
更
の
研
究

上

璽

　
本
書
が
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
る
と
云
う
こ
と

を
聞
い
た
の
は
確
か
一
昨
年
で
あ
っ
た
。
昭
和
の
初

年
頃
か
ら
長
篇
の
論
文
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
発
表
し
て
、

今
日
の
荘
園
研
究
の
基
礎
を
作
り
上
げ
る
の
に
大
い

に
寄
与
さ
れ
た
西
岡
氏
の
荘
園
の
業
績
が
、
全
集
の

形
で
一
部
の
書
籍
に
咬
め
ら
れ
る
と
蚤
う
こ
と
は
、

瀧
園
を
研
究
す
る
者
に
取
っ
て
、
こ
の
上
も
な
い
好

郡
合
の
こ
と
で
あ
り
、
研
究
自
体
も
深
み
を
加
え
る

こ
と
に
な
ろ
う
と
、
出
版
の
日
を
心
待
ち
に
待
っ
て

い
た
が
、
仲
々
に
発
売
さ
れ
な
い
。
漸
く
最
近
に
な

っ
て
売
出
さ
れ
た
も
の
を
見
る
と
、
A
5
版
本
丈
八

四
九
頁
索
引
三
五
頁
、
挿
図
原
色
版
一
頁
コ
ロ
タ
イ

プ
一
頁
、
写
真
銅
版
及
凸
版
折
込
七
頁
、
刷
込
三
頁

と
云
う
大
部
の
本
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
書
を
出
版
す

る
こ
と
は
並
々
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
、
思

わ
れ
た
。
そ
の
困
難
を
お
し
て
繊
塵
に
当
ら
れ
た
著

者
の
西
岡
氏
と
出
［
版
書
璋
の
岩
波
書
店
に
先
ず
感
謝

の
意
を
表
し
た
い
。

　
さ
て
本
書
に
収
め
ら
れ
た
論
文
は
全
部
で
十
一
篇

で
、
史
掌
雑
誌
、
論
難
地
理
、
史
苑
、
歴
史
掌
研
究

歴
史
教
育
等
の
雑
誌
や
、
岩
波
講
座
日
本
歴
史
、
東

洋
史
論
叢
、
東
亜
社
会
研
究
等
の
論
集
に
発
表
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
論
文
の
配
列
順
は
初
め
に
概
論
、

次
に
古
代
か
ら
近
世
へ
と
取
扱
つ
た
時
代
の
順
に
な

っ
て
い
る
が
、
成
稿
順
に
論
文
を
読
む
と
、
昭
和
八

九
年
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
前
は
西
岡
氏
の
主
と
し

て
古
代
、
以
後
は
主
と
し
て
中
世
近
世
と
、
時
代
に

対
す
る
関
心
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
そ

れ
と
同
時
に
著
者
の
研
究
の
態
度
に
も
自
ら
変
化
が

あ
っ
た
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
次
に
成
稿
順
に
論
文

の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

武
士
階
級
結
成
の
削
要
因
と
し
て
の

「
牧
」
の
癸
展

　
こ
れ
は
大
正
十
四
年
の
成
稿
で
あ
る
。
奈
良
時
代

の
軍
団
の
兵
と
、
平
安
時
代
中
期
に
嶺
生
し
た
武
士

と
で
は
、
質
は
異
な
る
が
、
騎
兵
で
あ
る
点
で
は
両

者
は
一
致
し
て
い
る
と
云
5
観
点
か
ら
、
両
者
に
騎

馬
を
供
給
し
た
牧
の
発
展
に
注
目
し
、
そ
の
変
遷
の

過
程
の
ろ
ち
か
ら
、
武
士
階
級
結
成
の
要
因
を
見
出

だ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
．
、
牧
は
大
宝
令
の
規
定

で
制
度
が
完
備
し
、
そ
の
後
令
制
の
弛
緩
に
俸
な
つ

八
六

て
、
宮
牧
、
勅
旨
牧
、
私
牧
へ
と
変
質
し
、
後
に
は

完
金
に
荘
園
化
し
、
経
営
の
中
心
も
朝
廷
貴
族
か
ら

地
方
土
豪
に
移
っ
た
が
、
著
者
は
研
究
の
重
点
を
変

質
の
過
程
に
お
き
、
牧
に
つ
い
て
の
史
料
は
細
大
洩

ら
さ
ず
蒐
集
し
、
そ
れ
ら
を
尽
く
便
っ
て
牧
の
歴
史

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
、
精
力
的
な
努
力
を
集
中

し
た
。
こ
の
努
力
は
西
岡
氏
の
論
文
の
す
べ
て
に
窺

わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
氏
の
業
績
が
高
く
評
価
さ

れ
る
理
由
の
一
つ
は
こ
こ
に
在
る
。
氏
が
論
文
の
む

す
び
と
し
て
強
調
し
た
こ
と
は
、
武
土
の
う
ち
で
も

殊
に
東
国
の
武
士
に
は
荘
園
化
し
た
牧
の
管
理
者
が

多
か
っ
た
事
実
で
あ
っ
て
、
普
通
の
荘
園
を
研
究
し

た
だ
け
で
は
証
明
し
難
い
武
士
と
荘
園
管
理
者
と
の

関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
　
ミ
ヤ
ケ
よ
り
薯
園
へ
の
癸
達

　
昭
和
八
年
の
成
稿
で
あ
る
。
ミ
ャ
ヶ
は
大
化
改
号

以
前
の
経
馬
体
で
、
土
地
、
人
、
建
物
を
要
素
と
し

て
持
っ
て
お
り
、
大
化
改
新
に
依
っ
て
廃
止
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
廃
止
は
全
部
で
な
く
、

一
部
は
屯
田
御
宅
田
と
し
て
残
さ
れ
、
そ
の
外
の
も

の
も
令
制
の
弛
緩
す
る
に
連
れ
て
復
活
し
た
、
そ
れ

が
荘
園
で
あ
る
と
云
弓
観
点
か
ら
両
者
の
関
係
を
明

ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ミ
ャ
ヶ
は
著
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者
に
依
る
と
、
初
め
は
経
済
体
で
あ
っ
た
が
、
後
日

行
政
体
へ
変
化
す
る
過
程
を
辿
っ
た
と
し
、
郡
、

郷
、
村
の
う
ち
に
は
ミ
ヤ
ケ
時
代
の
倉
庫
を
そ
の
蜜

ま
に
保
有
し
た
も
の
も
あ
っ
た
と
し
、
屯
田
叉
は

郡
、
郷
、
村
に
転
化
せ
ず
に
一
応
廃
止
さ
れ
た
ミ
ャ

ケ
で
も
倉
庫
の
存
続
が
契
機
と
な
っ
て
復
活
へ
と
向

っ
て
行
っ
た
で
あ
ろ
ろ
と
云
5
の
で
あ
る
．
．
ミ
ヤ
ケ

か
ら
荘
園
へ
の
過
程
は
初
期
荘
園
の
性
質
を
決
定
し

た
重
要
な
要
素
で
あ
る
し
、
ミ
ヤ
ケ
の
構
造
に
は
も

っ
と
深
く
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ

る
。
著
者
は
敗
戦
後
出
版
の
薪
元
本
史
講
座
で
ミ
ヤ

ケ
で
生
産
的
労
働
に
従
事
し
た
部
民
・
奴
鉾
に
つ
い

て
、
こ
の
論
文
と
は
全
く
異
っ
た
観
点
か
ら
執
筆
し

た
が
、
そ
れ
が
こ
の
論
文
に
併
載
さ
れ
て
い
る
が
、

倉
庫
を
警
護
に
ミ
ヤ
ケ
が
屯
田
や
郡
郷
等
の
新
し
い

制
度
に
転
化
し
た
と
の
見
解
に
つ
い
て
も
、
猶
問
題

が
残
さ
れ
て
い
る
よ
5
に
思
わ
れ
る
。

初
期
荘
園
制
に
於
け
る
土
地
占
有
形
態

　
前
の
論
文
と
同
じ
く
昭
和
八
年
に
書
き
上
げ
ら

れ
、
大
化
改
薪
以
前
に
氏
族
が
占
有
し
て
い
た
屯
倉

聞
荘
な
ど
の
領
域
が
改
薪
以
後
に
旧
事
上
の
更
生
形

態
で
あ
る
豪
族
所
有
の
荘
園
と
し
て
復
活
し
た
際
の

土
地
の
占
有
形
態
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
著

書

評

者
に
依
る
と
こ
の
種
の
荘
園
の
地
積
は
広
大
で
あ
っ

た
が
、
地
種
は
空
閑
地
が
多
く
、
領
知
権
は
当
初
薄

弱
で
あ
り
、
観
念
的
で
あ
る
の
を
免
れ
な
か
っ
た
．
－

併
し
荘
園
化
傾
向
が
深
ま
る
に
つ
れ
、
こ
の
種
の
領

知
権
は
次
第
に
否
定
さ
れ
、
現
実
的
な
強
固
な
領
知

権
が
樹
立
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
実
例
と
し

て
、
播
摩
国
賀
茂
椅
鹿
山
を
め
ぐ
っ
て
、
摂
津
住
吉

神
社
と
地
元
の
満
水
寺
が
平
安
時
代
の
後
期
天
治
二

年
に
領
有
権
を
争
っ
た
事
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

椅
鹿
山
が
大
化
改
新
以
前
か
ら
住
吉
社
の
所
有
で
あ

っ
た
こ
と
は
住
吉
社
年
代
記
に
依
る
の
で
あ
っ
て
、

同
書
の
史
料
的
信
慧
性
は
今
一
つ
明
ら
か
で
な
い

が
、
奈
良
時
代
前
期
に
華
族
や
社
寺
が
争
っ
て
占
有

・
し
た
未
開
地
や
山
林
の
領
有
権
が
多
分
に
観
念
的
な

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
に
現
実
的
な
領
有
権
に
置

き
換
え
ら
れ
る
運
命
に
在
っ
た
こ
と
は
、
悪
者
の
指

摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
　
荘
園
制
の
癸
達

　
こ
れ
も
亦
前
の
二
つ
の
論
交
と
同
じ
く
昭
和
八
年

に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
荘
園
制
の
概
論
と
し
て
岩

波
講
座
日
本
歴
史
に
発
表
さ
れ
た
、
著
者
の
論
文
と

し
て
は
恐
ら
く
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
論
文
で
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
末
期
ま
で
の
荘
園
で
あ
る

が
、
個
々
の
荘
園
の
実
例
は
何
一
つ
引
か
ず
に
、
し

か
も
荘
園
の
成
立
・
構
造
・
発
達
に
つ
い
て
の
類
型
を

浮
彫
り
の
よ
5
に
示
し
た
こ
と
は
驚
嘆
に
値
す
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
こ
の
論
文
は
著
者
の
長
い
荘
園
研
究

の
5
ち
で
も
恐
ら
く
一
つ
の
頂
点
を
な
す
も
の
で
あ

ろ
う
．
．

　
　
荘
園
に
お
け
る
倉
庫
の
経
営
と

　
　
港
湾
と
の
関
係

　
こ
の
論
文
も
亦
昭
和
八
年
の
成
稿
で
、
前
掲
の
荘

園
制
の
発
達
の
裏
付
に
相
当
す
る
荘
園
の
個
別
研
究

の
集
大
成
で
あ
る
．
－
こ
の
論
文
は
、
倉
庫
の
経
営
と

そ
の
機
能
、
荘
園
の
鞘
組
よ
り
荘
園
の
港
湾
へ
の
発

展
、
荘
園
の
港
湾
よ
り
港
湾
の
荘
園
へ
の
発
展
、
港

湾
の
荘
園
に
お
け
る
問
の
発
逮
の
四
部
に
分
れ
て
お

り
、
ミ
ヤ
ケ
の
継
受
形
態
で
あ
る
初
期
荘
園
で
は
倉

庫
は
猶
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
そ
の
倉
庫
の
機
能
の

水
上
交
通
の
条
件
と
結
合
し
て
特
殊
の
発
展
変
質
を

遂
げ
、
荘
園
を
港
湾
の
形
態
に
ま
で
誘
導
す
る
と
云

う
観
点
か
ら
、
敷
急
患
平
安
両
時
代
の
荘
［
園
で
今
日
、

史
料
が
残
っ
て
い
る
も
の
は
残
ら
ず
と
り
あ
げ
、
そ

の
発
展
の
あ
と
を
追
求
し
ょ
》
つ
と
し
た
も
の
で
、
前

の
「
牧
」
の
論
丈
に
見
ら
れ
た
精
力
的
な
努
力
が
、

こ
こ
に
再
び
繰
返
さ
れ
た
の
は
、
た
だ
た
だ
驚
嘆
の

八
七
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書

評

外
は
な
い
。
港
湾
に
関
連
し
て
、
貨
物
の
運
送
、
保

管
、
交
易
を
業
と
し
た
闘
の
発
達
を
あ
と
ず
け
た
こ

と
も
、
学
界
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
た
。

　
　
荘
園
制
の
崩
壊
と
大
名
領
制
の
成
立

　
昭
和
九
年
の
成
稿
で
、
歴
史
教
育
に
発
表
さ
れ
た

が
、
取
扱
つ
た
時
代
や
論
文
の
構
成
か
ら
云
5
と
、

岩
波
講
座
の
荘
園
制
の
発
達
の
続
篇
に
相
当
す
る
も

の
で
あ
る
。
荘
園
制
の
崩
壊
の
契
機
を
地
領
の
設
置

に
求
め
、
大
名
領
制
の
成
立
は
守
護
の
墨
展
に
始
ま

る
と
す
る
の
は
通
説
と
同
様
で
あ
る
が
、
大
名
領
制

の
基
本
的
な
性
格
は
ヤ
荘
園
の
代
り
に
、
村
落
を
政

治
的
な
組
織
単
位
と
七
た
こ
と
で
あ
る
と
明
言
し
た

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
中
世
に
お
け
る
［
荘
園
の
消
長

　
昭
和
十
一
年
の
成
稿
で
、
大
徳
寺
領
紀
伊
国
高
家

庄
を
取
扱
つ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
聴
に
つ
い
て
は

南
北
朝
時
代
に
作
製
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
絵
図
が
現

存
し
て
お
り
、
重
要
交
化
財
に
指
完
さ
れ
て
い
る

が
、
著
者
は
こ
の
絵
図
を
原
色
版
に
し
て
口
絵
に
か

か
げ
、
鎌
倉
、
室
町
、
戦
国
の
三
時
代
に
乗
り
、
度

々
領
主
を
変
え
た
歴
史
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
　
中
世
に
お
け
る
土
地
配
分
形
態

　
昭
和
十
二
年
の
成
稿
で
、
大
和
国
乙
木
荘
の
交
永

年
聞
の
条
里
坪
付
図
を
手
懸
り
に
し
て
、
中
世
荘
園

の
耕
地
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
ょ
5
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
坪
付
図
は
中
世
の
荘
園
と
し
て
は
珍

ら
し
く
荘
園
の
全
区
域
を
含
み
、
七
か
も
耕
地
の
一

筆
毎
に
地
積
・
地
種
・
地
籍
・
地
主
・
年
貢
・
小
作

人
を
注
し
て
あ
る
類
例
の
少
い
も
の
で
あ
る
。
著
者

は
こ
の
図
の
綿
密
な
研
究
か
ら
、
乙
木
荘
四
八
町
の

う
ち
に
は
他
領
分
が
約
一
割
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を

始
め
と
し
て
領
主
・
地
主
・
自
作
農
・
自
小
作
農
・

・
小
作
農
に
分
け
て
、
そ
の
保
有
地
又
は
耕
作
地
の
面

積
や
収
入
を
明
ら
か
に
し
た
。
中
世
の
荘
園
で
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
こ
れ
程
に
明
確
に
な
る
こ
と
は
珍
ら

し
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
論
文
の
発
表
が
学
界
に

与
え
た
刺
激
も
亦
頗
る
大
き
か
っ
た
。
注
目
さ
れ
た

主
な
点
は
班
田
制
下
の
耕
地
の
在
り
方
が
荘
園
の
弓

ち
に
こ
の
頃
ま
で
明
瞭
に
残
っ
て
い
た
と
云
5
こ
と

で
あ
り
、
今
一
つ
は
畑
を
含
め
て
す
べ
て
の
耕
地
が

蕊
民
に
均
分
す
る
よ
う
に
忙
々
に
分
散
し
て
割
当
て

ら
れ
た
と
云
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て

い
く
つ
か
の
新
ら
し
い
論
交
が
作
ら
れ
た
。

近
世
庄
屋
の
源
流

　
昭
和
†
二
年
の
成
稿
で
、
極
予
國
字
摩
郡
上
山
村

の
土
濠
日
野
豊
田
家
の
系
譜
を
輿
料
に
、
戦
国
時
代

八
八

に
郎
等
百
二
十
何
名
を
つ
れ
て
山
村
に
入
植
し
、
阿

波
公
方
を
始
め
、
四
国
の
領
主
と
も
交
際
の
あ
っ
た

日
野
豊
田
家
が
、
近
世
の
所
謂
純
粋
封
建
制
の
成
立

と
共
に
、
先
ず
領
主
の
資
格
を
失
っ
て
家
臣
格
の
武

士
に
払
落
し
、
次
い
で
武
土
の
資
格
を
輩
わ
れ
て
本

百
姓
格
と
な
り
、
庄
屋
に
補
さ
れ
た
が
、
後
に
は
庄

屋
も
失
っ
て
普
通
の
本
胃
姓
と
な
り
、
そ
の
学
行
高

も
二
〇
〇
石
か
ら
四
三
石
に
減
少
す
る
歴
史
を
明
ら

か
に
し
た
。
日
野
豊
田
家
の
本
家
が
次
第
に
没
落
し

た
の
に
対
し
て
、
も
と
郎
等
家
来
で
あ
っ
た
被
官
武

士
は
、
主
家
の
武
士
格
喪
失
に
伴
な
っ
て
被
官
百
姓

化
し
た
が
、
時
代
の
進
む
と
共
に
そ
の
な
か
か
ら
本

百
姓
に
昇
る
者
が
現
れ
る
と
云
5
傾
向
を
次
第
に
鮮

明
に
し
て
お
り
、
近
世
の
村
落
の
歴
史
が
ど
の
よ
う

な
過
程
を
辿
る
も
の
で
あ
る
か
を
あ
ざ
や
か
に
示
し

て
い
る
。申

達
に
お
け
る
条
理
制
に

喧
と
つ
く
荘
園

　
昭
和
十
七
年
の
成
稿
で
、
談
山
［
神
社
領
の
大
和
国

箸
喰
・
忌
部
・
膳
夫
、
百
済
の
四
荘
を
そ
れ
ぞ
れ
差

図
と
交
書
に
依
り
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
噂
差
図
に

依
っ
て
耕
地
の
配
分
状
況
、
社
寺
の
所
在
な
ど
、
村

落
と
し
て
の
景
観
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
、
二
神
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に
依
っ
て
近
世
の
筥
済
荘
の
虚
数
や
、
食
費
支
給
の

購
役
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
重
要
な
こ
と
で
あ

る
。

　
　
中
世
後
期
農
村
の
経
済
的
構
造
．
と

　
　
そ
の
変
遷

　
相
模
国
柳
川
郷
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
昭
聯
縞

入
年
の
成
稿
で
あ
る
。
柳
川
郷
に
は
永
正
四
年
、
慶
長

十
六
年
、
廓
兄
永
十
七
年
の
検
地
帳
が
保
存
さ
れ
て
い

る
の
を
利
用
し
て
、
嘗
っ
て
乙
木
荘
の
研
究
に
用
い

た
の
と
同
様
な
研
究
法
に
依
り
、
颪
二
十
年
以
上
に

亙
る
長
い
期
先
に
亙
る
柳
川
郷
の
経
済
的
構
造
の
変

化
を
明
ら
か
に
し
た
。
村
民
一
戸
毎
に
そ
の
保
有
す

．
る
照
畠
屋
敷
の
面
積
を
計
出
し
、
そ
れ
を
基
に
し
、

統
計
的
数
字
を
基
礎
に
し
た
所
論
が
大
き
な
説
得
力

を
持
つ
た
の
は
当
然
で
、
敗
戦
後
頓
に
盛
ん
と
な
っ

た
検
地
帳
の
研
究
は
こ
の
刺
激
に
因
っ
た
も
の
と
雪

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
以
上
粗
雑
な
紹
介
で
著

者
に
対
し
て
誠
に
申
訳
な
い
が
、
今
後
荘
園
研
究
に

志
ざ
す
も
の
に
飯
っ
て
は
こ
の
書
が
必
ず
読
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
書
で
あ
る
こ
と
は
推
察
し
て
頂
け
る

か
と
思
い
、
紹
介
の
筆
を
執
っ
た
次
第
で
あ
る
。
．
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最
近
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
の
研
究
は
、

ト
イ
ン
ビ
イ
的
「
断
続
」
説
を
修
正
し
、
そ
れ
が
数

世
紀
に
わ
た
る
着
々
と
し
た
進
歩
の
結
果
で
あ
り
、

何
ら
．
「
革
命
」
的
な
も
の
で
は
な
く
、
　
「
連
続
」
的

な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
小
松
芳
喬
教
授
は

『
英
国
産
業
革
命
史
』
に
お
い
て
、
　
「
連
続
」
説
を

支
持
さ
れ
な
が
ら
も
、
な
お
「
十
八
世
紀
後
人
－
以
降

の
英
国
の
経
済
的
発
展
の
速
度
が
全
般
的
に
見
て
著

し
く
増
大
し
、
特
に
工
業
の
飛
躍
的
発
達
が
、
農
業

を
『
国
罠
生
活
の
主
流
で
は
な
く
、
そ
の
淀
み
』
に

し
た
こ
と
と
は
、
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
こ

に
産
業
革
命
と
名
付
け
て
も
適
当
な
変
化
が
見
ら
れ

た
の
で
あ
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
　
（
三
〇
四
頁
）

し
か
し
産
業
革
命
を
資
本
主
義
成
立
の
立
場
か
ら
み

て
ゆ
く
と
き
、
単
に
技
術
的
援
軍
や
、
経
済
構
成
の

変
化
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
の
質
的
変
化
を
呼
び
お

こ
し
た
こ
の
一
つ
の
大
き
な
動
き
を
、
農
業
里
心
へ

と
い
弓
よ
弓
な
純
経
済
的
な
観
点
か
ら
分
析
し
て
ゆ

く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
5
な
立
場
に
立
つ
と
・
ぎ
「
後
進
国
ロ
シ
ア

に
お
い
て
は
、
資
本
主
義
が
工
業
を
建
設
す
る
前

に
’
換
言
す
れ
ば
産
業
革
命
を
完
遂
す
る
前
に
ツ
ア

ー
リ
ズ
ム
と
心
申
し
て
し
ま
っ
た
。
…
…
第
一
次
五

ヶ
年
計
画
は
実
に
塵
業
革
命
の
国
家
権
力
を
以
て
す

る
促
進
で
あ
っ
た
。
」
（
猪
木
正
道
『
ロ
シ
ア
革
命

史
』
一
一
山
ハ
｝
血
、
　
二
七
〇
百
ハ
）
　
と
い
う
よ
≧
り
な
目
四
解
曽
か

生
れ
る
。
或
は
又
「
ロ
シ
ア
の
産
業
革
命
は
一
八
九

〇
年
代
か
ら
一
つ
の
特
徴
あ
る
発
展
段
階
に
入
っ
て

い
る
。
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
、
一
八
四
〇
年
代
以

降
、
繊
維
土
業
部
門
の
ご
と
き
も
の
に
お
い
て
機
械

生
産
が
散
発
的
な
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
纂
実
は
あ

る
が
、
一
八
七
・
八
○
年
の
頃
ま
で
は
、
な
お
家
内

工
業
の
勢
力
が
圧
倒
的
に
大
で
あ
る
。
」
　
（
鈴
木
工

高
『
産
業
革
命
』
【
五
七
百
ハ
）
と
し
、
　
「
ロ
シ
ア
ば

資
本
主
義
的
産
業
革
命
に
つ
ま
つ
い
た
の
ち
に
お
・
い

て
、
社
会
主
義
計
國
経
済
の
も
と
に
、
そ
の
産
業
革

命
を
驚
異
朗
な
る
速
度
と
規
模
と
に
お
い
て
強
行
し

た
う
」
（
同
上
三
頁
）
と
い
う
よ
5
な
説
が
生
れ
て
く

る
．
．　

ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
は
た
し
て
産
叢
が
草
命
が
行
な

わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
或
は
行
な
わ
れ
た

八
九

（　189　）


