
書
　
　
評

堀
江
英
一
著

明
治
維
新
の
社
会
構
造

　
「
近
代
産
業
愛
研
究
」
や
「
封
建
社
会
に
お
け
る

資
本
の
存
在
形
態
」
な
ど
で
、
幕
無
維
薪
史
に
か
ん

し
て
い
つ
も
独
自
の
仕
事
を
す
す
め
て
き
た
鳥
沢
英

一
氏
の
漸
著
で
あ
る
。

　
著
者
は
こ
の
本
を
、
前
著
「
封
建
社
会
に
お
け
る

資
本
の
存
在
形
態
」
に
お
け
る
経
済
主
義
を
克
服
し

よ
5
と
し
て
書
い
た
。
前
著
で
著
者
は
、
幕
末
維
新

期
の
経
堂
　
発
展
段
階
が
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
段
階

で
は
な
ぐ
小
営
業
で
あ
っ
た
と
す
る
「
幕
宋
維
新
小

営
業
段
要
説
」
を
、
特
定
の
階
級
閣
争
・
政
治
闘
争

を
規
定
す
る
経
済
上
の
規
定
と
し
て
示
そ
弓
と
こ
こ

ろ
み
た
が
、
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ

の
非
常
に
大
き
な
理
由
と
し
て
著
者
は
、
　
「
わ
た
し

ば
か
り
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
経
済
史
家
が
、

経
濱
が
直
接
に
政
治
を
規
定
す
る
と
い
弓
安
価
な
経

済
主
義
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
」
と
の
べ

「
『
社
会
構
成
更
体
系
』
を
書
い
た
ひ
と
び
と
が
、

ひ
そ
か
に
構
成
史
体
系
派
と
よ
ば
れ
る
に
い
た
っ
た

の
は
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
」
と
自
己

批
覇
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
経
済
主
義
か
ら

ぬ
け
だ
そ
う
と
し
た
努
力
の
結
果
が
こ
の
憲
で
あ

る
。　

社
会
構
成
史
の
克
服
は
、
い
ま
わ
た
し
た
ち
が
当

面
し
て
い
る
だ
い
じ
な
課
題
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

右
の
よ
う
な
著
者
の
意
図
が
、
ど
の
て
い
ど
こ
の
本

に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
か
を
み
て
ゆ
く
こ
と
も
、
あ

な
が
ち
む
だ
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。

　
著
者
の
い
5
と
こ
ろ
は
こ
5
で
あ
る
。
幕
藩
体
制

に
お
け
る
基
本
的
な
矛
盾
は
、
幕
藩
領
主
と
青
票
階

級
の
矛
盾
・
対
立
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
農
民

階
級
が
領
主
の
封
建
酌
収
奪
に
抗
し
て
、
み
ず
か
ら

農
畏
的
土
地
所
有
と
脛
芽
的
利
潤
を
前
進
さ
せ
よ
3

と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
生
じ
て
い
る
。
領
主
は
、
か
か

る
農
民
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
発
展
を
お
さ
え
、
そ
の

成
果
を
自
分
の
方
に
吸
い
と
ろ
5
と
す
る
。
こ
の
二

つ
の
階
級
が
対
立
し
あ
い
、
ぶ
つ
か
り
あ
い
な
が
ら

全
体
と
し
て
歴
史
が
進
む
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
農
民
層
内
部
に
お
け
る
苅
立
一
村
落

支
配
者
層
と
一
般
農
民
酒
i
は
、
幕
藩
面
繋
の
も

と
で
は
従
属
的
な
矛
盾
と
な
る
。
農
畏
一
揆
の
形
態

も
、
農
民
暦
全
体
が
領
主
に
反
抗
す
る
惣
百
姓
一
揆

が
基
本
的
な
形
態
で
あ
り
、
村
落
支
配
者
層
を
打
ち

こ
わ
す
世
直
し
一
揆
は
従
属
的
形
態
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
農
民
層
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
麟
な
発
襲
は
、

一
方
で
領
主
対
農
民
贋
の
基
本
矛
盾
を
農
艮
層
に
膚

利
に
解
決
し
て
ゆ
く
が
、
他
方
で
そ
の
分
解
を
う
な

が
し
、
し
だ
い
に
従
属
矛
盾
が
拡
大
し
、
こ
れ
が
前

面
に
お
し
だ
さ
れ
て
く
る
。
村
落
支
配
者
層
は
、
明

治
維
新
の
全
過
程
を
つ
う
じ
て
政
治
的
に
進
出
し
、

み
ず
か
ら
幕
藩
体
制
を
倒
し
、
絶
対
主
義
天
皇
制
の

藩
屏
と
な
り
、
獲
得
し
た
胚
芽
的
利
潤
を
み
ず
か
ら

の
も
の
に
す
る
た
め
に
寄
生
地
主
と
な
っ
て
、
絶
対

主
義
天
皇
制
の
階
級
基
礎
と
な
る
。

　
絶
対
主
義
天
皇
…
制
の
も
と
に
お
け
る
基
本
矛
盾
は

こ
う
し
て
寄
生
地
主
と
小
作
ん
と
の
矛
盾
対
立
と
な

る
の
で
あ
る
。
著
者
は
右
の
よ
う
な
論
理
の
あ
ら
す

じ
を
第
一
章
に
示
し
、
明
治
維
新
に
対
す
る
分
析
視

角
を
幕
藩
体
制
か
ら
、
よ
り
資
本
主
義
の
発
展
に
適

合
し
た
絶
幽
幽
主
義
天
皇
翻
へ
の
階
級
閣
係
の
変
更
、

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
そ
こ

で
「
階
級
閾
係
の
ど
ら
し
た
変
更
で
あ
っ
た
か
」
を
説

明
す
る
た
め
に
、
第
二
章
で
は
叢
誌
組
や
生
野
の
義

挙
、
斎
兵
隊
、
大
塩
の
乱
そ
の
他
飯
田
、
福
島
、
秩

父
事
件
な
ど
よ
く
知
ら
た
史
実
の
分
析
を
逼
じ
て
維

新
の
主
体
を
追
及
し
、
続
く
第
三
章
で
こ
れ
ら
農
書

一
揆
の
構
造
分
析
か
ら
惣
百
姓
一
揆
と
そ
の
下
で
渦

ま
く
世
直
し
一
揆
の
連
関
の
中
に
維
新
の
階
級
関
係

を
み
よ
う
と
す
る
。
第
四
・
第
五
章
で
は
こ
5
し
た
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轡

階
級
関
係
を
生
み
出
し
た
基
礎
と
し
て
の
経
済
構

造
、
す
な
わ
ち
領
主
約
商
品
経
済
と
農
罠
的
商
品
経

済
の
対
抗
と
、
農
民
的
商
品
経
済
の
分
裂
－
1
寄
生

地
主
制
の
成
立
を
、
前
記
の
一
揆
が
生
じ
た
地
方
を

中
心
と
し
て
分
析
し
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
を

要
す
る
に
明
治
維
薪
は
村
落
支
配
者
層
の
政
治
的
進

繊
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
寄
生
地
主
的
土
地

所
有
の
確
立
過
程
で
も
あ
る
。
そ
の
期
間
は
し
た
が

っ
て
、
天
保
八
年
大
塩
の
乱
か
ら
明
治
一
七
年
の
秩

父
事
件
に
至
る
ほ
ぼ
五
〇
年
の
間
と
な
る
。
第
六
章

は
、
か
か
る
「
維
新
の
主
体
勢
力
が
明
治
維
新
に
よ

っ
て
つ
く
り
だ
し
た
も
の
、
い
わ
ば
維
新
の
成
果
し

と
し
て
、
経
済
的
に
は
第
一
に
農
民
的
土
地
所
麿
の

確
立
、
次
に
そ
の
分
解
の
上
に
成
立
す
る
寄
生
地
主

綱
を
、
政
治
体
翻
と
し
て
は
絶
対
主
義
天
皇
制
の
確

立
を
示
す
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
維
薪
の
成
果
と
し

て
の
寄
生
地
主
曲
土
地
落
懸
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な

発
展
の
所
産
と
し
て
の
農
民
的
土
地
所
有
の
分
解
か

ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
以
前
の
幕

藩
領
主
的
土
地
所
膚
と
ほ
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
零

細
耕
作
者
の
自
由
ー
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
　
（
分

解
）
の
自
由
を
内
包
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
幕
末
維
新
の
時
期
に
か
ん
し
て
出
た
戦
後
の
無
数

の
個
別
的
実
証
的
研
究
が
、
と
も
す
れ
ば
各
人
各
様

の
方
法
で
そ
れ
ぞ
れ
の
結
論
を
出
し
た
が
た
め
に
、

そ
れ
ら
の
統
一
的
な
理
解
と
把
握
が
妨
げ
ら
れ
、
研

究
の
頭
打
ち
を
聾
し
て
い
た
最
近
の
実
状
か
ら
み
て

著
者
が
以
上
に
の
べ
た
よ
う
な
論
理
を
ら
弘
縦
し
た

こ
と
は
、
ま
こ
と
に
時
宜
に
適
し
た
も
の
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
経
済
主
義
を
克
服
す
る
た
め
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
量
器
…
の
基
本
矛
贋
を
明
か
に
し
、
農
民
蝋
揆

を
媒
介
と
し
て
経
済
構
造
と
政
治
構
造
の
結
合
を
は

か
っ
た
著
者
の
方
法
は
、
そ
の
内
容
の
成
否
に
か
か

わ
ら
ず
現
在
の
研
究
を
す
す
め
る
上
に
見
落
す
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
5
。

　
し
か
し
経
済
主
義
の
克
服
は
、
　
そ
ら
し
た
「
方

法
」
だ
け
で
果
し
て
お
こ
な
い
得
る
も
の
で
あ
ろ
5

か
。
と
い
う
疑
問
を
こ
の
本
は
抱
か
せ
る
。

　
た
と
え
ば
著
者
は
、
尊
擾
討
幕
運
動
屯
、
自
由
畏

権
運
動
も
同
様
に
村
落
支
配
者
層
の
政
治
的
進
出
の

過
程
、
同
次
元
の
運
動
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、
そ

の
理
解
の
基
礎
に
は
、
両
者
が
同
じ
経
済
上
の
発
展

段
階
に
成
立
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
本
質
が
等
し
い
竜
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ

る
。
こ
れ
で
は
「
経
済
が
直
捜
に
政
治
を
規
定
す
る

と
い
う
安
価
な
経
済
主
義
」
を
十
分
に
の
り
こ
え
て

い
る
と
は
い
い
難
い
し
、
事
笑
仁
丹
、
討
幕
と
自
由
昆

権
の
思
想
の
ち
ボ
い
は
も
ち
ろ
ん
、
運
動
自
体
の
性

格
の
ち
が
い
と
二
つ
の
聞
の
発
展
を
よ
み
と
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
の
二
つ
の
運
上
を
さ
さ
え
た
も
の

が
、
ひ
と
し
く
農
民
的
土
地
所
有
の
前
進
で
あ
る
と

著
者
は
い
う
が
、
農
民
的
土
地
所
有
の
真
の
に
な
い

手
は
中
農
層
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
要
求
が
た
と

え
ば
庄
司
吉
之
助
氏
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
世

直
し
一
揆
の
申
に
「
土
地
均
分
」
と
し
て
…
繊
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
5
か
。
そ
5
と
す
れ
ば
、
生
野
の
義

挙
や
福
島
事
件
な
ど
の
よ
5
な
尊
穰
討
幕
、
自
由
民

権
の
運
動
に
並
行
し
て
灘
発
す
る
世
直
し
一
際
を
、

単
純
に
従
属
矛
盾
で
あ
る
と
し
て
よ
い
も
の
か
ど
5

か
。　

玉
算
の
分
析
視
角
は
先
に
も
の
べ
た
よ
5
に
「
階

級
関
係
の
変
更
」
そ
れ
自
体
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
視
点
は
村
落
支
配
者
層
の
立
場
に
お
か
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
い
か
に
資
本
・
王
義
の
発

　
　
や
　
　
へ
　
　
わ
　
　
も
　
　
や
　
　
ヤ

展
に
よ
り
適
合
し
た
階
級
閣
係
を
つ
く
り
撮
し
た
か

と
い
5
点
の
み
が
強
調
さ
れ
る
結
果
と
な
り
、
寄
生

地
主
綱
が
資
本
主
義
の
発
展
を
妨
げ
て
い
る
と
い
5

明
自
な
事
実
の
説
明
が
こ
の
本
の
論
理
を
も
つ
て
し

て
は
き
わ
め
て
困
難
と
な
る
。
寄
生
地
主
制
に
さ
さ

え
ら
れ
、
特
殊
な
発
展
を
し
た
日
本
の
資
本
主
義
を

そ
の
ま
ま
讃
然
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
と
こ
ろ
が

ら
、
こ
の
現
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
析
出
し
た
土

地
所
有
制
度
の
成
立
の
前
提
と
し
て
、
農
畏
的
土
地

所
有
の
確
立
と
い
5
か
な
り
実
体
の
不
明
瞭
な
理
論

を
生
み
患
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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も
し
著
奮
が
、
そ
う
い
5
歪
ん
だ
資
塞
堂
廊
を
何
と

か
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
5
と
こ
ろ
が
ら
出

血
し
た
な
ら
ば
、
現
実
の
農
村
で
雪
気
酌
土
地
所
膚

が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
資
本
主
義
的
な
分
解

が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
案
が
見
逃
さ
れ
る
は

ず
は
な
か
っ
た
と
思
5
し
、
寄
生
地
主
磁
土
地
所
膚

が
、
世
直
し
一
揆
の
中
に
あ
ら
わ
れ
た
農
民
的
土
地

所
有
の
要
求
を
圧
殺
し
た
上
に
成
立
し
た
と
い
・
う
こ

と
が
明
か
と
な
り
、
す
な
わ
ち
農
民
的
土
地
所
有
の

確
立
と
分
解
の
上
に
そ
れ
が
成
立
し
た
と
い
う
理
論

は
出
［
て
こ
な
か
っ
た
と
思
う
。

　
こ
の
よ
5
に
農
畏
的
土
地
所
膚
を
成
立
さ
せ
よ
5

と
す
る
慌
直
し
一
揆
の
視
点
か
ら
分
析
が
お
こ
な
2
異

れ
た
な
ら
ば
、
同
じ
方
法
で
も
つ
て
し
て
も
村
落
支

配
電
工
の
進
出
だ
け
を
一
面
的
に
と
り
上
げ
、
歴
史

に
対
す
る
見
方
を
せ
ま
く
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

思
5
。
そ
う
す
れ
ば
、
面
こ
わ
し
に
直
面
し
た
村
落

支
魏
者
晒
が
、
崩
壊
寸
前
の
幕
藩
領
主
と
の
間
に
も

つ
矛
盾
の
表
現
で
あ
る
尊
重
討
幕
運
動
と
、
そ
の
結

果
成
立
し
た
「
膚
司
専
剃
」
の
明
治
政
府
と
の
聞
に
生

ず
る
矛
盾
の
一
表
現
と
し
て
の
自
由
民
権
運
動
と
は

お
の
ず
か
ら
そ
の
本
質
を
異
に
し
た
も
の
と
し
て
把

握
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
経
済
主
義
の
克
脹
は
、
そ

う
し
た
立
場
か
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
階
層
の
間
の
矛

盾
…
を
開
ら
か
に
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
が
ら
は
じ
め
て
可

能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
は
か
な
り
無
し
つ
け

な
、
ま
た
現
に
学
恩
を
ら
け
つ
つ
あ
る
著
者
に
対
し

て
甚
だ
非
礼
な
こ
と
ば
の
数
々
を
重
ね
た
が
、
そ
れ

ら
は
全
く
著
者
の
出
し
た
問
題
を
わ
た
く
し
自
身
の

問
題
と
し
て
、
ひ
と
ご
と
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
受
け

と
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
き
た
竜
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
、
愚
者
並
び
に
読
者
の
お
ゆ
る
し
を
得
た

い
と
思
う
。
（
ニ
ニ
○
頁
三
〇
〇
円
有
斐
閣
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
朝
尾
直
弘
一

京
都
大
学
東
洋
輿
研
究
会
編

申
国
随
筆
索
引

　
久
し
く
待
望
さ
れ
て
い
た
中
国
随
筆
索
引
が
京
都

大
学
東
洋
史
研
究
会
編
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
重
版

千
妻
事
の
巨
冊
で
あ
る
。
売
価
千
円
と
い
う
よ
う
な

低
廉
な
価
格
で
研
究
者
の
座
右
に
備
え
る
こ
と
の
出

來
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
黙
々
と
多
年
こ
の
書

の
編
…
纂
に
従
っ
た
入
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ

の
心
か
ら
喜
び
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
巻
頭
に
は
宮

崎
教
授
の
序
文
が
巻
衆
に
は
佐
伯
助
教
授
の
駿
文
が

あ
り
、
こ
の
書
の
成
立
し
た
経
緯
や
そ
の
内
容
や
意

義
な
ど
を
述
べ
、
あ
た
か
も
よ
き
解
説
的
送
主
を
果

し
て
い
る
。
佐
伯
冨
君
を
は
じ
め
荒
木
敏
一
・
愛
宕

松
男
・
岡
本
午
一
・
池
田
誠
・
岩
見
宏
慰
ら
の
諸
学

士
が
昭
聯
二
十
四
年
以
西
、
月
一
回
つ
つ
東
洋
愛
の

研
究
会
を
開
き
、
爾
來
二
百
回
に
も
及
ん
で
い
る
の

で
あ
る
が
、
同
会
の
一
成
果
と
し
て
本
書
は
出
無
上

つ
た
も
の
と
い
う
。

　
唐
か
ら
清
末
に
至
る
象
で
の
小
説
・
故
事
・
遺

聞
・
掌
故
・
考
証
な
ど
に
関
す
る
い
わ
ば
随
筆
雑
書

と
な
づ
け
ら
る
べ
き
百
六
十
種
に
つ
い
て
、
そ
の
内

容
の
題
目
を
収
録
し
、
こ
れ
を
題
貝
に
使
用
さ
れ
て

い
る
主
要
語
に
よ
っ
て
五
十
音
の
順
に
排
列
し
、
検

索
す
る
の
に
便
利
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
唐
が

三
、
宋
が
四
八
、
金
が
一
、
元
が
三
、
明
が
一
九
、

清
が
七
九
。
太
平
広
記
の
ご
と
き
巻
数
の
多
い
も
の

を
初
め
、
夷
堅
志
・
容
斎
随
筆
・
癸
辛
雑
識
・
東
京

露
華
録
・
武
林
旧
事
・
鰻
耕
墾
・
湧
擁
小
論
、
或
は

ま
た
事
物
紀
原
・
困
学
記
聞
・
石
拳
録
・
母
斑
叢

考
・
二
十
二
史
剤
記
な
ど
の
主
要
な
書
を
網
羅
し

て
い
る
。
　
「
こ
の
申
に
は
堂
々
た
る
考
証
的
論
文
が

あ
る
か
と
思
え
ば
或
は
正
史
の
欠
を
補
5
に
足
る
貴

重
な
史
料
が
潜
ん
で
い
る
。
し
か
本
昏
篇
の
題
詠
冒

録
が
巻
頭
に
集
め
ら
れ
て
い
る
の
は
よ
い
方
で
、
時

に
各
巻
に
分
散
し
て
い
た
り
、
時
に
は
全
く
な
い
場

合
も
あ
る
。
中
国
随
籔
索
引
は
こ
の
不
便
を
緩
和
す

る
使
命
を
も
つ
て
現
わ
さ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な

い
」
と
宮
窪
博
士
が
推
賞
せ
ら
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う

84　（168）


