
評欝

書

評

脇
田
　
老
鴬

近
世
封
建
社
会
の
経
済
構
造

一
　
は
　
じ
　
め
　
に

大
石
慎
三
郎

　
脇
田
修
氏
が
町
近
世
封
建
社
会
の
経
済
構
造
』
と
い
う
大
著
を
出
さ
れ
て

か
ら
約
一
年
余
に
な
る
。
私
は
折
に
ふ
れ
、
層
必
要
に
癒
じ
て
こ
の
著
霧
を
ひ

ら
い
て
き
た
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
私
は
本
書
の
主
要
部
分
を
な
す
近
世
初

期
に
つ
い
て
は
金
く
の
素
人
で
、
し
た
が
っ
て
素
人
印
象
認
と
い
っ
た
も
の

し
か
書
け
ぬ
の
だ
が
、
そ
れ
を
承
知
で
と
も
か
く
も
、
編
集
部
の
強
い
要
請

に
お
さ
れ
て
、
と
言
訳
を
し
な
が
ら
筆
を
と
っ
て
み
る
気
に
な
っ
た
の
は
、

や
は
り
そ
れ
だ
け
本
書
に
魅
力
を
感
じ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
い
わ
ゆ
る
社
会
経
済
史
の
分
野
に
お
い
て
は
太
閤
検
地
論
と
か
幕
藩
体
制

構
造
論
と
か
、
歴
史
の
あ
る
段
階
の
構
造
論
を
、
あ
る
特
定
の
視
角
か
ら
行

う
と
い
っ
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
一
編
酌
、
か
っ
固
定
的
に
、
か
つ
歴
史

的
に
踵
動
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
業
績
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
脇
田
氏

の
本
書
は
、
そ
の
点
、
今
迄
の
も
の
と
ち
が
っ
て
単
に
題
名
の
み
で
な
く
、

内
容
に
お
い
て
も
、
市
場
構
成
論
を
中
心
に
そ
の
歴
史
的
変
遷
、
さ
ら
に
そ

の
市
場
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
農
村
構
造
、
さ
ら
に
労
働
力
等

々
を
、
そ
の
積
互
関
連
ま
で
奮
み
な
が
ら
、
然
も
豊
臣
数
権
舌
代
か
ら
元
禄

障
代
に
至
る
長
難
問
に
わ
た
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
、
誠
に
気
牢
・
壮
大
な
大

野
心
作
で
あ
っ
て
、
私
如
き
気
の
小
さ
い
人
間
に
は
只
々
お
ど
ろ
く
ば
か
り

の
労
作
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
叙
述
方
法
も
、
従
来
の
研
究
が
お
ち
い
り
が

ち
で
あ
っ
た
固
定
鮒
・
硬
禮
的
な
分
析
を
排
し
、
事
物
を
努
め
て
流
動
的
．
・

か
つ
発
展
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
前
向
き
の
努
力
で
貫
か
れ
て
い
る
事
も

本
書
の
注
臼
す
べ
き
特
色
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
脇
田
氏
の
意

欲
と
善
意
と
努
力
と
が
、
充
分
に
実
を
結
ん
で
い
る
か
、
と
い
う
点
に
な
る

と
問
題
は
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
事
の
順
序
と
し
て
臼
次
を

あ
げ
て
み
ょ
う
。

　
隣
　
　
　
次

第
一
章
　
近
世
醜
全
岡
市
場
の
形
成

　
第
　
節
　
難
照
政
権
の
」
山
場
統
制

　
第
二
節
　
幕
藩
体
制
下
の
全
照
市
場

第
二
章
　
社
会
的
分
業
の
特
質

　
第
一
節
　
都
市
と
農
村
の
分
業

　
第
二
節
特
産
物
生
産
の
展
開

　
第
三
節
　
領
国
の
市
場
励
就
…
制

第
三
章
　
近
世
農
村
構
造
と
そ
の
展
開

　
補
論
1
　
安
良
城
盛
昭
著
『
幕
男
体
鰯
祉
会
の
建
立
と
構
造
臨
に
つ
い
て

　
補
…
論
耳
　
償
q
想
望
一
著
『
太
閤
検
地
論
』
に
つ
い
て

　
第
一
簾
　
太
閤
検
地
の
意
義

　
第
二
節
　
近
世
前
獺
剛
、
先
進
地
域
の
農
村
携
造

　
第
三
節
　
農
業
経
営
の
展
際
…

第
四
章
　
近
世
前
期
に
お
け
る
奉
公
人
の
研
究

　
第
一
節
　
幕
藩
体
麟
と
奉
公
人
問
題

　
第
二
節
農
村
に
お
け
る
薩
傭
労
働
の
展
糖

第
五
章
　
園
内
衛
場
の
形
疲
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第
一
節
　
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
市
場
の
成
立

第
二
節
　
全
国
市
場
の
展
開

雛
叩
三
節
　
蘇
…
鰐
商
業
統
鰯
策
の
展
開

　
　
一
む
す
び
に
か
え
て
一

　
以
上
で
あ
る
が
、
著
者
は
本
書
執
筆
の
冒
的
お
よ
び
構
成
を
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
ま
ず
執
筆
の
臼
的
を
「
本
書
は
、
近
世
封
建
社
会
の
経
済
構

造
と
、
そ
の
展
開
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
」
（
一
頁
）
、
「
岡

時
に
そ
の
動
揺
の
起
点
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
端
初
を
追
求
し
た
も
の
で

あ
る
。
」
　
（
二
頁
）
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
本
書
は
近
世
封
建
社
会
の
経
済
構

造
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
そ
の
動
揺
の
起
点
と
し
て
の
ブ
ル
ジ
コ
ア
的

発
農
の
端
初
を
追
求
し
ょ
う
と
し
た
意
欲
作
で
あ
る
。

　
次
に
本
書
の
構
成
は
「
第
～
章
に
お
い
て
は
近
世
封
建
社
会
の
布
揚
構
造

を
分
析
し
、
第
二
章
で
は
そ
の
市
場
構
造
を
規
定
し
た
社
会
的
分
業
の
特
質

を
追
求
し
て
い
る
。
第
三
章
は
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
と
な
っ
た
農
属
経
営

を
、
第
四
章
は
前
章
の
分
析
を
う
け
て
奉
公
人
問
題
を
追
求
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
分
析
は
、
近
世
封
建
社
会
に
照
応
す
る
経
済
構
造
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
、
再
生
産
過
程
、
社
会
的
分
業
、
基
礎
駒
経
営
と
そ
の
雇
傭
労
働
の
問

題
を
、
求
心
的
に
追
求
す
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
時

期
的
に
も
十
七
世
紀
前
期
に
か
ぎ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
か
か
る
経
済
構
造

の
動
揺
・
変
質
は
、
生
塵
力
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
農
民
経
営
の
球
帯

に
よ
り
起
っ
た
。
第
三
章
・
第
四
章
の
後
半
は
か
か
る
幕
礎
的
な
変
化
を
具

体
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
農
民
経
済
が
、
十
七

世
紀
後
半
・
＋
八
世
紀
前
半
に
は
、
先
進
地
域
農
村
を
主
導
と
し
て
展
開
し

て
く
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
祉
会
的
分
際
の
発
展
と
、
全

国
市
場
の
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
繁
五
章
は
そ
の

具
体
的
様
糟
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
国
内
市
場
形
成
の
端
緒
と
し

て
と
ら
え
て
い
る
。
し
　
（
二
頁
）
と
す
る
著
者
自
身
の
説
開
が
最
も
要
を
得
た

も
の
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
こ
の
構
成
に
よ
っ
て
、
先
記
本

書
の
昆
的
が
ど
れ
ほ
ど
達
成
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
事
に
あ
る
の
だ
が
、
こ

の
旙
大
な
問
題
を
短
い
書
評
に
も
り
込
む
慕
は
、
非
常
に
粗
雑
な
処
理
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、
ま
た
逆
に
金
而
的
に
こ
ま
か
く
問
題
点
を
お
っ
て
書

評
す
る
事
は
、
大
変
な
労
力
と
、
恐
ら
く
本
書
に
近
い
枚
数
を
要
す
る
の
で
、

こ
こ
で
は
極
く
問
題
を
し
ぼ
っ
て
、
幕
藩
体
制
下
の
帯
場
構
造
論
な
か
ん
ず

く
、
脇
田
氏
の
〃
全
圏
的
市
場
論
”
に
限
定
し
て
書
評
を
試
み
て
み
た
い
。

何
故
な
ら
、
全
麟
的
市
場
論
を
扱
っ
た
一
・
二
章
が
本
書
の
核
で
あ
り
、
ま

た
学
説
史
的
に
も
本
書
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
正
確
に
い
え
ば
、
こ
の
全
国
的
市
場
論
は
本
書
の
核
で
は
あ
る
が
、
こ
の

部
分
か
ら
の
み
本
書
を
評
点
す
る
の
は
蕪
だ
不
充
分
で
あ
っ
て
、
是
非
と
も

本
書
の
全
頁
を
読
ま
れ
て
、
各
位
の
本
書
評
を
形
造
ら
れ
ん
事
を
願
っ
て
止

ま
な
い
。
な
お
氏
の
全
国
市
場
論
に
対
応
す
る
国
内
布
巻
論
を
扱
っ
た
第
五

章
に
つ
い
て
は
、
時
代
が
光
禄
時
代
で
も
あ
り
、
私
の
専
攻
す
る
縛
点
と
若

干
近
い
の
で
、
こ
の
部
分
は
別
に
罷
め
て
私
の
見
解
を
述
べ
る
機
会
を
造
り

た
い
と
思
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
段
階
の
基
本
的
市
場
構
造
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
享
保
改
革
期
江
戸
経
済
に
対
す
る
大
坂
の
地
位
」
（
『
日
本
歴
史
』
一

九
…
号
）
を
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
輩
い
で
あ
る
。

二
　
い
わ
ゆ
る
全
圏
・
市
場
な
る
も
の
に
つ
い
て

　
脇
田
氏
の
市
場
構
造
論
は
、
近
世
初
頭
の
甫
場
構
造
を
論
じ
た
第
一
章

〃
近
世
的
全
国
市
場
の
形
成
”
と
、
そ
の
市
場
構
造
の
背
景
を
な
し
た
社
会

酌
分
業
に
つ
い
て
論
じ
た
第
二
章
”
社
会
的
分
業
の
特
質
〃
と
十
七
世
紀
後
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轡

半
の
市
場
構
造
の
展
開
を
論
じ
た
第
五
章
〃
魍
内
市
場
の
形
成
”
と
よ
り
な

っ
て
い
る
。
脇
…
田
平
の
纂
藩
…
制
下
の
市
場
構
造
論
を
み
る
場
合
、
ま
ず
注
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
お
く
必
要
の
あ
る
こ
と
は
、
氏
は
近
倣
初
頭
皿
全
国
市
場
、
十
七
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ぬ

後
半
、
即
ち
元
禄
期
翻
国
内
市
場
と
帯
場
を
使
い
わ
け
、
し
か
も
近
世
初
頭

　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
全
国
市
場
に
〃
近
世
的
全
爾
市
場
”
と
近
世
的
と
い
う
言
葉
を
か
む
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
脇
田
筑
の
い
う
〃
継
起
市
場
”
な
る
も
の
こ
そ

近
世
桂
会
に
照
画
す
る
市
場
構
造
で
あ
る
と
見
倣
し
て
い
る
事
が
判
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
帯
場
構
造
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
全
國
市
場
に
つ
い
て

論
じ
た
第
一
章
、
第
二
章
が
主
体
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

　
ω
　
全
国
市
場
の
歴
史
的
地
位
の
設
定
に
つ
い
て
。

　
ま
ず
最
初
に
、
脇
照
氏
は
全
心
市
場
こ
そ
、
近
世
封
建
社
会
に
照
応
す
る

市
場
だ
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
全
国
事
場
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
地
位

を
持
つ
も
の
と
し
て
、
我
々
の
歴
史
に
登
場
し
て
く
る
の
か
、
そ
の
点
を

検
討
し
て
み
よ
う
。
脇
田
氏
は
「
近
世
封
建
社
会
に
照
応
す
る
全
國
市
場
扁

　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も

（
＝
一
群
）
に
つ
い
て
「
近
世
封
建
鮭
会
は
、
集
権
鱗
に
ふ
さ
わ
し
い
一
定

ヤ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
う
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

の
金
圏
市
場
を
薗
提
と
し
て
い
た
」
　
（
三
頁
一
傍
点
大
石
一
）
と
特
に
序

文
で
こ
と
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
近
世
封
建
社
会
と
は
、
一
定
の

全
国
市
場
が
前
提
と
な
っ
て
始
め
て
成
立
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
の
見

解
を
と
っ
て
い
る
事
が
判
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
　
こ
の
よ
う
な
論
理
設
定
は
近

世
史
の
あ
り
方
の
中
に
あ
っ
て
は
全
く
新
し
い
注
穏
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
現
在
ま
で
の
近
世
史
で
は
市
場
と
往
会
構
成
の
あ
り
か
た
に
つ

い
て
は
、
　
一
｛
疋
の
（
直
接
生
産
砦
の
あ
り
か
た
を
里
下
一
に
し
て
組
み
た
て
ら
れ
た
）

三
会
構
成
の
あ
り
か
た
が
、
そ
の
椎
会
の
帯
場
構
成
を
坐
み
出
す
ハ
規
定
す

る
）
の
だ
、
と
戴
接
生
産
者
側
か
ら
臨
み
た
て
て
ゆ
く
の
が
一
般
で
、
市
場

構
成
が
前
提
さ
れ
て
、
始
め
て
（
近
覆
封
建
拙
会
と
い
う
）
祉
会
構
蹴
が

ま
れ
る
の
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
脇
田
氏
の
主
腿
は
Y
今
迄
一

の
集
会
構
成
と
市
場
構
成
と
に
関
す
る
論
理
と
は
最
も
墓
碑
的
な
と
こ
ろ
で
、

全
く
逆
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
こ
の
点
を
問
題

に
し
て
み
よ
う
。
そ
の
場
合
問
題
に
な
る
の
は
、
脇
田
矯
の
考
え
か
た
が
、

今
迄
の
一
般
的
な
考
え
か
た
と
逆
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
良
い
と
か
悪
い
と

か
い
う
の
で
は
導
く
な
い
。
何
故
脇
田
氏
が
こ
の
論
理
を
従
来
の
も
の
と
逆

に
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
論
理
的
・
か
つ
実
証
的
に
本
書
の
中
で
展
開
し

て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
こ
そ
本
書
評
価
の

　
つ
の
鍵
を
提
供
す
る
と
思
は
れ
る
の
で
以
下
次
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
何
故
「
近
世
封
建
社
会
は
、
集
権
制
に
ふ
さ
わ
し
い
一
定
の
全
国
網

場
を
前
提
と
し
て
い
た
扁
（
三
頁
）
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
理
論
的
説
明

が
第
一
に
必
要
で
あ
る
が
、
私
の
晃
た
限
り
で
は
こ
の
点
全
く
説
明
が
な
さ

れ
て
い
な
い
。
で
は
次
に
実
証
過
程
と
し
て
、
当
然
「
近
黛
封
建
社
会
が
前

提
と
し
て
い
た
全
躍
的
市
揚
」
の
説
明
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、
奇

妙
な
事
に
は
、
第
一
輩
〃
近
世
的
全
麟
市
場
の
形
成
”
に
は
、
す
で
に
近
世

封
建
社
会
に
突
入
し
て
い
る
と
一
般
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
豊
臣
時
代
か
ら

寛
永
期
に
至
る
ま
で
の
米
穀
市
場
構
造
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
み
で
、
近

回
封
建
社
会
が
前
提
と
し
た
市
場
構
造
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
全
く
触
れ

て
い
な
い
。
脇
畷
氏
の
よ
う
な
説
を
た
て
る
の
で
あ
れ
ば
、
0
何
放
近
世

封
建
社
会
は
一
定
の
金
圏
機
場
を
必
要
と
す
る
か
、
ω
　
近
世
封
建
社
会
が

前
提
と
し
た
市
場
構
造
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
〔
岡
　
そ
の
市
揚

構
造
の
上
に
立
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
孤
島
封
建
祉
会
が
、
ど
の
し
・
勢
つ
に
構
築
さ

れ
た
か
、
と
い
う
一
章
を
最
初
に
設
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
以
上
み
て
　
諭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

来
た
よ
う
に
、
脇
磁
氏
の
金
属
市
場
の
歴
史
的
地
位
の
設
定
に
閃
す
る
「
近

批
封
建
機
会
に
照
応
す
る
金
鴎
甫
暢
」
（
　
三
頁
）
に
つ
い
て
門
近
世
封
建
赴
　
齋



生
会
は
、
集
権
制
に
ふ
さ
わ
し
い
一
定
の
全
国
市
場
を
前
提
と
し
て
い
た
」

（
三
頁
）
と
す
る
発
言
は
、
た
だ
こ
れ
だ
け
の
言
葉
の
上
の
発
言
で
あ
っ
て
、

理
論
的
に
も
実
証
的
に
も
何
等
説
明
さ
れ
て
い
ず
、
む
し
ろ
逆
に
第
一
章
以

下
の
叙
述
か
ら
は
、
“
集
権
的
な
近
世
封
建
社
会
は
、
一
定
の
全
國
的
甫
場

を
造
り
出
し
て
い
っ
た
”
と
読
み
と
れ
る
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

論
的
に
も
実
証
的
に
も
何
等
説
明
さ
れ
て
い
な
い
社
会
評
論
的
言
葉
が
、
あ

ち
こ
ち
に
然
も
場
合
に
よ
っ
て
は
内
容
と
関
係
な
し
に
断
て
く
る
の
は
気
に

な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
㊥
　
い
わ
ゆ
る
全
国
市
揚
な
る
も
の
に
つ
い
て
。

　
次
に
脇
田
髭
の
い
う
全
国
市
場
な
る
も
の
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
脇
田
氏
は
第
　
章
〃
近
世
的
全
国
踏
場
の
形
成
”
の
最
初
に
「
近
世
樹
建

社
会
に
お
い
て
は
、
領
主
階
級
は
農
民
を
自
給
経
済
の
枠
内
に
と
ど
め
、
み

ず
か
ら
は
も
っ
と
も
商
霊
化
し
う
る
生
産
物
で
あ
る
米
を
、
生
産
物
地
代
と

し
て
叡
遇
す
る
こ
と
で
農
民
の
剃
余
労
働
を
吸
収
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

…
…
そ
こ
で
は
地
代
と
し
て
叡
納
さ
れ
た
領
主
米
が
販
売
し
う
る
条
件
疑
社

会
的
分
業
の
進
展
と
、
商
贔
経
済
の
一
定
度
の
発
展
が
前
提
と
な
り
、
領
主

階
級
の
再
生
産
を
可
能
と
す
る
全
国
市
場
の
存
在
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
近
世
的
全
國
市
場
は
、
農
畏
的
商
贔
経
済
を
抑
止
し
た
領
主

的
市
場
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
の
主
要
な
流
通
品
は
、
領
主
米
で
あ
っ
た
。
」

（
；
貰
）
と
し
、
し
た
が
っ
て
領
主
米
の
動
向
を
中
心
に
分
金
す
る
こ
と

が
、
近
世
的
全
国
市
場
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
う
る
事
で
あ
る
と
す
る
。
さ

て
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
何
故
「
領
主
階
級
の
再
生
産
を
可
能
と
す
る

全
国
市
場
の
存
在
を
予
定
す
る
」
必
要
が
あ
る
か
、
と
い
う
事
だ
が
、
そ
の

点
は
「
都
市
と
農
村
の
分
業
は
一
般
的
に
成
立
し
た
が
、
こ
の
分
業
は
鞍
行

的
な
も
の
で
あ
り
、
大
部
分
の
領
主
米
は
城
下
町
で
消
費
さ
れ
ず
中
央
市
場

賃
畿
内
へ
と
送
ら
れ
た
」
（
　
四
頁
）
　
「
近
世
的
市
場
の
内
容
は
、
中
央
市
場

と
、
各
藩
の
よ
る
領
内
市
場
の
二
つ
の
関
係
よ
り
な
り
、
後
者
は
都
市
・
農

村
の
基
本
的
分
業
関
係
を
形
成
し
て
い
る
が
、
そ
れ
の
み
で
完
結
し
え
ず
、

中
央
市
場
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
」
（
｝
閥
頁
）
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
が
脇
田
氏
の
全
国
市
場
論
の
骨
子
で
も
あ
り
、
ま
た
本
霧
の
出
発

点
を
な
し
て
い
る
。
さ
て
こ
の
全
爾
市
場
論
の
骨
子
を
み
る
と
気
附
く
通
り
、

こ
の
よ
う
な
事
は
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
、
そ
の
表
現
の
強
弱
は
あ
る
が
、

幕
藩
体
制
祉
会
を
理
解
す
る
手
掛
り
と
し
て
一
般
的
に
云
わ
れ
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
つ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
あ
り
、
然
も
注
意
を
要
す
る
事
は
、
そ
れ
は
か
な
り
思
い
つ
き
的
（
も
う
「
寸

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
良
く
い
え
ば
旋
会
評
論
酌
）
な
軽
い
気
持
で
い
わ
れ
て
い
た
裏
で
、
誰
も
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し

証
は
勿
論
、
充
分
な
理
論
的
な
検
討
も
経
ず
し
て
云
っ
て
い
た
慕
で
あ
る

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
い
っ
て
い
た
と
い
う
欝
葉
を
使
っ
て
、
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
譲
葉
を
使
わ
な
い
の
．

は
、
農
村
史
な
ど
の
処
理
上
全
体
約
ス
ケ
ッ
チ
が
一
寸
と
必
要
で
あ
る
と
い
っ
た
時
な

ど
に
話
し
含
の
席
上
で
使
わ
れ
る
と
か
、
ま
た
は
レ
ジ
ュ
メ
的
処
理
に
使
わ
れ
る
と
か

で
、
学
術
論
文
の
、
然
も
市
場
論
の
主
柱
と
し
て
は
私
の
知
る
隈
り
で
は
使
わ
れ
て
い

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

　
本
書
は
幕
藩
体
制
の
市
場
論
を
主
と
し
て
扱
っ
た
学
術
書
で
あ
り
、
然
も

こ
の
〈
論
理
〉
が
脇
田
氏
の
繊
発
点
の
礎
石
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
当
然
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

事
な
が
ら
、
従
来
の
思
い
つ
き
的
発
言
で
す
む
わ
け
で
な
く
、
ど
う
し
て
も

脇
田
氏
自
身
の
手
で
、
理
論
的
に
も
再
検
討
し
、
更
に
ま
た
実
証
的
に
も
確

定
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
勿
論
脇
田
娩
は
こ
の
点
に
つ
い
て
か

な
り
の
努
力
を
払
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
揚
合
の
脇
田
氏
の
論
理
も
か
な

り
常
識
的
で
、
⑱
　
藩
の
城
下
町
に
は
年
貢
米
に
冤
合
う
だ
け
の
跡
人
口
が

存
在
し
な
か
っ
た
。
㈲
　
藩
内
に
は
｝
定
の
分
業
関
係
が
存
在
す
る
が
社
会

的
分
業
が
未
熟
で
あ
っ
て
、
領
域
内
で
そ
の
再
生
産
を
完
結
さ
せ
る
手
工
業

（146）146



評

が
存
在
し
な
か
っ
た
。
㊨
　
一
方
畿
内
に
は
特
産
物
生
産
が
非
常
に
発
達
し

て
い
た
。
◎
　
以
上
の
蕪
　
か
ら
領
主
は
領
内
の
米
を
中
央
市
場
慧
畿
内
・
大

坂
に
送
り
、
こ
之
で
手
工
業
品
を
入
手
し
て
再
生
産
を
完
結
し
た
。
と
い
う

纂
に
な
る
。

　
さ
て
、
G
り
藩
の
城
下
町
に
は
年
貢
米
に
見
合
う
だ
け
の
町
人
口
が
存
在
し

な
く
（
九
五
頁
）
米
を
中
央
市
場
“
畿
内
・
大
阪
に
売
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、

と
す
る
点
で
、
こ
れ
も
樋
く
常
識
的
に
こ
う
云
わ
れ
て
い
る
が
果
し
て
そ
う

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
全
く
突
証
的
検
討
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
体
領
内
人

口
の
何
劉
の
農
業
外
人
口
が
あ
れ
ば
領
内
年
貢
米
に
見
合
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
点
、
従
来
は
常
識
的
に
そ
う
云
わ
れ
て
い
た
が
（
農
村
史
に
関
連

し
た
形
で
）
、
甫
場
論
に
と
り
く
む
場
合
は
ま
ず
確
定
し
て
お
く
必
要
の
あ

る
蘂
で
あ
る
。
ま
た
領
外
に
米
を
売
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
眼
領
内
に
年
貢

米
に
見
奮
う
町
人
獄
（
農
業
外
人
隣
）
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
に
は
直
ち

に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
㈹
藩
内
に
は
一
定
の
分
業
闘
係
が
存
在
す
る

が
し
か
し
鮭
会
的
分
業
が
未
熟
で
あ
っ
て
、
領
域
内
で
そ
の
再
生
産
を
完
成

さ
す
手
工
業
が
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
す
る
点
で
あ
る
。
脇
隣
氏
は
非
常
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
へ

重
大
な
事
を
、
事
も
な
げ
に
断
定
し
て
い
る
が
、
ま
ず
斎
場
論
的
立
場
か
ら

み
た
場
禽
、
藩
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
藩

に
は
一
万
石
か
ら
百
万
石
余
の
も
の
ま
で
も
あ
り
、
各
々
将
領
の
あ
り
方
も

千
差
万
携
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
藩
を
（
単
な
る
農
村
史
・
ま
た
は
致
治
史
と
し

て
具
な
く
）
市
場
論
と
い
う
立
場
か
ら
論
ず
る
場
余
た
だ
藩
一
般
で
処
理
出

来
る
の
か
一
考
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
脇
田
氏
は
こ
の
よ
う
な

藩
の
事
例
と
し
て
九
州
小
倉
藩
を
事
傭
に
と
っ
て
実
証
な
る
も
の
を
し
て
い

る
．
が
、
こ
の
場
合
、
何
故
小
倉
藩
が
、
こ
の
よ
う
な
氏
の
全
国
市
場
論
形
成

の
実
証
的
擁
点
た
弩
得
る
か
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
「
小
倉
藩
人
畜

改
帳
」
か
ら
領
内
の
商
工
業
分
布
表
（
第
二
表
・
八
九
頁
）
を
撮
し
た
の
ち
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
豊
前
に
お
け
る
商
工
業
人
目
は
わ
ず
か
に
一
〇
三
八
名
で
あ
る
。
こ
の
人

口
は
ほ
ぼ
一
戸
一
名
と
な
っ
て
い
る
か
ら
一
〇
〇
〇
軒
と
み
て
よ
い
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
は
総
戸
数
の
五
％
程
で
あ
り
、
明
ら
か
に
社
会
的
分
業
は
未
熟
で
あ
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
偏
　
（
九
〇
頁
）
－
一
1
傍
点
大
石
…
i
と
断
定
し
て
い
る
。

こ
れ
が
脇
田
氏
の
藩
の
分
業
関
係
の
突
証
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は

多
く
の
關
題
が
あ
る
。
ま
ず
こ
の
表
に
は
脇
田
氏
も
指
摘
す
る
如
く
、
小
倉

藩
の
城
下
町
小
倉
と
、
領
内
で
の
大
都
市
中
津
の
両
輪
要
都
市
が
お
ち
て
い

る
。
近
世
社
会
に
お
け
る
商
工
業
人
口
は
主
と
し
て
城
下
町
お
よ
び
領
内
主

要
都
市
に
集
佐
し
て
い
る
審
は
、
従
来
の
諸
研
究
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

か
か
る
城
下
町
お
よ
び
主
要
都
市
の
デ
ー
タ
ー
を
欠
い
て
門
内
の
社
会
的
分

業
の
分
析
確
定
が
繊
来
る
も
の
か
ど
う
か
。
そ
し
て
農
村
部
門
の
み
の
分
析

か
ら
、
「
…
…
商
工
業
人
口
は
わ
ず
か
に
　
〇
三
八
名
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
は

総
戸
数
の
五
％
程
で
あ
り
、
明
ら
か
に
社
会
的
分
業
は
未
熟
で
あ
る
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
、
突
然
飛
躍
的
・
独
断
的
に
小
倉
藩
の
社
会
的
分
業
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

未
熟
で
あ
る
と
の
結
論
が
出
る
の
だ
が
、
　
「
わ
ず
か
に
」
と
か
「
明
ら
か
に
」

と
か
い
う
比
較
断
定
は
何
に
も
と
ず
い
て
繊
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
農
村

蔀
門
の
商
工
業
人
口
が
一
体
何
パ
ー
セ
ン
ト
あ
っ
た
ら
釜
会
的
分
業
が
充
分

だ
と
い
う
の
か
、
　
そ
の
点
の
確
定
も
な
し
に
、
　
こ
ん
な
断
定
的
な
言
葉
は

使
え
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
実
証
的
な
も
の
の
べ
…
ル
を
か
ざ
っ
た

思
い
つ
き
的
独
断
が
多
い
事
は
、
本
書
の
一
つ
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
次
に
0
9
の
、
畿
内
に
は
特
産
物
生
産
が
非
常
に
発
達
し
て
い
た
、

と
す
る
点
で
あ
る
が
、
こ
の
鄭
も
従
来
し
ば
し
ば
云
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で

励
に
新
し
い
見
解
で
は
な
い
が
、
脇
田
氏
は
そ
れ
を
実
証
す
る
努
力
を
払
っ

た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
成
功
し
た
と
は
い
え
な
い
と
思
う
。
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と
い
う
の
は
「
毛
吹
草
」
と
い
う
曳
料
を
あ
ま
り
に
も
全
瀟
約
に
使
い
す
ぎ
、

史
料
批
判
に
よ
る
修
正
が
不
足
し
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
脇
田

氏
は
「
毛
吹
草
」
を
史
料
と
し
ヂ
、
近
世
初
期
の
阜
偏
生
産
の
状
況
を
全
国
的

に
分
析
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
結
論
は
、
金
岡
的
商
晶
生

産
の
中
に
お
け
る
畿
内
・
特
に
京
都
の
き
わ
だ
っ
た
高
さ
と
江
戸
の
き
わ
だ

っ
た
紙
さ
と
を
の
べ
、
畿
内
諸
都
市
の
地
位
は
江
戸
を
含
め
た
新
興
城
下
町

に
比
べ
て
き
わ
め
て
高
く
、
そ
の
こ
と
は
当
時
の
全
心
市
場
に
お
け
る
商
品

流
通
が
、
畿
内
を
申
軸
と
し
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
し
か
し
㎝
、
毛
吹
草
扁
は
入
も
知
り
脇
田
氏
も
ま
た
こ
と
わ
っ
て

い
る
よ
う
に
押
立
手
引
書
で
あ
り
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
郵
駅
は
特
藍
物
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

に
お
け
る
特
徴
的
な
商
品
と
い
う
よ
り
も
名
産
と
も
い
う
べ
ぎ
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
ら
は
観
察
者
の
主
観
と
住
所
と
に
よ
っ
て
大
き
く
影
響
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
名
産
の
有
無
に
よ
っ
て
各
地
方
の
産

業
の
分
布
を
、
更
に
歓
会
的
分
業
の
度
含
を
測
る
こ
と
は
顯
来
な
い
し
、
そ

れ
か
た
。
2
直
ち
に
商
品
流
通
に
お
け
る
畿
内
の
地
位
を
測
定
す
る
な
ど
、
な
お

さ
ら
娼
来
な
い
仕
事
で
あ
る
。
こ
の
蓑
を
厳
密
に
つ
か
う
と
大
坂
の
名
産
は

京
都
の
三
〇
〇
に
対
し
、
わ
ず
か
に
三
六
で
あ
り
、
こ
れ
は
堺
の
三
七
よ
り

も
低
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
大
坂
・
堺
の
抵
会
分
業
の
深
さ
を
ほ
ぼ
岡
じ
と
み
、

大
坂
に
対
す
る
京
都
の
薦
倒
的
優
位
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
だ
と

す
れ
ば
脇
田
属
の
主
張
さ
れ
る
近
憶
経
済
上
の
中
央
市
場
と
し
て
の
大
坂
の

地
位
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
毛
吹
草
」
の
使
用
は
他
に
適
当

な
史
料
の
な
い
現
時
点
で
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
か
か
る
史

料
の
使
用
に
は
余
程
周
到
な
史
料
批
判
と
補
助
史
料
に
よ
る
補
足
を
必
要
と

し
よ
う
。
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
せ
い
ぜ
い
補
註
と
し
て
一
つ
の
参
考
的
補

助
史
料
と
し
て
あ
げ
る
に
留
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
の
の
領
主
は
領

内
の
米
を
中
細
欝
場
肛
大
坂
に
送
り
、
こ
こ
で
手
黒
業
晶
を
入
手
す
る
か
た

ち
で
再
生
産
を
完
結
さ
せ
て
い
た
、
と
す
る
点
で
あ
る
。
そ
し
で
、
、
こ
の
米

穀
流
通
を
軸
と
し
た
全
国
市
場
が
近
姫
初
頭
に
す
で
に
成
立
し
て
お
り
、
μ
、

の
中
央
甫
場
が
大
坂
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
も
脇
田

氏
の
実
証
過
租
の
示
す
限
り
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
鞭
閾
∵
四
薗
・
九
州

お
よ
び
裏
日
本
の
一
部
か
ら
大
阪
へ
米
を
送
っ
た
事
実
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

の
み
で
、
そ
れ
を
も
っ
て
米
穀
流
通
を
軸
と
す
る
全
圏
市
場
が
近
世
初
頭
に

成
立
し
て
お
り
、
そ
の
中
央
市
場
が
大
坂
で
あ
っ
た
と
断
ず
る
の
は
、
実
証

の
体
裁
を
と
っ
た
独
断
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
東
海
・
関
東
・
奥

羽
・
北
陸
等
の
諸
地
力
の
米
穀
の
流
通
一
脇
田
氏
の
い
う
地
方
衛
場
の
状

況
と
中
央
市
場
琵
大
坂
へ
の
従
属
の
関
係
は
全
く
突
証
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
な
お
若
干
意
地
の
悪
い
設
問
だ
が
、
藩
経
済
は
そ
れ
自
体
完
結
し
て

お
ら
ず
、
領
内
の
米
穀
を
大
坂
に
送
り
、
こ
こ
で
手
工
業
晶
を
入
手
し
て
再

生
産
を
完
結
し
て
い
た
と
す
る
シ
エ
ー
マ
も
従
来
か
な
り
広
く
い
わ
れ
て
き

た
書
葉
で
あ
る
が
、
市
場
構
成
史
と
い
う
形
で
と
り
あ
げ
る
場
合
は
、
窮
め

て
理
論
・
実
証
両
醸
か
ら
栂
検
討
す
べ
き
事
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
な
お
最
後
に
一
つ
付
加
え
る
と
、
脇
m
氏
は
本
盤
の
申
に
多
く
の
表
を
使

っ
て
お
ら
れ
る
。
　
こ
の
表
を
一
寸
、
検
算
し
て
み
た
だ
け
で
も
、
も
し
早

事
が
な
い
と
す
れ
ば
計
算
ち
が
い
が
聖
立
つ
（
第
一
・
九
．
一
〇
．
一
四
二
　

二
・
｝
端
○
・
四
蹴
・
麗
　
二
・
半
眼
・
山
一
八
・
七
〇
・
七
…
一
・
七
七
　
・
八
山
ハ
心
寄
）
。
　
お

互
い
に
数
宰
は
今
少
し
大
切
に
つ
か
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

三
　
む
す
び
に
か
え
て

　
以
上
脇
田
氏
の
市
場
構
成
論
を
簡
単
に
検
討
し
て
み
た
。
従
来
は
正
面
か

ら
と
り
く
ま
れ
る
事
の
な
か
っ
た
幕
藩
体
欄
の
市
場
構
成
論
を
、
莫
正
面
か
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ら
、
然
も
雰
常
に
意
欲
的
に
と
り
く
ん
だ
と
い
う
慧
味
で
、
本
書
の
学
説
史

的
意
義
は
ま
ず
評
価
さ
れ
、
更
に
、
脇
馬
歯
の
歴
史
に
対
す
る
並
々
な
ら
線

意
欲
は
称
賛
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
実
際
の
成
果
と
な
る
と
必
ず
し

も
充
分
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
方
法
論
に
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。

周
知
の
如
く
、
戦
後
日
本
の
近
世
史
は
個
別
農
村
お
よ
び
欄
鯛
経
営
の
分
析

よ
り
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
分
析
が
｝
定
水
準
ま
で
す
す
む
と
、
ど
う
し
て
も

個
別
農
村
・
戸
別
経
営
を
包
む
諸
鐙
件
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
の
過
程
で
楠
葉
史
が
登
場
し
て
き
た
が
、
そ
の
場
合
も
や
は
り
、
そ
れ
ら

を
包
む
流
通
史
、
更
に
幕
藩
体
制
そ
の
も
の
の
再
生
影
像
を
え
が
く
こ
と
な

く
し
て
研
究
を
進
め
る
事
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
市
場
構
造
に
対
す
る
ス
ケ

ッ
チ
も
そ
れ
と
関
詳
し
て
行
な
わ
れ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な

段
階
と
し
て
は
当
然
の
事
で
あ
る
が
、
幕
藩
体
制
の
布
場
構
造
論
・
再
生
産

論
に
つ
い
て
、
予
測
的
ス
ケ
ッ
チ
・
若
干
思
い
つ
き
的
・
か
つ
社
会
評
論
的

な
直
感
的
把
握
が
数
多
く
行
な
わ
れ
た
◎
そ
れ
ら
は
た
と
え
ぱ
農
村
史
か
ら

見
た
ら
幕
藩
体
制
の
甫
場
之
造
は
こ
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
、
又
は
、
藩
制
史
か
ら
見
た
ら
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
事
も
幽
来

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
健
爾
よ
り
の
予
講
的
考
察
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
幕
藩
体
制
の
市
場
構
造
論
、
ま
た
は
幕
藩
体
制
下
に
お

け
る
藩
の
再
生
産
論
と
し
て
、
正
面
か
ら
学
問
的
検
討
を
う
け
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
。

．
脇
隣
氏
は
〃
近
世
樹
建
社
会
の
経
済
構
造
”
と
題
し
て
、
幕
藩
体
擬
の
市

場
論
、
再
生
産
論
を
考
究
す
る
に
当
っ
て
、
こ
れ
ら
予
傭
的
考
察
に
少
し
安

易
に
の
り
す
ぎ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
ら
の
う
ち
ど
の
一
つ
に

で
も
脇
田
氏
が
正
帽
か
ら
と
り
組
ん
だ
ら
、
本
書
の
重
み
は
数
段
と
増
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
点
、
脇
田
氏
の
た
め
に
も
学
界
の
た
め
に

も
、
大
変
残
念
で
あ
る
。
　
（
A
5
判
三
六
　
頁
昭
和
三
十
八
年
夕
月
お
茶
の

水
樽
房
判
　
定
二
一
、
○
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
学
習
院
大
学
教
授
）
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