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庄
司
吉
之
助
氏
は
頃
日
、
「
明
治
維
新
の
経
済
構
造
」
と
題
す
大
著

を
公
に
さ
れ
、
そ
の
第
一
部
ザ
お
い
て
「
嘉
末
に
お
げ
る
商
品
経
済
の

発
展
と
農
民
層
の
分
化
」
に
つ
い
て
実
に
克
明
な
実
証
的
研
究
の
成
果

を
発
表
さ
れ
た
、
、
こ
の
著
寿
の
研
究
論
文
は
、
現
在
筆
者
白
身
最
も
関

心
を
も
っ
で
、
お
り
、
か
つ
筆
者
の
研
究
対
象
と
し
て
い
る
「
近
世
在
郷

商
人
の
存
在
形
態
の
分
析
よ
り
す
る
農
村
経
済
の
実
体
把
握
」
に
少
な

か
ら
ぬ
教
示
と
、
数
多
く
の
手
が
か
り
を
与
え
で
、
呉
れ
た
も
の
の
一
文

で
お
る
、
、
こ
こ
に
本
書
よ
り
う
げ
た
御
教
示
に
対
す
る
感
謝
を
か
ね
、
一
、

不
遜
を
慨
ら
ず
紹
介
と
書
評
を
一
、
一
せ
一
．
い
た
だ
き
著
禾
に
ン
．
∴
欠
を
乞

う
次
第
で
お
る
、
、

　
著
者
に
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
「
封
建
的
土
地
所
有
の
分
解
と
地

主
的
土
地
集
中
」
の
論
題
の
も
と
に
、
封
建
的
土
地
所
有
の
否
定
、
殊

に
慕
末
に
お
い
一
－
、
農
民
牌
が
ど
の
よ
う
に
分
化
し
て
い
っ
た
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
土
地
所
有
と
経
営
規
模
と
の
分
布
を
実
際
面
か
ら
分

析
し
、
大
体
冨
農
的
地
主
、
中
農
、
貧
農
、
無
産
者
の
四
階
屑
に
区
分

し
、
更
に
寄
生
地
主
屑
を
富
農
的
地
主
に
加
え
て
い
る
、
ー
そ
し
て
こ
の

分
化
の
状
態
二
、
会
津
領
ば
か
り
で
な
く
他
の
幕
藩
領
に
も
み
ら
れ
る

こ
と
∴
推
察
に
難
く
な
い
と
断
言
し
一
一
、
い
ら
れ
る
．
そ
し
、
。
．
そ
二
に
二

労
倒
力
を
賢
う
も
の
と
売
る
も
の
と
の
存
在
が
み
ら
れ
、
一
は
経
営
の



拡
大
に
、
他
に
そ
の
縮
少
に
向
う
こ
と
が
ユ
つ
ぎ
り
現
わ
れ
て
お
り
、

更
に
こ
れ
等
の
両
極
の
分
解
と
共
に
申
農
層
と
地
主
層
と
の
存
在
を
み

一
、
い
る
の
で
お
る
、
、
か
く
て
領
主
側
が
本
百
姓
と
し
て
提
え
た
農
民
と

い
っ
で
、
も
、
農
村
内
部
に
は
以
上
の
よ
う
な
分
化
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
を
薯
者
は
「
地
下
強
弱
調
」
に
よ
つ
て
実
証
的
に
追
求
を
行
つ
て
い

る
。
そ
も
そ
も
幕
末
に
お
げ
る
農
民
層
の
分
化
の
捉
え
方
に
は
色
々
な

立
場
か
ら
種
々
な
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
著
者

が
そ
の
土
地
所
有
と
経
営
規
模
と
の
分
布
の
実
際
か
ら
明
確
に
区
分
さ

れ
た
点
は
至
当
で
あ
る
と
考
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
経
済
史
研
究
に
貴

重
な
示
喫
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
次
第
で
お
る
。

　
さ
て
こ
の
幕
末
に
お
け
る
農
民
層
の
存
在
形
態
と
し
て
の
四
つ
の
階

層
は
そ
も
そ
も
如
何
な
る
時
期
に
、
ま
た
い
か
な
る
経
済
的
条
件
に
よ

っ
て
分
化
し
た
の
で
あ
る
か
。
幕
藩
の
封
建
体
制
が
確
立
し
、
検
地
帳

に
登
録
さ
れ
た
本
百
姓
株
の
支
配
が
規
定
さ
れ
た
時
に
二
、
こ
の
様
な

農
民
属
の
存
在
形
態
で
な
か
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ

に
対
し
、
ま
ず
中
農
膚
の
経
営
の
一
例
と
Ｌ
て
、
金
原
田
村
の
農
民
構

成
よ
り
、
申
農
屑
の
規
準
を
実
証
的
に
追
及
し
、
そ
の
申
農
属
の
代
表

と
し
一
、
「
菅
野
八
郎
」
を
選
び
、
そ
の
経
當
を
貢
租
部
分
と
作
徳
部
分

並
び
に
余
殉
部
分
と
に
分
け
、
更
に
こ
れ
を
水
旧
、
畑
作
、
養
蚕
の
三

つ
に
分
け
一
、
そ
の
収
支
を
明
ら
か
に
し
て
、
い
る
。
労
力
に
つ
い
で
、
は
雇

傭
労
力
と
自
家
労
力
の
配
分
を
行
い
、
雇
傭
労
力
の
帝
賃
分
と
自
家
労
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力
の
労
賃
分
と
を
区
分
し
、
特
に
自
家
労
力
苧
賃
金
に
換
算
し
、
全
生
産

費
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
、
一
、
、
商
品
生
産
と
貨
幣
経
済
の
発
展
や

資
太
家
的
経
営
叉
は
地
主
の
形
成
と
い
っ
た
事
実
を
封
建
領
主
が
農
民
の

余
剰
部
分
を
悉
く
吸
収
す
る
事
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
、
即
ち
本
百
姓

の
手
許
に
封
産
地
代
を
支
払
つ
た
後
に
ど
ん
な
形
に
し
ろ
超
過
部
分
を
生

み
出
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
証
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
叉

労
働
力
再
生
産
の
変
化
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
四
階
層
に

農
民
属
が
分
化
し
た
と
見
て
い
る
の
で
お
る
。
農
氏
層
分
化
の
所
以
和
、
漠

然
と
し
か
分
析
し
得
な
か
っ
た
筆
者
に
と
っ
て
著
者
の
正
鶴
を
得
た
分
析

方
法
は
正
に
一
大
警
醍
で
あ
り
、
他
の
類
書
に
比
し
て
、
た
し
か
に
一
の

創
見
を
示
さ
れ
た
も
の
と
云
っ
て
よ
い
で
お
ろ
う
。
次
に
富
農
的
地
主
の

代
表
と
し
て
「
山
口
弥
市
家
」
の
経
営
に
つ
い
で
、
、
豊
富
な
資
料
を
見
事

に
駆
使
し
て
、
水
田
と
畑
作
に
よ
る
経
営
の
状
態
を
細
か
に
分
析
し
、
更

に
手
工
業
的
な
面
ユ
原
料
生
産
を
行
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
商
業
的
農
業
の

睦
開
を
見
て
い
る
。
そ
し
て
特
徴
的
な
こ
と
ユ
農
業
専
業
化
に
伴
い
雇
傭

労
働
力
に
漸
次
切
り
か
え
ら
れ
、
賃
労
働
へ
の
移
行
が
進
匿
し
て
い
る
こ

と
、
Ｌ
か
も
一
挙
に
賃
金
形
能
〃
に
推
転
す
る
の
で
二
な
く
し
で
、
「
ゆ
い
手

問
」
、
　
「
旦
履
」
の
混
合
労
働
力
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
で
お
る
こ
と
、

更
に
こ
の
経
営
は
小
作
人
を
伴
う
も
の
で
ふ
い
、
一
面
非
常
に
牛
産
力
的

な
両
を
も
っ
一
、
い
一
．
専
業
化
へ
の
傾
向
を
み
せ
一
－
、
い
る
が
、
他
面
経
営
の

拡
大
方
向
へ
向
わ
ず
し
一
、
地
主
的
方
向
へ
の
危
険
性
を
内
包
し
て
い
ろ
よ
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う
に
み
え
る
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
三
町
歩
経
営
の
み
に
つ
い
て
い
え

ぱ
富
農
的
な
存
在
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
経
営
面
積
の
限
界
を
超
え

る
経
営
拡
大
で
な
く
し
て
爾
余
を
小
作
地
に
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
出
す
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
わ
れ
る
と
結
ん
で

い
る
。
此
の
点
、
著
者
は
折
角
問
題
の
核
心
に
触
れ
な
が
ら
そ
の
解
明

が
行
わ
れ
で
、
い
な
い
点
は
残
念
に
思
う
。
し
か
Ｌ
薯
者
が
あ
く
ま
で
科

学
的
態
度
を
持
し
、
歴
史
の
動
き
を
発
展
史
的
見
地
に
立
っ
て
考
察
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
敬
服
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
二

　
以
上
は
富
農
的
経
営
の
例
と
し
て
、
自
家
労
働
力
と
他
人
労
働
力
と

を
も
っ
一
、
経
帖
し
、
そ
れ
以
上
の
土
地
を
も
っ
た
場
合
に
小
作
に
出
す

と
い
っ
た
白
作
地
主
の
場
令
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
つ
い
で

自
家
労
働
と
他
人
労
鰯
と
を
も
っ
て
、
自
耕
地
か
ら
余
剰
を
得
て
い
る

が
、
む
Ｌ
ろ
商
業
高
利
貸
資
本
に
よ
っ
て
土
地
集
積
を
は
か
り
、
小
作

料
に
依
存
す
る
と
い
う
寄
生
地
主
的
経
営
に
つ
い
一
、
論
及
し
一
、
い
る
。

即
お
寄
生
地
主
へ
の
変
化
の
仕
方
は
一
挙
に
小
作
人
を
形
成
せ
し
め
る

の
で
な
く
し
、
一
、
、
質
地
叉
は
前
貸
的
形
態
で
漸
次
切
り
か
え
ら
れ
て
い

く
も
の
で
お
り
、
寄
生
地
主
・
小
作
と
い
う
と
き
は
小
作
人
が
地
主
・

頒
主
へ
の
地
代
麦
払
負
担
を
し
一
、
も
な
お
一
家
を
と
も
か
く
支
え
て
ゆ

く
こ
と
が
で
き
ろ
程
に
生
産
力
が
発
達
Ｌ
た
時
に
初
め
一
、
可
能
と
な
る

の
で
お
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
前
貸
的
質
地
小
作
的
な
形
で
行
わ
れ
て
い
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る
と
結
論
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ぱ
寄
生
地
主
は
商
業
高
利
貸
の
強
靱

な
地
盤
の
上
に
立
っ
て
い
て
一
挙
に
寄
生
化
へ
の
途
を
辿
る
こ
と
な
く
、

可
能
な
限
り
低
位
生
産
状
態
の
中
に
喰
い
入
っ
て
土
地
の
集
積
を
続
け

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
手
作
経
営
か
ら
土
地
集
積
を
通
じ
て
経
営

の
拡
大
を
行
い
資
本
家
的
経
営
に
移
行
す
る
の
で
な
く
し
て
直
ち
に

小
作
経
営
に
移
行
す
る
寄
生
地
主
の
型
が
打
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
見
解
は
近
畿
地
帯
に
お
げ
る
在
郷
富
商

の
寄
生
地
主
化
の
形
態
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
点
ま
一
」
「
こ
に
興
味
深
い
感
が
す
る
。
薯
者
は
麻
に
お
け
る
商
業
的
農

業
の
発
展
に
よ
っ
て
貢
租
徴
収
の
仕
法
と
し
て
の
土
地
割
換
制
度
は
商

業
及
高
利
貸
資
本
に
よ
っ
て
名
目
的
な
も
の
に
漸
次
変
り
つ
つ
あ
っ
た

こ
と
、
又
割
換
制
度
と
い
う
最
も
封
建
的
な
特
殊
な
土
地
制
度
の
申
か

ら
金
納
小
作
料
へ
の
移
行
と
い
う
様
相
が
出
て
来
た
こ
と
も
商
業
的
農

業
と
も
い
う
べ
き
麻
の
生
産
に
多
く
の
原
因
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
」
て
い
る
。
即
ち
農
氏
の
生
活
が
冷
害
と
伊
奈
川
の
洪
水
に
見
舞
わ

れ
た
が
ら
上
納
金
、
買
米
金
、
掠
代
、
木
棉
物
買
入
、
日
用
品
代
導

に
要
す
ろ
現
金
収
入
源
を
唯
一
の
麻
、
雄
蚕
に
依
存
Ｌ
な
け
れ
ぱ
な
ら

狂
か
っ
た
こ
と
と
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
生
産
形
態
に
吸
着
し
て
い
る

商
業
高
利
貸
資
本
に
つ
い
て
の
実
例
と
Ｌ
て
「
青
柳
村
」
の
「
Ａ
家
」

「
白
沢
村
」
の
「
「
り
家
」
、
一
．
古
町
村
」
∴
一
Ｃ
家
」
、
「
宮
沢
村
」
の
「
Ｄ

家
」
を
お
げ
、
そ
．
の
商
業
高
利
貸
を
業
と
し
て
土
地
の
集
積
を
行
っ
て



い
る
葬
実
及
び
更
に
高
利
貸
資
本
の
蓄
積
と
共
に
商
業
利
潤
に
よ
っ
て

貨
幣
の
獲
得
を
行
い
、
農
氏
が
商
人
化
し
！
．
ゆ
く
過
程
、
市
場
と
の
つ

な
が
り
等
に
つ
い
て
実
証
的
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
農
民
は
質
地
取
り

と
同
時
に
商
業
を
経
営
し
、
特
に
土
産
物
の
麻
、
苧
、
伊
北
布
、
絹

糸
の
販
売
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
で
、
農
民
は
こ
の
よ
う
な
手
工
業

品
生
産
に
よ
っ
て
現
金
を
生
み
出
Ｌ
、
し
か
も
借
金
の
返
済
物
に
し
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
等
は
叉
近

畿
山
城
地
帯
に
お
け
み
農
民
が
商
業
的
農
業
と
も
い
う
べ
ぎ
菜
種
の
生

産
に
よ
っ
で
、
現
金
を
作
り
、
も
っ
て
高
額
地
代
収
轟
と
桂
川
、
淀
川
等

の
水
害
と
の
爽
撃
に
よ
る
借
金
の
支
払
い
と
窮
迫
せ
る
生
活
に
お
一
、
、
た

る
事
実
と
は
全
く
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
更
に
こ
の
よ

う
な
生
産
性
と
そ
の
よ
う
な
構
造
を
維
持
し
、
吸
着
し
て
い
る
商
業
資

木
－
買
占
の
盗
本
と
高
利
貸
資
本
－
が
農
民
の
窮
乏
と
土
地
の
喪

失
を
深
め
、
し
か
も
こ
の
様
な
典
型
的
な
商
業
高
利
貸
資
本
の
下
に
農

民
層
は
地
王
　
　
小
作
関
係
に
分
化
し
、
徳
川
初
期
、
中
期
と
は
様
相

を
異
に
し
た
幕
末
農
村
の
社
会
構
成
を
生
み
出
す
に
至
る
過
程
に
つ
い

て
も
、
前
記
山
城
地
帯
と
同
様
で
あ
っ
一
、
、
殊
に
乙
訓
郡
神
足
村
「
油

屋
弥
兵
衛
」
及
び
「
質
屋
三
郎
丘
ハ
衛
」
両
家
を
申
心
と
す
る
商
業
高
利

貸
本
の
鳩
介
と
殆
ん
ど
同
じ
ム
ろ
。
こ
九
著
者
の
事
例
が
東
北
の
後
進

地
帯
と
考
え
ら
れ
ろ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
京
阪
両
都
間
に
ち
一
、
。
、
比
較

的
早
く
か
ら
貨
幣
経
済
に
装
触
Ｌ
、
一
．
近
世
経
済
社
会
の
先
進
地
帯
・
戸
」
考

　
　
庄
・
司
吉
之
助
著
「
明
治
維
新
の
経
濟
構
造
」
　
（
足
立
）

え
ら
れ
る
畿
内
山
蚊
に
お
げ
る
場
合
と
そ
の
軌
を
一
に
し
て
い
る
募
実

二
日
本
の
近
世
経
済
社
会
研
究
の
上
に
興
味
深
い
問
題
を
提
供
す
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
（
拙
稿
立
命
館
経
済
学
第
一
巻
第
五
．
六
号
、
近

世
に
．
お
け
る
畿
内
在
郷
商
人
の
高
利
貸
資
本
に
１
つ
い
て
、
同
上
、
第
二

巻
第
一
号
、
近
世
山
城
に
拍
け
る
在
郷
商
人
の
商
業
経
営
、
同
上
、
第

三
号
、
封
建
体
制
崩
壊
に
関
す
る
一
考
察
、
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研

究
所
紀
要
第
二
巻
、
近
世
在
郷
商
人
の
利
貸
形
態
を
参
照
さ
れ
た
い
）

　
著
者
は
更
に
こ
の
農
民
層
の
地
主
対
小
作
関
係
の
階
級
分
化
か
ら
貧

農
層
と
上
層
と
の
階
級
対
立
が
尖
鋭
化
し
、
つ
い
に
明
治
元
年
全
会
津

を
席
捲
し
た
世
直
し
一
撰
の
賛
農
運
動
が
展
－
開
さ
．
れ
た
の
で
あ
る
と
の

見
方
は
、
如
何
に
も
、
そ
の
行
論
の
巧
妙
な
ろ
事
に
敬
服
す
る
と
共
に
、

そ
の
史
眼
の
明
敏
几
つ
正
鵠
さ
に
驚
か
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
三

　
次
に
著
者
は
一
般
地
主
的
土
地
所
有
の
成
立
に
つ
い
で
．
述
ベ
ィ
、
い
る
。

そ
し
て
小
作
に
つ
い
て
も
白
小
作
が
交
配
的
で
あ
る
場
合
、
ど
の
よ
う

に
し
て
小
作
が
制
随
化
し
で
。
い
っ
た
か
を
追
求
し
て
い
る
の
で
お
る
。

即
ち
封
建
的
土
地
所
有
が
否
定
“
、
・
れ
、
質
地
、
低
当
、
流
地
、
無
尽
等
の
事

例
か
ら
土
地
の
集
巾
過
程
を
解
閉
し
て
い
る
。
殊
に
一
村
連
帯
或
は
金

主
と
借
人
の
い
ず
れ
も
が
連
帯
に
な
つ
一
一
、
い
る
連
帯
貸
借
の
事
例
は
興

味
深
い
も
の
で
あ
る
。
更
に
土
地
の
異
動
や
所
有
状
態
が
事
実
上
農
民

の
手
に
う
つ
つ
一
一
、
お
り
、
農
異
の
手
に
よ
つ
一
、
村
内
の
土
地
の
出
入
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
（
二
二
五
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
二
号
）

係
が
精
算
さ
れ
、
検
地
帳
付
の
石
高
所
持
記
載
農
民
当
時
と
は
時
代
的

に
も
農
氏
層
自
体
に
つ
い
一
、
も
恐
ろ
し
く
事
情
の
異
つ
た
事
実
を
明
ら

か
に
し
、
そ
こ
か
ら
地
主
　
　
ハ
作
関
係
を
明
確
な
ら
し
め
一
、
い
る
の

で
あ
る
。
即
ち
第
一
に
小
作
人
の
類
型
と
し
て
は
、
純
然
た
る
小
作
人

と
、
質
地
小
作
等
の
債
務
関
係
か
ら
生
じ
た
小
作
人
は
自
小
作
の
程
度

と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
小
作
料
は
物
納
よ
り
金
納
が
多
く
、
勿

論
畑
作
地
や
特
に
桑
園
地
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
よ
う
に
発
展
し
た

と
見
ら
れ
る
こ
と
。
予
測
で
あ
る
が
借
地
経
営
的
小
作
人
も
考
え
れ
る

こ
と
。
第
三
に
小
作
人
同
志
の
連
盟
組
織
を
予
測
し
得
る
こ
と
。
こ
れ

等
の
諸
類
型
を
通
じ
！
、
地
主
・
小
作
関
係
が
制
度
的
に
発
展
し
た
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
収
受
関
係
は
領
主
と
本
百
姓
の
収
受
関
係
と
類
似
的

な
機
構
に
な
つ
て
い
る
　
　
封
殖
的
土
地
所
有
の
規
制
の
下
に
、
質

地
、
流
地
等
の
前
期
的
資
本
の
あ
く
ど
い
収
輩
の
仕
方
で
じ
り
じ
り
と

小
作
化
し
て
来
る
。
し
か
も
小
作
料
納
入
は
個
々
の
小
作
人
を
対
象
と

せ
ず
、
次
第
に
小
作
人
全
体
を
対
象
と
し
連
帯
責
任
を
強
化
し
て
来
る

　
　
こ
の
よ
う
な
小
作
人
の
連
帯
的
納
入
責
任
の
強
化
は
慕
末
に
至
っ

て
そ
の
繭
芽
を
み
せ
る
に
至
つ
て
い
る
と
述
べ
、
事
例
を
お
げ
で
、
小
作

制
度
が
共
同
体
的
な
連
帯
責
任
の
下
に
確
士
さ
れ
一
、
い
る
こ
と
を
立
証

し
て
い
る
の
で
お
る
。
こ
れ
は
地
主
の
所
得
が
年
貢
の
増
徴
に
対
し
一
、

厘
毛
も
損
ず
る
こ
と
な
く
、
小
作
人
に
妖
嫁
さ
れ
る
仕
組
に
な
つ
て
い

る
の
で
あ
り
、
又
領
主
本
百
姓
問
の
封
建
的
土
地
所
有
に
と
っ
一
・
、
か
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
（
二
二
六
）

る
地
主
・
小
作
の
土
地
制
度
へ
の
変
質
が
行
わ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
一
、
こ
の
よ
う
な
分
析
よ
薯
者
の
如
く
微
に
入
り
細
を
穿
つ

者
に
し
一
、
初
め
一
、
為
し
う
る
処
で
あ
り
、
最
も
資
料
に
忠
実
な
発
展
過

程
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、
独
自
の
地
歩
を
占
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
四

か
く
論
述
し
来
っ
て
著
者
は
つ
ぎ
に
農
村
工
業
経
営
の
諸
類
型
に
つ
い

て
考
察
を
加
え
て
い
る
。

　
著
者
が
農
村
工
業
経
當
の
事
例
と
し
て
坂
扱
う
と
こ
ろ
の
も
の
は
専

ら
平
絹
織
物
、
蚕
種
製
造
並
に
製
糸
業
の
三
種
の
農
村
工
業
に
つ
い
て

で
あ
る
。
即
ち
信
達
両
郡
地
方
に
展
開
し
た
こ
れ
ら
の
工
業
経
営
組
織

の
変
化
と
こ
れ
に
伴
う
労
働
形
態
及
び
賃
金
支
払
形
態
の
分
析
に
つ
い

て
、
実
に
微
に
入
り
、
細
に
亘
っ
て
詳
細
な
実
証
研
究
が
な
さ
れ
て
い

る
。
ま
ず
信
達
二
地
方
に
お
げ
る
幕
末
の
生
糸
生
産
並
び
に
生
産
者
の

状
態
は
、
新
田
畑
、
或
は
山
谷
叉
は
不
熟
の
畑
等
へ
桑
を
植
え
、
家
業

と
し
て
経
営
し
、
婦
女
子
の
手
で
生
糸
、
絹
織
物
、
真
綿
、
納
類
を
生
産

し
、
生
活
し
て
い
る
有
様
で
あ
る
。
そ
し
て
生
産
工
程
と
し
て
は
誰
の
手

で
、
ど
の
よ
う
な
組
織
の
上
に
生
産
さ
れ
た
も
の
で
お
る
か
に
つ
い
て

も
考
察
を
加
え
、
一
は
養
蚕
か
ら
製
糸
ま
で
行
う
広
汎
な
養
蚕
製
糸
農

家
の
存
在
、
二
は
雄
蚕
か
ら
収
納
ま
で
行
う
農
家
の
存
在
と
二
つ
の
タ

イ
プ
を
見
、
更
に
本
百
姓
の
薬
砥
経
省
に
二
広
汎
な
白
家
労
力
を
土
台

と
す
る
製
糸
家
と
、
こ
の
よ
ろ
な
白
家
先
力
と
他
人
労
働
を
加
え
た
製



糸
家
の
存
在
の
上
に
生
糸
が
生
産
さ
れ
、
商
品
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

製
糸
を
行
わ
ず
、
繭
の
販
売
者
の
出
現
と
購
繭
に
よ
る
製
糸
及
び
経
営

者
の
出
現
を
み
る
に
至
っ
た
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
い
で

製
糸
業
に
お
け
る
経
常
状
態
に
つ
い
て
は
一
、
養
蚕
、
製
糸
の
一
貫
性
を

も
っ
た
商
品
生
産
が
広
汎
に
土
地
と
結
合
し
て
普
及
し
て
い
て
、
し
か

も
遠
隔
地
市
場
を
相
手
に
行
わ
れ
、
商
業
資
本
の
媒
介
を
必
然
と
し
な

が
ら
も
独
立
性
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
、
問
屋
制
資
本
の
技
術
上
の
指

導
も
養
蚕
製
糸
未
分
化
の
上
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
生
産
条
件
を
も
つ
と
こ
ろ
で
は
製
糸
工
場
の
創
設
は
不
可
能

で
、
明
治
十
年
代
に
入
二
－
、
始
め
て
家
内
労
働
を
巾
心
と
す
る
小
器
械

の
製
糸
が
行
わ
れ
る
こ
と
。
二
、
養
蚕
製
糸
の
独
立
経
営
は
問
屋
買
占

め
寮
本
を
媒
介
と
し
な
が
ら
も
間
屋
資
本
は
彼
等
を
賃
挽
製
糸
業
者
た

ら
し
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
技
術
改
善
に
よ
っ
て
生
産
者
を
商
業
資
本

の
下
に
存
続
さ
せ
る
と
い
う
方
向
と
、
問
屋
貸
本
は
繭
購
入
寿
と
し
て

も
出
現
し
、
農
村
の
分
化
か
ら
生
じ
た
賃
挽
煮
に
吸
憲
す
る
と
い
う
形

を
と
る
こ
と
。
三
、
一
方
賃
挽
業
者
の
内
に
∴
委
托
製
糸
や
そ
の
下
請

賃
挽
者
が
存
在
し
、
問
屋
と
綱
織
物
業
の
賃
挽
製
糸
を
行
う
も
の
が
存

在
し
、
問
屋
制
灯
■
木
の
典
型
的
条
件
を
示
し
！
、
い
ろ
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

　
以
上
の
如
き
三
経
省
状
態
か
ら
著
者
∴
慕
末
の
製
糸
業
者
は
白
家
製

糸
と
賃
挽
製
糸
が
支
配
的
で
、
前
期
的
色
彩
が
強
く
、
独
立
化
し
で
、
工

　
　
庄
司
吉
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著
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」
　
ｎ
足
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）

場
へ
の
推
転
は
困
難
。
で
あ
つ
た
こ
と
と
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
商
業
資
本

が
久
し
い
年
月
に
亘
っ
て
支
配
し
つ
づ
げ
た
た
め
で
あ
る
と
結
論
ず
け

て
い
る
。
次
に
著
寿
は
蚕
種
業
、
平
絹
織
物
業
経
営
の
組
織
に
２
い
て

攻
究
を
進
め
、
次
の
如
く
要
約
し
て
い
る
。

一
、
蚕
種
業
の
専
業
化
に
件
い
、
業
者
の
仲
問
組
繊
が
出
来
上
り
、
「
本

場
」
と
「
場
脇
」
生
産
が
行
わ
れ
た
こ
と
。
二
、
商
品
は
遠
隔
地
商
人

に
直
取
引
で
、
し
か
も
予
約
生
産
で
あ
る
こ
と
、
更
に
村
内
週
辺
の
市

場
と
広
汎
な
養
蚕
家
を
相
手
と
す
る
喧
取
引
や
販
売
で
あ
る
こ
と
。
三
、

彼
等
の
経
當
に
は
種
製
造
に
よ
り
て
生
ず
る
粗
帰
、
た
と
え
ぱ
暦
繭
、

出
穀
繭
等
を
賃
真
綿
と
し
て
出
し
て
い
る
と
共
に
大
桑
園
の
余
り
桑
は

周
辺
の
養
蚕
家
に
売
桑
し
て
い
る
こ
と
。
四
、
更
に
彼
等
の
う
ち
に
∴

桑
園
及
び
水
旧
を
小
作
さ
せ
叉
は
灼
辺
の
貧
農
を
彼
等
の
経
常
に
隷
属

さ
せ
で
、
い
る
こ
と
。
そ
し
で
、
そ
の
労
働
形
態
は
、
寮
本
家
的
経
営
に
移
行

し
て
多
数
の
労
働
力
を
雇
用
し
イ
、
、
↑
ｏ
、
僕
小
な
年
佛
労
力
と
、
ｃ
功
、
三

季
雇
備
の
し
か
も
移
動
労
力
と
、
い
、
村
内
外
の
甘
雇
労
働
で
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
等
よ
り
蚕
種
生
産
に
雇
碗
さ
れ
ろ
労
例
カ
エ
既
に
土
地
喪

失
の
貧
農
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
よ
二
－
、
補
給
さ
れ
、
労
働
力
の
集
巾
と
協

業
の
状
態
を
示
し
て
い
る
こ
と
。
日
雇
や
鍬
瑚
の
土
前
農
業
労
働
噺
と
、

常
傭
に
代
表
さ
れ
る
移
動
労
働
者
の
賃
金
が
日
額
賃
金
へ
の
変
化
を
來

た
し
近
化
的
様
柵
を
帯
び
る
に
至
り
一
一
、
い
る
こ
と
。
そ
し
て
労
働
煮
ば

何
れ
も
零
細
片
の
土
地
所
有
者
の
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
で
あ
っ
て
、
ま
だ
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立
命
館
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済
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巻
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）

多
か
れ
少
か
れ
、
生
産
用
旦
一
の
所
持
者
で
お
る
こ
と
か
ら
完
全
な
労
働

力
の
商
品
化
の
段
階
に
達
し
一
－
、
い
な
い
と
み
で
、
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ず
い
イ
．
慕
末
こ
の
地
方
に
脹
開
し
た
農
村
に
お
け
ろ
絹
織
物
工
業

の
経
帖
糾
織
∴
ど
の
よ
う
な
も
の
で
お
っ
た
か
に
つ
い
一
－
、
、
信
達
郡
立

子
山
村
に
お
け
る
天
閉
二
年
の
宝
槻
家
の
経
営
を
と
り
お
げ
、
彼
の
経

営
は
白
家
州
の
余
剰
部
分
を
市
場
に
商
品
と
し
で
、
出
す
巾
純
な
段
階
の

も
の
で
工
な
く
、
下
僕
と
共
に
働
き
家
族
労
働
の
協
業
を
越
え
イ
、
行
わ

れ
！
、
お
り
、
叉
伊
達
榔
大
久
保
の
古
関
家
の
経
常
を
払
げ
、
そ
の
水
田

と
養
蚕
と
織
的
と
の
糾
合
せ
経
営
を
分
析
し
、
雇
入
の
労
力
を
切
り
に

な
し
一
一
、
∴
戊
立
た
な
い
段
階
ま
で
経
営
組
織
が
遊
脹
し
一
「
、
い
る
状
態
を

明
ら
か
に
し
、
次
の
如
く
班
約
し
て
い
る
。

一
、
白
袷
叉
∴
附
入
原
料
に
よ
る
生
産
、
そ
れ
は
家
族
労
力
と
雇
人
労

力
に
よ
り
一
－
．
農
工
を
締
令
し
た
経
常
が
み
ら
れ
ろ
。
二
、
一
個
人
に
し
て

二
十
拠
人
の
賃
織
考
を
抱
え
一
。
、
い
る
問
屋
が
存
在
し
で
．
い
る
こ
と
。
そ

し
／
－
、
更
，
に
こ
れ
ら
の
二
つ
の
縦
営
か
ら
、
そ
こ
に
一
二
ニ
フ
ァ
ク
チ
ュ

ア
ヘ
搾
ザ
し
ナ
一
．
い
ろ
事
実
と
問
，
陸
例
の
存
在
が
み
ら
れ
ろ
の
で
あ
り
一
。
、
、

幕
末
、
閉
冶
初
年
に
虞
開
し
た
こ
の
地
方
に
お
け
不
絹
繊
物
の
経
常
組

織
を
土
地
所
有
槻
漠
か
ら
み
、
そ
の
経
常
形
態
か
ら
し
／
、
Ｈ
、
マ
ニ
ュ

経
灯
、
い
、
閉
ｋ
経
汽
、
〔
、
小
簡
品
生
帷
許
の
三
つ
の
農
民
岬
が
存

在
し
た
と
し
一
－
．
い
ろ
。
そ
し
、
一
、
こ
の
Ｈ
と
い
の
場
く
Ｕ
の
よ
う
に
、
そ
の

経
仰
に
∴
い
人
と
汽
繊
考
が
隷
風
し
、
身
分
舳
に
∴
な
お
封
碓
舳
な
も

の
が
倣
く
挫
い
か
、
ふ
さ
二
一
い
る
が
賃
残
計
算
に
よ
る
支
払
力
法
が
採

用
さ
れ
一
．
い
た
と
紺
辞
し
一
一
．
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
（
二
二
八
）

　
以
上
著
者
の
農
村
工
業
の
諸
類
型
と
し
て
と
り
あ
げ
た
製
糸
工
業
、

蚕
種
製
造
工
場
、
平
絹
織
物
工
業
に
つ
い
て
そ
の
要
点
を
紹
介
し
た
わ

け
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
工
業
の
経
常
形
態
な
ら
び
に
労
働
形
態
を
比
較

検
討
す
る
な
ら
ば
お
の
ず
か
ら
幕
末
に
お
け
る
農
村
工
業
の
存
在
形
態

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
れ
全
く
著
者
の
も
つ
豊
富
な
資
料
の
賜
で
あ
る
と
共
に
、
著
者
の
克

明
な
研
究
の
糾
果
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　
　
　
　
玉

　
要
す
る
に
木
｝
に
著
煮
が
そ
の
序
文
の
巾
で
「
こ
こ
で
、
私
・
目
身
に

つ
い
て
い
え
ば
、
経
済
史
に
関
す
る
実
証
的
追
及
を
お
ぼ
え
て
か
ら
二

十
五
・
六
年
に
も
な
る
。
一
片
の
古
文
箏
に
し
が
み
つ
い
て
、
た
ど
た

ど
し
く
も
よ
め
る
よ
う
に
な
り
、
詐
か
れ
て
あ
ゐ
内
容
を
白
分
の
手
に

よ
っ
！
、
分
析
し
解
決
し
よ
う
と
取
り
か
か
っ
て
か
ら
早
く
も
こ
の
永
い

年
月
が
流
れ
た
わ
け
で
お
る
。
」
と
述
べ
叉
「
原
残
料
は
わ
ず
ら
わ
」

い
程
載
せ
、
一
、
篶
心
。
こ
れ
∴
従
来
市
文
讐
の
実
、
証
が
必
衷
個
所
の
み
収

録
さ
れ
た
ぎ
ら
い
が
ム
り
た
の
を
さ
け
る
た
め
と
、
血
の
出
る
よ
う
な

双
集
で
拮
で
，
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
の
た
め
で
お
る
」
と
述
べ
て
い
る

如
く
、
全
く
著
米
の
長
年
月
に
わ
た
る
研
究
の
戊
果
で
あ
り
、
血
の
出

ろ
よ
う
な
燃
命
の
袴
力
の
結
品
に
外
な
ら
な
い
も
の
で
お
る
。
そ
れ
だ

げ
に
本
一
∴
い
∴
絡
済
火
研
究
の
上
に
言
い
し
れ
ぬ
倣
多
く
の
指
班
と
示
唆

を
与
え
一
．
い
よ
い
よ
そ
の
光
彩
を
放
つ
こ
と
で
お
ろ
う
。


