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I
新

■刊

紹

介

中木康夫著 

『

フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
制
の
構
造』

中
世
は
権
力
の
地
方
分
散
を
待
敗
と
し
た
。
か
か 

る
な
か
か
，ら
い
か
な
る
経
過
を
た
ど
り
全
国
的
統
率 

渚
と
し
て
王
が
登
場
し
、
そ
の
地
歩
を
固
め
て
い
っ 

た
か
。
著
者
は
こ
の
経
緯
‘を
絶
対
王
制
の
成
立
、
確 

立
、
完
成
の
過
程
と
し
て
把
握
し
、
本
書
で
そ
の
分 

祈
を
朵
し
た
。
 

.

第
一
章
は
成
立
の
過
程
を
双
ぅ
。
封
砠
せ
機
を
へ
. 

て
先
進
地
域
で
は
領
主
制
が
後
退
し
、
か
わ
っ
て
地 

主
制
が
開
花
す
る
。
し
か
し
後
進
地
帯
に
お
い
て
は
. 

領
主
制
が
.存
続
し
、
自
己
を
強
く
主
張
し
た
。
著
者 

は
宗
教
戦
争
を
か
か
ゲ
新
旧
ニ
勢
カ
の
員
豸
と
み 

た
。
こ
の
抗
爭
に
お
い
て
領
主
速
合
は
敗
退
し
、
新 

興
の
地
主
層
は
そ
の
勝
利
を
軸
に
支
配
体
制
を
固
め 

て
い
っ
た
。
こ
の
過
程
で
全
国
的
統
率
者
と
し
て
王 

が
擁
立
さ
れ
る
。
著
者
は
こ
こ
に
絶
対
王
制
の
成
立 

契
機
1
置
い
た
。
地
主
層
は
絶
対
王
制
の
支
柱
に
ほ 

か
な
ら
な
い
。
王
は
こ
れ
ら

地
主
を
官
僚
群
に
仕
立 

て
な
が
ら
全
国
的
支
配
を
質
徹
し
て
い
っ
た
の
で
あ 

っ
た
。
し
か
し

地
主
制
は
こ
の
段
階
で
封
建
関
係
を 

挺
子
と
す
る
以
外
に
存
立
で
き
な
か
っ
た
。
地
主
制

と
封
建
制
は
固
く
抱
合
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
著
者
. 

は
こ
の
点
を
地
主
制
の
性
格
規
定
で
重
現
し
だ
。
ぞ
. 

し
て
絶
対
王
制
で
は
結
局
に
お
い
て
封
建
関
係
が
権
. 

力
の
菡
礎
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
.た
と
み
る
。
反
封 

‘建
闘
争
は
も
っ
と
も
％
れ
ら
れ
た
。
農
民
ー
揆
が
そ
, 

の
色
彩
を
強
く
し
た
時
、
絶
対
王
制
は
急
ぎ
力
を
結
：
. 

集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
’っ
た
。
奢
者
は
農
民
一
揆
' 

を
反
封
建
闘
争
と
み
、
絶
対
王
制
成
立
の
促
進
要
因
ぐ 

.と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
.絶
対
王
.'
 

制
の
権
カ
菡
盤
と
し
て
封
建
支
配
が
著
者
に
お
い
て
，
 

'は
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
，の
で
あ
っ
た
。
第
一一 

章
は
確
立
過
程
の
問
題
で
あ
る
。：

商
人
層
は
.こ
.；の
段 

階
で
王
権
に
よ
る
保
護
を
必
要
夂
感
じ
,'
急
速
に
王 

に
接
近
し
て
い
っ
た
。
王
も
ま
た
こ
れ
を
新
官
僚
に
. 

迎
え
、
王
国
支
配
の
充
実
'を
.期

.̂
う
と
す
る
。.
事
実
：，：
 

知
事
制
の
拡
充
に
際
し
王
は
商
人
層
に
多
く
を
求
め 

た
。
こ
れ
を
契
機
に
商
人
勢
は
高
等
法
院
に
巣
く
う 

地
主
勢
力
を
凌
駕
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
ち
た
。
い 

わ
ば
勢
力
の
交
替
で
あ
り
、
絶
対
王
制
の
支
柱
は
新
：
 

興
の
商
人
層
に
移
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
重
商
体
制
べ 

の
移
行
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
絶
対
玉
制
の
確
立
ど
い 

う
時
、
箸
者
は
か
か
る
事
態
を
い
っ
た
。
そ
し
て
こ 

の
過
程
が
フ
ロ
ン
ド
の
乱
を
粉
砕
し
な
が
ら
強
力
に 

進
め
ら
.れ
た
と
し
た
。
し
か
し
フ
口
ン
ド
の
乱
は
単 

に
高
等
法
院
や
旧
貴
族
の
反
王
権
運
動
に
と
ど
ま
ら
一
 

な
.い
。
著
者
は
こ
の
反
抗
に
民
衆
が
.参
加
し
た
こ
と 

の
意
味
を
高
ぐ
評
価
し
て
い
る
。
し
か
も
民
衆
は
背

■ 

5

0

c

l

〇
〇)

後
の
力
た
る
に
あ
き
た
ら
ず
、
.こ
の
時
期
に
早
く
も 

,

.独
茚
の
滿
軌
钇
風
開
じ
ょ
^
と
-い
う
強
ぃ
意
欲
を
示 

/

し
た
：と
す
る
の
が
著
者
の
主
張
で
あ
っ
た
。
第
三
章 

は
完
成
期
を
扱
う
。
商
人
は
王
権
^
結
合
す
る
こ
と
一 

■'
で
勢
力
を
増
し
、
つ
い
に
王
国
統
治
の
機
構
を
独
占 

す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
商
人
勢
は
王
国
の
：
 

...

政
治
で
■自
己
の
利
益
を
す
べ
.
.て
.に
優
先
す
る
こ
と
が 

■
で
き
た
。
コ
ル
べ
ル
テ
ィ
ス
ム
の
展
開
で
あ
，

CV、

著 

者
は
こ
_の
時
期
を
も
づ
て
絶
対
王
制
の
完
成
期
と
み
. 

る
。
し
か
し
著
者
は
商
人
の
立
場
を
絶
対
視
し
な 

い
。，
地
主
的
利
害
が
そ
れ
に
雁
行
し
、
こ
れ
が
ま
た 

.フ
ラ
ン
ス
h絶
対
王
.制
の
特
徴
で
も
あ
っ
た
と
.し
た
。(  

ノ
こ
れ
ら
三
つ
の
章
を
は
さ
みr

序
論」

と「

結
論」 

が
置
か
れ
る
。
以
上
に
お
い
て
取
上
げ
た
の
は
い
わ 

.
ば
本
書
の
内
実
を
な
す
部
分
で
.あ
.っ
た
。
紹
介
と
い 

.
う
こ
と
を
主
に
筆
を
進
'め

て

み

た

が

、

豊

か

.^
内

容 

.を
盛
り
き
れ
な
か
っ
た
憂
え
な
し
と
し
な
い
。
非
礼 

:

.を
お
許
し
願
う
次
第
で
あ
る
。(

未
来
社
こ
九
六
三 

年
一
〇
月
刊•

A

5 

.三四
四
ぺ
ー
ジ
，•
一
、
一
 

一
 O

〇
們)

• 

—

渡
辺
國
廣—

*  

* 

*

へ
古
島
敏
雄
著

.

『

資
本
制
生
産
の
発
展
と
地
主
制』

(

古
島
敏
雄
監
修
•
近
代
土
地 

V

制
度
史
研
究
叢
書•
第
一
巻)

日
本
資
本
主
義
の
生
成
•
展
開
過
程
の
研
究
に
お 

い
て
、
そ
の
内
発
的
発
展
過
程
の
分
析
の
み
で
は
な 

く

，

資
本
抓
生
産
の
確
立
し
た
諸
国
と
の
接
触
，
す 

な
わ
ち
贸
易
関
係
、
諸
生
産
技
術
' 

文
化
の
流
入
と 

い
う
国
際
的
契
機
が
、
幕
末
期
の
経
済
蕋
盤
に
い
か
. 

に
作
用
し
た
か
が
.全
面
的
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。.
そ
し
て
こ
の
課
題
は
、
.
戦
後
.
に
お
け
る
慕
. 

末

•

雜
新
期
の
経
済
構
造
の
研
究
に
お
い
て
も
充
分 

果
さ
れ
え
な
か
つ
た
課
題
で
あ
つ
.

た
。
す
な
わ
ち
戦 

後
の
研
究
は
、
.地
主
制
と
商
品
生
産
の
展
開
に
就
い 

て
：、
嵌
内
棉
作
地
帯
の
農
業
構
造
を
：

i

め
と
し
、
福 

岛
•

課
訪
養
逛
.

製
糸
業
、
三
河
•

桐
生
織
#?
工
業 

の
発
展
過
程
等
の
分
析
を
通
じ
て
深
め
t
ら
れ
て
き
た 

の
で
あ
る
が
、
そ
の
研
究
は
、

一
地
域
の
、

一
産
業 

部
門
に
集
中
さ
れ
、
.

蒜
末
•

維
新
期
の
全
般
的
•
総 

描
的
な
経
済
構
造
把
握
に
ま
で
い
た
ら
な
か
つ
た
も 

の
と
い
え
ょ
う
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
：4
3
島
氏
.
. 

の
新
著「

資
本
制
生
産
の
発
展
と
地
主
制」

は
、
古 

島
氏
の
永
年
の
地
主
制
史
研
究
の
成
采
に
立
つ
.て
明 

治
前
期
経
済
構
造
を
全
而
的
に
解
明
す
る
.も
の
と

し
 

て
、
大
き
.な
意
義
を
も
つ
貴
BI

な
労
作
で
あ
る
。
：
：
 

著
者
は
、
この

！
！

題
を
解
く
た
め
に
、
故
意
に
展 

開
の
時
代
的
序
列
に
も
従
わ
ず
、
地
主
小
作
関
係
の 

成
立
を
内
的
に
規
定
す
る
論
理
的
構
成
：に
も
無
関
係 

に
の
ベ
て
い
る
が
、.
そ
れ
は
本
書
で
.分
析
の
対
象
と 

し
た
時
代
、
天
保
後
年
か
ら
明
治
ニ
十
年
代
初
頭
ま 

で
に
お
い
て「

経
済
の
全
体
的
な
様
相
を
把
握
し
う

新

刊

紹

介

る
資
料
を
使
'0*
て
前
後
の
時
点
の
よ
り
詳
細
な
分
析 

の
位
匱
づ
け
を
行
い
っ
っ
：、
特
定
の
経
済
的
変
動
の 

意
味
を
捉
え
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
，
官
疔
的 

な
デ
.丨
タ
の
存
在
に
左
右
さ
れ
て
分
析
を
開
始
し
た 

と
こ
ろ
の
、
研
究
.の
順
序
に
従
っ
て
叙
述
す
る
こ
と 

に
意
味
を
認
め
た
こ
と
と
、
こ
の
時
代
が
、
長
期
的 

.な
展
望
の
上
で
は
、
.各
種
の
系
譜
を
も
っ
.て
資
本
制 

dl
i
産
様
式
が
明
白
な
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
時
期
で 

あ

り

、
.ま
ず
そ
の
展
開
の
程
度
，を
限
定
す
る
こ
と
が 

意
味
を
も
っ
と
考
え
た
.か
ら
で
あ
る
。」 (

四
八
三
頁)  

.本
書
は
、
と
の
時
代
の
経
济
様
相
を
全
体
的
に
示
す 

資
料
と
し
て
、」

明
治
七
年
の「

府
県
物
産表

」
.：

を
と 

り
あ
げ
、
そ
の
分
析
よ
り
ま
ず
進
め
ら
れ
る
。
黛 

一
章
•
第r

節•

.

「『

明
治
七
年
府
県
物
産
表』

に
あ
. 

ら
わ
れ
た
経
済
構
造
の
特
質」 )

。
明
治
七
年
の「

府 

.
県
物
産
表」

の
数
値
は
、
石
高
所
：
^
を
収
奪
の
基
礎
. 

と

し

：
て

、

旧

来

と

ほ

ぼ

等

質

.
の

領

主

的

収

奪

を

行

な 

う
最
終
段
階
の
.姿
を
示
す
'%
の
と
理
解
さ
れ
、
従
. 

っ
て
、「

こ
の
段
階
の
様
相
を
持
ち
ま
'た
す
の
は
、
 

収
奪
関
係
の
直
接
の
変
更
で
は
な
く
、
，そ
の
上
に
展 

開
し
た
貴
易
と
み
る
の
で
あ
り
、」

(

四
八

一一一

頁)

そ 

れ
よ
り
、
.幕
末
.
明

治

維

新

期

に

お

.け

る

農

工

業

動 

向
を
、.
開
港
の
農
業
へ
の
影
響
、
さ
ら
に
、
幕
末
棉 

作
の
発
展
段
階
•
綿

業

.
の

動

向

よ

り

反

省

す

る

こ

と 

A
な
る(

第
ー
：
章:.
.
第

ニ

節

)

，
。
，

第
一
.一
章
で
は
、
ま
ず
明
治
.十
五
•
六
.年
代
に
お
け 

るH

鉱
業
作
業
場
の
存
在
形
態
を
官
庁
資
料
に
よ
つ

て
確
定
し
、
そ
の
.中
よ
り
、
当
時
の
主
要
産
業
：で
あ 

っ
た
養
蚕
.挺
糸
業
の
地
域
性
と
1

-.
'

綿

業

の

発 

展
と
在
来
の
綿
業
生
産
形
態
と
の
関
連
を
検
討
し
、
 

明
治
十
九
年
に
お
け
る
官
庁
統
計
に
よ
っ
て
、
十
年 

代
末
の
到
達
段
階
と
資
本
制
企
業
の
労
働
^
の
あ
り 

方
を
解
明
す
る
。
こ
.れ
に
よ
っ
て
、
幕
末
よ
り
明
治 

1

一
十
年
に
い
た
.る
期
間
の
経
済
発
展
段
階
が
全
面
的 

に
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。.
こ
の
段
階
に
..お
い
て 

は
、
農
民
的
商
品
生
産
の
展
開
を
み
な
が
ら
、
農
業 

に
新
し
い
生
産
様
式
を
展
開
さ
せ
る
生
産
諸
力
の
発 

展
が
行
わ
れ
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
労 

働
力
の
生
産
手
段
か
ら
の
分
離
を
、
農
業
内
部
に
お 

い
て
促
進
す
.る
力
を
も
た
ず
、
土
地
所
有
の
.喪
失
は 

地
主
•.小
作
関
係
に
組
み
^
ま
水
る
こ
と
を
必
至
と 

す
る
。
こ
の
農
業
生
産
の
あ
り
方
は
、
農
民
層
分
解 

を
起
点
と
す
る
工
業
の
発
展
の
.蜇
大
な
障
碍
と
な 

る
:0
在
来
産
業
と
■よ
ば
れ
る
農
村
工
業
は「

小
農
虫 

産
の
存
在
と
矛
盾
せ
ず
、，
そ
の
再
生
産
を
側
而
か
ら 

補
充
す
る
機
能
を
果
し
う
る
限
り
で
、
' 小

農

.お

よ

び 

そ
の
家
族
労
働
を
加
工
労
働
.に
動
員
し
う
る
に
す
ぎ 

な
い
。
家
内
工
業
で
あ
り
、
問
屋
制
家
内
工
業
で
あ 

り
、
季
節
労
働
や
、
農
業
に
と
っ
て
補
充
的
な
労
働 

力
で
あ
る
女
子
労
働
に
依
存
す
る
：マ
-

1.

ュ
フ
ァ
ク
チ 

ュ
ア
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。」

へ
四
八 

七
頁)

：

「

工
業
発
展
，の
ゆ
が
め
ら
れ
た
姿
は
、
地
主 

小
作
関
'̂
を
生
み
出
す
よ
う
な
，
小
農
の
商
吣
砠
産 

の
一
定
の
発
展
と
そ
の
停
滞
、
小
農
生
産
の
罾
罾
の

1

0
一
 

(

一
 o

一)



ま

ま

で

の存
続
、
農

民

層

分

解

の.不

十

分

さ

の

生

み.
 

出
レ

た

.
も

の

で

あ

る

。
，
も

し

資

本

主

義

の

安

価

な

労
 

働

力

の

，要

求

が
R
本

地

主

制

を

生

む

も

の

で

あ

.る

な 

ら

ば

；、
，
.資

本

主

義

の

発

展

に

は

農

民

層

の

分

解

は

前
 

提

条

件
^
は

な

ら

な

い

であ
ろ
.ぅ

。」
(

四
八
七〜

八 

K)

そ

と

で

、

第

三.章

に

お

い

て

、

第

二

章

の

土

業
 

坐

産

の

動

向

の

検

討

の

上

、に

た

っ

.て

、

明

治

十̂

^
 

に

お

げ

る

地

主小
作
関

係

の
■急

速

な

展

開

を

、

明

治
. 

前

期

に

お

け

る

農

政

の

性

格

、

胄
ロ

㈧
砠

産

の

発

展

と
 

.

.衰

退
.の

中

に

跡

づ

け

る

の

で

あ

る

。

.
」

さ
て
、'
本

書

は

.、
明

荀

ー

十

年

で

そ

の

分

析

が

終
 

.

っ
.
て
^

り
.
.
.明
治
末
期
ま
で
が
も
^

も
と
古
島
氏
，の 

分
析
の
対
象
と
.$

れ
て
い
た
の
.で

あ

る

，か

ら

、

計

画 

の
前
半
を
発
表
し
た
も
：の
に
す
ぎ
な
い
。(

そ
の
後 

半

に

：つ

い

て

は

、

す

で

匕

^

矶

が

岩

双

胄

座

「

日

本 

歴

史J

近

代
4

に

お

い

て

、

ま

た

、

：；「

日

本

地

主

制 

史

研

究」： (

岩
波
書
店
，
昭
和
三
十I

一，一
年)

第
十
章 

に
お
い
.て

な

さ

れ

て

い

る

。

し
：
か

し

本

書

は

、
，
資

本
 

制
生
産
確
立
前
：に
お
け
る
経
済
構
造
、
農
業
と
工
業 

の

全

体

的

連

関

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

，
に

お

い

て

、 

日
本
資
本
主
義
構
造
分
析
め
礎
石
を
新
た
に
®
い
た 

も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。

.

(

御
茶
の
水
書
房
.
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八
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高
山
.
隆
三
丨

:
:

見

田

石

介

著.
: 

‘

■

:'

■

『

資

本

論

：の

方

法

』

‘.
.

■ 

• 

. 

■

■■
■.
.V

V 

:

.. 

■ 

: 

,

'■

. 

:

本

書

は

、

戦

前

か

ら

.
へ

ー

ゲ

ル

研

究

家

と

し

て

知 

ら
れ
て
い
た
著
者
が
V
.

『

科
学
論』

.(

青

木

書

店

)

ぃ
に 

つ
づ
v >

て
発
表
し
.た

，

『

資
本
論』

：
の
方
法
に
関
ず
る 

.

研
究
で
，

あ
..

る
。
本
書
の
課
題
は
、
い
わ
ゆ
る
論
理==  

歴
史
説
と
.
.宇
野
理
論
の
.
.方
法
論
.を
根
本
的
に
批
判 

，
し

、
.
マ

ル

ク

ス

の
弁
証
法
的
方
法
の
特
質
を
明
ら
か 

.

に
し
ょ
ぅ
'と
す
る
も
の
で
あ
る
'
0:
こ
れ
を
、著
者
は
：、
 

『

経
済
学
批
判』

序
説
の
方
法
の
原
則
を
s'
子
通
り 

認
めV

、 '

こ
れ
を
明
ら
か
.に
し
、
：こ
れ
が
、『

資
本 

論』

' 
を
、
じ
っ
さ
い
に
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
こ
と
を

示 

，す
こ
と
に
.ょ
っ
：
て
、
は
た
.そ
ぅ
と
し
て
，い
.る
。
.

全
体
は
四
章
か
ら
な
り
、
第

—-
章
で
は
、
右
の
点 

が
ー
般
的
に
概
括
さ
れ
、
.第
二
章
以
下
具
体
的
に 

『

資
本
論』
.

の
：展
開
を
素
材
に
し
て
す
す
め
ら
れ
る
。
 

著
者
に
ょ
れ
ば
、『

資
本
論』

は
、':全
体
と
し
て
、第 

.

一
部
第
二
篇
ま
で
の
資
本
の一

般
的
概
念
が
確
定
さ 

れ
る
.ま
で
の
段
階
と
、
そ
れ
か
5>
-
資

本

そ

の

も

の

の 

諸
.モ
メ
.

ン
ト
が
展
開
さ
れ
る
段
階
と
に
.わ
か
れ
、
■前 

者
で
は
、
資
本
の
'種
差
、
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ 

と
が
目
的
で
あ
る
、か
、
後
者
で
は
、
資
本
.一
般
の
概 

念
か
ら
の
資
本
の
構
造
、
運
動
法
則
の
概
念
的
把
握 

へ
と
す
す
む
こ
.

と
が
問
題
で
•あ
り
、
そ
れ
は
、
資
本 

を
一
つQ

主
#
と

し
て
と
.ち
克
る
こ
と
で

あ
る
と
い

'一
〇
t 
一
 

t
lo

lr
)

V

う
。
こ
の
目
的
の
ち
が
：い
に
.応
じ
、：
前
者
で
は
、

一
 

般
に
科
学
が
も
ち
い
.る
単
純
な
綜
合
的
方
法
が
と
ら 

■れ
、■'
.後

者

で

は

、

本

来

の

弁

証

法

的

方

法

が

.
と

ら

れ 

.

.る
。
同
じ
構
成
は
、
価
値
や
商
品
の
展
開
に
つ
い
て 

も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
価
値
に
つ
い
て
い
え 

.ば
、
価
値
概
念
に
ま
で
到
達
す
る
過
程
と
、
そ
こ
'

か
. 

ら

「

貨
幣
の
理
論
的
概
念」

に
到
達
す
る
過
程(

価 

.
値
形
態
論>

:

と
で
.あ
り
：、':商
品
.に
つ
い
て
は
、
商
品 

.,
概
念
に
到
達
す
る
過
程
と
、
そ
と
か
ら「

貨
幣
の
現 

.実
性
を
証
明
す
る」

過
程(

交
換
過
程
論)

と
で
あ 

る
.。
こ
の
よ
う
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
：上
昇
過
程
の
ニ
- 

.つ
の
段
階
が
区
別
さ
れ
て
、
そ
の
方
法
の
ち
が
い
が 

，
指

摘

さ

れ

る

。

第

二

章

で

は

、

前

者

.を
、
第
三
章
で 

.は
後
者
を
理
解
す
る
た
め
に
前
者
の
方
法
.の
制
限
性 

を
論
じ
？
第
四
章
で
'、:後
者
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
こ 

'で
、
全
体
を
要
約
し
、
問
題
点
を
検
討
す
る
こ
七
は 

で
き
な
い
が
、':
-兹
本
的
に
_問
題
と
な
る
兔
の
のI

つ 

■は
、「

序
説」

で
述
べ
ら
れ
た
序
章
と
し
て
の「

生 

産一

般
論」

.の『

資
本
論』

.
に
お
.
け

る

貫

徹

と

い

う 

.

問
題
.で
.あ
ろ
う
。
こ
の
点
_は

「

序
説」

の
解
明
と
と 

.も
に
、『

経
济
学
批
判
要
綱』

の
段
階
と『

资
本
論』 

段
階
と
の
異
同
を
詳
細
.，に
検
討
し
て
考
察
さ
れ
る
べ 

き
も
の
と
.思
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
最
近
、『

資
本
論』

:

体
系
そ
の
も
の
の
根
本
的
性
格
の
再
検
討
が
、
宇
野 

理
論
を
軸
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

時
、
本
書
は
、
そ 

の
有
力
な
手
が
か
り
.と

し

..て

検

討

さ

れ

る
べ
き

で

あ 

.

ろ

う

。
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