
Title 日本の近代化
Sub Title Modernization in Japan
Author 中村, 勝己

Publisher 慶應義塾経済学会
Publication year 1965

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.58, No.6 (1965. 6) ,p.234(82)- 244(92) 
JaLC DOI 10.14991/001.19650601-0082
Abstract
Notes 学界展望
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19650601-

0082

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


$

界

展

望

日本

.:
の

.'
,近
代
化

：

：
.
.
.
:

-

'

'
中

村

.：

勝

.
已

「

近
代
化」

の
問
題
は
、
最
近
の
わ
が
国
の
学
界
及
び
ジ
ャー

ナ
リ
ズ
ム
の 

中
心
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
.し
か
し
、
執
筆
者
達
自
身
が
屢
々
認
め
て
い
る 

ょ
ぅ
に
、「

近
代
化」

の
内
容
は
必
ず
し
も
自
明
.で
は
な
く
、
:.
こ
れ
ほ
ど
112
介

_
 

な
も
の
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
程
で
あ
る
。
.

•

.

「

近
代
化」

の
問
題
が
わ
が
国
の
^-
界
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
ょ
ぅ
に
な
っ
た 

:

の
は
、：
太
平
洋
戦
争
截
了
直
後
、
即
ち
前
期
的
財
閥
の
解
-#
、
濃
地
改
苹
に
よ 

る
半
封
建
的
地
主=

小
作
人
関
係
の
解
体
、
労
働
組
合
法
の
制
定
と
い
:0
た

ー

，
 

連
の
民
主
的
改
革
の
進
行
期
で
あ
っ(

た)

。
そ
の

段
階
に
あ
っ
て
は
、「

近
代
化」 

は
ま
ず
，「

封
建
制
か
ら
資
本
制
.へ
の
移
行」

.の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い 

た
。
戦
前
の
_「

日
本
資
本
主
義
論
争」

：
の
一
方
に
は
、戦
前
の
日
本
の
体
制
を
、
 

農
村
の
半
封
建
的
地
主
制
と
前
期
的
財
闕
資
本
の
連
合

n
ff
i
's'
M'
於
関
係
と
す 

る
見
解
：が
あ
っ
た
。
すな.
わち封建的支配者のかが封建的関係 

を
必
要
な
限
り
で
改
良(

圧
服
な
い
し
廃
棄
で
は
な
い)

し
つ
つ

^>
fT
>
系
列
の

.
 

欧
米
文
化
を
導
入
し
て
資
本
主
義
的
大
工
業
を
建
設
し
た
。
'■
日
本
資
本
主
義.

.
:は

/'
西

3
プ 

的
構
.造
を
も
つ
て
い
な
い
：と
1>
う
意
味 

で
、

近
代
的
'で
.あ
..る
ゼ
：こ
ろ
か
、

「

封
建
的」

.
な
諸
関
係
を
維
持
温
存
し
利 

■
用
し
て
い
た
ゾ
ビ
か
も
日
本
ー
罾
制」

は
、r

純
粋
に
封
建
的
.な
組
織」 

人rein J
e
u
d
a
l
e
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
>

で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、「

む
し
ろ
そ
の
う
ち
に 

.
封
建
以
前
の
、
或
は
古
代
奴
隸
制
的
の
、
或
は
51

に

ァ

ジ

.
ァ

的

な

歴

史

的

生

産 

社

会

め

諸

規

定•諸
関
係
が
段
階
的
•
構
造
的
に
止
揚
さ
れ
る
こ
と
な
く
重
愚
.
 

的
に
凝
滞
し
た
ま
ま
、

日
本
封
建
制
の
背
梁
を
構
成
し」

て
い
て
、「

人
間
の 

『

精
祌』

が
ま
だ
尚
自
然
性N

a
s
r
l
i
c
h
k
e
i
t

の
う
ち
に
埋
没
し
て
居
り
、
個 

'人
が
主
.体
的
人
格
と
し
て
.

『

自

.
由』

の
権
利
を
自
己
.の

う

ち

に

獲

得

す

る

.に
至 

.
ら
な
い
で
、自
然
的
な
偶
発
性A

k
z
i
d
e
n
z
e
n
-

に
依
拠」

し
て
居
り
、家
父
長
制 

的
関
係
及
び
政
治
と
宗
教
の
未
分
離(== 「

呪
術」)

が
.「

日
本
む
あ
カ
そ
の
も 

の
2 0
.内
容
的
な
性
格
規
定」

(

傍
点
引
用
者)

を
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
C 

.
い
た
。

あ
る
い
は
又
、「

徳
川
封
建
制
の
政
治
^
造
が
^
し
て
^

^
咖
な
レ
I 

ン
ス
ヴ
ェ
ー
ゼ
シ
に
貫
徹
さ
れ
て
い
ず
、
ゥ
ェ
ー
バ
ー
の
い
わ
ゆ
る
家
産
官
僚 

:制
.の
契
機
に
ょ
っ
て
深
く
滲
透
さ
れ
て
い
る
こ
.と
、
そ
の
結
果
、
絶
対
主
義
化 

の
途
が
ー
面
近
世
‘初
期
の
3
丨

|3
ッ

パ

絶

対

主

義(

い
わ
ゆ
る
官
僚
化
さ
れ
た 

後
期
家
産
制 

barokratisierter. s
p

PItpatrimonialismus)

の
方
向
と
也
方
、
ア 

.:

ジ
，ア
的
専
制
へ
の
方
向
と
の
重
畳
と
し
て
進
展
し
て
行
く
^ s
L-
が
問
題
と
さ 

れ
た
。
こ
の
ょ
う
な
日
本
資
本
主
義
'の
、
従
っ
て
そ
の
歴
史
的
前
提
を
な
す
日 

本
封
建
社
会
の
質
的
理
解
を
意
図
す
る
方
向
に
対
し
て
、

他
方
で
は
、

>>
t 

か
く」

「

事
実
上J
こ
れ
だ
け
の「

機
械
制
大
エ
業」

が
花
在
し
、：「

資
本
卩
賃 

労
働
関
係」

が
発
展
し
て
い
る
の
だ
か
ら
”
明

治

以

後

の

日

本

社

会

は

^
|
か

か 

，に
は
資
本
主
義
社
会
な
ぃ
し
近
代
社
会
な
の
だ
と
考
克
ざ
る
を
ぇ
な
ぃ
と
し
、

「

半
封
建
的
諸
関
係
•

」

ば
遅
か
れ
早
か
れ
消
滅
し
て
行
く「

遺
制」

に
す
ぎ
な 

い
。
そ
れ
故
に
こ
の
遣
制
を
鉴
本
的
1
4 0
支
配
的
处
社
会
経
済
構
成
と
誤
認
し 

て
は
な
ら
な
い
、
と
い

う
見
解
が
あ
っ

た
.0
こ
の
人
々
は
、
高
度
に
抽
象
的
な 

「

発
展
法
則」

の
普
遍
妥
当
性
へ
の
素
朴
な
確
信
と
、.「

か

か
? '
を

把

握

す
 

る
論
理
の
欠
如
を
特
色
と
し
て
い
た
。

こ
の
理
論
が
妥
当
性
を
も
っ
て
ぃ
る
か 

の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
現
実
が
農
地
改
革
や
財
闕
解
体
な
ど
の
一
連
の
民
主 

的
改
革
を
経
て
こ
の
理
論
に
接
近
し
て
来
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
い 

ず
れ
に
.せ
よ
、
こ
の
日
本
資
本
主
義
論
争
の

.所
産

た

る「

近
代
化」

の

問

"! 

は
日
本
の
ァ
ン
シ
ャ
ン

•
レ
ジ
ー
ム
を
半
封
建
的
と
見
.る
か
近
代
的
と
.見
る
：
 

か
、
換
言
す
'れ
ば
社
会
経
済
構
成
の
か
か
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

ニ

，

: 

へ；；
：

.：
： 

然
る
に
最
近
数
年
間
学
界
及
び
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
_を
に
ぎ
わ
し
て
い
る
い
.わ 

ゆ
る 

'

「

近
代
化」

は
、
語
は
同
じ
で
も
、
意
味
内
容
も
発
想
法
も
著
し
く
こ
と 

な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
：

一

に
、
経
済
自
書
が
産
業
の
高
度
成
長
な
い
し
設 

備
の
单
新
を
目
し
て
経
済
の「

近
^

^」

と
呼
ん
だ
。

0

3に
,
.
0 
二
次
大
戦 

後
ァ
メ
リ
.力7

を
中
心
と
す
る
諸
国
に
；お
い
て
低
開
発
国
の
'

「

近

代

化m
a
e
m
i
— 

zationj

な
い
ふ
、「

土
.業
化

！

ndustrializationj :

が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に 

な
 々

'こ
れ
が
わ
が
国
の
学
界
及
び
.ジ
ャ
ー
ナ
'リ
ズ「

ム
に
も
流
入
し
て
来
た
。
 

こ
の
よ
う
な
学
問
の
分
野
5

け
る

•

•

6か
4
と
.霞

0>
ゆ
4
思

.の

.版

 

は

わ

が

-|
1
|の
学
問
の

-^
深
い
.病
患
で
.あ
る
が
、
_こ
こ
で
は
こ
.れ
以
ヒ

*

褂
は
さ
し
ひ
か
え
て
お
く
。：
こ
う
し
た
動
向
に
対
応
し
て
、
第
一一
一
に
、
資

本

主
，
 

義
論
今
の
系
譜
に
.つ
ら
な
る
人
々
、
し
か
も
か
.つ
ての
か
^

^

撕
の
研
究
者

の
中
か
ら
さ
え
、
現
段
階
に
お
い
て
は
脛
史
的
諸
科
学
の
中
心
課
題
は
、
戦
前 

•戦
中

•
戦

爭

：
直

後

：
の

よ

う

.に
、

.も
ば

や「
封
建
制
か
ら
.資
本
主
義
へ
の
移 

行」
(

H
近
代
化)

で
は
あ
り
得
な
い
。
.寄
生
地
主
及
び
財
閥
の
支
配
が
排
除
さ 

れ

資

本

に

上

っ

て

'生
産
者
が
直
接
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
段
^
で 

は
、
経
済
史
学
の
中
心
課
題
は
フ
あ
务
和
命
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
.す
る
見
解
が 

あ
ら
わ
れ
て
来
た
。
.し
か
も
そ
の
.産
業
革
命
史
の
研
究
に
お
い
て
は
、
も

は

や
 

「

封
建
制
か
ら
資
本
制
へ
の
移
行
.

」

の

研

究

に

於

て

中

心

課

題

と

な

っ

て

い

.
•
こ 

「

構
造

^
.特
質J..

な

，
レ

し'「

国
民

|̂
'新
昏
，

」

と
い
う
視
点
で
は
な
く
、

産
業
革 

命
が

+
時
い
.か
.な
る
指
標
に
.よ
っ
て
、
開
始
さ
れ
終
了
す
る
か
、
即
ち
產
業
单 

命
の
段
階
の
確
定
と
い
う
* ^
点
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。

そ
こ
で 

は

資

本

額

'設
備
資
本
の
構
成(

紐
錘
数
:-■
織
機
数
な
ど)

、労
働
力
の
構
成
、
‘

' ■

作
業
場

'(=
「

工
場」)

数
、

生
産
額
、
..市
場
な
ど
が
分
析
哎
対
象
と
な
っ
て
い 

'
る
。

こ
の
'よ
う
な
質
な
い
し
構
造
の
問
題
よ
ヴ
は
、
数
量
的
分
析
と
段
階
規
定 

に
力
点
を
お
く
研
究
が
、「

経
済
成
長economic growth

」

系
列
の
産
業
承
命 

(

む
し
ろ
.産
業
発
展
：industrial. 

I

rs;
§ 

'
とい

..

っ
た
方
が
よ
い
ビ
ろ
う)

侖
と 

多
か
れ
少
な
か
れ
親
和
性
を
.も
つ
に
至
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

事
実
、
こ
れ 

ら
の
人
々
は
欧
米
経
済
史
学
の
数
量
的
研
究
に
対
し
て
か

1
.
好
意
的
な
評
価 

を
与
文
て
い
る
。
-.. 

*

.

日

本

の

近

代

史

へ

.

の

関

心

は

、
：
次

の

一

一

一

つ

の

方

向

.
角

度

か

ら

な
さ
れ
て
い
 

る
と
'い
.つ
_て
よ
.い
.
_
.
で
.あ
.ろ
う
0
.
.
;
.

即
ち
、.， 

-

:
㈠
先
年
南
；ア
ジ
：.ア
及
び
西
ア
ジ
ア
諸
国
を
歴
訪
し
た
衆
京
大
学
柬
洋
文
化.  

■.研
究
所

.の
飯
塚
浩
ー
一
教
授
の
：報
告
に
•尤
れ
ば
ひ
教
授
は
ヵ
ラ
チ
で
も
ボ
ン 

ベ
.ィ
で
も
、
テ
へ
ラ
ン
で
も
、r

西
洋
人
の
国
で
は
な
い
の
に
、
近
代
七

•



工
業
化
に
成
功
し
た
こ
と
、.
或
は
：'長
い
.こ
と
小
さ
い
島
に
.閉
.じ
こ
も
っ
. 

て
.い
，た
封
建
体
制
下
の
農
業
国
の
日
本
.が
ど
う
い
う
や
り
方
で
あ
の
よ
う 

に
要
領
よ
く
.工
業
化

.
•近
代
化
に
成
功
し
た
の
か
、
さ
ら
に
敗
戦
の
痛
手 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
短
時
日
■に
自
ざ
ま
し
い
復
興
を
と
げ
た
そ
の
秘
密
は 

'マ
ど
こ
に
あ
る
の
.か」

：
と
い
う
質
問
や
、
又

「

為
政
者
的
感
覚
の
人
々
に
-、

.
:
'
こ
と
に
地
主
.の
カ
の
強
い
と
：こ
ろ
で
は
、
.明
治
の
日
本
が
農
地
解
放
を
後 

.ま
わ
し
に
し
て
工
業
立
国
を
軌
道
に
の
せ
た
こ
と
、.
国
民
が
低
い
消
費
水 

:

準
で
我
慢
し
つ
づ
け
て
ビ
ッ
グ
.
•
ビ
ジ
ネ
ス
の
資
本
蓄
積
強
行
に
協
力
し 

つ
づ
け
た
こ
と」

を
羨
や
む
よ
う
な
態
度
に
屢
々
出
会
わ
さ
れ
た
と
：い 

う

ノ

,: 

. 

- 

;

.

㈡

先
進
資
本
主
義
諸
国
か
ら
の
低
開
発
国
開
発
の
モ
デ
ル

•
ヶ

I
ス
と
し 

て
の
日
本
の「

離

陸

」

.の
s'
密
を
求
め
よ
う
と
い
う
視
角
で
あ
る
。
た 

ン
と
え
ば
1
^
*
:
2
:
*

べ
ラ
ー
に
と
づ
て「

私
に
、
近
代
日
本
史
の
顕
著
.な
事 

実
と
思
わ
れ
、る
の
は
、
非
西
欧
諸
国
の
中
で
日
本
の
み
が
、
伝
統
社
会
が 

伝
統
的
指
導
権
の
も
と
で
急
激
な
改
革
に
着
手
し
、
全
力
を
あ
げ
て
逆
行 

し
よ
う
に
も
逆
行
で
き
な
い
近
代
化
の
過
程
を
は
じ
め」

る
こ
と
が
で
き
た 

点
で
あ
る
。
私
の
見
解
で
は
、
こ
.の
過
程
は
、
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て 

も
,
社
会
の
革
命
的
要
素
に
よ
っ
て
^
か
れ
、，促
進
さ
れ
た
の
で
は
な
い 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
代
化
の
過
程
は
、
そ
の
よ
う
な 

笨
命
的
要
素
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
。
伝
統
I
会
自
体 

の
構
造
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
か
ら
な
い
の
で
あ
るV

又

「

非 

西
欧
諸
国
の
な
か
で
日
本
だ
け
が
、
近
代
産
業
国
家
と
し
て
自
ら
を
変
革 

す
る
た
め
に
、
，西
欧
文
化
か
ら
必
要
と
す
る
^'
-
の
を
ま
っ
た
く
急
速
に
摂

取
す
る
こ
と
■が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
.の
成
功
.は
、
日
本
人
が
も
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
て
^>0

何
ほ
ど
か
神
秘
的
な
模
倣
能
力
に
よ
る
の
で
は
な

く
、
前
近
代
期
に
お
い
て
、
す
で
に
後
の
発
展
.の
基
礎
を
準
備
し
て
来
た

い
く
つ
か
の
要
素
に
よ
る
も
の
だ」

と
し
て
い
る
。
こ

の「

非
西
欧
諸
国

の
中
で
日
本
，の
み
が
近
代
化
を
な
し
と
げ
た
の
は
、
如
何
な
る
歴
史
的
前

ぃ
提
^
件̂
が
あ
っ
た
.か
ら
か」

と
い
う
問
題
の
提
起
は
、

一
見
日
本
資
本
主

義
論
争
の
発
端
を
思
わ
せ
る
。
ベ
'ラ
ー
は
日
本
と
中
国
の
価
値
体
系
の

a

面
に
お
け
る
共
'通
点
と
同
時
に)

微
妙
な
相
違
を
と
り
あ
げ
、
両
国
の

歴
史
的
運
命
の
重
大
な
岐
路
を
形
成
し
た
日
本
の
価
値
体
系
の
政
治
的

•

.行
動
主
義
的
，
業
績
主
義
的

.集
団
目
的
達
成
的
•.実
用
主
義
的
性
格
を

指
摘
し
、
中
核
価
値
を
於
壊
せ
ず
に
比
較
的
急
速
な
社
会
的
変
革
を
行
な

(

9)

う
日
本
型

.

.

「

維
新」

は
こ
.こ
に
由
来
す
る
と
し
て
い
る
。
，ベ
ラ
ー
に
あ
.っ

.

.て
は
、
日
本
の「

近
代
化」

の
質
•
内
容
規
定
自
体
は
自
明
の
普
遍
的
現 

、
 

：

、
、
： 

(

10)

象
で
、
.そ
の
原
因
の
特
殊
性
を
問
題
に
し
て
い
る
か
ら
、「

も
し
私
が
、

:

伝
統
的
日
本
社
会
■の
肯
定
饷
侧
面
の
み
.を
'過
大
に
強
調
す
る
誤
り
を
犯
し

.た
と
し
.て
%:
'
日
本
の
戦
後
の
知
識
人
は
、
反
っ
て
一
般
に
そ
の
.否
定
的

' 

(

11)

■
面
の
み
を
過
大
に
強
，調
す
る
誤
り
を
犯
す
も
の
と
い
い
得
.よ
う」

と
い 

う
事
に
.な
る
わ
け
で
あ
る
。
.

㈢

こ
う
し
た
欧
米
及
び
ア
ジ
ア
の
諸
国
か
ら
の
日
本
の
発
展
に
対
す
る
憧 

憬

•讃
美
と
関
心
に
呼
応
し
て
、
わ
が
国
の
内
部
か
ら
も
こ
.こ
数
年
来
日 

本
の
再
評
価
を
要
求
す
る
声
が
お
こ
っ
■で
来
た
。
即
ち
従
来
の「

日
本
資 

本
主
義
論
争」

に
お
い
て
は
、日
本
経
済
の
暗
黒
面>

陰
惨
面
の
み
が
強
調 

,
,さ
れ
て
来
た
が
、
今
ゃ
欧
米
ゃ
ァ
ジ

7'
諸
国
の
経
済
.の
高
度
成
長
に
対
す

I

H

1

H

■•
る
関
心
に
応
え
て
、
日
本
の
発
展
の
光
明
面
と
優
秀
な
民
族
.の
文
化
創
造 

力
の
解
明
に
、
日
本
の
.経
済
学
も
経
済
史
学
も
歴
史
学
も
努
力
す
べ
き
で
U
 

は
な
い
か
。
資
本
主
義
発
展
の「

上
か
ら」

の

道

と「

下
，か
ら」

の
道 

は
、
'

£業
化
卜
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
こ
と
で
：、「

あ
れ
か
こ
れ
か」

で 

は
な
く
て
、「

上
か
ち
：

」

の
道
も「

下
か
ら」

の
道
も
と
も
に
相
た
ず
さ 

_
え
て
発
展
を
助
け
た
の
だ
と
い
う
比
較
的
保
守
的
な
立
場
や
旧
.

「

東
亚
協 

同
体」

的
立
場
の
人
々
か
ら
の
問
罾

#
起
が
そ
れ
で
あ
る
。

.
こ
の
.三
つ
の
立
場
は
、
.現
実
肯
定
か
ら
出
発
し
て
'い
る
と
い
う
意
味
で
日
本 

資
本
主
義
論
争
の
末
裔
た
る「

近
代
化」

論
と
は
発
想
法
に
お
い
て
異
質
の
も 

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
.日
本
の
：め
ざ
ま
し
い「

発
展」

に
対
し
て
内
外
の 

関
心
が
集
ま
っ
て
来
た
の
は
、
1
去
ニ
〇
〇
年
の
日
本
近
代
史
に
対
す
る
単
純

.
 

.な
尚
古
的
関
心
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
廃
墟
の
中
か
ら
復
興
し
た 

日
本
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
今
後
こ
の
よ
う
な
内
外
の
関
心
に
ど
の
よ
う
に
応 

え
る
.か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。.
そ
う
い
う
意
味
で
日
本
の
社
会
科
学
も

'一
つ
の 

分
岐
点
に
さ
し
.か
か
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

三

_ 〔

A〕

右
に
の
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
の
わ
が
国
の
社
会
科
学
に
お
い
て
，

「

近 

代
化」

が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
開
国
以
来
のj

〇
〇
年
の
日
本
近
代
史
を 

比
較
.史
的
座
標
軸
か
ら
分
析
し
、
日
本
近
代
の
避
み==

半
封
建
的
，
ァ
、i>
ァ
的 

特
質
を
剔
抉
し
、
そ
れ
を
克
服
す
る
歴
史
的
論
理
を
さ
ぐ
り
出
す
た
め
で
あ
っ 

た
。
.西
ョ

I 
ロ
ッ
パ
'(

及
び
ァ
メ
リ
ヵ)

に
お
い
て
は
、「

近
代
化」

の
歴
史
的

:
学

.界

.展

望

：
：
-

• 

V

パ
.「

封
建
制」

.に
お
い
て
は
封
主
と
封
臣
の
.間
の
双
務
契
約
に
も
と
づ
く

封
の 

授
受
が
見
ら
れ
、
封
関
係
は
国
際
的
な
規
模
で
複
雑
に
交
錯
し
て
い
た
。
領
主 

権
力
は
聖
俗
両
界
に
亘
り
、，
各
級
領
主
の
権
力
は
相
互
に
制
約
，
相
殺
し
て
居 

り
、

一
方g

■
民
支
配
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
農
民
は
、
生
產
諸
力
の
発
展
に 

支
え
ら
れ
、
局
地
内
分
業
の
展
開
を
ふ
ま
え
て
、
.そ
.の
■経
済
的
地
位
を
次
第
に 

高
め
、，
村
落
共
同
体
へ
，の
依
存
を
低
め
て
行
き
つ
つ
あ
っ
た
。
就
中
、
世
俗
中 

小
領
の
農
民
は
一
層
自
由
な
地
位
を
獲
得
し
て
行
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
西 

.ョ
1
口
ッ
パ
封
建
制
の
内
部
編
制
は
犟
固
で
は
な
か
，っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

そ
こ
で
は
、
ア
ジ
ア
や
'ア
フ
リ
ヵ
、な
ど
に
見
ら
れ
た
ょ
う
な
、
ア
ジ
ア
的
専
制 

国
家
や
そ
の
底
辺
に
あ
る
ア
：シ
ア
的
村
落
共
同
体
、

鞏
固
な
血
縁
的
•
氏
族 

的

•力X

卜
的
関
係
、
さ
ら
に
始
原
的
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
な
い
し
魔
^
術

寄

备

，
 

zauber.

ば
す
で
に
遠
い
過
去
に
お
い
：て
克
服
さ
れ
て
.し
ま
っ
て
居
り
、

封
建 

制
か
ら
資
本
制
へ
.の
移
行
期
に
お
け
る
当
面
の
克
服
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
 

し
か
る
に
.
'-T
ジ
ア
や
ア
フ
リ
ヵ
に
於
て
は
こ
う
し
た
諸
現
象
は
多
か
れ
少
な
か

れ
現
実
で
あ
る
。
.
こ
う
し
^
諸
現
象
を

.仮
に
.、「

封
建
制」

-

-
し
ば
し
ば
そ
れ

は

「

伝
統
主
義traditionalism 」

と

か「

種
族
主
義tribalism 」

と
呼
ば
れ 

て
い
る
^
—
と
い
う
語
で
一
括
す
る
.事
が
許
さ
れ
る
と
.す
れ
ば
、
.ア
ジ
ア
の
近 

代
化

.の
前
提
た
る「

封
建
制」

.；は
西
ョ
ー
口
ッ
。ヽ

V

の
そ
れ
と
は
著
し
く
質
を
異 

に
、し
た
，「

封
^
制̂」

だ
と
い
う
事
が
出
来
ょ
う
。
西
洋
経
済
史
の
研
究
に
際
し 

て
用
い
ら
れ
て
い
る

-.
近
代
化」

：
の
前
提
と
し
て
の

‘

「

封
建
制」

概
念
は
、
実 

は
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
を
素
材
と
.し
て
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
ア
ル
プ
ス
以
南.

エ
ル 

ベ
河
以
東
•
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
以
西
に
は
そ
の
ま
ま
で
は
妥
当
し
な
い
の
で
あ 

る
。
.0
い
わ
ん
や
他
の
文
化
圈
に
お
い
：て
は
、.如
何
に
ョ
.丨
ロ
ッ
パ
的

#
建
制」 

'

'

:

'■
.
ン

■

■'
.

八
五
,
6
1三
.七)



«

:^
を
広
義
：に
拡
汰
解
釈
し
允

-:
%
泡

摂.

^

牡̂
.

ぬ

；ほ̂

の

;'
'

異
» :
の
；社
会
関
係
.
 

が
存
在
す
る
こ
と
は
、
最
近
の
ァ
ジ
ァ
経
済
の
研
究
が
よ
く
示
し
て
い
；5
。

)

そ 

れ

故

，わ
れ
わ
れ
に
と
っ
.て
ま
ず
第
一
に
必
要
な
.の
は
、
、そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
.
 

お
い
て
、
克
服
す
べ
き「

近
代
化」

の
前
提
が
ど
の
よ
う
な
M >
か
办
か
瞽
を
も 

っ
た
社
会
関
'係
で
あ
る
か
を
確
定
す
る
作
業
で
I
る
。

;

.

-■

V
次
に
.
.

「

近
乳
化」

.

.と
は
近
世
初
頭
.の
西

3
I 

.

ロ
ッ
。ハ
.に
.と
っ
.て
.は
、，
封
建
制 

の
崩
壊
と
資
本
主
義
な
い
.し
市
民
社
会
の
発
展
を
意
味
し
た
。
こ
こ
で「

資
本 

主
義」

.と
い
う
の
は
、
勿

論

「

#
矶」
一
般
す
な
わ
ち「

利
益
の
.た
め
に
は
地 

.獄
へ
も
船
を
乘
殳
れ
て
、
帆
の
焼
け
.焦
げ
る
の
も
か
ま
わ」

' な
い
よ
う
な
営 

.利
、「

欺
_
と
商
略」

に
よ
づ
て
利
益
を
つ
か
む
経
営
を
菡
礎
と
す
る
経
済
組
織 

け
は
な
く
、_
雰

民

衆

の

営

，々
た
る
1

を
根
底
.と
し
て
、
‘市
場
に
お
け
る
#> 

佃
交
換
に
よ
ゥ
て
利
潤
を
得
る
よ
う
な
経
済
組
織
を
さ
し
て
い
る
。
も
う
少
し 

.立
入
っ
て
い
う
ひ
、

)

王
侯

.貴

•
廷

臣

•特
権
商
人
及
び
.と
れ
ら
に
寄
生
す

,
 

る
人
々
で
は
な
く
、
自
己
の
生
！一

活
動
に

}

k
#

 Benif
.

を
見
出
す
よ
う
な
人 

「

産
業
的
中
産
層」

又

は

「

中
産
的
生
産
者
層
.

」

が

広

汎
に
成
立

H
い 

わ

ゆ
る「

民
富」

の
形
成)

-:
.し
、
：さ
ら
に
そ
れ
が
両
極
分
解
し
て
資
本
"
賃
労 

働
関
係
が
成
立
し
た
結
果
、，
そ
こ
に
自
己
の
.労
働
力
を
自
由
な
商
品
と
し
て
^' 

却
せ
ざ
る
を
得
ぬ
、
.生
産
手
段
を
も
た
な
い「

二
重
の
意
味
で
の
自
-

g
j

な
賃 

労
働
者
と
、
.そ
*€
>
労
働
カ
を
購
入
し
_て
市
場
に
お
け
る
交
換
を
通
じ
て
産
業
利 

.i
f1を
^
現
す
る
資
本
家
.と
か
あ
ら
わ
れ
.
.
こ
の
ニ
大
階
級
は
法
律
的
に
は
平
等 

な
市
民
と
し
て
、
し
か
し
経
済
的
に
は
著
し
い
不
平
等
な
1
M '
と
し
て
た
ち
あ 

ら
わ
れ
た
。
こ
の
一
一
大
階
級
が
地
主
の
中
の
近
代
的
部
分
を
し
.た
が
え
つ
つ
、

一
社
会
の
搏
生
産
の
.骨
格
と
な
る
よ
う
な
社
会
、
そ
れ
を
資
本
主
義
社
会
又
太

.

市(

喉)

社
会
と
ょ
び
、
そ
う
い
う
社
会
へ
の
移
行
を「

近
代
化
,-
:
と
呼
ぶ
わ
け
：で

.
'
.
■あ
名
。
：
：
:;
:
:
'
.
-,
ゾ 

:

'
'
.
し
：か
し
、
.そ
め
ょ
う
な
意
味
.で
の
資
本
主
義
は
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
に
©

% 

の
現
象
.で
、
中
欧

•
東
欧
；
南

欧

.'
日
本
な
ど
：い
わ
ゆ
る「

プ

P
シ
ャ
型」

近 

代
化
の
途
：を
雜
つ
た
諸
国
で
は
、
，
王
侯

.

.貴
族

.
特
権
商
人
ら
が
ー
掃
さ
れ
る 

上
と
な
く
、
彼
ら
の
主
導
権
の
も
と
に
資
本
主
義
化
が
進
め
ら
れ
た
0
軍
事
エ 

業

•奢
侈
品
工
業

•輸
入
工
業
部
門
に
はT

国

立
V

王
立
•
特
権
マ
一
一
ユ
フ
ァ 

ク
チ
：ュ：
T
J
:
.
や
.「

雜

営

，
官
営
工
場」

が
見
ら
れ
、
'.そ
こ
に
は
先
進
国
の
技
術 

や
経
営
組
織
な
.ど
、が
'い
ち
早
.
<導
入
さ
：れ
、
そ
れ
が
在
来
産
業
を
庄
倒
し
て
エ 

場
制

'へ
発
展
し
て
行
つ
，た
。
.
こ
の
.よ
う
に
後
進
国
の
資
本
主
義
化
に
あ
つ
て 

は

旧

体

制

.の
支
配
者
が「

資
本
家」

に
転
化
し
た
。
土
地
所
有
の
も
つ
比
® 

.の
：高
い
.鉱
山
業
、
精
錬
業
なV

で
は
1
封
建
領
主
や
.地
主
層
が
経
営
者
又
は
パ 

丨
ト
ナ
ー
.と
し
て
直
揆

.
間
接
の
り
出
し
て
来
た
し
、
繊
維
工
業
で
は
仲
介
商 

業
資
本
が
問
屋
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
封
建
的
隸
厲
義
務
は
一
見
賃
労
働
ら
し 

き
外
見
を
呈
し
た
。
鉱

山

•
精
錬
場
の
労
働
者
、
.問
屋
制
下
の
外
業
部
生
産
者 

.及
び
工
業
原
料
生
産
者
の
劳
働
'は
、：
屢

.々
，
賦

役

、

生

産

物

地

代

の

一

形
態
で

あ 

つ
た
。
.そ
め
生
産
物
は
商
品
化
さ
れ

.て
も
;'
労

働

カ

自

体

は

商

品

で

は

な

か

つ
 

た
の
で
あ
る
。
ま
た
利
潤
と
地
代
は
癒
罾
し
て
い
た
0

㈱ズ
さ
れ
た
近
代
的
法 

体
系
は
市
民
的
自
由
の
.為
で
は
な
く
、
旧
い
支
配
関
係
と
慣
習
を
近
代
的
-に
咖 

装
す
る
為
に
利
用

^
れ
た
。
た
て
ま
わ
と
务
.
と
の
和i

が
こ
う
し
て
あ
ら
わ 

れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
物
質
的

•制
度

的「

近
代
化」

は
精
力
的
に 

J
進
さ
れ
た
が
っ
.社
会
体
制
の
変
革
ゃ
ん
1
的
^ '
^ '
は

ぉ

く

れ{f
f
i
'M'♦
系

2-
: 

革

は

回

避.さ
れ

た

。

(7)
すへよのが 
る国びもしも 
こ際かとだろ 
と関かにいも 
保:る統にろ 
m 諸一ひの 
が さ と 火  
い位れっき 
よのるのな 
い相こ統人 
よ;5：と丨拙门 
壻 作 、g 粜 
大用ぉ

(3
無
生
物
的
.
.エネ
ル
ギ
ー
.の
比
較 

的
高
度
の
使
用
、
商
品
の
広
汎
な 

流
通
、
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
■機
関
の

:

発達

:
: 

ノ：

(4
)
'社
会
成
員
の
広
汎
な
空
間
的
相 

互
作
用
と
、
か
■か
る
成
員
の
経
済
.
 

的
お
よ
び
政
治
的
過
程
へ
の
広
汎 

な
参
加

.(5
)

.広
沉
な
、
し
か
も
浸
透
性
を
も

つ
た
マ
ス
.
.
.
コ
.ミ
網
'

(6
政
府
，実
業
土
業
の
如
き
大
規 

模
な
社
会
的
諸
施
設
の
存
在
と
、
 

か
.か
る
諸
施
設
の
編
成
が
ま
す
ま 

す
官
僚
制
的
に
な
り
ゆ
く
.こ
.と

論

文

B 

I 

- 

⑵

人
口
の
比
較
的
高
度
の
都
市
集 

中
と
、
.社
会
全
体
が
ま
す
ま
す
都 

市
を
中
心
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い 

く
こ
と

⑴

個
人
が
そ
の
環
境
に
対
し
て
、
 

非
宗
教
的
か
つ
ま
す
ま
す
科
学
的
.
 

に
対
応
し
て
い
：こ
.ぅ
と
す
る志
向 

の
伸
張
を
伴
ぅ
、
普
及
し
た
読
み 

書
き
能
力

.
■

■

八

七

(

一1

三
九)

:〔

B〕
一

九
六
〇
年
春
、.，
日
米
両
国
の
人
文
科
学
者
及
び
社
会
科
学
者
が
.箱 

根
で
開
催
し
た

■

「

近
代
日
本
に
関
す
る
会

^』

に
於
て
、
.ミ
.，
，ゾ
.
ガ

X.

大
学

.の
； 

J 

• 

W 

.

ホ

I
ル
教
授
が
提
出
し
た
論
‘文

：Japan within 

the concept of 

modernization 

=(

以
下
論
文
A
と
略
記
す
る)

.及
び
と
れ
を
素
材
と
し

て

行

 

っ
た
討
論
の
結
朵
を
ま
と
め
た「

日
本
の
近
代(

$)」

.(

以
下
論
文
丑
と
略
記
す 

る)

.は
次
の
如
き
提
言
を
行
っ
て
い
る
。
即
ち
、
.世
界

の「

近
代
化」

は
、
日 

本
と
米
国
で
、
ソ
連
.と
英
国
と
で
異
な
る
よ
う
に
、
国
に
よ
っ
て
^
異」

よ
.る
0
‘

.

西
欧
の
近
代
化
の
文
化
的
付
随
物
は
他
の
国
の
近
代
化Q

：

そ
れ
と
同
じ
で
は
な 

:

い
。
近
代
化

H
西
欧
化
で
は
な
い
。
西
欧
の
歴
史
的
経
験
は
他
の
す
べ
て
の
社 

会
に
と
っ
て
の
規
準
で
は
な
い
。

そ
こ
で

.ホ
ー
ル
教
授
は
、「

西
欧
諸
国
に
お 

，け
る
資
本
制
経
済
の
発
展
と
そ
れ
に
伴
っ
た
社
会
的

.
政
治
的g

化
や
、；
日
本 

の
.明
治
以
来
の
変
化
は
も
と
よ
り
、
ソ
連
邦
諸
国
や
中
国
に
お
け
る
歴
史
的
変 

化
や
、
現
代
の
ィ
ン
ド
やH

ジ
ブ
ト
や
さ
ら
に
ア
フ
リ
力
諸
国
等
の
、
一
い
.わ
ゆ 

,る
低
、爛)

発
諸
国
に
.お
い
て
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
歴
史
的
変
化
を
も
含
む
と
こ
ろ 

の
広
い」

近
代
化
の
作

-；
員
規
定
を
求
め
よ
う
と
し
て
、.下
表
の
如
き
若 

千
の
指
標
を
提
出
し
て
い
る
。

''

.し
か
し
、
こ
れ
ら
の
指
標
は「

世
界
史
に
お
オ 

る
同
一
力
^

へ
の
異
な
れ
る
過
程
と
し
て
、
理
論
上
取
り
あ
っ
か
い
得
る
可
能 

.性
を
仮
説
的
に
予
宠
し
て
い
る
の
で
あ
り
，、
し
た
が
っ
て
そ
の
こ
と
；は
、
こ
れ
： 

ら
の
諸
^
の
過
程
を
共
通
の
判
断
の
わ
く
組
み

' 

o
f 

reference 
'
に
よ 

っ
て
ノ
典
通
の
道
具
概
念
に
よ
っ
て
、
分
析
す
^
^
為
の
も
の
で
あ
る
と
し
て 

も

、
ヽ

「

歴

史

学

者

の

：
一

.部
か
ら
：は
、ン
次
の
よ
う
な
反
論
が
提
起
さ
れ
る
の
で
：
 

は
あ
る
ま
い
か
。『

近
代
化』

と
い
う
一
つ
の
こ
と
ば
で
、

そ
れ
.ら
の
.種
々
の 

興
質
多
様
な
変
化
を
包
括
す
る
こ
と
は
、
歴
史
学
上
分
別
さ
れ
る
こ
と
を
要
す 

学

界

■
展

望

比
較
的 論
高
度 文
の

都 A
市

化

⑵

普
及
し
た
読
み
書
き
能
力 

⑶

科
学
的
知
識
の
成
長
に
^
づ
く 

.■と
こ
ろ
の
、
..環
境
に
対
し
て
ま
す 

■ま
す
合
理
的
か
，つ
，非
宗
教
的
に
対
.
 

応
し
て
い
こ
ぅ
と
す
る
、
個
人
の 

.■志

向

.

.

.
'

⑶
，
比
較
的
高
い
個
人
当
り
'所

得

'

(5
)

経
済
.の
領
域
の
内
部
に
お
け 

る
、
比
較
的
高
度
の
商
品
化
と
エ

⑷
f

広
汎
な
地
理
的
お
ょ
び
社
会
的
.
 

.
移
動
性

S
.

、
近
代
的
な
社
会
的
経
済
的
過
程 

へ
の
社
会
成
員
の
広
汎
な
参
加
， 

:

と
.か

か

わ

り

あ

い
：

.

(6
)

広
汎
な
、
し
か
も
浸
透
性
を
も

っ
.た
.マ
ス
コ
'ミ
.
.
.
.メ
.
デ

ィ

ァ

網

⑶

社
会
.成
員
め
広
汎
な
か
か
わ
り 

あ
い
を
伴
ぅ
、
比
較
的
高
度
に
組 

織
さ
.れ
た
官
僚
制
的
政
治
形
態



.る
種
々
の
も
の
の
区
別
を
抹
殺
す
る
か
、
■或
は
あ
い
ま
い
に
.す
る
.こ
と

.
'に.な 

り
、
今
日
ま
で
歴
史
学
が
.構
築
し
て
き
た
理
論
を
無
意
味
な
ら
.し
め
る
：
と
。'.
'
 

た
と
え
ば
、
経
済
史
の
領
域
で
言
う
と
、
ひ
と
し
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
举
命
に
よ
っ 

、て
機
械
や
エ
場
に
.よ
る
生
産
様
式
が
導
入
さ
.れ
て
も
、.
_そ
こ
か
ら
：‘は
直
ち
に
.旧 

'来
の
社
会
構
造
、：
政
治
構
造
の
根
本
的
変
革
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
，は
か
ぎ
ら 

■ず
、
歴
史
の
上
で
は
、

他
の
諸
条
件
と
相
ま
っ
て
種
々
の
発
展(

変
化)

の
型 

が
坐
ず
る
の
で
あ0

て
、
そ
の
中
で
真
に
変
革
的
な
作
用
を
生
じ
た
も
の
を
他 

か
ら
分
離
す
る
こ
と
こ
そ
問
題
な
の
で
あ
.り
、
.そ
う
で
な
い
：も
の
ま
で
を
も
包

摂
す
る
概
念

-「

近
代
化」

|

を
立
て
る
こ
と
は
不
当
で
_あ
?>
2)」

';
と
い
う

:

川
島
武
宜
氏
の「

冒
険
的
推
測」

も
成
り
立
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。「

人
類
の
歴 

.史
に
お
け
る
変
動
の
，.迅
-
*を
.明
ら
.か
に
：し
よ
う
と
す
る『

壮
大
な
る
本
■系』

.

」

.
 

と
し
て
：「

へ
丨
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
史
観」

や
ト
ィ
ン

ビ
ー
の
.「
文
化
の

^
^
輪 

廻
の
概
念」

を

「

社
会
変
動
に
か
ん
す
る
あ
ま
り
に
も
理
論
的
で
' 
単
純
化
し： 

て
も
の
を
考
え
る
考
え
.方
の
例」

，
と
し
て
排
除
し
、
他

方「

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の 

観
念
に
.お
け
る
が
如
く
、
，社
会
的

.経
済
的
下
位
組
織
に
お
け
.る
緊
張
関
係
の 

結
集
と
し
て」

歴
史
上
の
諸
変
動
も
説
明
し
よ
う

>
.す
る
方
法
は
、.「

不
完
全」 

で
あ
っ
て
、
反
っ
て
社
会
の
全
体
的
粋
組
を
ゆ
が
め
て
し
ま
う」

と
考
え
た
ホ 

丨
ル
教
授
は
、

多
元
的
な「

摇
本
的
に
懐
疑
的

•方
法」

：に
立
ち
、■「

近
代
化
を 

す
で
に
経
験
し
て
来
た
社
会
の
間
か
ら
、
あ
る
統
一
的
な
範
畴
を
探
し
求
め
，る 

こ
と
は
可
能
で
あ
り
、

か
つ
有
用」

で
あ
り
、「

探
求
の
セ
ン
ス
と
蓋
然
性
に 

対
す
る
感
得
力
を
研
ぎ
す
ま
す
為
に
、
き
わ
め
て
有
用
で
は
あ
る」

事
を
認
め 

つ
つ
、「

さ
ま
ざ
ま
の
社
会
に
お
け
る
近
代
化
の
歴
史
の
全
面
的
同
一
性
を
否 

認」

し
、
既
存
の
理
論
を
固
定
化
せ
ず
、「

開
紀
的」

な
実
用
主
義
的
接
近
方
法

' 

.
> 

,
八

八

(

ニ
四
〇)

.

22) 

:

_

る
事
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。：へ
し
か
し
川
島
教
授
’の
最
大
1
に
好
意
的
な
評 

価
に

^
拘
ら
ず
、「

複
雑」

さ

と「

困
難」

さ
の
原
因
は
、

さ
れ 

た
孤
立
的
要
因
を「

全
体
的
な
有
機
的
過
程
と
.し
て

考? £
す

る

配

ぞ

紀

論

理
 

が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
の
..で
あ
る
ゾ
ホ
ー
ル
教
授
の
列
挙
さ
れ
た 

個
々
の
指
標
；は
近
代
社
会
の
特
徴
で
あ
る
と
し
て
.も
、
.こ
の
^'
勝
か
办
な「

な 

ん
ら
予
見
し
う
る
終
着
点
を
も
た
な
い」

「

過
程
と
し

1
の
近
代
@

の
'諸
指 

標
を
も
っ
て
、「

全
体
的
な
有
觀
的
過
程」

を
勝
*'
4
に
説
明
す
る
こ
と
は
出 

来
な
い
の
で
あ
る

。

V

:

へ
：

八
-

四
：

::.',

ニo

世
紀
に
入
る
と
資
本
主
義
体
制
の
矛
盾
は
顕
在
化
し
て
来
た
。
⑴

内 

包
的
に
は
先
進
資
本
主
義
国
内
部
で
の
労
働
階
級
の
成
長
と
そ
の
生
活
水
準
の 

尙
上
、
社
会
保
障
の
進
展
に
ょ
る
社
会
民
主
主
義

*
.福
祉
国
家
へ
の
傾
向
、
⑵ 

外
延
的
に
は
社
会
主
義
圏
の
確
立
と
拡
大
、，
旧
撒
民
地
の
民
族
的
独
立
が
そ
れ 

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
⑴
は
す
で
に「

近
代
化」

を
経
過
，し
た
於
I
で
あ
り
、「

近 

，代
化」

が
問
題
と
な
り
う
る
の
は
⑵

^
ぢ
る
。
社
会
主
義
の
成
立
し
た
地
域
は 

資
本
'主
義
の
生
産
力
的
遺
産
を
継
承
し
つ
つ
も
、
資
本
主
義
体
制
の
脆
弱
な
部 

分
で
あ
る
後
進
資
本
主
義
国
"
又
は
一
層
低
い
発
展
段
階
に
あ
る
植
民
地
で
あ 

り
、
そ
こ
で
は
、
近
代
以
前
の
あ
ら
ゆ
る
旧
い
社
会
関
係
を
一
掃
す
る
と
い
う
，
 

課
題
を
も
っ
て
い
る
。

社
会
主
義
国
家
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
新
し
く
独
立 

し
た
民
族
国
家
も
経
済
的
開
発
方
式
と
し
て
は
、
自
由
放
任
で
は
な
く
、
国
家 

計
囤
に
ょ
る
集
中
開
発
方
式
を
採
っ
て
い
る
。
し
か
も
経
済
開
発
の
中
心
は
エ 

業
建
設
に
あ
る
か
ら
、
屢
々
時
間
と
突
間
を
超
：え
て
端
的
に「

H
m\
化」

と
も

呼
は
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
.か
し
素
材
的
に
：は

-.
工
業
化」

で
も
、
：
そ
'の 

内
部
を
貢
ぬ
く
社
会
関
係
は
、

(

国
家)

資
本
主
義
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
社 

会
主
義
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
又
、
夫
々
の
内
部
に
い
わ
ば
変
^ '
型
と 

改
畏
型
と
が
あ
る
。
資
本
主
義
的
工
業
化
に
は「

イ
ギ
リ
ス

•
ア
メ
リ
カ
型
'- 

と

「

プ
ロ
シ
ヤ
型」

と
が
あ
っ
た
ょ
う
に
、
社
会
主
義
的
工
業
化
に
も
恐
ら
く 

ニ
つ
の
型
が
：あ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
接
生
産
者
の
レ
ベ
ル
で
封
建
的
•
又
は
そ 

れ
以
前
の
旧
い
社
会
関
係
を
破
棄
し
て
社
会
主
義
へ
移
行
す
る
型
と
、
土
豪

•
 

地

主

•
ス
テ
ー
プ
ル
商
人

•高
利
貸
な
ど
の
主
導
下
に「

種

t
主
義」

的

•
.

「

伝 

■統
主
義」

的

•村
落
共
同
体
的
•血
縁
共
同
体
的
諸
関
係
を
維
持
温
存
し
利
用
し 

つ
つ
移
行
す
る
型
と
で
あ
■る
。
こ
れ
ら
の
社
会
で
は
、
社
会
主
義
は
、
封
建
的 

又
は
そ
れ
以
前
の
社
会
関
係
を
破
棄
し
た
限
り
で
、
.

「

近
代
化

」

^
役
割
を
も 

同
時
に
果
す
。
ア
ジ
ア
的
尊
制
君
主
及
び
村
落
共
同
体
、
種

族•

血
縁=

氏
族 

.
力
ス
ト
関
係
，
魔
呪
術
か
ら
直
接
生
産
者
を
解
放
し
て
行
く
事
が
出
来
れ 

ば
、
そ
め
社
会
主
義
は
，「

近
代
化」

の
役
割
を
も
果
し
得
た
こ
と
に
な
る
で 

あ
ろ
う
。

一
九
二
〇
年
代
の
ソ
ヴ
ィH

ト
や
中
国
の
初
期
に
も
や
は
り「

近
代 

化」

の
苦
，悩
が
あ
っ
た
斟
は
、
最
近
の
研
究
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
逆
に
、
 

「

嵇
族
主
義」

「

伝
統
主
義」

と
い
う
語
に 
一
®
さ
れ
る
旧
い
社
会
関
係
を
維 

持
し
又
は
便
宜
上
利
用
し
て
行
く
限
り
、
そ

の「

近
代
化」

に
は
限
度
が
あ 

り
、
.場
合
に
ょ
っ
て
は

.「

近
代
化」

.に
逆
働
す
る
で
あ
ろ
デ
。

資
本
主
義
又
は
社
会
主
義
が「

近
代
化」

の
歴
史
的
役
割
を
果
し
た
か
を
か 

は
、
農
業

H 土
地
問
題
の
処
理
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
農

業•： 
土
地
改 

.革
は
、
第
一
に

'
保
有
限
度
、
第
二
に
土
地
没
収
に
対
す
る
補
償
形
態(

有
償 

か
無
偾
か
、.

現
金
か
現
物
か
、
そ
の
レ
ベ
ル
な
ど)

が
⑽
主

，
土
豪
に
打
撃
を
与 

.■

.
'学
，
.界
，
.
.展
.
.
.
望

：':
:
,
ノ

え
る
か
否
か
、
第
三
に
、：
.没
収
地
の
処
分
の
方
式(

公
売
そ
の
他
，
売
却
金
額
*

売
却
単
位
、
代
金
支
払
い
法
な
ど)

、、
第
四
に
、
解
放
地
が
地
主
所
有
地
か
、
未

占

有

国(

公)

有

地

か(

後
者
で
あ
れ
ば
地
主
の
経
済
的
菡
礎
自
体
は
打
撃
を
う

け
な
い)

、
第
五
は
、
解
放
.さ
れ
た
農
民
の
経
営
が
向
上
の
展
望
を
も
っ
て
い
る

か
杏
か
。
即
ち
、
.罾
#
員
罾
、
小
作
料
水
準
、
営
罾
罾
金
、
流
通
機
構
が
農
民

経
営
の
向
上
を
許
す
に
足
る
も
の
で
あ
る
か
、
社

会

的

解

放

が

に

経

済

的

没
落
を
意
味
す
る
か
。
第
六
に
、
共
同
化
へ
の
展
望
、
と
い
っ
た
事
情
に
ょ
っ
.

§

て
そ
の
改
革
の
性
格

•、役
割=

前
進
性
と
停
滞
性
は
決
ま
る
で
あ
ろ
う
。

.而
し
て
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
は
、
社
会
的
真
空
状
態
の
も
と
に
行
な
わ
れ 

る
の
で
は
な
く
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
角
逐
場
裡
に
、
又
は
資
本
主
義
か 

ら
社
会
主
義
へ
の
移
行
期
に
行
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
も
、

世
界
史
は 

「

近
代」

を
の
り
こ
え
て
、
更
に
次
の
段
階
に
移
行
し
ょ
う
と
し
て
，い
る
。
移 

行
の
歴
史
的
前
提
が
、
低
次
の
段
階
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
国
際
競
争
場
裡
に
あ 

っ
て
は
、
不
均
衡
は
拡
大
し
、
村
落
共
同
体
の
解
体
と
下
降
分
解
が
進
行
し
、
 

資
本
主
義
に
ょ
る
均
衡
の
と
れ
た
発
展
と
、
.民
富
の
増
大
は
困
難
で
あ
る
。
民 

族
の
新
し
い
生
産
力
の
形
成
に
は
新
し
い「

国
圾
的
体
系」

が
必
要
と
な
る
。
 

そ

し

て「

国
民
的
体
系」

の
根
底
に
は「

農
地
制
度」

の
問
題
が
あ
る
の
で
あ 

る
。

五

AJ

う
し
た
国
際
的

*
国
内
的•

歴
史
的
関
連
の
中
で
日
本
型「

近
代
化」

は 

注
目
を
あ
び
て
い
る
。
こ
の
日
本
型「

近
代
化」

は
ど
の
よ
う
な
^
徴
を
も
つ

.て
い
る
.の
.で
.あ
ろ
う
.か
。
.

. 

. 

.

.

. 

.... 

.

.

.

. 

.

.

-

' 

. 

.. 

.

.

.

. X

 
九

'(

二 
四0).



.
第
一
に

.

.こ

.の
ょ
1
な
技
術
系
列
の
文
化
輸
入
は

.

.日
本
.の
..
誰
.の
'手
に
.よ
，づ
..：

ろ
く
.ほ
ど
の
速
さ
.で
：

「

工
業
化」

--

îndustrialization-

が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
，
 

.

.て_行
わ
れ
、
.内
部
に
ど

.の
ょ
ぅ
な
結
果
.を
も
た
ら
し
た
.か
。.，す
な

わ

ち

日

太

資

■か
し
.他
方
で
は
、
シ
シ
ク

{/
-
テ
ィ
ズ
ム
と
い
ぅ
ょ
り

.は
，
^
祌

%

.<c
t
YJ
M> 

;*
主
義
の
構
造
的
特
質
の
問
題
で
あ
る
。
.
.

「

軍
事
的

•封
建
的」)

資
本
主
.；義
^

居
胜
が
あ
ら
わ
に
出
て
い
る
。
_か
神

•
拝
型
の
精
神
構
造(

生

の
^-
'
か

於

に

お
 

か
、「

プ
ロ
，ゾ
ヤ
型」
近
代
化
で
あ
る
と
か
、.「

日
本
社
会
.の
家
族
的
構
成
^
年
功 

序

列

制

」
「

終

身

雇

用

制
」

.と
か
い
わ
.れ
る
の
は
，、
こ
の
.点
に
関
し
て
で
あ
る
。

第
二
に
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
は
''
西
洋
資
本
主
義
の
衝
撃

:>w
e
s
t
e
m

 

に
対
す
る
封
建
日
本

0
急
速
な
対
応
形
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
：で 

:

西
洋
近
代
は
日
本
近
代
化
の
歴
史
的
前
提
で
あ
り
、物
質
的
•制
度
的
到
達
目
標 

で
あ
り

?「

欧
化」

主
義)

、

必
要
に
応
じ
て
資
材
を
と
り
だ
す
倉
取
で
あ
り 

(

H「

和
魂
洋
才J)

、
.

し
か
も
価
値
的
に
は
敵
対
物
で
あ
っ
た(

H
キ
リ
ス
ト
教 

の
拒
否)

。
近
代
西
洋
は
近
代
日
本
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
う
け
と
め
ら
れ
て
来 

た
か
。
第
一
.、
近
代
西
洋
を
物
質

•
技
術
文
明
と
し
て
限

{
し̂
，
技

#7
'
系
列
の 

遗
度
を
極
め
て
積
極
的
：且
'つ
急
速
に
導
入
し
た
。
.必
要
な
坐
産
技
術(

紡

镣

•
 

檄
布
機
械
，旋
盤
众
ど)

•経
営
技
術

«
族
主
義
.
.人
間
の
丸
抱
え
.
八
ム
双
の
混
淆 

な
ど
が
企
業
経
営
の
内
部
を
支
配
し
た
。=

機
能
集
団
原
理
の
対
益
物)

‘
法
律
技 

術

(

市
思
的
沿
出
に
仕
え
る「

法
の
精
祌」

で
は
な
い
！)

お
よ
び
取
务
か
術
を
、
 

驚
く
ほ
ど
の
速
度
で
、
文
化
と
の
全
体
の
関
速
か
ら
切
断
し
て
導
入
し
た
。
欧 

.米
文
，明
は
利
用
す
ベ
き
素
材
に
す
ぎ
な
か

0
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
.な
.

. 

主
義
的
な
外
来
文
化
受
容
の
あ
り
方
が
、
.近
代
西
洋
文
化
の
日
本
的
理
解
の
一 

つ
の
特
徴
で
あ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
こ
の
よ
う
に
全
体
の
連
関
か
ら
切
り
離 

し
た
か
ら「

国
体」

「

酿
風
美
俗」

「

八
ム
序
良
俗」

を
害
う
こ
と
な
く
導
入
出
来 

た
の
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
精
神
を
技
術
か
ら
切
'り
離
す 

即
物
的

•現
実
的
、
世
俗
的
能
カ
な
ぃ
し
智
恵
が
ぁ
っ
た
.か
ら
、
他
国
も
お
ど

け
る
神
仏
併
拝〔

？〕

を
見
よ
。)

：、
相
矛
盾
す
る
要
素
を「

M

合
理
化」

せ
ず 

に
雑
居
さ
せ
う
.る
日
本
型

.

「

寛
容」

==

無
緊
張
癒i

型
の
精
神
構
造
、
L

を 

迫
る
西
洋
的

•
キ
リK

ト
教
的
'な
価
値
合
理
性
を「

非
寛
容」

と
観
じ
、
柬
洋 

的

無

.
和

.^
以

て

つ

つ

も

う

と

す
る

日
本
的
精
祌
態
度
、
こ
う
い
う
生
産
カ
吖 

主
体
条
件
が
：あ
っ
'た
れ
ば
こ
そ
、
諸
外
国
か
ら
驚
嘆
さ
れ
る
程
の
経
済
成
長
も 

あ
っ
た
が
、

.近
代
日
本
一
〇
〇
岸
の
精
神
的

•社
会
的

•政
治

的^ '
.

も

生

じ
 

た
わ
け
で
•あ
る
。
し
が
し
、
最
近
で
.は
こ
の
点
に
関
し
て
、
む
し
ろ
こ
れ
を
日 

本
.の
長
所
と
し
て
高
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
再
び
抬
頭
し
て
来
て
い
る 

.
rは
■数
年
来
の
学
会
の
動
向
に
も
、ジ
ャー

ナ
リ
ズ
ム
の
動
き
に
も
は
っ
き
り 

う
か
.が
わ
れ
る
。
.こ
の
よ
う
な
日
本
型「

近
代
化」

は
、

一
九
四
五
年
八
月
一 

五
日
の
破
局
ま
で
行
き
づ
か
ざ
る
.を
得
な
か
っ
た
も
の

.で
あ
る
。
日
本
の「

近 

代
化」

で
関
.心
を
も
つ
内
外
の
人
々
は
、
こ
の
日
本「

近
代
化」

の
も
つ
哪
@' 

.性

•苦
悩
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
.。
：

：

(
1)

大
塚
久
雄「

近
代
化
の
歴
史
的
起
点」

(

学
生
書
房
刊)

(

後
に
改
訂
増
補 

さ

れ
「

近
代
資
本
主
義
の
起
点」

(

学
生
書
房
刊)

と
な
る)

、
同

「

近
代
化
の 

人
間
的
基
礎」

'(

白
日
書
院
刊)

、

同

「

近
代
欧
州
経
済
序
説」

上
、

.FJ
P
版
序 

(

日
本
評
論
社
刊
、
増
訂
版
フ
弘
文
堂
刊)

同

「

近
代
資
本
主
義
の
系
譜」

(

学 

生
書
房
版
、
塯
訂
版
上
.下
、
弘
文
堂
刊)

同

「

国
民
経
済」

(

弘
文
觉
刊)

同 

「

宗
教
改
革
と
近
代
社
会」

(

四
訂
版
、

み
す
ず
書
房)

、
.高
橋
幸
八
郎「

近
代 

.

社
会
成
立
.史
論J.(

日
本
評
論
社
刊
、
御
茶
の
水
書
房
刊)

、
同

「

市
民
革
命
の

構
造」

(

御
茶
の
永
書
房
刊)

、

川
島
武
宜「

日
本
社
会
の
家
族
的
構
造」

(

学 

生
#
房
刊)

、
山
田
盛
太
郎「

日
本
資
本
主
義
分
析」

(

岩
波
書
店
刊)

。

(

2)

，
高
橘
幸
八
郎「

近
代
社
会
成
立
史
論」

.序
!•
•
' 

j

四—

六
頁
。

(

3)

九
山
真
S
R-n
日
本
澈
治
思
想
史
研
究」

(

東
京
大
学
出
版
会
刊)

、
同

「

日 

本
の
思
想」

(

岩
波
新
書)

四
八
頁
。

(

4

0楫
西
光
速

.
大
内
カ

.
大
島
淸

.
加
藤
俊
彦
共
著「

日
本
資
本
主
義
の
成 

ノ
立
'(

東
京
大
学
出
版
会
刊) 

■ 

(

5)

上
原
琪
禄
.「

歴
史
学
序
説」

(

大
明
堂
刊)

、
京
極
純
一「

日
本
プ
：.ロ
テ
ス 

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
政
治
思
想」

.

(

南
原
繁
先
坐
古
稀
記
念「

政
治
思
想 

に
お
け
る
西
欧
と
日
本J

下
、
束
京
大
学
出
版
^
.TI
])

6)

飯
塚
浩
ニ「

近
代
日
本
へ
の
^
心」

(
「

歴
史
学
研
究」

箜

a
l一
 
¥

、
二 

.九
六
.
.
1
.
平
五
月)

.
= 

V 

■

(

7) 

R .
 

M 

,ベラ
ー
著
、
堀
一
郎

.池
il
l
昭
共
訳「

日
本
近
代
化
と
宗
教
倫 

.1
1_

_
日
本
近
世
宗
教
論」

、
日
冰
語
版
.ベ
の
序
文
、
:五
頁
。
'

(

8)

同
書
、
.ニ
八
頁
。

•?
:)

同
書
、
五
六—

七
頁
。

(

10)

同
書
、
1
1ー五
三
頁
、
丸
山
真
男
氏
解
説
。

(

11)
.

同
書
、：
日
本
語
版
へ
の
序
文
、
七
頁
。

(

12)

世
皮
髡
志
郎「

封
建
制
社
会
狀
法
的
構
造
/

法̂
律
学
体
系」

.第
二
節
、

',
法
学
理
論
篇
23
,

)

.
' 

■

(

13) 

Kosxninsky, .E. A
:

 Studies in the Agrarian History of England 

in the Thirteenthoentury. 

Oxford, 

1956; Do; services, and M
on
e
y 

.Kents 'in. the Thirteenth century. 

E
C
O
.
.

 

H
i
s
t
.

 

.
B
e
v
: 

VOL..V, .NO':2, 

1935, p
p
.

ts
>
4

-
45. Do, The Evolution, of Feu<!kl .Rent 

irt.'.Enghln.d

..fro

日
把th to .XVth centuries,., pas，

.PJewt. No... .7' 1955, 

.
_
p
p
v

.
1
2
1
3
6
.

秦
玄
竜
訳
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
地
代
の
.展
開」

(

未

来

社「

社
会
科
学

セ
ミ
ナ
I
ル
• 

6

)

(

14)

：
福
武
直
編「

イ
ン
ド
農
村
の
社
会
構
造」

(

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所「

調
鸯 

研
究
報
告
双
書」

第
五
〇
集)

、

福
武
直
，
大
内
力
•

中

根

千

共

著r

イ
ン 

ド
村
落
の
社
会
経
済
構
造」

(

同
双
書
、
第
五
一
集)

、
板
垣
与一
他

「

イ
ン
ド 

ネ
シ
ア
の
政
治
社
会
構
造」

(

同
双
書
、
第
ー
三
集

>
前
鳥
信
次
他「

ア
ラ
ブ 

諸
国
の
社
会
経
済
機
構」

(

同
双
書
、
第

一 
ニ
集)

、
隅
谷
三
喜
男「

來
南
ア
ジ 

7
に
お
け
る
近
代
北——

そ
の
阻
止
要
因
を
め
ぐ
つ
.て」

(
「

思
想」

第
四
七
三

■号
、

一

九
六
三
年
一
一
月
号)

、

隅
谷一

一.一
喜
男
編

「

フ
イ
リ
ツ
ビ
ン
の
経
済
構 

造
と
：労
働
構
造」

(

ア
ジ
ア
，経
済
研
究
所)

第
一
雩
な
ど
を
参
照

。

.

(

15)
:

ア
ダ
ム
•
ス
ミ
ス「

国
富
論」

第
一|

篇
第
三
章
、
大
河
内
一
男

「

ス
ミ
ス 

と
リ
ス
ト」

(

日
本
評
論
社
刊)

。

(

1 6) 

Dobb'M., 

Studies, in the .Development of 

Capitalism, 

London, 

1946; 

Sweezy, R

 

K
,

 

Dobb, M., TakahasM, K. K
,

 Hilton, K
,

 HiU, 

C., The HHanwition from. 

Feudalism to Capitalism. 

A

 Symposium, 

L
i
o
n
,

 1
9
5
4
.

大
塚
久
雄「

封
建
制
か
ら
资
本
制
へ
の
移
行——

農
業
共
同 

.五
体
と
の
関
連
に
お
い
て
.

——
J 

(
「

土

地

制

度

史

学

j

ブ
レ
テ
イ
ン
.
m、
一

;■九

五

年

)

，
同

「

資
本
主
義
社
会
の
.形
成」

.( 「

社
会
科
学
講
座」

弘
文
堂
刊
、

第
四
巻
、
：第
五
巻
所
収

)

。
 

~ 

同
'「

欧
州
経
済
史」

.，_

(

弘
文
堂
刊)

、
同「

近
代
資
本
主
義
の
系
譜

」

所
収
諸
論 

文
、
同

「

マ
ツ
ク
ス
.ヴ
H

I

•
、ハ.丨
に
お
け
、る
資
本
主
義
の
精
神

」

B

s
 (「

経 

済
学
論
集
:1
-
第
三
〇
巻
第
三
号
、M
四
号
、

一
九
六
四
年
一
〇
爿
、

一
九
六
五 

年
一
一
：：月)

。
:-
'
'高
橋
幸
八
郎
べ
市
民
填
命
の
構
造
卜
第
一
篇
、
，
同

.

「

地
主
的
土
地 

主
所
有
と
商
品
生.産
；

j V (

高
橋
幸
八
郎•

齿
島
敏
雄
編
へ「

養
番
業
の
発
達
と
地 

•■
主
制
,-
-
御
茶
の
：水
書
房
刊
所
収
ぐ
：後
に
大
塚
久
雄
：，
入
交
好
脩
編

「

経
済
史
学



.

.

.

.
論
柒J

河
出
書
房
刊
所
収)

、
向
：ふ
明
氣
維
新
に
ぉ
^:
る
農
篆
=
+
1地問
題」

.
 

.( 「

西
洋
経
済
史
•
.思
想
史
研
究
^
本
位
田
祥
男
博
士
宙
稀
記
念
論
文
集
所
収
、.、 

創
文
社
刊)
、

大
塚

•高

橋
•松
田
.編

「

西

洋

経

済

史

講

座

」

.
第

一

巻

及

び

第
 

_ 

.
三
卷
の
威
説

」
な
ど
。

：

'

:

:(

17)
「

西
洋
経
済
史
講
座」

第
五
巻
の
文
献
目
録
参
照
。

:

.

:

(

18) 

'

「

日
本
の
近
代
化
-—
概
念
構
成
の
諸
問
題一

- 」
( 「

思

想」

第
四
一
一
一
九 

号
、一

九
六一

年
一
月
号)
。

.

.(

19)

川
島
武
宜「『

近
代
化』
の
意
味」

( 「

思
想」

第
四
七
三
号
、

一
九
六
三 

年 
一r

月
号)

五
頁
。

20)

川
島
、
同
論
文
、
八
頁
。

(

21)

川
島
、
.同
論
文
、
八
頁
。

22)

ホ
.丨
ル
、
前
掲
論
文
。

.

(

23)

川
島
、
前
掲
論
文
、
五—

七
頁
。

V 

/

•

.
九
ニ 

(

ニ
四
四)

(

24)

ホ
ー
ル
、
前
掲
論
文
、
’因
五
頁
。

.

(

25)

ホ
ー
ル
，、
.同
論

文

つ

四

一

：
一
頁
。
，
、

26

.

)

.

.缓内
謙

「

ソ
ヴ
ィ

.

.エト
政
治
史」

.

(

勁
.草
書
房
刊)

、
.芝
原
拓
，tl「

ア
ジ
ア 

の
変
革
と
歴
史
学
の
.任
務」

(
「

歴
史
学
研
究」

第
二
五
三
号
、

一
九
六一
年
五 

'■月
号)

。
 

. 

.

.

.

.

.

(

27)

大
阪
市
立
大
学
経
済
研
究
所「

ア
ジ
ア
に
お
け
る
農
業
構
造
の
変
本
過 

.程」

'

(

日
本
評
論
社
刊)

、
.
.大
和
田
啓
義
編「

ア
ジ
.ア
の
土
地
改
本」

.ニ
卷(

ア 

ジ
ア
経
済
研
究
所
、
調
査
研
究
報
告
双
書
第
二
三
集
、
第
四
四
集)

、
但
し
、

. 

分
析
方
法
に
関
し
て
は
"
英

.
独

.
仏

•米

.露

.
日
な
ど
S

国
に
関
す
る 

諸
成
果
を
参
照
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

〔

追
記〕

本
稿
で
は
最
小
限
度
の
文
献
目
録
し
か
注
記
し
な
か
つ
た
。
関
速
文 

献
は
更
に
注
記
文
献
か
ら
検
索
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

書

評

高

橋

洸

著

.

『

日

本

的

労

資

関

係

の

研

究

.

-

,

「

企
業
別
組
合」

の
構
造
と
機
能
を
中
心
と
し
て——

『

飯

田

企
業
別
組
合
は
、
わ
が
国
の
労
働
組
合
運
動
に
固
有
な
現
象
で
あ
り
、
し
，
±
 

し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
労
働
運
動
の
特
殊
性
、
.そ
の
ユ
_ー
 

ー
ク
な 

.
存
在
と
同
時
に
、
.そ
れ
に
固
有
な
脆
弱
性
を
も
内
包
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
0
 

■と
こ
ろ
で
企
業
別
組
合
の
特
殊
な
性
格
は
、
当
然
に
わ
が
国
に
お
け
る
労
資
関 

■係
の
特
殊
性
を
も
形
.つ
く
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
ぃ
。
.
し

^
し
；
 

^
、
わ
が
ゆ
の
研
究
者
ー
間
芝
、
企
業
別
組
合
の
日
本
的
特
殊
性
を
、
乾
 

と
の
比
較
に
お
い
て
の
み
強
調
す
る
と
い
う

傾
向
が
支
配
的
で
あ

り

、

わ
が
国 

の
現
実
に
即
し
て
、
歴
史
的

•
理
論
的
に
企
業
別
組
合
の
必
然
性
な
り
、
労
資 

'関
係
.な
り
に
つ
.
1

て
探
求
し
理
論
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
^
な 

か
っ

！̂よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
ィ
ギ
リ
ス
を
古
典
的
発
祥
地
と
す
る
ク 

ラ
フ
ト」

ユ >1

オ
ン
.を
モ
デ
ル
と
し
て
、
わ
が
国
の
企
業
別
組
合
を
比
較
す
る

'

p

:

p

yf?
s

y

_

!!
.

.で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
の
労
働
祖<；

ロ
運
動
は
、

や
は
り
国
際
的
な
労
働
運
動
の
一
環
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
な 

か
で
発
展
し
.変
貌
を
と
げ
て
お
り
、
特
殊
性
の
名
の
も
と
に
孤
立
し
て
い
る
も 

の
^
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
事
実
を
忘
却
し
て
、
ひ
た
す
ら 

西
欧
対
日
本
と
い
う
形
で
、
日
本
の
企
業
別
組
合
の
特
殊
性
を
強
調
し
、
わ
が 

国
の
労
働
運
動
の
当

®
し
て
い
る
諸
問
題
の
解
決
を
、
ひ
た
す
ら
そ
の
特
殊
唑 

の
な
か
に
解
消
し
て
し
ま
う
こ
と
は
正
し
い
態
度
と
は
い
え
な
い
の
で
汰
な
か 

ろ
う
か
。
た
だ
横
断
組
合
対
企
業
別
と
い
う
徵
械
的
対
比
の
う
ち
に
問
題
を
見 

出
す
の
で
は
な
く
、
企
業
別
組
合
の
成
立
の
必
然
性
を
.、
わ
が
国
の
運
動
史
の 

な
か
か
ら
把
握
す
る
こ
と
こ
そ
必
要
な
の
で
あ
る
。

.
こ
の
ょ
う
な
努
力
が
従
来
あ
ま
り
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
度
、
高 

橋
洸
教
授
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
探
求
し
つ
つ
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
ら 

れ
て
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
時
宜
に
適

.し
た
も
の
で
あ
る
と
.い
わ
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。

ニ

.本
書
は
つ
ぎ
の
ょ
う
な
内
容
か
ら
成
っ
て
い
る
。

序
章
問
題
の
限
定
と
性
質 

前
編
労
資
関
係
の
展
開
と「

企
業
別
組
合」

第
一
.章

V
わ
ゆ
る
.「

企
業
^
組

合」

に

つ

い

て

.
—

日

本

の

労

働

組

合

と
 

.封
建
性——

•

第

二

章

'「

企
業
組
合
主
義J.

と
そ
の
克
服
の
条
件

.

.-

第
三
章
経
営
組
織
と
労
働
組
合
組
織——

企
業
内
労
資
関
係
の
分
析
^

_

:
‘

第
西
章
：
：「

日
本
的
労
務
管
理J

の
構
造
|

.「

日
本
的
な
も

0」

と
文&


