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第
四
十
九
卷
第
八
號

の
資
本
を
最
大
に
す
る
た
め
に
は
、
後
進
國
の
^
徵
た
る
餘
剩

人

口

と
低
賃
金 

は
大
き
な
障
碍
と
な
る
。
こ
れ
は
潜
在
失
業
の
形
を
と
り
極
端
な
場
合
に
は
エ 

ク
ア
ド
ル
の
如
く
ア
メ
リ
ヵ
の
十
分
の
一
の
賃
金
と
劳
う
自
由
財
に
近
い
も
の 

と
な
る
0
こ
れ
を
救
う
一
方
法
は
霍
力
を
減
ら
す
條
件
を
作
り
出
す
こ
と
で 

あ
る
。
こ
れ
は
立
法
に
よ
っ
て
最
低
賃
金
を
規
定
す
る
か
、
政
府
が

1

力
を 

直
接
に
統
制
す
る
か
'
國
營
產
業
で
高
い
生
產
能
率
を
目
標
と
し
た
管
理
を
行 

う
か
で
あ
る
。
近
来
の
製
汕
業
で
は
國
際
條
約
が
障
碍
と
な
っ
て
居
り
、

iT

チ 

プ
ト
の
紡
績
業
で
は
土
着
の
企
業
家
の
政
策
が
障
碍
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
の

.
 

障
碍
は
熟
練
工
の
不
足
で
あ
る
が
ロ
シ
ア
の
工
業
化
の
經
驗
を
見
る
と
こ
の
點 

が
誇
脹
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
と
の
感
が
深
い
。
郎
ち
第
一
次
五
力
年
計
畫
で
は

H

 

業
§

カ
は
約
二
倍
に
な
つ
て
い
る
。
.
こ
の
訓
練
も
長
期
の
問
題
で
あ
る
。
民 

主
主
義
國
に
お
け
る
經
濟
發
展
は
、
工
業
化
の
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
國
に
お
け 

る
方
が
、
旣
に
發
展
し
た
國
に
お
け
る
よ
り
も
i

の
移
動
は
大
き
い
。
更
に 

後
進
國
に
お
け
る
方
が
®

一

 
主
義
が
强
く
、
資
源
を
投
資
す
る
よ
り
も
、
生
活 

水
f

上
の
た
め
に
消
費
す
る
危
險
が
大
き
い
。

以
上
が
本
論
文
の
大
要
で
あ
る
。
限
界
生
產
カ
均
等
法
則
が
靜
態
的
で
あ 

り
、
i

の
坐
產
性
の
高
い
產
業
を
狙
っ
て
長
期
投
資
を
な
す
べ
き
だ
と
す
る 

論
皆
に
は
十
分
に
傾
聽
に
値
す
る
も
の
が
あ
り
，、
更
に
各
國
の
實
情
を
詳
細
に 

調
べ
た
業
績
は
敬
服
す
べ
き
點
で
あ
る
。
し
か
し
、
成
長
率
の
理
論
が
完
成
さ 

れ
て
い
な
い
た
め
、
長
期
投
資
の
問
題
と

1K

っ
て
—

業
構
造
の
變
化
を
具
體 

的
に
示
し
て
い
な
い
の
が
第
一
の
缺
點
で
あ
る
。

(

こ
れ
は
ゥ
ィ
I
ン
學
派
の 

理
論
と
結
合
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

)

第
一
一
に
厚
生
經
濟
學
と
結
合
す
る
と
き
、
 

短
期
的
に
は
所
得
とi

が
對
應
す
る
と
の
前
提
を
お
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、 

考
察
の
中
心
が
長
期
の
間
題
に
移
行
し
て
い
る
の
で
、
厚
生
㈱
^
學
と
の
結
合

• V

四
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(

五
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に
つ
い
て
は
更
に
考
察
を進
め

る

必
要
が
あ

る

と

思

わ

れ

る

。

註
先
ず
記
號
を
左
の
ょ
ぅ
に
定
め
る
。
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經
濟
分
析
の
歷
史

I

0=

本
藉
は
、
シ
ュ
ム
ぺー
タ

I
が
晚
年
の
九
力
年
に
わ
た
っ
て
書
續
け
て
き
た 

も
の
で
あ
り
、
全
部
を
完
成
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
遺
稿 

が
、
夫
人
の
手
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
、
こ
こ
に
シ
ュ
ム
ぺ
ー
タ
I
の
終
生
の
努 

力
の
結
實
と
い
わ
れ
る
大
著
が
完
成
さ
れ
た
。

本
著
就
中
第
一
篇
を
讀
ん
で
痛
感
す
る
こ
と
は
、
シ
ュ
ム
ぺ
I
タ

ー
の
論
理 

®
證
主
義
的
科
學
觀
に
徹
底
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
近
代
社
會
科
學
は
、
ゥ 

ェ
ー
バ
ー
の
所
謂「

價
値
判
斷
の
排
除」

と
い
ぅ
問
題
に
對
し
、
.
一
一
っ
の
方
向 

を
示
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、價
値
判
斷
を
全
く
排
除
し
て
ゆ
く
道
で
あ
り
、 

他
の
一
つ
は
、
價
値
判
斷
を
積
極
的
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
で
そ
の
問
題
を 

止
揚
し
て
ゆ
く
道
で
あ
る

0

ゥ
ィ
ー
ン
の
傳
M
を
つ
く
シ
.ェ.
ム
ぺ
ー
タ
ー
が
前 

渚
の
道
を
步
ん
だ
こ
と
は#
ぬ
で
あ
る
。
經
濟
現
象
の
中
に
實
在
す
る
機
能
を 

.把
损
す
る
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
求
め
ら
れ
た
法
則
の
意
義
は
、實
踐 

と
か
豫
言
の
指
針
の
爲•に
あ
る
の
で
は
な
く
、
現
象
の
認
識
の
爲
に
便
宜
な
手
.
 

段
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
。
か
く
て
科
學
の
技
術
化
の
傾
向
が
明
確
に
な
っ 

て
く
る
。
"科
學
と
は
洗
揀
さ
れ
た
常
識"
で
あ
り
"道
具
化
さ
れ
た
知
識" 

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
よ
り
よ
い
法
則
と
は
、
な
る
べ
く
多
く
の
經
濟
事
象
の 

解
明
に
使
'用
出
來
る
.も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
經
濟
學
啬
の
任
務
は
、
.
こ
れ
ら
の 

技
術
を
涵
養
す
る
こ
と
に
あ
る
。

か
く
て
诌
然
科
學
と
社
會
科
學
と
の
相
違 

は
方
法
的
に
は
殆
ど
存
し
な
い
。
法
則
に
求
め
ら
れ
る
普
i

と
論
理
的
精
密

^

書
評
：及び
紹
介

性
は
、
社
會
科
學
に
お
い
て
も
數
理
的
自
然
科
學
の
分
析
方
法
を
重
耍
な
ら
し 

め
る
に
至
つ
た
。
し
か
し
こ
.の
よ
う
な
社
鲁
科
學
の
傾
向
も
行
き
つ
く
極
點
に 

お
い
て
價
値
判
斷
排
除
の
困
難
性
と
い
う
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ 

た
。
シ
1
ム
ぺ
I
タ

ー

は

、

彼
の
所
謂「

ヴ

ィ

ジ

ョ
ン」

と
い
う
も
の
が
社
鲁 

科
學
に
お
い
て
如
何
に
重
要
な
役
割
を
占
め
る
か
と
い
う
こ
上
を
知
っ
て
い 

た
。
そ
の
爲
に
本
書

「

經
濟
分
析
の
歴
史」

に
お
い
て
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
影
響 

を
如
何
に
し
て
除
去
す
る
か
に
苦
心
し
た
。
除
去
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
經 

濟
分
析
と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
峻
別
し
た
と
い
つ
た
方
が
妥
當
で
あ
る
。
シ

H

ム
ぺ 

丨

タ

ー

は
、
〃
ぢ^
の
-̂
㈣す

(

認
識
用
具
の
改
善
と
統
一

)

と
〃
科
學
の
社
會 

學
"(

ィ

デ

ォ

ロ

ギー

的
耍
素
を
重
視
し
、
科
學
を一
っ

の

社

會
現
象
と
し
て
考 

え

る)

と

の
；®

端
の
上
に
た
っ
て「

經
濟
分
析
の
歷
史」

を
究
明
し
て
い
っ 

た
。
卽
ち
、
經
濟
現
象
を
理
解
せ
ん
と
す
る
人
間
の
努
力
が
無
限
の
連
續
の
な 

か
に
如
何
に
し
て
分
析
裝
置
を
作
り
出
し
改
良
し
破
壞
し
て
い
っ
た
か
と
い
う 

過
程
を
分
析
し
た
。
更
に
こ
の
場
合
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
實 

，際

に「

分
析
の
歴
史」

を
展
開
し
て
ゆ
く
場
合
、
人
間
の
思
想
の
連
續
性
と
い 

う
面
を
强
く
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「

分
析
の
歴
史」

は
、
思
想
の
連
績 

的
展
開
の
歴
史
で
あ
り
、
又
一
大
學
說
史
で
も
あ
る
。
こ
の
點
"ぢ
_
の
nt
h
# 

學
"
と
い
う
彼
の
他
の
極
面
が
®

し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
い
け
な 

い
。
本
書
に
お
い
，て
も
、
シ
ュ
ム
ぺ
ー
タ
ー
の
博
學
と
旺
盛
な
讃
書
力
は
、
遺 

憾
な
く
示
さ
れ
て
い
る
。
，又
そ
の
見
解
の
多
様
性
と
複
雜
性
の
故
に
、
そ
の
內 

容
を
簡
明
に
ま
と
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

第
一
分
册
は
、
第
一
編
序
論
、
第
一i

發
端
か
ら
第
一
次
古
典
的
狀
況 

に
至
る
ま
で
，.

(

七
章
の
中
第
三
章
ま
で

)

か
^'
な
つ
て
い
る
。
第
一
章

「

序
論 

と
プ
ラ
ン」

に
お
い
て
は
、
㈠
本
書
の
プ
ラ
ン
㈡
何
故
經
濟
學
の
歴
史
を
硏

四
七

(

五
九
七)
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n

ー
田
學
會
雜
誌
第
四
十
九
卷
第
八
號

究

す

る

か
㈢
し
か
し
經
濟
學
はi.

個
の
科
學
が
等
に
つ
い
て
說
明
'さ
れ
て 

い
る
。
シ
ュ
ム
ぺー

タ
1
は
、
ま
ず「

經
觀
分
祈
の
襬
史
し
に
つ
い
て
.定
義
を
し 

::

て
い
る
。
經
濟
分
析
の
歷
史
と
ば
經
濟
現
象
を
理
解
す
る
爲
に
、
人
間
が
試
み 

て
き
た
知
的
努
力
の
歷
史
を
意
味
す
る
。
，
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
に
■

す
る
が 

經
濟
思
想
の
分
析
的
な
い
し
科
學
的
侧
面
の
歷
史
を
意
味
す
る
。
で
は
何
故
に
、
 

我
々
は
、
こ
こ
で
"あ
る|
つ
の
科
學
"
の
滕
史
を
研
究
す
る
か
。
そ
れ
は
、
 

次
の
三
.つ
の
項
目
の
も.と
に
示
す
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
に
教
育
的1

の
爲 

で
あ
る
。
最
新
の
理
論
が
如
何
に
芷
確
で
あ
り
創
造
的
で
あ
り
嚴
密
で
あ
り

、
.
 

優
美
で
あ
つ
て
も
か
向
と
意
味
と
に
お
い
て
缺
け
て
い
る
と
い
う
感
覺
が
擴
が 

る
こ
と
を
到
底
防
止
し
え
な
い
。
そ
の
掛
論
の
歷
史
的
背
景
を
知
る
こ
と
が
重 

要
で
あ
る
。
第
二
に
、
何
が
い
か
な
る
方
法
で
い
か
な
う
理
由
で
つ
“
い
て
生 

起
し
て
く
る
か
、
に
つ
い
て
知
る
こ
と
と
共
に
、
天
来
の
着
想
を
引
^
出
す
こ 

と
が
出
來
る
。
第
三
に
、
そ
の
歷
史
の
過
程
が
、
人
間
の
心
の
動
き
方
に
關
し 

て
多
く
の
も
の
を
我
々
に
敎
え
て
く
れ
る
。
歴
史
に
お
い
て
具
體
的
な
論
理
、
 

行
動
に
お
け
る
論
理
、
ヴ
ィ
ジH
ン
や
自
標
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
論
理
が
示
さ 

れ
る
。
以
上
の
三
つ
の
理
肉
に
よ
る
。

「

經
濟
學
は
一
個
の
科
學
で
あ
る
か

」
.
 

に
お
い
て
は
、
科
學
と
い
う
概
念
の
檢
討
が
行
わ
れ
る
。
科
學
は
、
こ
の
著
作 

に
お
い
て
は
、
必
し
も
嚴
密
な
科
學
を
意
味
せ
ず
、
廣
い
意
味
に
お
い
て
定
義 

さ
れ
る
。
卽
ち
、
科
學
と
は
、
つ
ね
に
改
良
せ
ん
と
す
る
意
識
的
な
努
力
の
對 

象
と
な
つ
て
い
る
よ
う
な
種
類
の

f

切
の
知
識
で
あ
る
。
更
に
科
學
と
は
道
具 

化
さ
れ
た
知
識
で
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
知
識
の
ィ 

デ
ォ
ロ
ギ
ー
的
耍
素
の
排
除
を
行
う
爲
、
知
識
は
、

〃
觀
察
又
は
實
驗
に
よ
つ 

て
證
明
さ
れ
る"
事
が
重
耍
な
條
件
と
な
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
は
こ
の 

篇
の
第
四
章
で
く
わ
し
く
檢
討
さ
れ
る
。

四

八

(

五
九
八)

.

第
ー
ー
章
は
、「

間
奏
曲
一」

(

經
濟
分
析
の
技
衛)

_
:で
あ
る
。
經
濟
分
析
は
、
 

三
っ
の
項
目
卽
ち
歷
史
統
計
理
論
に
.分
類
さ
れ
る
分
析
技
術
か
ら
成
立
っ
て
い 

る
。
こ
こ
で
經
濟
史
が
最
重
要
視
せ
ら
れ'る
。
そ
の
理
由
が
三
つ
あ
げ
ら
れ
て
、
 

い
る
。
第
一
に
_
濟
學
の
對
象
は
、
ホ
罾
上
歷
史
的
時
間
に
お
け
る
ー
っ
の
ユ

ニ
 

丨
ク
な
過
程
で
あ
る
。
第
二
に
歴
史
的
な
記
錄
に
お
い
て
經
濟
的
事
實
と
非
經 

濟
的
事
實(

例
え
ば
制
脱
的
事
實
等

)

と
の
相
互
關
連
の
仕
方
を
理
解
す
る

j 

と
が
最
も
よ
く
で
き
る
。
第
三
に
經
濟
學
渚
の
大
多
數
の
誤
謬
は
、
用
具
の
缺 

陷
よ
り
も
歴
史
的
經
驗
の
缺
除
に
基
く
。
シ
.ュ
ム

ぺ

ー

タ
I

の
！

i

於
か
©'
，
は
、
 

經
濟
學
の
對
象
が
歴
史
的
事
實
で
あ
る
と
い
ぅ
點
の
み
か
ら
で
な
く
、
歴
史
的 

.

.セ
ン
ス
、
歴
史
的
體
驗
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
對
す
る
_
係
更
に
は
經
濟
學
と
他
の 

科
學
と
の
關
係
の
把
握
を
重
視
し
た
こ
と
に
も
よ
る
。
理
論
に
つ
い
て
の
説
明 

は
、
シ
ュ
ム

ぺ
I

タ

ー
.
の
分
析
'に
對
す
る
考
え
方
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
理 

論
は
、
興
味
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
調
を
硏

&

の
最
多
の
於
論
か

4

現
ヤ
か
も
の 

(

說
明
的
假
設)

.で
は
な
く
て
興
味
あ
る
結
論
か
！|
办
す
る
爲
に
作
ら
れ
た
瑺 

な
る
道
具
や
用
具
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
從
つ
て
こ
の
種
の
假
定
は
、
嚴
格 

な
論
理
に
お
い
て
は
、
分
析
學
者
の
恣
意
的
な
創
造
物
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の 

窮
極
に
お
い
て
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
現
象
を
解
明
す
る
一
般
法
則
の

㈣
ま 

で
あ
る
。
以
上
歴
史
統
計
理
論
の
三
っ
の
基
本
的
分
野
を
補
足
す
る
に
第
四
の 

基
本
的
分
野
と
し
て
經
濟
社
會
學
を
導
入
し
て
い
る
。
經
濟
社
會
構
造
と
そ
こ 

に
生
活
す
る
人
間
の
行
爲
を
究
明
す
る
爲
で
あ
る
。
以
上
簡
單
に
、
經
濟
分
析 

の
技
術
に
つ
い.て
の
ベ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
三
つ
又
は
.四
つ
の
項
目
が
一
體 

ど
の
よ
ぅ
な
關
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て
の
明
確
な
る
論
理
的
證
明
は
得
ら
れ
な 

い
。
從
來
の
彼
の
分
析
方
法
を
み
て
き
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
四
つ
の
も
の
の
關 

係
は
、
具
體
的
に「
分
析
の
歴
史」

を
展
開
す
る
場
合
に
示
さ
れ
る
と
解
す
る

の
、が
至
當
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
シ
ュ
ム
ぺ

ー

タ
I
の「

歷
史
性」

の
重
視 

と
い
う
點
を
再
び
取
上
げ
て
檢
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
近
代
社
會
科
學 

は
、
分
化
の
一
路
を
迪
っ
た
。
そ
し
て
又
科
學
の
傾
向
の
一
っ
と
し
.て

「

實
證」 

と
か「

知
識
の
技
舊
化」

と
い
う
名
の
下
に
、
精
密
論
理
に
よ
る
認
識
の
體
采 

を
求
め
た
。
そ
こ
で
は
、§

は
、
法
則
と
い
う
抽
象
的
論
理
的
フ
ィ
ク
シ
ョ 

ン
の
下
に
そ
の
具
體
挫
を
喪
失
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

「

歴
史
性」 

を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
卽
ち
歷
史
が
、
そ
の
論
理
的
體
系
に
具
體
性

> 

そ
の
體
系
の
も
っ
意
味'を
附
與
し
て
く
れ
る
こ
と
、
又
歴
史
が
、
分
化
し
た
各
.
 

科
學
部
朽
の
相
瓦
關
連
性
と
そ
の
綜
合
を
具
體
的
に
示
し
て
く
れ
る
こ
と
を
意 

味
す
る
。
圏

ば

、
そ
れ
丈
に
と
ど
ま
ら
な
い
ァ
更
に
次
の
點
を
想
起
す
る
必 

要
が
あ
る
。
近

代

醫

は

、
料
學
の
對
象
か
ら
價
値
判
斷
を
排
除
し
た
。
し
か 

も
社
會
現
象
を
分
析
す
る
場
合
、
價
値
の
問
題
が
必
然
的
に
伴
っ
て
く
る
と
い 

う

パ
ラ
ド
ッ

ク

ス

を
も
っ
0
,

價
値
判
斷
の
問
題
は
、
不
問
に
附
，し
.て
氣
ま
ぐ
れ 

の
ま
ま
に
放
置
さ
れて
よ

い
か
。
シ
ュ
ム。へ~

タ
I
は
、
こ
の
解
決
の
場
を
歷 

.史
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
歷
史
的
セ
ン
ス
、
歷
史
的
體
驗
の
重
視
が
そ
れ
で
あ 

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
又

「

科
學
の
社
會
學J

の
重
視
に
も
通
じ
て
く
る
。
し
か 

し
、
果
し
て
歴
史
性
の
强
調
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
價
値
刹
斷
の
問
題
が
解
決 

さ
れ
る
か
。

答
は
、

一
面
ィ
エ
ス
で
あ
り
一
面
ノ
ー
で
あ
る
。
又
そ
の
こ
と 

は
、
科
學
の
分
化
と
線
合
に
っ
い
て
も
い
え
る
。

第
三
章「

間
奏
曲I

一

」
(

他
の
諸
科
學
に
お
け
る
同
時
代
的
發
展

)
「

分
析
の 

歷
史」

に
お
い
て
は
、
各
時
代
に
っ
い
て
經
濟
學
に
關
職
を
も
っ
て
い
る
他
の 

諸
科
學
就
中
あ
る
種
の㈣
■
の
發
展
が
お
座
な
り
，で
な
く
突
込
ん
で
記
錄
さ
れ 

て
い
る
こ

'と

を

の
べ
る
と
共
に
' 

㈠經
濟
學
と
社
會
學' 

㈡論
理
學
と
心
理
學 

鲜
經
濟
學
と
哲
學
の
關
瑀
が
籠
さ
れ
て
い
る

。

前
一
.一
者
は
簡
單
に
處
趣さ
れ

軎

評

及

び

紹

介

-

重
點
は
後
者
に
お
か
れ
て
い
る
。
經
濟
學
と
锊
學
と
の
關
係
に
お
い
て
、
科
學 

的
業
績
が
哲
學
か
ら
の
影
響
を
う
け
た
と
し
て
も
そ
れ
自
體
と
し
て
獨
立
に
存 

在
す
る

こ

と

が
强
調
さ
れ
る

(

こ
の
場
合
哲
學
と
は
、
形
而
上
學
的
信
仰
の
體 

系
の
こ

と

を

意
味
す
る)

。

第
四
章
經
濟
學
の
社
會
學
。

「

諸
科
學
の
科
學J
と

「
#
畠
の
砠
#
畠

_ー
 

と
い
う
概
念
が
定
義
さ
れ
る
。
こ
れ
に
っ
い
て
は
、
先
程
か
ら
簡
單
に
ふ
れ
て 

い
る
。
っ
い
で㈠
經
濟
學
の
歷
史
は
イ
デ
才
ロ
ギ
ー
の
歴
史
で
あ
る
か
と
い
う 

こ
と
に
.っ
い
て
の
ベ
ら•れ
て
い
る
。
(a
)
經
濟
過
程
の
歴
史
的

「

進
化
的」

性
質 

が
旣
に
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
の
問
題
を
含
ん.で
い
る
。
又
觀
察
者
が
一
定
の
社
會
の 

.産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
の
重
要
性
を
物
語
る
。
こ
れ
ら 

の
こ
と
は
、
構
成
せ
ら
れ
る

1

般
槪
念
の
範
圍
及
こ
れ
ら
の
槪
念
相
瓦
間
の

j 

般
i

の
範
圍
を
制
約
す
る
。(b
)
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
的
偏
見
の
マ
ル
ク
ス
的
解
明 

に
っ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
自
分
自
身
の
體
系
に
現
わ
れ
て
い
る 

イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
的
要
素
に
っ
い
て
は
盲
目
で
あ
っ
た
。
思
想
の
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー 

的
體
系
に
っ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
分
析
は
、
そ
れ
ら
を
や
が
て
專
ら
經
濟 

的
な
尺
度
だ
け
で
決
定
す
る
ょ
う
な
階
級
的
利
害
と
い

う

乳
劑
に
還
元
す
る
。 

イ
デ
ォ
'ロ
ギ
ー
が
入
つ
て
い
る
と
い
う

*
1
；

の
言
明
は
、
必
し
も
非
難
と
誤
謬 

の
對
象
に
は
な
ら
な
い
等
々
の
批
判
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
鄴
し
て
な
さ
れ
る
。 

そ
し
て
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
的
偏
見
は
、
何
人
と
雖
も
兔
か
れ
る
こ
と
は

[1
5
來
な
い 

と
シ
.ュ
ム
ぺ.丨
.タ
ー

は
、
こ
こ

で
斷
論
す
る
。
そ
の
場
合
力

ー

ル
.
マ
ン
ハ
イ
ム 

の「

不
偏
不
黨
の
知
性
人

」

の
存
在
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
、
こ
の
種
の
知 

識
人
こ
そ
多
く
の
場
合
梃
で
も
動
か
.ぬ
確
信
に
ょ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
偏
見
の 

塊
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
論
じ
て
い
る
。

マ
ン
ハ
イ
ム
に
っ
い
て
、
、ゾ 

ュ
ム
.ぺ
：
丨
タ
ー
.は
、
.前
述
の
：こ
と
を
い
わ
ん
と
.し
て
簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
だ
け

四
九

(

五
九
九〕

b
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田
學
會
雜
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四
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號
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、
で
あ
る
が
、
.い
わ
れ
る
程
單
純
で
は
な
い
。

マ
ソ
ハ
イ
ム
は
、

.
イ
デ
オ
1
1ギ
1 

の
分
析
を
徹
底
す
る
と
共
に
、
近
代
科
學
の
宿
命
を
打
破
し
て
ゆ
く
一

 

っ
の
方 

向
を
指
示
し
そ
れ
をi

し
た
。
つ
い
で(0
)
ぢ
罾
的
過
程
。
ヴ
ィ
ジH
Xな
ら
.
 

び
に
研
究
の
手
镑
を
説
明
す
る
。
イ
デ
オ
ロ.ギ
ー
的
要
素
は
、

ー
體
ど
こ
に
入 

り
こ
む
か
。
又
こ
れ
を
排
除
し
う
る
方
法
は
何
か
。
そ
の
爲
に
は
科
學
的
過
崔 

そ
の
も
の
の
分
析
に
向
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
分
析
に
先
立
っ
認
知
活 

.動
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
分
析
以
前
の
認
知
活
動
を
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
名 

づ
け
る
。
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
定
義
の
上
か
ら
殆
ど
イ
デ
オ
ロ
ギ

I
的
で
あ 

る
。
こ
の
ヴ
ィ
.グ
ョ
ン
に
ょ
っ
て
科
學
は
、
そ
の
モ
デ
ル
を
作
る
材
料
を
與
え 

ら
れ
る
。
從
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
除
去
は
困
難
で
あ
る
。
.以
上
第
ー
篇
の
說 

明
を
終
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
之
を
單
な
る
第
一

一

編
以
下
のtl

i

段
階
で
あ
る 

と
考
え
て
は
い
け
な
い
。
そ
こ
に
は
、
シ
ユ
ム
ぺ
I

タ

1
の
砠
#
|4
_
に
對
す 

る
見
解
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

 

'

第
二
編
發
端
か
ら
第
一
次
古
典
的
狀
況
に
至
る
ま
で

(

お
ょ
そ一
七
九0

年 

に

至

る

ま

で)

、

第
一
章
ギ
'リ
シ
ャ=

ロ
.丨
マ
の
經
濟
、

ギ
リ
シ
ャ
の
プ
ラ
ト 

ン

、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ニ
人
が
主
と
し
て
論
む
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
.で
古
代 

ロ 

Iマ
の
狀
態
が
説
明
さ
れ
る
。-第
一
一
章
の
ス
コ
ラ
學
者
と
自
然
法
.の
哲
學
者 

で
は
、
歷
史
の
述
_

と
い
う
點
が
强
調
さ
れ
て
い
る
し
か
も
徹
底
的
で
あ 

る
。
封
建
的
經
濟1U
:
界
か
ら
資
本
主
義
的
經
濟
世
界
に
し
う
る
た
め
に

\
 

は
、
入
々
が
全
く
新
し
い
事
物
の
考
え
方
を
抱
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
笹
で
あ 

る
と
い
う
意
味
で
の
資
本
主
義
の
新
精
神
な
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
封 

建
時
代
の
社
會
には
、
.

の
あ
ら
ゆ
る
萠
芽
が
含
ま
れて
い
た
。
 

こ
れ
ら
の
萠
芽
は
緩
慢
な
速
度
で
發
育
し

、

そ
の
各
e
の
ス

テ

ッ

プ

は
そ
れ
に 

_
ず
る
方
途
を
教
え
つ
つ
、
資
本
主
義
的

「

精
神」

と
を
少
し
ば
か
り
ず
つ
濃

.

:
五
：〇

V (

六
0
〇
.
>

厚
に
し
て
い
，っ
た
。
十
五
世
紀
の
末
，に
.は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
資
本
、
3£
'
義

な

る 

漠
然
た
る
言
葉
に
結
び
っ
け
る
慣
わ
し
と
な
っ
て
い
る
現
象
の
大
部
分
が
出
現 

し
た
。
そ
の
資
本
主
義
的
企
業
の
生
成
は
裏
業
所
に
お
か
る
仕
事
か

』

生
ず
る 

iT
'
bい.

い
！

慣
斤
を
生
ぜ
し
め
た
。
そ
し
て
こ
の
種
の
考
え
方
が
漸
次
あ
ら 

ゆ
る
分
野
に
浸
透
し
た
。
こ
の
結
果
の
な
が
で
最
も
重
要
な
も
の
の
一
っ
は
、 

敎
會
外
の
知
識
人
の
出
現
從
っ
て
ま
た
敎f

の
科
學
の
出
現
で
あ
っ
た
。
敎 

.會
は
、
之
等
の
人
々
の
存
在
自
體
に
對
し
て
反
對
す
る
理
由
は
な
か
っ
た
し
或 

る
種
の
人
々
に
對
し
て
は
、寬
大
な
パ
ト
ロ
ソ
で
も
あ
っ
た
。
敎
會
自
身
古
典
の 

研
究
を
獎
勵
し
た
。
ス
コ
ラ
哲
學
も
敎
會
外
科
學
の
.あ
ら
ゆ
る
萠
芽
を
包
含
し 

て
い
た
。
十
六
.七
世
紀
の
敎
會
外
の
學
者
は
、
ス
コ
ラ
哲
學
の
仕
事
を
破
壞 

す
る
よ
り
む
し
ろ
繼
績
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
.敍
述
に
よ
つ
て
も
わ
か
る
よ 

う
に
誠
に
明
る
い
中
世
で
あ
る
。.ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
宗
教
改
革
の
意
義
は
ど
う 

い
う
こ
と
に
な
る
か
。
歷
史
の
連
續
と
は
こ
の
よ
う
な
一
本
線
で
あ
る
こ
と
を 

果
し
て
意
味
す
る
か
。

「

自
然
法
の
槪
念」

は
、
誠
に
興
味
あ
る
課
題
で
あ
る
。 

し

か

し

，ゾ
干
ム
ぺ
I
タ
I
の
敍
述
は
明
確
を
缺
い
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス 

—

古
代
ロ
ー
マ
の
人
々
例
え
ば
ガ
ィ
ゥ
ス
、
ゥ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
、
キ
ケ
ロ
丨
■
ト 

マ
ス
丨
モ
リー

ナ
と
ー
應
自
然
法
の
系
譜
と
そ
の
性
格
の
變
遷
は
の
べ
て
い 

る
。
そ
し
て「

自
然
法
と
社
會
學
的
合
理
主
義

」

と
い
う
問
題
が
論
じ
ら
れ
て 

い
る
。
自
然
法
の'考
え
方
は
、
後
世
の
科
學
に
大
き
な
影
響
を
興
え
て
い
る
。 

し
か
し
中
世
の
自
然
法
とia
m
の
自
然
法
更
に
は
双̂

に
お
け
る
自
※
法
の
解 

.釋
は
、
異
る
も
の.で
あ
る
。
こ
の
點
の
相
違
就
中
神
の
侍
女
で
あ
る
理
性
と
人 

.
權
の
確
立
と
か
個
人
主
義
の
場
合
に
お
け
る
理
性
と
の
相
違
と
そ
の
變
遷
の
過 

程
は 

'と.の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

思
う
に
、
シ
ュ
.ム
べ
ー
タ~

は
、「

分 

析
の
歷
史」

に
お
い
て
、

ュf
ト
ビ
I
的
要
素
を
な
る
べ
く
排
除
し
よ
う
と
努

力
し
た
の
で
はな
い

か

。
實
踐
が
理
論
よ
り
先
であ
る

と

い

う
こ
と
は
、
被
創 

造
者
と
い

う

人

間
存
在
そ
の
も
の
の
根
本
的
な
辨
證
法
的
な
構
造
か
ら
く
る
。 

し

か

し

そ
の
こ
と
は
、
身
が
心
よ
り
先
であ
る

と

か
糈
紳
か
ら
離
れ
て
、
肉
體 

を
考
察
す
る

こ
と
で
は
な
い
。
自
然
法
が
連
續
的
に
發
展
す
る
爲
に
は
、
新
し 

い

意
味
が
內
か
ら
與
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
た
.か
も
古
い
革
袋
の
中 

に
新
ら
し
い
酒
が
盛
ら
れ
るよ
う
..に

。

第
三
章
は
、
行
政
顧
問
官
と
時
事
問
題 

小
册
子
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
重
商
主
義
の
時
代
で
あ
る
。

(

原
書
は
、
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で
あ
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} (

A
5判
、
四
三
八
頁
、
七
五
〇
圆
、
岩
波
書
店

)(

山

部

德

雄)

.

アブ

.

ッ
.シ
ユ
：
濟 

_
道

家

忠

道*

成
瀨
治
_ 

■

『

ト

イ

ツ

-
-
歷
史
の
反
翁
-
-』

「

日
獨
兩
國
民
が
戰
わ
な
け
丸
ば
、

..

.

世
界
戰
爭
は
お
こ
ら
な
い」

ナ

チ

ス
•
ド
ィ
ッ
が
っ
い
え
去
っ
て
か
ら
十
年
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
新
し
い 

フ
ア
シ

ズ

ム

の
脅
威
を
身
じ
か
に感
じ

よ

う

と
し
て
い
る
。
世
界
史
.に
も
稀
な

あ
の
い
た
ま
し
い
體
驗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
は
軍
備
擴
張
を 

I,

刻
も
や
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
水
燦
戰
爭
の
危
險
は
去
っ
た
と
は
い
え
な
い
。 

と
り
わ
け
、
祖
國E

本
W
ド
イ
ツ
と
同
じ
く
、
世
界
が
平
和
の
方
向
に
向
う
か
、 

そ
れ
と
も
再
び
戰
爭
に
る
か
の
岐
れ
路
に
立
っ
て
、
そ
の
鍵
を
に
ぎ
っ 

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
さ
け
る
こ
と
の
•で
き 

な
.い
現
實
で
あ
る
以
上' 
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
お
か
れ
た
世
界
史
的
な
地
位
に 

.つ
い
て
深
く
省
察
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で
あ
る
し
、
と
り
わ
け
再
び
あ 

の
悲
劇
を
く
り
返
さ
な
い
た
め
に
も
、
わ
れ
わ
れ
の
悲
劇
の
原
因
が
、
何
に
由 

來
す
る
も
の
で
あ
るか
を

、

深
刻
に
考
え
る
こ
と
は
、

一
層
必
要
で
あ
ろ
う
。 

最
近
に
お
け
る
日
本
近
代
史
の
研
究
が
、
い
ち
じ
る
し
い
進
步
を
記
錄
し
た
の 

も
、
現
在
の
日
本
が
お
か
れ
て
い
る
複
雜
微
妙
な
立
場
、
と
も
す
れ
ば
運
命
的

な
も
の
と
し
て
觀
念
し
が
ち
な
こ
の
ゆ
う
う
つ
な
^

^
-
い
う
ま
で
も
な
く

植
民
地
的
從
屬
と
政
治
の
腐
敗
膣
落

——

を
歴
史
の
流
れ
の
な
か
に
し
っ
か
り 

と
把
握
し
、
ど
う
し
た
ら
こ
の
狀
態
か
ら
脫
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う 

切
實
な
要
求
が
、
廣
く
國
民
大
衆
の
な
か
か
ら
わ
き
上
っ
て
き
た
結
果
に
ほ
か 

な
ら
な
い
。

.

.

一
一
っ
の
世
界
に
分
割
さ
れ
、
日
本
の
場
合
よ
り
も
一
層
深
刻
で
悲
慘
だ
っ
た 

ド
イ
ツ
で
も
、
近
代
史
研
究
へ
.の
氣
運
が
非
常
に
た
か
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら 

れ
る
。
た
と
え
ば
、寡
聞
な
筆
者
の
眼
に
ふ
れ
た
も
の
で
は
、例
の
ク
チ
ン
ス
キ 

.1

の
ド
イ
ツ
帝
國
主
義
に
か
ん
す
る
大
著

(J

aJrgen Kuczynski ; studi- 

®
n zur Geschichte

CU
CD
W Deu-b

lndlen Imperialismus. 2 Bde.l94

<o.) 

や
ド
イ
ツ
の
經
濟
的
發
展
に
か
ん
す
る
勞
作
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e

 w
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 erweiteirte AuSage, 1948.) 、

そ
し
て
更
に
ル
}
ド
ウ
ィ
ツ
ヒ
.


