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三
田
學
會
雜
誌.

笫
五
十
卷
第
一
號

.
ま
た
協
同
組
合H

業
の
搜
割
は
、
ils

に
よ
つ
て
都
市
へ
の
農
產 

物
供
給
が
ふ
え
る
反
面
、

コ
ル
ホ
ー
ズ
農
民
の
所
得
が
墙
大
す
る
の
で
、
工
業 

.

翻
品
に
對
す
る
農
民
の
需
耍
が
高
ま
り
、
そ
こ
で
地
方
原
料
を
利
用
し
て
周
邊 

地
方
の
住
民
に
消
费
财
を
供
給
す
る
®̂

組
合
が
、
國
有
エ
業
の
^
^
財
生
產 

-の
不
足
を
お
ぎ
な
う
源
泉
と
し
て
、

一
層
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
所
に
あ 

，る
。
そ
こ
で
協
同
組
合
工
業
は
^̂

財
生
產
に
專
念
し
、
商
業
^̂

を
通
さ
ず
.

 

に
直
接
に
消
費
者
に
販
寶
す
る
パ「
產
業
組
合
は
大
衆
i

財
の
生
產
に
お
い 

.て
國
有
工
業
を
補
助
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
，そ
れ
は
決
し
て
國
有
工
業
の
一 

時

的

•過
渡
的
な
補
助
者
で
は
な
く
て
、
恒
久
的
な
補
助
渚
で
あ
る
と
い
う
こ 

と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
_

組
合
は
社
會
主
義
工
業
と
な
ら
ん 

ゼ
、.

今
後
も
嵐
の
よ
う
な
テ
シ
ポ
で
發
展
す
る
で
あ
ろ
う」

(

ミr-

ャ
ン)

。

.

以
上
は「

エ
業
坐
產
の
管
理」

機
構
の
概
括
で
あ
る
が
、
'そ
の
詳
細
な
敍
述 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
に
は
私
な
り
の
疑
問
が
あ
る
。
第
一
.に
、「

管
理
機
構」 

と
は
.何
で
あ
る
か
と
い
.う
點
.で
あ
る
。
-氏
は
明
.か
に
工
業
の
管
理
組
織
を
述
べ 

V

お
ら
れ
る
。
し
か
し
ソ
ヴ
ヱ
ト
.の
管
理
を
論
ず
る
時
、
.重
要
な
こ
と
は
、
ど 

ん
.な
形
態
で
あ
っ
た
か
が
問
題
で
は
な
.く
て
、
い
か
に
な
さ
れ
て
い
た
か
で
あ 

.る
。
こ
の
點
、
野
々
村
一
雄
氏
の「

ソ
ヴ
ュ
ト
經
罾
_」

に
も
^
■
し
て
い
る 

所
で
あ
る
が
、
み
方
が
餘
り
に
靜
態
的
で
は
な
い
か
。
管
理
と
は
分
類
で
は
な 

.く
て
相
互
の
活
動
分
析
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
氏
が
簡
單
に
扱
か
わ
れ
た
經 

濟
計
算
制

•傲
値
法
則
の
利
用
•
ル
ー
ブ
ル
絲
制
な
ど
が
、
構
成
课
位
を
活
動 

さ
せ
る
も
の
'で
あ
る
辔
で
あ
る
。
箜
一
に
、
戰
時
共
產
主
義
時
代
の
工
業
管
理 

組
織
を「

暗
中
摸
索」

と
さ
れ
た
點
は
、
私
の
主
張(「

本
誌
四
十
四
卷
十
一 

铖」

參
照)

と
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
鉞
史
の
見
解
と
異
る
の 

,で
あ
る
か
ら
そ
の
邊
の
理
由
も
明
確
に
し
て
ほ
し
か
つ
た
。
ま
し
て
.r

こ
の
時

六

四

(

六
四)

代
に
は
合
理
的
な
組
織
で
あ
つ
た
.

」

と
さ
れ
る
以
上
、暗
中
摸
索
と
の
關
係
が
明 

か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
第
三
に
、
協
同
組
八
暴
態
を
恒
久
的
な
も
の 

と
す
る
、、、
コ
.ヤ
ン
の
意
見
を
氏
は
同
意
さ
れ
る
の
か
否
か
。
M
同
組
合
形
態
が 

何
故
國
有
形
態
と
な
づ
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
：
こ
れ
ら
が
私
の
疑
問
で
あ
る
。

.さ
て
次
の
問
題
.に
移
ろ
う
。
ソ
ヴ
工
ト
工
業
の
.
^

胡
を
お
こ
な
う
さ
い
に
、
 

ど
の
よ
.
3

な
問
題
點
を
と
り
あ
げ
る
べ
き
か
と
.い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る 

と
、
何
よ
り
も
發
展
テ
ン
ポ
が
問
題
と
な
つ
て
く
る
。
こ
の
問
題
が
ソ
ヴ
ェ
ト 

國
內
の
み
な
ら
ず
國
際
的
に
も
重
要
な
の
は
、
⑴
i

國
ロ
シ
ァ
に
と
つ
て 

「

追
い
つ
き
追
.い
こ
す」

た
め
の
キ
ー
•ポ
ィ
ン
ト
に
な
つ
て
い
る
こ
と
、
⑵
近 

代
社
會
の
經
濟
生
活
に
お
い
て
工
業
が
は
た
す
重
大
な
役
割
と
い
う
點
か
ら
み 

v

決
定
的
な
要
因
と
み
な
.さ
れ
る
工
業
の
成
長
率
が
資
本
主
義
と
社
會
主
義
と 

の
制
度
的
優
劣
の
有
力
な
材
料
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

ソ
ヴ
ヱ
ト
の
セ

ン
サ
ス
エ
業
は
亂
前
の
一
ー
囘
半
の
五
力
年
計
截(

一
九
二
七 

年〜

一
九
四
0
年)

で
ほAJ

ん
ど
十
倍
に
增
大
し
、#

<
叩

前
の
水
、準
の
約
十
二 

倍
、
戰
後
に
は
一
九
四
〇
年
水
準
の
三
f

上
、

一
九
六
〇
年
に
は
一
九
四
〇 

年
水
準
の
五
倍
以
上
に
達
す
る
。
こ
の
よ
う
な
發
展
を
疑
問
視
す
る
み
方
は
大 

別
す
る
と
ニ
つ
に
な
る
01

つ
は
工
業
總
生
產
の
包
括
範
圆
の
問
題(

集
計
方 

法)

：U他
は
評
價
菡
準
の
問
題(

一
九
二
六〜

七
年
不
變
價
格
に
よ
る

生
鹰
發
展 

率
は
過
大
に
な
る)

.で
あ
る
。

-

第
一
の
點
に
つ
い
て
い
え
ば
純
生
產
高
が
正
確
に
判
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
い 

ず
れ
の
國
の
統
計
で
も
完
全
ば
期
1
難
い
。
ま
た
大
工
乘
に
小
工
業
が
統
合
さ 

れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
耍
ば
工
業
總
生
產
と
大
工
業
生
產
と
を 

混
同
し
て
.は
な
ら
な
い
。
:.
.

:

:

第
二
の
點
は
ソ
-ヴH
ト
自
身
考
隊
し

て

い

る。
特
に
一
九
ニ
六〜

七
年
當
時

生
*
さ
れ
て
い
，な
か
；っ
た
新
製
品
の
場
合
に
は
、
ま
ず
一
九
三
五
年
の
{ »

吣
で 

評
價
さ
れ
っ
い
で
1
九
ニ
六

::
7
七
年
か
ら
一
九
三
五
年
迄
の
漬
變
動
指
數
を 

便
っ
て
.こ
れ
を
一
ル
ーj

六〜

七
年
水
準
に
^

す̂
る
と
い
う
處
置
を
と
っ
.た
。
. 

こ
.れ
は
、
'
一
九
二
六〜

七
年
を
基
準
と
し
て
生
產
發
展
を
此
較
す
る
.た
め
で
あ
. 

る
が
、
工
業
化
初
期
で
は
高
度
加
工
品
は
高
度
の
段
階
ょ
り
相
對
的
に
高
く
評
. 

慎
さ
れ
て
い
る
か
ら
工
業
化
發
展
と
と
も
に
高
度
加
工
品
が
增
加
し
發
展
率
が 

過
大
に
.な
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
t
か
し
初
期
の
相
對
價
格
の
構
造
と
高
度 

な
段
階
の
そ
れ
と
ど
ち
ら
が
r
-I
H
確」

「

眞
實」

か
：.を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
.

 

工
業
化
の
發
展
率
を
み
る
以
上
い
か
な
る
場
合
に
も
過
大
は
あ
る
で
あ
ろ
づ
。
 

1

ソ
グH

ト
M
計
は
完
金
で
は
な
い
が
^

と̂
す
べ
き
理
由
は
な
，い
。
ソ
ヴ 

工
ト
が
石
油
を
f

基
礎
物
資
で
人

口
- *

入
當
り
を
i
肖
が
一
九
四
八
年
の
ア 

メ
リ
力
水
準
を
拔
く
の
は
一
九
六
五
年
で
あ
る
。
'か
く
てi

九
六
〇
年
代
：が
兩 

體
制
の
經
濟
競
爭
の
決
定
的
時
期
.と
な
る
。
勿
論
こ
の
發
展
：に
は
軍
事
的
事
情 

お
ょ
び
エ
業
特
に
基
礎
物
資
の
重
點
的
發
展
さ
‘ら
に
，̂
進
國
の
利
點
も
留
意
す
，
. 

べ
き
.で
あ
る
が
、
ア
メ
'リ
カ
^
外
の
'先
進
國
に
追
い
つ
い
た
現
在
で
は
社
會
主 

義
體
制
の
カ
に
ょ
る
^
考
え
る
べ
き
だ
と
結
論
さ
れ
る
。

,

;
.

し
か
し
私
は
こ
の
發
展
率
の
.問
題
は
、
發
展
率
だ
け
に
限
.つ
て
み
る
問
題
で 

は
な
い
と
思
う
。

氏
は
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
折
に
ふ
れ
て
述
べ
て
お 

ら
れ
る
が
、
私
は
も
つ
と
眞
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
が
い
問
題
で
あ
る 

と
思
う
。
工
業
特
に
基
i

資
と
い
う
點
か
ら
み
れ
ば
そ
の
發
展
は
疑
う
こ

と

.
 

が
で
j
な
い
の
で
あ
^
が
、
經
濟
體
爾
の
比
較
は
全
經
濟
の
コ
ン
シ

ス
テ
ン
'ゾ 

丨
と
能
率
が
重
.要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
.一
產
業1

企
業
が
計
畫
を
超
過
遂
衧
し 

て
もH

業
生
產
は
增
大
す
る
。し
か
し
計
晝
超
過
分
は
餘
訃
な
部
分
で
あ
っ
て
、
 

.經
濟
的
に
は

M

S

で
.あ
る
。.

計
麋
と
は
計
蠻
通
り
.に
行
っ
で
初
め
て
意
味
が
あ

f
評
：
及
び

.紹
：介

■

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
農
業
と
の
關
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
發
展
率
は 

こ
办
と
の
關
連
で
の
み
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
る
ヲ
總
じ
て
本
書
は
ー
不 

十
分」

に
終
っ
た
.と
い
う
著
者
の
，言
葉
を
借
用
す
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
も
で
き 

ょ
う
。
要
す
る
に
.

H

業
と
金
i

と
の
關
連
お
ょ
.び
統
，一
的
な
扱
か
い
方
が
本 

書
に
殘
.さ
れ
た
課
題
で
.あ
る
,

^
後̂
.に
補
遺
の
統
計
表
で
計
算
で
き
る
も
の 

の
：多
く
が
.空
白
で
あ
る
の
，は
殘
念
で
あ
石
こ
と
を
附
け
加
え
て
お
く
。
.

(

昭
和
三
十
一
：年
五
月
.一：

1

十
日
刊
、
.
<

6版
、
ニ
三
◦
頁
、

二
八
0
圓
、
岩
波 

書
店)

.

(

加

藤

寛)
'

T 

• W 
•

.ハ.。チ

.ス
ン
.

.

:

「

經

濟

擧

者

と

し

て

の

；
ベ
：
ン

サ

ム」

い

T, W
.

 JSIItchiwo

tJ“
33

(DIltha,m SLOT 

§ e
c
o
n
o
m
i
s
t 

T
h
e

 E
c
o
n
o
m
i
c

 Journal N
?

 262 V
O
L L

X
V
l
,

 J
u
n
e

 1956,

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.
 

-■
..
..
..
.

\\
•
ス
ター

ク
が
、Je

r
e
m
y

 

B
e
n
t
h
a
m

w*E
c
o
n
o
m
i
c

 

全
三
卷
を
編
纂
、
公
刊
し
'た
；こ
と
は(1952154)

、

，ベ
ン
サ
A
研
究
に
關
し 

て
、
，劃
期
的
な
意
義
を
持
.つ
た
と
言
つ
：て
よ
い
だ
ろ
ぅ
。
ベ
ン
サ
ム
を
知
る
た 

め
に
は
、
そ
れ
ま
で
は
、J

,
w
o
w
r
i
n
g
.

版
のthe W

o
r
k
s

 of J e
r
e
m
y

 

B
e
l
a
m

 

(

十
一
卷
.一
八

一一

一
八
丨
四三)

が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ 

れ
.に
は
、
.
#濟
學
的
な
內
容
の
.も
の
'ば
、
.き
わ
め
て
少
數
し
か
含
ま
れ
て
い
な 

.い

.。
そ
も
そ
一
も
ス
.タ

.
丨

.ク
が
明
ら
か
_に
し
て
..
い
る
よ
.ぅ
に
、
‘
ベ
ン
サ
ム
の
仕
事 

の

大

部

分

と

：い
5'
も
の
は
、:.
-

自
ら
公
刊
す
る
こ
と
に
興
睬
を
も
た
ぬ
、
m
犬
な

六

五

(

六
五)



，
三

田

學

會

雑

誌
：
' 第
五

十

卷

：；

第

ー

號
：

‘

- 

,,

.

.

. 

, 

.

.

.
:

- 

.

.

. 

.

手

稿

の

迆

績

之

し
■

て

存

在

し.
た

の

：で

あ

：

^

、"
そ
.

の
.

う

ち

の

幾

つ'か
.

を
、：ベ
ン
サ

.

:

ム
の
生
前
、
デ
チ
モ'/
、
:'
び

.
8 

.ミ
ル
、
：
0 

,
X
T?
:
!ト
等
が
、
編
賴
、
公
：
 

刊
し
得
た
に
.す
ぎ
な
か
つ
た
の
：で
あ
る
が
、
，
そ
れ
ら
は
全
く
大
部
分
、
、經
濟
學 

的
內
容
を
持
た
ぬ
も
の
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
”(

こ
の
こ
と
の
理
由
の
主::
‘ 

'た
る
も
の
が
、'後
の
紹
介
.に
ょ
り
.知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ボ.丨
リ
ン
グ
は
、
；
ベ 

,ゾ
.サ
<
'の
.死
後
、
こ
れ
ら
の
諸
著
作
を
集
：め
て
著
作
_
を

組

ん

だ

の

で

あ

る

.か 

ら——

こ
の
際
、.新
た
に
、•
ボ
ー
•リ
ン
.ダ
自
身
編
輯
の
論
稿
若
干
を
加
え
、
. 

M
a
n
u
a
r
o
f
.

 POH-bical .ECOno
B:y

 

•が

そ

の

一

つ

で

あ

る

に

せ

-̂
'

|

根 

本
，的
に
は
、
會
然
こ
の
特
徵
を
领
承
じ1た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
經
濟
學
的
論 

稿
は
、
そ
の
九
割
以
上
が
埋
も
れ
た
ま
ま
で
今
日
に
至
り

(

ス
タ
ー
ク
の
見
稹 

,り
.

)

、
ズ
タ
ー
ク
が
、

混
亂
散
兔
し
た
手
稿
を
苦
心
の
土
編
輯
し
て
、

そ

の

半

.

:

分
乃
至
三
分
の
一
1を
新
た
に
利
用
し
.得
る
も
办
に
し
た(

ハ
：チ
ス
シ
の
見
積
り)

. 

.と
い
う
次
第
な
の
で
あ
る
。：

,
こ
こ
に
紹
介
し
ょ
う
と
す
る
論
文
も
、
ス
タ
ー
ク
の
業
績
に
對
す
る
反
響
の 

1

つ
と
言
う
か
、
そ
れ
を
利
用
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
つ
た
べ
.ン
サ
ム：

論
の 

••1

つ
で
あ
る
。

.

*

 

丨
 

-

 

.

 

.

.

.二

.
ハ
チ
ス
シ
は
、
ス
タ
ー

ク

の
功
績
を
た
た
え
、
ベ
ソ
サ
ム
が
、
貨
幣
、
投 

資
、
歷
等
の
問
題
を
取
扱
う
こ
と
に
お
い
て
、
經
濟
學
的
分
析
の
論
理
と
、
 

政
策
的
根
本
理
念
を
持
つ
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
彼
が
、
れ
つ
き
と
し
た 

經
濟
學
者
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
内
容
が
、
時
代
に
つ
れ
て 

C

ヘ

シ

サ

ム

は經
濟
學
的
硏
究
を
一
七
八
六
年
か
ら
一
八
0
四
年
ま
で
行
つ 

た)

、
重
要
な
變
化
、
發
展
の
過
程
を
た
ど
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、

經

六

六

.

ハ
六
六)

濟
政
策
上
.に
_お
け
る
國
家
办
役
割
|-
爾
す
る
思
想
が
'
>
.
が
'な
ら
ず
1>
も
、
從
來 

.の
べ
.ン
.サ
ム
顧
に
見
ら
れ
る
よ
ぅ
欢
，
i

國
家
論
的
な
.も
'の
に
と
ど
ま
ら
な
. 

か
：
っ

た

こ

と、..
-

等
は
、：

ス
タ
ー

ク

に

よっ
て
與
え
ら
れ
た
資
料
.に
.よ
つ
て

、
は 

じ
め
て
承
さ
れ
る
^
ぅ
に
な
っ
た
と
述
べ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
戰
を
こ
の
論
文
で 

_

す
る
。
ハ
チ
ス
ン
：は
、_こ
の
主
論
題
.に
入
る
ま
え
に
、ベ
ジ
サ
ム
が
ト

自

。 

T
r
u
a
A
I
a
r
^
-
a
A
o
.
l
)

：
.：に
お
.い
て
、
.醫
論
に
採
用
さ
れ
た
、
水
と 

■ダ
ィ
ア
モ
ツ
.ド
の
效
用
觀
を
批
判
.し
、
明
確
な
限
界
效
用
槪
念
を
確
立
し
た
と 

は
言
え
な
い
ま
'で
も
、
そ
.の
'方
向
に
一
.步
を

進

め

た

.こ

と

を

簡

單

に

取

上

げ

て 

は
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
問
題
は
、
當
紹
介
の
末
尾
で
觸
れ
る
一
っ
の「

意 

味」

に
お
い
て
ハ
チ
ス
ゾ
が
取
上
¥げ
て
い
る
の
で
あ
り
、
：問
題
自
身
重
要
な
も 

.の
で
な
い
か
ら
、
そ
の
紹
介
は
省
略
し
，て
、
主
要
部
分
に
.す

す

む

，こ

と

'に
す 

る

ぐ

.' 

:

'

. 

.

，

■
三

パ

ベ
ン
サ
ム
の
經
濟
學
的
著
述
は
、「D

e
f
e
n
c
e

 

'
a
g
r
y
j 

(

1
700
7)

に
は 

じ
ま
る
。
こ
こ
で
は
、
ス
ミ
ス
流
の
節
約
獎
勵
論
が
展
_
さ
れ
る
。
土 N

o

 

m
o
r
®

ct
-
H
E
d
o 

than CEPitple 

s 

capital limits 

 ̂
と
い
う 

原
則
を
、
ス
ミ
ス
は
、
も
つ
と
明
確
に
打
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
、
ベ
ン
サ
ム 

.'
は
、
.ス
ミ
ス
以
上
に
ス
ミ
ス
：的
?-
で
あ
る
。
こ
の
命
題
自
身
は
ト
ー
ト
ロ
ジ 

丨
の
よ
ぅ
な
も
の
ゼ
が
、
こ
こ
で
彼
の
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
の
一
っ
は
、
政
府 

は
投
資
の
源
泉
を一

か
ら
他
に
轉
ず
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
投
資
の
水
準
を
高 

め
る
こ
と
は
で
き
ぬ
と
い
う
意
味
で
の
自
由
放
任
論
で
あ

り

、
他
の
一
つ
は
、
 

植
民
地
に
關
す
る
投
資
機
-#
上
の
利
益
を
過
大
評
價
す
る
な
と
い
う
國
內
投
資 

國
內
市
場
重
視
論
で
あ
っ
た
。
.

次
の
主
惡
著
作
は
、M

a
n
u
a
l

 of 

Political 

E
c
o
n
o
m
y

 

(1793195)

で

あ

る

。

こ

こ

で

も

前

著

と

同

じ

、
王

3日
の
こ
と
が
說
か
れ
る
が
、
最
後
に
附
せ 

ら
れ
た
ノ

ー

ト
に
お
い
て
、
へ
必
府
は…

…

資
本
を
增
加
す
る
た
め
に
、
な
し 

得
る
、
ま
た
な
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
か
。
た
と
え
ば
紙
幣
は
資
本
を
增
加
さ
せ 

る
だ
ろ
う
か
//
0
と
自
問
し
、
"も
し
も
す
べ
て
が
®

さ
れ
て
い
れ
ば
、
_
 

を
增
大
し
得
な
い
。
i

が
完
全
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
程
度
ま
で
增
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

.
•
"
.
と
答
え
、
.異
つ
.
.た
見

地

を

開

き

か

け

た

,0
こ

の
論
理

は
こ
こ
で
は
_

的
な
—

を
見
せ
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
が
タ
I 
二
ン 

グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
、
次
の
著Circulating>axtuities (1800)

で
は
、
 

は
つ
き
り
と
、
貨
幣
量
の
增
加
が
、
價
格
を
高
め
る
の
み
な
ら
ず
、，
不
完
全
雇 

傭
下
に
あ
つ
て
は
生
產
を
增
加
せ
し
め
.る
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
貨
幣
量
の
增 

犬
の
際
最
初
に
そ
れ
を
受
取
る
人
の
、
i

あ
る
い
は
貯
蓄
の
性
向
を
問
題
'に
:' 

す
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
-0
こ
こ
で
は
、
貨
幣
は
勞
働
の
、
し
た
が
つ
.て
.
一

般

的 

富
裕
の
原
因
で
あ
る
。
と
か
、
〃
二
百
萬
ポ
ソ
.ド
の
金
銀
は
、
.二
一
百
萬
ポ
ン
ド 

の
價
値
あ
る
#
#
!
^
上
の
,

が
あ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
う
だ
か
ら
と
い 

つ
て
、
贸
易
差
額
が
自
國
に
有
利
に
な
る
ょ
う
に
切
望
し
た
人
達
が
，、：
馬
鹿
げ 

た

こ

と
を
喜
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
"
と
い
つ
た
重

商

至
義
辯
護
論 

も
說
か
れ
、
'新
し
い
貨
幣
が
、
經
腐
組
織
の
中
に
ど
の
ょ
う
に
入
り
組
ま
れ
て 

ゆ
く
か
の
過
程
の
分
析
は
、
ス
ミ
ス
か
ら
は
學
び
得
な
，い
と
論
ぜ
ら
れ
る
。

■ 

p
a
p
s

 .Mischief

.

M
x
p
o
s
e
d

 (1800-1)

の
終
り
で
は
、
.ベ
，
ン

サ

ム

は

、 

完
全
儒
の
際
に
、
豫
算
超
過
の
形
で
、
貨
幣
の
政
府
保
藏
々
行
い
、
‘不
完
全 

下
に
そ
れ
を
政
府
茭
出
す
る
こ
と
は
好
影
響
を
與
え
る
で
.あ
ろ

う

と論
じ 

た
。

■

:

‘

.

.

:Th
e

 T
r
u
e

 A
l
a
r
m

 

(

100
0
1

)

で
は
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
貯
蓄=

投
資
と
い

書

評
.

及

ぴ

紹

介
.'
、

：

う

、
.
ス

ミス
、
テ

ュ
ル
ゴー

理
論
を
攻
擊
し

、
貨
锵
所
得
がlaying 
口p

さ 

れ
て
い
る
場
合
も
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
。
消
費
の
減
少
は
、
も
し
保
藏
が 

行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
價
格
、
生
產
の
水
準
を
も
低
め
る
か
ら
節
約
は
i

件 

に
は
讃
美
さ
れ
得
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
マ
シ
ド
ヴ
ィ
ル
流
の
奢
侈
肯
定
論 

さ
え
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
稿
も
、
多
く
の
他
の
も
の
と
等
し
く
未
定 

.稿
に
終
っ
た
が
、
デ
ュ
モ
ン
の
手
に
渡
さ
れ
、

一
八
一
一
年
に
至
っ
て
、
デ
ュ 

モ
ン
は
こ
れ
を
出
版
せ
ん

と

し

て

、リ
.力
ー
ド
やJ

 

* 

S

 

•
ミ
ル
に
相
談
し
た 

と

い

う

こ

と

が知
ら
れ
て
い
る
。
リ

カ

ー
ド
は
、
ス

ミ

ス
流
に
、
貨
幣
數
量
說 

的
に
ょ
っ
て
、
ベ
ン
サ
ム
の
論
理
を
否
婼
し
た
た
め
、
こ
の
出
版
は
行
わ
れ
る
. 

運
び
に
な
ら
な
か
っ
た
。

.The Defence, of .
m
a
x
i
m
u
m

 (

100
0
1

〕

.

.では
、
。ハ
シ
の
最
高
價
格
法 

定
に
賛
意
を
表
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
勃
期
の
高
利
擁
護
論
に
お
け
る
、
調
和 

的
均
衡
論
の
立
場
と
完
全
に
舞
立
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

:

.

.
■

.

.

四

.

ベ
ン
サ
ム
の
政
策
上
の
理
念
は
、
レ
セ
•

フ
-

H

I

ル
に
あ

る

と
い
う
の
が
、■

.
 

D
i

c
e

y
,

S
t

e
p

h
e

n

か
ら

K
e

y
n

e
s

や

s
i

m
§

s

に
至

る
通
說
で
あ
つ
た
9 

ス

ター

.

ク
：は
、
ベ
.ン
..サム
が
、：
あ
ら
ゆ
，る.

も
の
.を
.レ
セ
.

フ
.
工

ール
.
の

祭
壇

に 

生
贄
と
し

て

捧

げ

るド
ク
ト
リ
ネ
ア
で
な

く

し

て

、社
#

的
進
涉
と
い
う
內
實 

に
則
し
た
自
由
主
義
者
だ

と
.

も
言
う
し
、
ま
た
經
濟
的
諸
事
廣
に
關
す
る
、
典 

型
的
な
十
九
世
紀
的
自
由
主
義
者
で
、
心
の
底
か
ら
レ
セ
•
フH

丨

ル
の
信
卷 

で
あ
プ
太
と
も
言
う
。
.
こ
れ
は
矛
盾
'で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
に
お
い
て
、

:o
g
d
e
l
v
H
r
e
v
e
l
y
a
a
'

■■等
は
、
'，政
府

計

畫.

(

干
渉)

論
渚
と
し
て
.ベ
シ
サ
A 

を
取
扱
い
、B

r
e
b
n
e
r

はBritish individualis

日
と
し
て
べ
ン
サ
ム

六

七

(

六
七)



-

'

.三
田
樂
會
雜
誌
•
第
五
十
卷
第
：

一

號

.

を
見
る
ダ
ィ
シ
ー
流
の
考
え
方
を
批
判
し
、む
し
ろBritish collectivism 

.の
祖
と
し
て
見
る
べ
き
だ
と
言
い
、G

§
e
r
a
r
G
o
o
d
s

の
確
保
と
い
う
觀
念 

に
お
い
て
、.ス
ミ
ス
と
ベ
ン
サ
ム
は
全
く
異
つ
て
い
た
と
論
ず
る
の
で
.あ
る
。
 

最

近M
,

 p. ISIack

は
、

〃
近
時
の
研
究
.に
よ
つ
て
.、
ベ
ン
サ
ム
は
、
；

British 

Collectivism

の
原
型
と
確
办
ら
れ
た
。"
と
斷
言
し
て
い
る
。

.わ
れ
わ
れ
も
上
記
の
.諸
點
か
ら
考
え
'て
、.

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
後
の
グ
ル
：
 

丨
プ
の
見
解
の
.方
が
間
違
が
な
か
ろ
う
と
言
い
た
い
。
し
か
し
、
ベ
ン
サ
ム
の 

.手
稿
は
、
ま
だ
未
整
理
分
が
あ
る
こ
と
だ
!.
、
ま
た
す
ベ
.て
の
.原
稿
が
書
き
な 

ぐ
り
で
校
訂
が
さ
れ
て
い
.な
い
：も

の

だ

し

、

彼

の

考

え

が

必

ず

し

も

、

|[
尾
一 

.賞
し

て

い

な.い
と
と
^
あ
る
し
、
.！1
§̂に
レ
ッ
テ
ル
.張
り
を
す
る
の
.
.は
良

い

.こ 

と
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
ス
ミ
ス
：的
：

v

セ

•
フ
エ
丨
ル
の
思
想
が
だ
ん
だ
ん 

な
く
な
つ
て
行
つ
.た
か
ら
と
言
つ
て
、
彼
を
.

〔

福
祉
國
家
の
1
目
#
と
し
た
り
、
 

1般
的
な
干
涉
主
_
港
と
宏
義
す
る
氣
も
な
い
。
た
だ
、
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
、
 

シ
ー一

オ
ア
流
の

W宙
典
派
"
と
は
異
る
と
い
う
こ
と
：は
.明
ら
か
に
言
い
得
る
：こ 

と
だ
。
第1

に
、
貯
蓄
”
投
資
に
關
す
る
前
述
の
批
判
、
'第1

一
に
、
英

國
銀
行 

國

葙
化
、
私
銀
に
對
す
る
政
府
の
關
與
、
學
校
や
統
計
局
の
設
置
、
病
院
、
運 

轍

、

通

信

に

.對

す

る

國

家
.

の
責
任
重
視
等
の
議
論
の
多
い
こ
と
、
第
三
に
國

家 

の
仕
事
の.E

的
を
、
國
民
の
生
存
、
.安
全
、
富
裕
、
.平
等
の
四
原
則
に
立
脚
す 

る
も
の
と
し
て
の
、
最
大
多
數
の
最
大
幸
福
の
實
現
に
求
め
、
：單
に
自
由
市
場 

原
則
に
立
脚
す
る
も
の
と
し
て
は
考
え
な
か
.つ
た
と
と
、
同
じ
こ
と
に
な
る
が 

第
四
に
、
個
人
は
自
ら
の
利
益
の
最
良
の
判
事
で
あ
る
。
と
言
い
な
が
ら
も
" 

見
え
ざ
る
手
が
こ
れ
を
^
體
の
利
^
に
結
び
付
け
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
た 

こ
.と
、
第
五
に
、'
.效
用
遞
減
の
分
析
か
ら
す
る
平
籠
が
、.一

應
で
は
あ
る
が 

存
在
す
/̂
こ
と
、
こ
れ
ら
の
諸
點
に
よ
っ
て
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
古
典
派
の
人
々

. 

.

.
六

八

(

六
八)

•̂
1區
別
さ
れ
る
，で
あ
ろ
う
。
い
‘わ
ゆ
る
、
ベ
ン
サ
ム
->父
ミ
ル
一>

リ
ヵ
ー
.ド
の 

繼

係

も

、
，議
會
、
政
治
活
動
に
關
し
て
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
經 

濟
學
的
に
は
速
績
性
が
な
い
の
で
あ
る
。
1

-

;
:
'
.

五

：

.;

.

7

ハ
チ
ス
ン
©-
論
點
は
、
主
と
し
て
歧
上
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
彼
は
ベ
ン
サ 

ム
解
釋
上
の
結
論
を
、
あ
ま
り
に
も
現
代
的
に
下
す
こ
と
'を
極
力
避
け
て
は
い 

る
け
.れ
ど
も
、
そ
の
取
り
上
げ
方
は
、
ヶ
イ
ン
..ズが
重
商
主
義
理
論
を
再
認
織
. 

-L
よ
う
と
し
た
場
合
と
も
相
似
て
、
.古
^|

派
的
理
論
の
義
が
一
世
を
風
靡

. 

し
た
蔭
に
、
.む
し
ろ
現
代
の
經
濟
學
が
問
題
.に
し
て
い
る
よ
う
な
考
え
方
の
系 

譜
.と
い
う
も
の
，が
、
全
く
無
視
さ
れ
な
が
ら
存
在
し
て
い
た
の
だ
と
い
う 

か
ら
行
わ
れ
て
い
る
こ
,>
1
は
論
を
ま
た
な
い
。
こ
の
關
榻
を
ハ
チ
ス
ン
は
、
 

"後
代
の
大
多
數
の
經
濟
學
著
に
，よ
つ
て
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
根
本
的
な
7 

イ
デ
ィ
ア
が
、
'卞
積
み
に
.さ
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
、

一
方
、
今
や
拒
否
さ
れ
て
い 

る
敎
義
が
、
長
い
間
支
配
的
な
力
を
も
つ
て
い
た
と
い
う
、
經
濟
思
想
史
上
の
. 

ア
イ
ロ
-ニ
.丨
の
.

：t .

つ
"
：
と
表
現
じ
で
い
る
0、彼
が
こ
の
.論
文
の
中
で
、
量
的
に 

も
質
的
に
.も
輕
.い
比
重
.し
か
持
.た
.
な

い

限

界

效

用

の

問

題

を

取

り

上

げ

た

の

も
、
ガ
リ
ア
ニ
や
プ
I

フ
エ
ン
ド
ル
フ
の
系
譜
や
、
グ
ラ
ス
ゴ
I
の

cheson
.

そ
の
他
に
お
け
る
^

が̂

、

ス

、
'
、
ス
の
_
胄
■
以
双
、
數
十
年
間
^

く
等
閑
に
附
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
、
そ
の
關
係
を
指
摘
せ
ん
が
た
め
に
他
な
- 

ら
な
が
つ
た
の
：で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
或
：る
理
論
の
先
i

態
を
過
去
の
う. 

ず
も
れ
た
經
濟
學
書
：の
中
に
發
見
し
よ
う
と
す
る
ご
.と
は
、
單
に
複
雜
な
過
程
. 

を

と

つ
て
：す
ず
む
理
論
的
系
譜
を
.客
觀

的

に

.あ

と

づ

け
よ
う
と

す
る
ば
か
り
で 

な
く
、
.論
者
の
現
代
の
：立
場
に
對
す
る
關
連：

か
ら
そ
れ
を
是
認
的
に
取
上
げ
る

こ
と
に
通
じ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、パ
チ
ス
ン
が
、
以
上
の
よ
う
に
、.或
る

. 

1

っ
の
理
論
的
系
列
を
べ
ン
サ
ム
の
中
に
.見
出
し
な
が
ら
、
そ
の
政
策
面
、
理 

論
の
墓
に
っ
い
て
直
ち
に
斷
定
的
に
語
ろ
う
と
し
な
い
の
は
芷
し
い
と
い
う 

ベ
き
で
.あ
ろ
う
。
ロ
.ナ
ル
ド• 

_ミ
ー
ク
が'い
う

、

經

濟

思

想

.史

硏

究

の

泪

时

論 

的
接
近一

か̂
れ
は
、
古
典
學
派
に
關
し
て
の
こ
.と
で
あ
る
が
、
今
日
の
先
入 

觀
や
問
題
か
ら
の
み
そ
れ
を
觀
察
し
、
異
っ
た
時
代
そ
の
も
の
が
、
當
面
し
た 

問
題
を
充
分
に
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
態
度
を
こ
う
非
難
し
た(

吉
田
洋
一
譯 

ィ
ギ
リ
ス
古
典
經
濟
學)

——

に
陷
ら
な
.い
た
め
に
は
、
こ
の
點
を
ベ
ン
サ
ム
べ 

自
身
の
問
題
に
卽
し
て
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
今
後
の
わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
あ 

る
？
.ベ
ン
サ
ム
の
經
濟
^
想
は
實
に
多
|
|な
_

を
も
ち
、
こ
れ
を
體
系
的
に 

把
握
す
る
こ
と
は
^

で̂
な
い
が
、
V
* Colonies 

K'avy 
^

に
來
い 

て
タ
ッ
力
ー
等
の
影
®
下
に
植
民
地
解
放
、
隣
國
と
の
友
好
を
說
き
、
s 

w
a
v 

• 

ance 
0
HJ
闩
H
l
®な
に
お
い
て
、
贸
易
は
双
方
め
利
益
で
あ
る
と
述
べ
、

一
 

國
の
利
益
、
す
な
わ
ち
富
の
基
礎
は
、
勞
働
生
產
力
の
向
上
に
.存
す
る
と
し
た 

點
な
ど
に
お
い
て
、
ス
ミ
ス
の
徒
で
あ
っ
た
ご
と
は
.明
ら
か
で
あ
る
。
さ
し
あ
：
 

た
り
、
.問
題
は
、Balance of 

T
r
a
d
e
;

を

.一
面
で
批
判
し
.な
が
ら
も
、
ヒ 

ュ
I

ム
の
如
き
貨
幣
數
量
說
を
と
る
こ
と
な
く
、
貨
幣
の
增
加
が

、
，
新

し

い

雇 

做
を
生
ぜ
し
め
、
■生
產

を

增

加

さ

せ

る

な

ら

ば

、
.
^
^
の

騰

貴

を

み

る

こ

と

が 

な
い
こ
と
を
繰
り
か
え
し
て
論
じ
た
、
か
れ
の
い
わ
ば
重
商
主
義
的
見
解 

(circulating: A
n
n
u
i
t
i
e
s
)

の
內
容
を
分
析
し
、
他
方
、
生
產
的
勞
働
論
'

や
償
値
論
に
お
.げ
る
：か
.れ
の
：低
位
、
高
利
擁
護
論
に
.お
け
る
形
式
的
自
由
放
任 

■主
義

、

：

農

業

中

心

、
王

義

な

ど

が

、
'
 
か
れ
の
體
系
：の
中
に
ど
う
入
り
こ
む
の
か
を 

吟
味
す
る
こ
と
な
ど
_に
あ
る
と
思
.わ
れ
る
。

.
い
.ず
れ
に
..せ
よ
經
濟
學
者
と
し
て
の
ベ
ン
サ
ム
が
、
今
日
ま
で
ほ
と
ん
ど
か
.
 

:え
り
見
ら
れ
な
か
.つ
た
の
は
、
ス
テ
ュ
ァ
ー
:ト
等

，の

場

合

と

同

樣

、

ス

ミ

ス

的 

潮
流
.か
ら
離
れ
て
い
た
こ
と
.に
そ
の
^-
因
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
學
說
史
研 

兜
は
、
こ
れ
ら
不
當
に
も
埋
ネ
れ
た
ま
ま
に
.さ
れ
て
い
た
、
.鑛
石
を
採
掘
す
る


/こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
 
■
 
從
來
掘
り
出
し
た
ま
ま
陳
列
さ
れ
て
い
た
も
の
と
共
に
、
 

逐
次
、：
分
析
器
に
か
：け
つ
つ
本
る
。
こ
の
こ
と
が
、
單
に
個
々
別
々
の
し
か
，
 

.も
、
特
定
の
理
論
的
章
句
を
い
ぢ
り
ま
わ
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
當
時
の
英
國
に 

お
•け
る
資
本
蓄
積
、j

i
i
a

造
に
對
す
る
考
え
方
の
中
に
、
■そ
れ
ら
を
意
味
的
'
 

に
位
置
づ
け
、
.近
年
ゎ
が
國
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
、
重
商
主
義
に
關
す
.
 

る

諸

研

究

と

，一

體

に

な

つ

て

よ

0:
高
.い
綜
合
的
思
想
史
の
理
解
に
ま
で
導
か
れ
.
 

な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ぺ
ン
サ
ム
と 

ミ
ル
の
間
の
功
利
主
義
思
想
史
に
も
、
新
し
い
理
解
が
要
求
さ
れ
る
し
、
自
然
.
 

法
と
功
别
王
義
.の
政
策
性
に
關
し
て
も
、
双
※
^
土
の
考
察
が
期
待
さ
れ
る
よ 

う

.

に
な
る
。

ハ
チ
ス
ン
の
論
文
は
、
刺
題
の
所
在
を
知
ら
し
め
る
意
味
に
お
い 

て
は
、
有
益
な
も
の
と
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。一

一
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一
•
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