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彼

の

-«
論
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
t

に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
.で 

あ
る
？
な
お
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
グ
，ル
ー
.プ
：に
付
加
1
て
：フ
ラ
ン
ス
に
：お
け
る
限

.
■

.!
!
•効
用
理
論
.へ
.
.
.
の
批
判
者
と
し
て
办
日ile.'Levasseur...

と
：...
.

Auguste. Ott

の
批
判
が
紹
介
さ
れ
^
ま
た
フ
ラ
シ
ス
に
お
け
る
ジ
土
ボ
ン
ズ
^
ヮ
ル
ラ
ス
、

. 

.メ..

ン
ガ
ー
の
著
書
へ
の
反
響
、
.当
時
の
！̂
フ
_ン
ス
，の
教
科
書
等
が
紹
介
さ
れ
て
. 

い
る
0
こ
れ
ら
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
学
の
：限
界
効
用
理
論
に
た
い
す
る
，
 

理
解
の
程
度
を
知
る
の
に
有
益
_で
ぁ
ろ
ぅ
°.
.

.
ハ
.ゥH

ィ
は
本
書
の
第
三
の
部
分
の
最
後
に
'オ
ラ
ン
'ダ
と
ィ

タ
.リ
ー
に
お
け. 

る
限
界
効
用
学
派
に
つ
い
，て
書
い
て
い
：る
。
オ
：ラ
ン
：ダ
に
：つ
い
.
_

て
.：

は

.d/Aulxds.'.de'wouroill,Nv. G. .Pierson, 
H
V
B
.

 

Greven,.

. 

A
n
-

thoiiy

«
§
5.
011

な

'̂
が
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
.い
る
。
，ィ
タ
リ
ー
で
-は
。ハ
ゾ 

タ
レ
オー

こ
が
比
^̂

く
わ
し
く
の
べ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
ヮ
ル
ラ
ス
、
.お
ょ
び 

ジ
ェ

ボ
ン
ズ
の
ィ
タ

リ

ー
請
へ
QP

訳
者
で

fc
Q̂eHolamoaoccaHdo
 

や
、..Giovarxoi Battista AntonelH,' X

i
d
g
i

 

.
c
o
'w
s
a
.
.

な
ど
に
も
ふ
れ

妻
の
第
三
の
部
分
に
お
け
る
ハ
ゥH

ィ
の
叙
述
は
.あ
ま
り
に

;^
範
«
に
わ 

た
り
す
ぎ
て
断
片
的
に
な
.っ
て
，い
る
。
第
二
の
部
分
に
お
い
て
み
ら
れ
た
理
論 

の
評
価
の
基
準
が
こ
こ
で
も 
一
K
し
て
と
ら
れ
て
い
る
が
、
理
論
の
検
討
が
比 

較
的
詳
し
く
な
さ
れ
て
い
る
の
は
著
名
な
学
者
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。

:

.ハ
ゥ
ヱ
ィ
は
最
終
章
と
®

で
こ
れ
ま
で
の
学
史
に
お
け
る
限
界
効
用
学
派 

の
あ
っ
か
い
か
た
に
っ
い
.て
の
ベ
て
い
る
が
、
限
界
効
用
学
派
開
始
の
時
期
に

. 

つ
い
て
の
見
解
、
ジH

ボ
ン
ズ
、
ワ
ル
ラ
ス
、
メ
ン
ガ
I

の
限
界
効
用
発
見
の

八
0

C
!

九
六)

:

同
_

の
.認
識
、/

ま
た
独
立
性
に
関
す
る
見
方
な
ど
を
の
ベ
て
い
る
だ
け
で
、
，

限
界
効
用
学
派
史
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
批
判
と
か
彼
自
身
の
1

的
な
見
解

が
あ
、る
わ
け
で
は
な
.い
。
こ
：の
章
は
む
し
ろ
限
界
効
用
理
論
の
発
展
そ
の
も
の

を
、".
;
-そ
れ

に

つ

，
：い

て

の

t
®
.

か
ら
眺
め
よ
う
^
し
た
.も
の
で
あ
ろ
う

.0

:

'
V

」
(

:
:.
'
..
'
'
:
'
.
'
1
,

 
ノ
.
:
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.

以
上
の
簡
単
な
紹
介
か
ら
あ
き
ら
か
で
.あ
る
よ
う
に
、
.本
書
は
限
界
効
用
学 

派
史
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
，
そ
の
た
め
の
資
料
の
紹
介
と
い
う
点
に
意
義
が 

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ヾ

ハ：

ゥ
ヱ
ィ
は
阪
界
効
用
学
派
が
近
代
理
論
の
創
始
者
と
し
て
効
用
概
念
と
極 

大
化
原
理
と
'を
む
す
び
つ
け
た

.

(

不
完
全
*:
が
ら)

こ
と
に
そ
の
意
義
を
見
出 

し
て
'い
る
b.
.

こ
れ〗

は
一
つ
の
見
解
と
し
て
是
認
さ
れ
う
る
1
あ
ろ
う
。

し
か 

し
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
.限
霧
用
学
派
の
歴
史
は
、
効
用
概 

念
と
極
大
化
原
理
を
結
び
つ
，け
た
限
界
効
用
学
派
が
、
な
に
ゆ
え
に
近
代
理
論 

の
祖
と
な
り
え
た
か
、
換
言
す
れ
ば
こ
.の
よ
う
な
限
1

用
学
派
が
、
多
少
の 

费

は

あ

.っ
た
と
.し
て
も
、
多
く
の
羅
者
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
次
第
に
勢 

力
を
獲
得
し
て
現
^
^
の
主
流
と
な
り
え
た
か
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で 

あ
ろ
う
。
こ
の
解
明
は
、
'理
論
の
系
譜
.を
追
う
こ
と
の
み
.で
は
、
，
け
っ
し
て
可 

.能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。：
そ
れ
は
理
論
の
歴
史
を
、
.そ
の
甚
盤
で
あ
る一

般
的 

社
会
史
と
の
関
連
'で
と
ら
え
る
と
.と
を
.必
要
と
.
.
.
す
る
で
あ
ろ
う
。

,

た
ん
に
’理
論
の
系
譜
と
い
う
こ
と
.に
つ
い
て
も
ハ
ゥ
エ
ィ
め
著
書
は
不
完
全 

で
あ
る
と
い
わ
な
げ
れ
ぼ
.な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
何
人
か
の
人
々
.に
つ
い
て
、

ら
れ
て
い
る
。

彼
の
签
準
で
の
理
論
的
檢
討
が
おA J

な
.わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
ば
系
譜 

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
個
別
的
で
あ
り
す
ぎ 

る
。
そ
れ
は
系
譜
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
：一
覧
表
と
い
う
べ
き
で
.あ
ろ

う

.0■

さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
か
問
題
に
し
な
け
.れ
ば
.な
ら
■な
い
；の
は
ハ
ゥ
X
.
ィ

■の

理

論 

検
討
の
基
缵
で
あ
る
0:
ハ
ゥ
ェ
ィ
は
近
袋
済
学

.の
現
段
階
に
た
っ
.て
、
限
界 

効
用
学
派
の
分
析
用
具
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
.
1
の
た
め
に
砠
^
③
用
学
派
の
種 

々
.の
グ
ル
~
プ
の
比
較
も
き
わ
め
.て
表
面
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。 

し
か
し
-こ
れ
ら
の
限
界
効
用
学
派
の
グ
ル
-
プ
の
間
に
.は
、
無
視
す
る
.こ
と
の 

で
き
な
い
差
異
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
効
用
概
念
そ
の 

も
ひ
を
と
り
あ
げ
て
も
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
同
一
の

^
容
を
も
っ
て
い
な
い
。
 

こ
れ
ら
の
差
異
は
分
析
用
具
と

-L
て
の
み
の
.考
察
で
は
あ
き
ら
か
に
す
るx j

と 

は
®

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
♦は
、
そ
れ
は
方
法
論
的
、
あ
る
い
は
哲
学
的
な 

側
面
に
か
た
く
む
す
び
つ
い
て
い
た
.か
ら
で
あ
る
。

こ

S
面
の
解
明
は
同
時
に
現
S
饔
麗
と
限
界
効
用
学
派
の
相
違
を 

も
あ
き
ら
か
に
し
、
現
^
の
経
済
理
論
の
_

者
と
い
3
1©
#
用̂
学
派
の
単 

純
な
規
衆
を
よ
り
深
め
て
ゆ
く
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
：

他
方
ハ
ゥ
ェ
ィ
の
著
書
は
限
界
効
用
学
派
の
資
料
集
と
し
て
は
か
な
'り
す
ぐ 

れ
て
い
る
。
と
く
に
ジ
ヱ
ボ
ン
ズ
，に
つ
い
て
は
、
.
詳
細
な
資
料
を
提
出
し
て
い 

る
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
あ
ま
り
し
ら
れ
て
い
な
い
マ
ィ
.ナ
.丨

.メ
ン
バ
ー

に

つ
 

い
て
の
紹
介
も
一
つ
の
功
績
と
い
.う
こ
と
が
：で
I

で
も
ろ
う
。
た
だ
英
語
国 

民
以
外
の
人
々
に
つ
い
て
の
記
述
が
簡
略
に
す
.ぎ
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
0 

.限
思
0
用

理

論

の

，歴

史

は
.た
し
か
に
歴
史
と
し
て
あ
つ
.か
ケ
に
は
'あ
.ま
り
に

嘗

評

'

も
新
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
シ
.ュ
ム
。へ
ー

タ

ー

の指
摘
す 

る
よ
.う
に
特
有
の
_

を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
現
代
と
密 

着
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
は
重
要
性
を
も
？
て
い
る
の
で
あ
る
0.
用 

理
論
の
歴
史
を
完
成
す
る
，
こ

上
は
、

マ
ル
ク
ス
経
済
学
と
近
代
経
済
学
の
対
立 

す
る
現
代
に
お
い
て
、
：
マ：
ル
ク
ス
経
済
学
に
と
っ
て
は
一
つ
の
ィ
デ
オ
口
ギ
ー 

批
判
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
近
代
経
済
学
に
と
っ
て
は
自
己
の
理
論 

の
性
格
の
確
認
に
役
立
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

.

ハ
ゥ
ェ
ィ
の
罾
書
は
_

ホ
吣
| ^

-

な
砠
| ?
.

^

用
学
砠
*

へ
の
第
一
段
階
と
し
て
評 

価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
豊
富
な
資
料
は
巻
末
の
詳
細
な
ィ
ン
デ
ッ
ク
ス 

と
と
も
に
、
限
界
効
用
学
派
の
' #

*

究
者
に
と
っ
て
の
よ
い
手
.引
と
な
り
う
る
の 

で
は
な
■

い
だ
ろ
う
か
。

土
擅
六
郎
著

『

経
済
成
長
と
国
際
収
支

』

深

'海

博

 

一.

明

.

:
.
:
•
,
'
: 

:
.
:
'

ベ

^

国
際
収
支
は
、
あ
.る
一j

淀
期
間
に
一
国
の
.居
住
者
と
外
国
の
居
住
者
と
の
あ 

い
だ
で
な
さ
れ
る
す
べ
'て
の
経
辟
的
取
引
の
組
織
的
な
記
録
で
あ
る
が
、
現
代

八 
一

C

五
'九
七)



の
祉
界
各
国
の
経
済
は
、
.対
外
的
な
経
済
取
引
に
き
わ
め
て
左
右
さ
れ
る
と
ぃ 

ぅ
特
徴
を
増
し
て
い
る
。.
し
た
が
っ
て
、
.国
^
取

引

と.|

取
1̂
.を
§

1
 

鐶
で
あ
る
国

際

収

支

を̂:

す

る

こ

と

な

し

に

、

一

闺

の

経

済

^

^

を

符

な

ぅ 

こ
と
は
、
不

可

能

とな
ら
て
い
一
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
経
済
は
、H

i
 

と
も
に
、
戦
災
国
と
し
て
奇
蹟
的
と
思
わ
れ
る
ほ
へ
ど
の
復
興
と
成
長
を
み
せ
て 

き
た
が(

国
際
収
支
：は
、
こ
の
復
興
成
長
過
程
の
.き
わ
め
て
重
要
な
指
標
で
あ 

り
、

:

1

方
で
は
経
済
成
長
の
天
井
で
あ
'っ
た
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
そ
の
前 

進
信
号
で
も
あ
っ
た
。
.こ
の
傾
向
は
、
と
く
に
戦
後
、
世
界
的
規
模
.で
：あ
ら
わ 

れ
、
我
々
国
際
経
済
学
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て
；は
、
国
際
取
支
：の
問
題
を
'

 

一
pi
の
経
済
成
長
と
の
関
連
に
お
い
て
究
明
し
、
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
せ
ね 

ば
'な
ら
な
い
。._

か

か

る

問

題

意

識

：に

も

.と
づ
い
て
、
土
屋
氏
は
、
国
際
収
支
の
理
論
的
分
析 

に
主
眼
を
お
き
、
国
際
経
済
学
の
主
要
内
容
た
る
㈠
、
資
源
の
最
善
利
用(

国 

際
分
業)

.
㈡
、
資
源
の
全
部
利
用(

完
全
雇
用)

S
、

資
源
の
成
長(
と
く
に 

資
本
蓄
積)

の
三
つ
.の
f

か
ら
、：
国
際
取
支
の
均
衡
を
論
究
し
、
と
く
に
第 

三
の
f

か
ら
統
一
的
に
__

を
杷
握
し
ょ
ぅ
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
世 

界
経
済
の
ぅ
ち
に
あ
っ
て
、
各
国
が
、
.
一
'時
点
に
お
い
て
、：
ま
た
時
間
を
通
じ 

て
、
い
か
に
そ
の
資
M-
を
靡
適
に
配
分
し
、
も
っ
て
い
か
に
し
て
経
済
.の
極
大 

の
安
淀
的
成
長
を
達
成
し
、
国
際
取
支
の
均
衡
を
維
持
し
て
い
く
か
を
理
論
的 

に
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
経
済
成
長
に
お
い
て
、
い
か
に 

し
て
国
内
均
衡
と
国
際
均
衡
と
を
達
成
維
持
し
て
い
く
か
：に
あ
る
と
い
え
よ

.

.
八
ニ
、(

五
九
八〕

ハ
本
書
は
、
へ
こ
：の
よ
う
な
音
簡
を
も
っ
て
が
が
れV

い
る
が
、
独
創
的
な
新
理 

論
のS

i

的
が
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
と
'い
5-
よ
り
は
、.

こ
れ
ま
で
め
さ
ま
ざ 

ま
な
、
_
際
収
支
と
経
済
成
莨
に
関
す
る
研
発
を
整
理
統
一
し

、

と
く
に
i

 

成
長
の
f

か
ら
体
系
づ
け
た
点
に
特
徴
が
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
本
書
が 

1

九
五
九
年
一
月
に
出
版
さ
れ
た『

_
罾
双
ま
の
理
論』

の
全
面
的
な
訂
正
加 

.筆
版
で
あ
る
こ
と
■を
み
て
も
知
ら
れ
よ
う
。
.
.
.
.
.

、
 

.

.

.

V..

n 

■.

ま
ず
、
旧
著
と
比
較
し
つ
つ
、
そ
の
構
成
を
の
べ
る
と
、
四
編
よ
り
な
る
。
 

第
一
編
で
は
、
序
論
的

.基
礎
的
知
識
と
し
て
、
国
際
収
支
の
現
代
的
意
義
づ 

け
、
国
際
収
支
表
の
構
造
の
技
術
的
.理
論
的
解
明
、
国
際
通
貨
制
度
の
歴
史
的 

発
展
と
そ
の
課
題
の
究
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
と
く
に
と
り
あ
げ
る
ベ 

き
も
の
は
な
い
が
、
.

㈠、
I

M

Fの「

国
際
収
支
作
成
提
要」

(
B
a
l
a
g
e

 of 

P
a
y
m
e
n
t
s

 M
a
n
u
a
l
)

に
よ
る
国
際
取
.支
表
の
構
造
の
く
わ
し
い
説
明
、
 

㈡
、
国
際
取
支
表
作
成
.の
.理
論
的
背
景
と
し
て
の
，国
民
所
得
お
よ
び
生
皿

® 

定

.按
入
適
出
勘
定

.
マ
ネ
I
フ

p
I勘
定
の
存
在
の
指
摘
、
こ
の
こ
と
が
国 

際
収
支
に
単
な
る
国
際
取
引
の
記
録
以
上
の
意
味
を
も
た
せ
、
国
際
取
引
と
囯 

内
取
引
と
の
結
び
つ
.き
を
明
ら
か
：に
す
る
。
㈢
、
国
際
取
支
の
バ
ラ
ン
ス
が
複 

式
簿
記
の
原
理
採
用
の
た
め
つ
ね
に
た
も
た
れ
る
こ
.と
と
収
支
の
均
衡
.
不
均 

衡
と
め
峻
別
、
均
衡
不
均
衡
判
定
，の
直
接
的
基
準(

自
発
的
取
引
と
調
整
的
取 

'引)

、

さ

ら

に

最

も

分

り

易

い

方

法

と

し

て

の

外

貨

^

^

高

の

増

減

に

着

回

す
 

る
方
法
、
間
接
的
蓮
準(

収
支
の
均
衡
が
輸
入
制
限
や
為
替
統
制
の
強
化
、
国

内
に
ぉ
け
る
失
業
の
：発
生
、
経
済
成
長
率
の
箸
し
い
抑
压
に
よ
り
も
た
.ら
さ
れ 

れ
ば
均
銜
と
は
い
え
な
い)

' 
の
主
張
、
㈣
、
収
支
の
調
整
に
お
け
る
貨
幣
経
済 

機
構
と
実
塞
済
機
構
と
の
ニ

.面
の
存
在
と
両
者
の
関
係
如
阿
0
問
題
等
を
提 

起
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
貨
幣
経
済
機
構
は
、
経
済
の
究
極oil

標
で 

あ
る
経
済
成
長
を
達
成
す
る
た
め
に
、
非
貨
幣
的
i

を

正

し

い

方

向

，に

誘

導 

す
る
た
め
.の
否
使
と
し
て
働

-<
べ
き
で
あ
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
以
後
の
分
，
 

.祈
で
は
、
実
物
的
接
近
法
を
蜇
視
し
て
い
る
。

.第
二
編
で
は
、
中
心
テ
ー
マ
.で
あ
る
経
済
成
長
と
国
際
収
支
が
論
ぜ
ら
れ
、
 

第
四
窣
で
は
ヽ
古
典
学
派
貿
易
理
論(

比
較
生
産
費
原
理
が
中
心)

に
よ
り
国 

際
分
業
と
国
際
収
支
が
、
第
五
章
で
は
ゲ
イ
ン
ズ
学
派
の
賀
易
乗
数
理
論
に
よ 

り
完
金
屜
用
と
国
際
収
支
が
論
婼
さ
れ
、
.第
六
章
で
は
、
旧
著
と
全
く
変
っ 

て
、
最
近
の
経
済
成
長
理
論
に
も
と
づ
い
て
、
資
本
蓄
積
と
国
際
収
支
が
、：.資 

本
蓄
積
の
メ
.カ
.
1
1
ズ
ム
を
所
得
メ
カ
ー
ー
ズ
ム
と
価
将
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
分
け
て
分 

析
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
.第
二
編
と
く
に
第
六
章
に
本
書
の
特
徵
が
あ
り
、
I
で 

く
わ
し
く
こ
の
点
を
紹
介
し
よ
ぅ
。
..：

第
三
編
で
は
.、
以
上
の
.分
析
に
も
と
'づ
き
、
■国
際
収
支
変
動
の
分
析
と
題
し 

て
国
際
収
支
の
不
均
衡
が
そ
の
原
因
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
、
さ

ら
に

理
論
の
実 

証
化
と
し
て
戦
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
，国
際
収
支
の
動
向
が
分
析
さ
れ
て
い 

る
0
第
四
編
で
は
、
国
際
収
支
対
策
が
、
国
内
的
収
支
対
策
と
国
際
経
蕩
カ 

と
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
、
.全
編
を
通
じ
て
、
国
際
取
支
に
関
す
る
問
題
提
起
に
. 

始
ま

!)
-、
そ
の
技
術
的

.歴
史
的
解
明
、
理
論

•現
状
分
析
ン
政
策
ど
、
.著
者 

は
立
体
的
に
r n
f

題
把
®

に
，つ
' 
と
■め
て
い

る
が
、■
あ
ま
り

成
功

.し

.て

.い
る
と
.
は
思

わ
れ
な
い
。
こ
と
で
.は
、
三
編
と
四
編
と
は
、

一
体
化
し
て
取
扱
っ
た
方
が
.よ 

い
と
思
わ
れ
る
の
で
双
で
こ
れ
に
つ
い
ズ
検
討
し
た
い
°

-

ノ 

瓜

：

.
：
：

ま
ず
、
こ
こ
で
取
扱
わ
れ
る
経
済
成
長
は
き
わ
め
て
広
い
意
味
を
も
ち
、
国 

際

分

業

に

よ

る

能

率

化

、

高

い

雇

用

水

準

の

達

成

、
'
技

術

進

歩

に

よ

る

能

率

の 

向
上
、
そ
れ
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
資
本
蓄
積
等
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
土
屋 

氏
，は
、
と
り
わ
け
重
要
性
を
も
つ
の
は
資
本
蓄
積
で
あ
る
と
し
、
こ
の
点
に
最 

も
力
を
入
れ
て
分
析
し
て
い
る
0. 

. 

"
ま
ず
、
国
際
分
業
に
よ
る
世
界
的
な
既
存
資
源
の
.最
善
利
用
.
能
率
化
を
保 

障
す
る
原
理
は
、
_比
較
生
産
費
の
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
適
正
な
国
際
分 

•

業
の
実
現
の
た
め
に
は
、
第

1

に
、.
各
国
の
要
素
^

水̂
準
や
為
替
相
場
が
V 

，絶

対

的

生

産

力

差

を

相

殺

す

る

'に
足
り
る
よ
う
な
水
準
に
定
ま
り
、
第
一
一
に
、
 

比
較
生
産
費
差
に
従
っ
て
自
由
な
貿
具
が
行
な
わ
れ
、
か
つ
.そ
れ
ぞ
れ
の
国
内 

.に
お
い
て
完
全
競
争
が
行
な
わ
れ
.、：
劣
位
産
業
•か
ら

傷

位

産

業

へ

.資

源

が

自

由 

に
移
動
す
る
こ
と
が
必
粟
で
あ
る
P

..

「

第
一
の
条
件
は
.、
価
格
•メ
ヵ
-
ズ
ム
の
輸
出
入
の
決
定
要
因
で
あ
る
国
際
価 

格
と
国
内
供
給
価
格(

そ
の
国
に
お
，け
る
、
生
産
性

.要
素
価
格
•
為
替
相
場 

に
よ
.っ
て
決
定
ざ
-^
る)

の
.う
ち
、
従
属
的
に
変
化
し
う
る
要

素

肺

格

，と

為

替 

栢
場
に
つ

V
て
の
ベ
'て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
国
隙
収
支
の
均
衡
を
導
く
自
動
的 

な
価
格
調
整
メ
力
ニ
ズ
ム
.
.
の
主
粟
な
調
整
要
因
で
あ
り
、
有
渤
に
'作
用
す
る
か 

ぎ
り
、
国
際
分
業
と
収
支
の
均
衡
と
が
調
和
的
に
達
成
さ
れ
る
と
と
と
な
る
。

八

三

(

五
九
九)

書

評



土
屋
氏
は
、
国
際
分
業
原
理
が
現
在
I

と
な
る
の
は
、
技
砠
豸
歩
，
資
本
蓄

稹

新

$

.の
発
見
な
ど
に
よ
マ
て
、
各
国
の
相
対
的
な
生
産
カ
関
係
に
動
態

篇

造

変

動

の

あ

マ

た

場

合

で

あ

り

、
.こ
の
際
に
も
^

ー
ー.
の
#

#

£

^

資
源
：

，の
再
配
置=

実
物
経
済
の
適
応
性 

>
:
が
み
た
，さ
れ
.る
か

ぎ

り

、
.
比

較

生

産

費

原

理
に
よ
り
つ
つ
、各
国
の
構
造
的
調
整
が
行
な
わ
れ
る
こ
：と
を
指
摘
し
て
い
る
。

'
し
か
し
、
こ
：の
よ
う
な
各
国
の
相
対
価
囊
動
に
よ
っ.
て

，の

国

際

収

支

.の

自

動
的
調
整
の
メ
ヵ
ー
一
ズA
が
働
く
：た.
め
に
は
、
要
素
価̂

の
■

埤

■価
格
変
、

化
に
対
す
る
一
国
の
適
處
の
弾
力
性
の
犬
な
る
こ
と
箏
の
条
件
が
必
要
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
現
実
に
は
満
さ
れ
ず
、
ヶ
ィ
ン
ズ
以
後
明
ら
か
に
：さ
れ
た
よ
う
に
、

短
期
的
に
は
、
収
支
調
整
は
む
し
ろ一

国
の
総
所
得
の
変
化
に
よ
る
所
得
メ
ヵ

-!ズ
ム
に
よ
っ
て
說
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
”
さ
ら
に
、

M
^
活
動
水
準

は
、
完
全
雇
用
水
準
以
下
の
点
で
も
均
衡
し
、
こ
の
際
国
際
収
交
の
'均
衡
も
必

ず
し
も
保
障
さ
れ
.る
わ
け
で
な
い
こ
と
が
：明
示
さ
れ
た
。
周
知
の
外
国
貿
易
乗
.

数
を
用
い
て
示
す
な
ら
ば
、
 

y
- 

.

Y

I
.へ；

X!4-

づ
丨
IM
I— 

/H1
..
圃

.̂.̂
逾 

X
:

#

Kj

"
勝
'撕
s
^
^
ノ 

m
、+
s、

m
.r
荀
钿
靠 A
 

商i
 

.こ
れ
を
変
形
整
理
す
れ
ば

：

.

.

。
、I

-J
-

MN)
*

-

M

M

X

し
た
が
っ
て
、
我
々
は
、
完
全
雇
用
を
保
証
す
る
所
得
水
準
達
成
の
た
め 

に
、
国
内
投
資
を
増
加
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
，m
と
s'
の
パ
ラ
メ
ー
ター

が
不
変 

な
ら
輸
出
も
ぜ
フ
の
倍
率
で
増
加
し
て
い
く
こ
と
が
■
の
た
め
に
は 

必

粟

で

あ

り

、

完

全

雇

用

と

国

際

収

支

均

衡

と

の

同

時

的

達

成

は

容

易

で

は

，な 

い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
国
内
均
衡
と
-国
際
均
衡
の
問
題
と
し
て
戦
後
大
い

.

:

八

四

(

六
0

0〕
•

に
論
議
が
集
中
さ
れ
灰
が
、，.土
屋
氏
は
、
成
長
商
を
と
り
入
れ
た
意
味
で
の
究 

明
を
行
な
つ
：て
'い
る
。
.今
迄
の
分
析
は
、
完
全
雇
用
の
達
成
を
i

®襲
の
増 

加
策
：の
見
地
か
ら
考
察
し
、
資
本
設
備
が
所
与
で
避
休
設
備
が
：存
在
し
、
こ
れ 

を
稼
動
す
る
こ
と
.に
よ
つ
て
失
業
が
除
去
さ
れ
る
と
し
て
き
た
。
し
か
し
.労
働 

の
供
給
量
を
資
本
設
備
の
完
全
操
業
に
よ
っ
て
も
吸
収
し
え
ぬ
い
わ
ゆ
る
構
造 

的
失
業
の
存
在
が
当
然
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

. 

ぉ
し
た
が
っ
て
、
よ
り
長
期
的

*動
態
的
に
雇
用
問
題
を
考
え
、
国
際
収
支
の 

均
衡
と
両
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
経
済
成
長
な
か
ん
ず
く
資
本
蓄
積
と
'の
関
連 

に
お
い
て
問
題
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
^
が

_

日

の

中

心

問

題

に

も 

か
.
.かわ
ら
ず
、
そ
の
分
析
は
十
分
と
は
い
え
ず
、

ハ
ロ
ッ
ド
お
よ
び
ド
マ
ー
ル 

の
成
長
理
論
を
基
礎
と
し
て
低
開
発
諸
国
の
経
済
発
展
へ
の
理
_

畠̂
^
を
こ 

こ
ろ
み
た
ク
リ
ハ
ラ(

K
.
M
. 

K
u
r
i
h
a
H
a
)

の T
h
e

 K
e
y
n
e
s
i
a
n

 T
h
e
o
r
y

 

of E
c
o
n
o
m
i
c

 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,

S
5
9に
も
つ
。は
ら
よ
つ
て
展
開
が
行
な 

わ
れ
て
い
る
。 

：

へ

ま
ず
経
済
成
長
の
指
標
を
実
質
国
民
所
得
水
準
を
も
っ
て
表
現
し
、
そ
の
P 

標
を
生
産
能
率
の
向
上
.に
よ
る
一
入
^
り
の
ま
ほ
水
權
の
上
昇
と
、

A

n

f
 

に
対
し
て
高
い
雇
用
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
と
に
二
分
す
る
。

こ
の
目
標
か 

ら
、
>
を
国
民
所
得
、
尺
.を
雇
用
人
ロ
、

1-
£
を
労
働
の
平
均
生
産
性
、
そ
の
成 

長
率
を
そ
れ
k
cれ
ん
，
?i
:. 

•

ん
と
す
れ
ば
、

社
会
的
最
適
成
長
率(socially 

optimal rate of g
r
o
w
s

 

は

..

( pm
,

=
n

+
h

と
'し
■て
.示
さ
れ
る
。
 

，
 

そ
し
て
経
済
成
長
の
方
法
と
し
て
、
前
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
資
本
蓄
積
に

特
に
.注
意
を
$

し
て
分
析
を
行
な
い
、
資
本
蓄
積
の
迤
本
的
メ
カ
一
一
ズ
ム
と 

し
て
、
所
得
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
二
分
す
る
。
前
者
は
総
有
効
. 

需
要
と
総
生
産
能
力
の
相
対
的
関
係
が
一
般

f

水
準
に
影
響
し
、
そ
れ
が
.一
 

般
的
投
資
誘
因
を
左
治
し
て
資
本
蓄
積
を
規
定
す
る
メ
力
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
後 

者
は
、
生
産
費
の
低
下
に
よ

っ
て
資
本
蓄
積
が
促
進
さ
れ
る
メ
力
ニ
ズ
ム
と
し 

て
要
素
価
格
の
低
下—

分
配
率
の
変
化—

利
潤
率
の
上
昇
に
よ
る
資
本
蓄
積
で 

あ
>5 >。

こ
れ
に
ぱ
一
国
全
体
の
分
配
率
の
変
化
に
よ
る
^
本
#
^
の
絶
対
量
を 

決
定
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
個
別
的
な
需
要
と
供
給
ま
た
は
各
産
業
に
お
け
る 

分
配
率
の
相
違
か
ら
蓄
積
の
方
向
を
決
定
す
る
メ
カ
.
.-一ズ
ム
と
が
存
在
す
る

.0

ま
ず
資
本
蓄
積
が
国
民
経
済
全
体
の
見
地
か
ら
み
て
可
能
と
な
る
の
は

、
.新 

し

く

増

加

し

た

生

産

物

が

増

加

し

た

^

^

需

要

に

よ

っ
て
購
入
さ
れ
る
、
す
な 

わ
ち
翥
需
要
効
果
と
生
産
力
効
果
と
の
均
衡
成
長
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
開
放 

体
系
に
お
け
る
有

効

需

要

の

増

加

を

前

述

の

貿

易

乗

数

式

を

つ

、
か

い

、

成

長

率 

に
よ
っ
て
示
す
と
、

/

h

- 
J
M
\
 

M 

I 

一
 

y/fY
，

~

切
“ 

1

4

+Hd
l
叫
で
ぁ
り
、
有
効
需
要
の
成
長
率

(

逆

をo
、

と
す
れ
ば
、

ザ

1

^

と̂
な
る
。

.

.

他
方
投
資
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
る
生
産
能
力
の
増
加
は
、
1そ
れ
が
完
了
す 

れ
ば
、
附
加
さ
れ
た
資
本
ス
ト
ッ
ク
JK(

純
投
資
I
に
等
し
い)

に
資
本
の
生 

産
性
.び
を
乘
じ
た
も
の
に
よ
り
示
さ
れ
る
が
、
開
放
体
系
に
お
い
て
純
投
資

I 

書

評

.

•

は
、
国
内
貯
蓄
8
の
ほ
か
海
外
か
ら
の
生
産
能
カ
の
附
加(

客
丨

><
()

：
の
合
計 

す
な
わ
ち1

"

g

+

^

—

M
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
成
長
率
末
、
 

tx
Y
S 

>oa
.

g

M

 

\ 

I

.

と
な
る

•

生
産
能
カ
の
成
長
5

-

^

-

¥

ga,. 

f
^
>
N
 ̂

と 

す
れ
ば

ハ

s
+

m
l

e
)

と
な
ゐ
。

し
た
が
.っ
て
開
放
体
系
に
お
け
る
均
衡
成
長
の
た
め
に
は
、
ま
ず
«
と
ら
と 

を
ひ
と
し
く
し
、
そ
れ
を
ら
と
ー
致
さ
せ
、
さ
ら
に
国
際
収
支
の
均
衡
を
保
つ 

必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
所
得
循
環
の
見
地
か
ら
内
外
均
衡
を
維
持
し
つ
つ 

.経
済
成
長
を
行
な
う
た
め
.の
政
策
を
検
討
し
て
い
る
。
三
つ
の
成
長
率
の
組
合

せ
に
よ
っ
て
、
㈠
、.
G
3
V
G
X
G 

㈡

、

P

A

P

V

G
 

s
、

G
f
>
G
、
v

G

㈣
、G

S
<
G
*
<
G

の
現
実
性
を
も
つ
四
つ
の
ヶ
ー
ス
が
一
応
考
え
ら
れ 

S
S
A
Q
^
V

と
い
う
こ
と
は
起
り
え
な
い
が)

各
ケ
！
ス
に
お
い
て
、
い
か
な 

る
パ
ラ
メ
ー
タ
丨
§

を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
均
衡
成
長
が
達
成
さ
れ
る
か 

を
考
察
す
る
。
こ
の
際
重
要
众
の
は
、
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
相
互
間
の
依
存
性
お
よ 

び
'収
支
均
衡
に
お
け
る
資
本
移
動
の
役
割
で
あ
り
、
ま
た
国
内
均
衡
の
達
成
を 

優
先
す
ベ
き
か
、
国
際
均
衡
を
優
先
す
べ
き
か
に
よ
っ
て
、
大
い
に
相
違
し
て 

く
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
、
ヶ
J
'
.
ス
肖
の
場
合
、

G
の
上
昇
策 

で
あ
る
消
費
の
拡
大
>-
能
力
化
し
な
い
分
野
で
.の
投
資
の
増
大
策
は
、
G *
の
上 

昇
を
は
ば
.み
、
構
造
的
失
業
を
解
決
不
可
能
に
す
る
と
い
っ
た
矛
盾
が
存
在
し 

て
い
：る
。

.

.

.
;
\

:

A
五

^
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.
'土
屋
氏
.は
ハ
こ
の
均
衡
成
長
の
条
件
と
そ
の
た
.め
の
パ
ラ
/

I

タ
ー
政
策
の
，
 

、
個

々

：
の

换

討

を

行

な

い

、

さ

ら

，に

こ

の

大

良

な

粋

内

で

の

個

々

の

生

産

構

造

と

： 

需
要
牆
造
：と
の
バ
ラ
ツ
ス
の
問
題
を
、
.消
費
財
産
業

'
.生
産
財
産
業
•
輸
出
産 

業
に
三
分
し
て
、
.資
本
蓄
潰
過
程
の
投
資
配
分
の
問
題
と
し
て
簡
単
.に
ふ
れ 

て
、
資
本
蓄
積
1の
所
得
メ
カ

—ズ
.：<
に
対
す
る
分
析
を
終
っ
て
い
.る
。

.次
に
、
全
く
新
し
く
つ
.け
加
え
ら
れ
た
鐘i

に
お
け
る
避
済
成
長
の
価
格
メ 

力
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
罾
ホ
罾
潰
を
左
右
す
る
矹
㈣
罾
が
、
今
迄
の
商
品
価 

格
水
準
に
お
け
る
変
化
.で
は
な
く
、
生
産
費
の
変
化
.
分
配
関
係
の
変
化
に
よ 

っ
て
も
影
®
さ
れ
、
資
本
蓄
積
量
が
決
定
さ
れ
る
メ
力
ニ
ズ
ム
を
説
明
し
て
い 

る
。
こ
の
分
配
論
の
立
場
か
ら
、
リ
カー

ド
の
利
满
率
低
下
の
.法
則
を
中
心
に 

考
察
す
る
と
、
資
本
蓄
積
の
源
泉
お
よ
び
誘
因
■は
、
資
本
の
利
潤
率
で
あ
る
0 

そ
の
利
淵
率
の
決
定
因
の
主
要
な
も
の
、が
賃
金
永
準
で
.あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の 

励
き
が
、
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
.賃
金
水
準
は
㈠
労
働
に
対
す
る
需
要
と 

供
給
、3

消
費
財
価
格
丨
生
計
費
水
準
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
が
、
#
に
㈣

■ 

率
に
大
キ
Cな
影
響
を
も
つ
の
は
後
者
で
，あ
り
、

生
活
必
需
品
の
ぅ
ち
農
産
物 

(

と
く
に
食
糧
品)

の
価
格
水
準
は
、

人
口
と
食
糧
と
の
マ
ル
サ
ス
的
な
関
係
：
 

に
よ
っ
て
滕
貴
が
さ
け
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
、
：' 
利
潤
率
は
低
下
せ
ざ
る
を
え 

な
く
な
る
。
こ
の
低
下
の
傾
向
を
阻
止
す
る
も
の
と
し
て
、
外
国
貿
易
と
課
税

_ 

が
存
す
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
外
国
貿
易
に
よ
る
低
廉
な
食
糧
の
翰
入 

で
あ
り
、
.こ
れ
は
交
易
条
件
の
有
利
化
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
経
済 

成
長=

資
本
蓄
積
に
お
け
る
賀
易
の
1

的
役
割
が
認
め
ら
れ
る
。

他
方
、
要
素
価
格
の
問
題
は
、
資
本
蓄
積
の
方
向
.
産
議
造
の
転
換
と
関

八

六

(

六
0 
ニ)

連
を
も
つ
。

へ
ク
：、

V

ャ
ー
オ
ー
リ
ン
定
理
に
も
と
づ
き
、
.人
ロ
増
加
率
ル
と
資 

本
蓄
積
率
ち
么
の
大
小
に
よ
マ
て
、
.要
素

M

の
変
化
が
生
じ
、
他
国
と
の
相 

対
的
な
成
長
率
の
比
較
に
よ
っ

.て
は
、.：優
位
産
業
の
変
化
が
生
ず
る
可
能
性
が 

21̂

出
さ
れ
る

0 

•

最
後
に
、
土
屋
氏
が
指
摘
す
る
の
'は
、
資
本
の
量
的
拡
大
と
並
ぶ
経
済
成
長 

の
内
容
た
る
資
本
の
効
率
の
上
昇
で
あ
る
。

一
般
に
生
産
性
が
増
加
し
た
場
含 

分
配
関
係
か
ら
み
て
ゝ
㈠
利
簡
部
分
が
増
大
ナ
る
か
ゝ
㈡
賃
金
の
上
昇
と
な
る 

か
、1

：

価
格
の
.低
下
と
な
る
か
の
：い
ず
れ
か
で
：あ
り
、
'し
た
が
っ
て
㈠

㈡

㈢を 

通
じ
て
所
得
効
果
と
；

E

の
場
合
に
は
価
格
効
果
が
生
ず
る
。
生
産
性
の
上
昇
が 

1

国
全
体
で
な
く
て
、
輸
出
偏
向
成
長
，
輸
入
偏
向
成
長
が
行
な
わ
れ
る
場
合
. 

.に
は
そ
の
効
果
が
く
わ
し
く
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
ッ
ク
ス
以
来
1|
1
耍 

な
問
題
と
し
-て
_論
議
さ
れ
、
.ジ
ョ
ン
ソ
シ
*
マ
ク
ド

ウ

ガ
ル
に
よ

っ

て

つ
の 

定
式
化
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
方
面
で
の
ま
展
を
十
分
に
利
用
し 

て
、
こ
れ
に
よ
り
統
一
的
に
経
済
成
長
と
国
際
収
支
の
問
題
を
と
り
扱
っ
た
方 

が
、
有
用
だ
と
思
ぅ
°
こ
の
点
に
は
：>
で
く
わ
し
く
ふ
れ
る
？

.

W

第
三
編
で
は
、
.今
迄

：
の

理

論

的

分

析

.に
も
と
づ
き
、
ま
ず
現
実
の
国
際
収
十
乂 

の
.不

均

衡

を

分

析

し

て

い
る
'0
.
'す
な
わ
ち
、
不
均
衡
を
与
件
の
変
動(

一
回
か 

ぎ
り
の
変
動•

間
歇
的
な
変
動=

景
気
変
動
.
速
続
的
与
件
の
変
韻)

と
そ
れ 

に
対
し
て
国
際
収
支
均
衡
化
の
メ
カ
二
ズ
ム
尖
別
し
て
、
所
得
調
整
メ

力
二 

ズ
ム
と
価
格
調
整
の
メ
カ

-ー
ズ
ム
に
わ
か
れ
、
後
者
は
、
賃
金
や
為
替
相
場
の

変
觅
に
.

よ
る
総
体
的
価
格
メ
力
'-
.

ー
ズ
ム
と
資
.源
の
国
内
移
転
に
関
す
る
個
別
的 

価
格
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
.が
あ
る)

が
強
力
に
働
く
か
否
か
に
よ
っ
て
、
次
の
西
つ
の 

大
き
な
ヵ
テ
ゴ
リ
ィ
に
分
類
し
て
い
る
。
と
こ
で
は
、
第
三
編
.と
第
四
編
と
を 

合
わ
せ
て
、
不
均
衡
の
種
類
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
不
均
衡
に
対
す
る
調
整
策 

を
の
べ
、
統
一
的
に
理
解
し
た
い
。
こ
の
意
味
は
、
国
際
収
支
対
策
が
、
ど
の 

不
均
衡
に
対
し
て
も
有
効
な
政
策
と
し
て
適
格
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
不 

均
衡
の
原
因
：
.性
格
に
よ
っ
て
適
切
な
政
策
が
選
択
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
？
し
た
が
っ
て
、
各
調
整
策
の
性
格
と
効
果
を
十
分
.知
っ
た
う 

え
で
、各
ヶ
ー
ス
に
お
け
る

'e
+
o
a

sett

B-g

を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
？ 

㈠

循
環
的
不
均
衡

'こ
れ
は
、
.与
件
の
変
動
が
景
気
循
環
に
.も
と
づ
く
場 

合
で
、価
格
と
所
得
の
両
者
の
変
.

動
を
と
.も
な
.う
が

、
所

得

が

主

た

る

役

割

を

.
に 

な

う

。

景

氖

の

伝

播

が

世

界

的

に

タ

ィ

ム

-
ラ
ッ
グ
を
も
つ
か
-
輸
入
の
所
得 

弹
カ
性
が
異
な
る
か
、
国
民
所
得
の
.変
化
率
に
差
が
あ
る
か
.の
、

三

つ

の

^

目 

の
そ
.れ
ぞ
れ
ま
た
は
各
組
合
せ
に
よ
づ
て
、
.国
際
収
支
の
赤
字
と
黒
字
を
交
互
. 

に
惹
き
お
こ
す
も
の
で
あ
る
。
景
気
循
環
が
対
称
的
な
場
合
に
は
、
そ
の
全
周 

期
を
み
れ
ば
、
そ
の
不
均
衡
は
相
殺
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
際
と
ら
る
ベ 

き
対
策
は
、
国
際
流
動
性
漏
を
活
用
し
：て
の
パ
ッ
フ
ァ
ー
政
策
、
多
角
的
決

' 

済
方
式
に
も
と
づ
く
短
期
的
信
用
の
供
与
、
資
金
プ
ー
ル
よ
り
の
引
出
し
等
が 

あ
り
、
さ
ら
に
根
木
的
に
.は
、
：
国

際

協

力

に

よ

り

'
.
各

国

の

金

融

財

政

政

策

が 

適

切

に

運

営

さ

れ

，
て
、

大

き

な

景

気

循

環

の

：発

生

を

予

防

し

、

.ま

た

は

小

規

模 

に
抑
±
'

る
：こ
と
に
よ
り
、
.

世
^
経

済

の

安

定

的

成

；長

を

成

し

遂

げ

る

に

あ

る

'
こ 

と
は
一
本
う
迄
も
な
い
。

書

評

㈡

価
格
不
均
衡
こ
れ
は
、
德
調
整
メ
カ
一
一
ズ
ム
の
機
能
と
与
件
の
変 

化
と
の
相
対
的
関
係
で
、
国
際
価
格
と
生
産
能
率
の
変
化
に
対
し
、
調
整
要
因 

た
る
要
素
価
格
.

(

と
く
に
：賃
金)

と
為
替
相
場
と
が
適
応
し
て
い
な
い
た
め
に
お 

こ
る
も
の
.で
、
:.
こ
の
際
不
均
衡
は
^
ず
し
も
双
^
に
は
現
わ
れ
な
い
で
、
失
業 

と
い
ぅ
形
で
潜
在
化
す
る
ど
と
が
あ
る
。
正
し
い
調
整
策
は
、
要
素
価
格
と
為 

替
相
場
と
の
変
更
で
あ
る
が
、
，前
者
の
場
合
労
働
者
の
抵
抗
を
ぅ
け
て
実
施
が 

で
あ
り
、
ま
た
ー
般
に
、
価
格
切
下
げ
の
効
果
が
有
効
で
あ
る
か
ど
ぅ
か 

の
市
場
の
安
矩
性
に
関
す
る
検
討
が
必
要
と
な
る
。
国
内
に
失
業
が
存
す
る
場 

合
に
は
、
国
内
投
資
支
出
増
大
策
に
ょ>

て
：ま
ず
こ
れ
を
解
決
し
、
そ
の
結
果 

座

じ

，た

収

支

不

均

衡

を

.，こ
れ
ら
.■■
€
>政
策
に
ょ
'つ
.て
是
_正
す
べ
き
で
あ
る
。

^

所

得

不

均

衡

：

こ

れ

は

、

#•
■

件

の

変

化

が

国

民

所

得

循

環

を

撩

乱

す

る 

た
：め
に
起
る
も
の
で
、

.こ
こ
で
は
、
経
済
成
長
に
由
来
す
る
不
均
衡
を
と
り
あ
. 

げ
る
。
そ
れ
は
、
上
述
.の
有
効
需
要
成
長
率
0
と
生
産
能
カ
成
長
率
ら
と
の
乖 

離
か
ら
生
じ
、
.前
者
の
方
が
犬
の
場
合
は
価
格
水
準
は
上
昇
し
、
小
の
場
合
に 

は
下
落
し
、
他
の
条
件
に
変
化
の
な
い
か
ぎ
り
、
取
支
は
そ
れ
ぞ
れ
赤
字
、
黒 

字
に
な
る
。
不
均
衡
対
策
と
じ
て
は
、

G-
と
ら
を
決
定
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
I

の 

操
作
が
あ

-!
>
、
さ
ら
に
.、
'国
際
的
な
所
得
較
差
を
せ
ば
め
、
11
J:
界
経
済
の
調
和 

的
発
展
を
図
る
た
め
に
は
、
国
際
的
方
法
た
る
国
際
資
本
移
動
や
国
際
的
所
得 

移

転

が

必

要

と

；
さ

れ

る

で

あ

ろ

ぅ

。
：

.
㈣
構

造

的

不

均

衡

と

れ

は

、

国

際

分

！
^

造

の

変

化

に

対

し

て

一

国

の 

産
—

造

：
の

転

換

が±汾
に
行
な
わ
れ
な
い
場
合
に
生
ず
る
不
均
衡
で
、
と
く 

に
個
別
的
な
麗
や
生
産
費
の
変
化
に
、
産
業
間
の
生
産
の
転
換
> 
資
源
の
移

.

'

■

八
七
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0
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.動
が
十
分
に
，ま
た
す
み
や
か
に
行
な
わ
れ
ぬ
場
合
で
あ
る
。
.
こ：

の
構
造
変
動
に 

は
、
生
産
側
の
そ
れ
と
し
て
、
.代
替
財
産
業
の
勃
興
、
後
進
国
の
工
業
化
な
ど 

へ
の
よ
$
な

有

力

な

競

争

国

の

出

現

、
度

対

：に

競

争

国

の

没

落

、

1
般

的

に

は

生 

;

産
性
の
偏
向
成
長
.の&.

在
等
が
あ
る
。
' 毛
た
需
要
側
と
し
て
は
、
消
費
^
態
の 

変
動
、
社
会
主
義
圏
拡
天
に
：よ
る
市
場
縮
小
等
が
あ
る
0
対
策
のEI

的
は
、
こ 

れ
ら
：.
.
の
^.
化
に
.対
し

■て
.ー.
_の
.産
^

造̂
_を
.
.
ス
ム
■丨
ズ
■に
転
換
さ
せ
.
■る
.こ
一
と
に
' 

あ
り
、V

保
護
貿
易
に
よ
る
直
接
統
制
が
必
要
と
さ
れ
る
0
な
お
産
業
の
転
換
は 

非
常
に
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
，構
造
変
動
を
み
き
わ
め
て
ど
.の
産
^ :
に

資

源

を
 

.
転

換

させ
る
か
を
き

め

る

の

は

®

で

な
く

、
：
.
，調

整

期

間

も

非

常

に

喪

期

を

要

.ず
る

。
. 

V 

•

• 

. 

. 

. 

• 

.

•
 

-
 

-
 

-
 

*

以
上
収
支
の
不
均
衡
の
分
類
お
よ
ぴ
そ
の
不
均
衡
対
策
を
検
尉
じ
て
き
た 

が
、
.こ
こ
で
は
主
と
し
て
一
国
的
な
立
場
に
立
っ
て
分
析
が
行
な
わ
れ
、
世
界 

的
な
視
野
で
の
そ
れ
が
不
足
し
て
い
る
。
戦
後
、

㈠
国
際
的
決
済
の
ス
ム
ー
ズ 

な
運
営
、
㈡
貿
易
の
自
甶
化
、
闫
生
産
要
素
の
自
由
移
動
の
.三
つ
の
主
要
目
的 

に
沿
っ
て
国
際
経
済
協
力
が
■考
え
ら
れ
t
き
て
い
る
。
.今
後
：に
お
い
て
I
M
F 

の
改
組
と
、
备
国
が1

国
の
禅
内
に
と
じ
こ
も
ら
ず
、
数
力
国
が
協
力
し
て
一 

つ
の
大
市
場
を
作
り
上
げ
、
規
模
の
経
済
を
享
受
し
、
合
意
的
分
業
を
な
し
と 

げ
、
商
品
さ
ら
に
は
生
産
要
素
の
移
動
を
自
®
化
し
て
真
の
意
味
で
の
極
大
均 

衡
成
長
をEH

指
す
経
済
統
合
化
の
'働
き
が
洼
目
さ
れ
る
。
こ
の
新
し
.い
^
_
に 

よ
っ
て
経
済
成
長
と
国
際
収
支
の
問
題
も
み
な
お
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
ぅ
0

最
後
に
、
土
屋
氏
は
、
今
迄
の
分
析
の
具
体
的
な
適
用
と
し
て
、
日
本
経
済

. 

に
つ
き
実
証
的
研
究
を
こ

こ
ろ
み
、
戦
後
に
お
け
る
国
！
^

支
の
動
向
を
分
析

•

/V
八

(

六
〇
四)

し
、
収
支
変
動
の
基
本
的
要
因
を
明
.ら
か
，に

し

て

い

る

-0
日
本
の
経
済
成
長 

は
卞
国
際
収
支
の
状
態
す
な
わ
ぢ
外
貨
保
有
量
に
つ
ね
に
従
属
し
て
い
た
。
国 

際
収
支
の
動
向
に
お
：い
て
は
、
二
五
年
以
降
の
.外
貨
増
加
、
ニ
八
年
の
減
少
、 

ニ
•九
'
‘三
0
年
の
増
加
、
三
ニ
弟
の
大
幅
減
少
、
三
三
ニ11 .

四

年

の

再

び

増

加 

ぐ
と
い
ぅ
サ
ィ
ク
ル
と
：
国
際
取
引
の
量
的
拡
大
と
収
支
差
額
の
改
善
と
い
ぅ
ト 

レ
ン
ド
と
が
区
別
さ
れ
る
。

:
サ
ィ
ク
ル
は
、
世
思
的
な
景
気
循
環
に
上
る
も
の
で
、
，そ
の
要
因
は
、
わ
が 

国
の
輸
入
と
経
済
の
不
安

^
に
よ
る
も
の
：と
い
え
る
。
ト
レ
ン
ド
に
関
し
て
は 

:

そ
の
決
定
要
因
と
し
て
、
.㈠生
産
性
の
変
化
に
も
と
づ
く
一 
般
的
®

関
係
の 

変
化
、
.よ
り
端
的
に
.い
え
.ば
そ
：の
.国
の
一
般
的
国
際
競
#
カ
，の
^
(»
1
'、

成
長
率
の
差
異
な
：い
し
は
経

^

®

*過
程
に
も
と
づ
く

®
A
⑽
不
ち
胄
、

i

 

造
的
不
均
衡
、
と
く
に
偏
向
成
長
の
存
在
、
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
戦
後
の 

期
間
が
ト
レ
ン
ド
を
解
析
す
る
に
十
分
で
あ
る
か
ど
ぅ
か
に
は
間
題
が
あ
る 

が
、
日
本
に
お
い
て
は
㈠
の
要
因
が
決
定
的
に
童
要
な
役
割
を
演
じ
た
と
考
え 

ら
れ
、
国
際
競
争
力
の
強
化
は
、
賃
金
の
上
昇
を
上
廻
る
生
産
性
の
上
昇
に
よ 

っ
.て
説
明
さ
れ
る
。
，
.' 
そ
め
原
因
を
究
明
す
る
こ
.
.とが
大
き
な
問
題
と
な
る
し
、
 

ま
た
日
本
の
経
済
成
長
に
お
け
る
構
造
変
動
.
偏
向
成
長
と
そ
の
収
支
に
与
え 

る
影
響
：の
問
題
も
、
さ
ら
に
長
期
に
わ
た
る
分
析
：に
よ
っ
て
解
答
さ
れ
ね
ば
な 

ら
な
い

。

そ
の
意
味
で
戦
前
戦
後
の
国
際

^支
！！

造
の

^
較
も
重
要
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
つ
い
て
.は
、
1

で
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
今
後
の
1/
;
向

を

占

ぅ

上

で 

参
考
と
な
る
。 

.

V

上
述
の
如
く
、
本
書
は
経
済
成
長
と
国
際
収
支
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
点
を
包 

括
的
に
と
り
扱
っ
た
労
作
で
あ
り
、
経
済
成
長
.の
®

か
ら
国
際
収
支
問
題
の 

統
一
的
な
®

®を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
問
題
の
中
心
点
は
本
書
に
お
い
て
果
し 

て
著
者
の
意
図
が
充
分
に
貿
ぬ
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

一
読
し
た
感
想
を
の
べ
れ
ば
、

の
特
色
は
む
し
ろ
国
際
収
支
と
経
済
成
長 

に

関

す

る

種

.々
な

る

11
^

.問
題
を
紹
介
し
た
と
い
う
点
に
あ
り
、
い
ま
だ
統 

一
ル
さ
れ
、
体
系
化
.さ
れ
た
構
成
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ 

の
原
因
は
、
第
二
編
で
組
み
立
て
ら
れ
た
理
論
的
モ
デ
ル
が
、
第
三
編
、-
第
四 

編
に
お
い
て
必
ず
し
も
i

に
利
用
さ
れ
て
.い
な
い
点
に
存
す
る
と
思
わ
れ 

る
。
そ
の
こ
と
は
土
屋
氏
が
責
め
ら
る
べ
き
と
い
'う
よ
り
も
、
当
然
現
夜
の
理 

論
的
発
展
が
、
統
一
的
に
経
済
成
長
と
国
際
収
ま
の
問
題
を
解
明
し
う
る
段
階 

に
ま
で
到
達
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
反
映
と
い
え
よ
う
。
今
後
土
屋
.氏 

が
、
こ
の
書
を
出
発
点
と
さ
れ
て
、
さ
ら
に
研
究
を
進
め
ら
れ
、

一
つ
の
独
創 

的
な
理
論
を
打
ち
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
^
っ̂
て
や
ま
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
個
々
の
細
か
い
問
題
点
は
は
ぶ
い
て
、
第
二
編
の
‘理
論
分
析 

と
く
に
第
六
章
に
お
け
る
経
済
成
長
と
国
際
収
支
に
集
中
し
て
、
筆
者
個
人
の 

考
え
を
の
べ
さ
せ
て
も
ら
え
ば
、両
者
の
統
一
的
把
握
の
た
め
に
は
、
i

の
よ 

う
に
資
本
蓄
積
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
注
目
し
、
.そ
の
所
得
メ
カ
一
一
ズ
ム
と
価
格
メ 

力
ニ

ズ
ム
よ
り
均
衡
成
長
の
た
.め
の
条

.^
を
考
察
す
る

にと..；

ど

ま

るだ
け
で
な 

く
、
さ

.ら

に進
ん
で
の
理
論
展
開
が
必
要
と
考
え
る
。
世
界
経
済
を
構
成
す
る 

書

評

国
々
の
均
衡
成
長
の
た
め
の
条
件
は
、
相
互
に
依
存
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て 

国
際
的
な

ga>
c+
c+
-5*
g
の
な
か
で

E
常
一
国
と
爾
余
の
諸
国
の
ニ
@
モ
デ
ル) 

分
析
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
•こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
国
際
取
支
の 

ト
レ
ン
ド
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
、

ハ
ロ
ッ
ド
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
三
つ 

の
支
厫
的
原
理
、
す

な

わ

ち

、
’：！
、
各
国
の
成
長
率
の
差
異
"
所
得
効
果
、
 

㈡
、
比
較
生
産
費
の
構
造
的
変
化
"一

国
内
に
お
け
る
偏
向
成
長
、

㈢
、
利
潤 

以
外
の
要
素
価
格
の
報
酬
率
の
成
長
と
生
産
姓
矹
員
申
と
の
間
の
関
係
H
価
格 

効
果
、
を
線
合
的
に
取
扱
い
、：

経
済
成
長
が
国
際
収
支
に
ど
の
よ
う
な
影
罾
を 

与
え
、
ま
た
輸
出
入
の
動
向
に
よ
っ
て
ど
う
影
響
さ
れ
、
収
支
均
衡
の
た
め
の 

調
整
因
と
し
て
何
が
働
き
、
所
得
お
よ
び
価
格
の
需
要
.の
弾
力
性
と
供
給
の
弾
. 

力
性
に
疮
じ
て
を
^

#

#は
ど
う
が
わ
り
、
$

の
実
質
所
得
の
成
長
率
は
ど 

う

な

っ

て

い

く

か

を

_
.
ー

 
的
に
明
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
理
論
的
モ
デ 

ル
を
設
定
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
.ジ
ョ
ン
ソ
ン

•

マ
ク
ド 

_ゥ
ガ
ル
等
に
よ
る
定
式
化
は
一
つ
の
，方
向
を
示
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
さ
ら
に 

こ
れ
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
用
な
結
論
が
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い 

だ
ろ
う
か
で
こ
の
際
土
屋
氏
が
展
_
さ

れ

た

罾

罾

の|§
©
や
成
長
を
促
す
1
33
. 

的
な
諸
要
因
を
い
か
に
と
り
入
れ
る
か
が
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
れ
ば
、
第
二
編
の
分
析
が
す
べ
て
結
合
さ
れ
て
立
体
的
に
と
ら
え
ら 

.れ
、

~:
1編
四
■
の
現
状
分
析
と
政
策
に
も
有
効
に
利
用
さ
れ
て
、
収
十
乂
不
均
衡 

の
種
類
と
理
論
的
'

モ
.：

デ

ル

が

しっ
く
り
と

結

*ひ

つ

が

な

い
と
い
っ

た
欠
略
は
除 

去
さ
れ
よ
う
。
上
述
の
^
尚
へ
の
：展
開
は
、
戦
後
の
世
界
経
済
の
最
大
の
不
均 

衡
ド
ル
不
足
の
理
論
的
解
明
の
成
果
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
経
済
成
長

:

八

九

(

六
0
五)



と
国
際
収
支
の
問
題
が
よ
り
明
確
に
と
ら
え
ら
れ
、
実
証
化
の
こ
こ
ろ
：み
も
な 

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

理

論

的

発

展

は

☆

.
お

統
.一：

的
な
把
握
を
行
な
わ
し
め
る 

に
は
不
十
分
で
あ
る
£
と
は
劳
ぅ
迄
も
な
い
。

.

し
た
が
つ

T
経
済
成
長
と
い

ぅ
点
に

_

が
.中
心
を
お
く
た
め
に
は
、
さ

ら
 

にj

層
の
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
，ま
た
本
書
全
体
に
関
し
て
、
も
y
/h
-ノ
し
整
裡 

し
、
U系
統
立
て
る
こ
.
.

AJ
に
；よ
つ
.て
、

.4
>
.つ
^
す
つ
き
.り
し
た
も
の
，に
な
る
と
®-
, 

ゎ
れ
る
。

.
：

'

.

:■

だ
が
、
こ
の
ょ
ぅ
な
問
題
点
が
ぁ
る
.に

.1

.

.て
も

、

経

済

成

長

，
の

^

^

か

ら

国

九
0 

C

六
0
六〕

際

収

支

問

題

の

把

握

に

つ

と

め

た

点

で

は

画

期

的

で

あ

り

、

と

く

に

第

.一

編
の 

国
際
収
宏
表
の
す
ぐ
れ
た
分
析
と
第
二
褊
に
私
け
る
資
本
蓄
積
の
所
得
•
価
格 

メ
ヵ
土
ズ
ムQ

|
g

摘
お
よ
び
第
三
編
の
国
際
収
支
の
不
均
衡
の
分
類
、
わ
が
国 

の

国

際

収

支

の

動

向

分

析

に

は

へ

新

し

く

示

唆

さ

れ

る

点

が

多

.々
あ
る
。
ま
た 

国
際
金
融
面
か
ら
の
分
析
が
不
足
し
て
い
る
よ
ぅ
に
思
わ
れ
る
が
、
土
屋
氏 

は
、
こ
れ
に
関
す
る
新
し
い
著
作
を
計
画
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
大
い
に 

期
待
が
.よ
せ
ら
れ
る
。
，
.

(

著
者
は
：中
央
大
学
経
済
学
部
助
教
授
.
.中
央
経
済
社
• 

昭
和
三
十
六
年
四
月
十
五
日
利

• 
A
5 • 
S
七
六
頁

•
セ
八
0
@

新

刊

紹

介

F
.,
エ
ヴ
ラ
：
.ル

『

大
規
模
な

《

フ
ァ
ル
ム

》

に
 

.

つ
い
て

』

'■
.

‘

:

十
七
世
紀
に
は
い
れ
ば
領
主
は
こ
.れ
ま
で
と
違
い 

も
は
や
在
地
し
.

な
い
。
彼
は
村
の
生
活
を

捨
て
、：

文 

人
な
V

し
武
人
.と
し
て
H-
-呂
.，廷
fc

出
仕
す
る
よ
う
に
な 

っ
た
。

そ
の
過
程
で
領
主
は
土
地
を
買
戻
し
、『

フ
. 

ァ
ル
ム』

と
し
た
0

.

そ
し
て
こ
の『

フ
ァ
ル
ム』

を 

彼
の
生
活
の
今
後
を
支
え
る
重
要
な
基
礎
た
ら
し
め 

よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
領
主
は
そ
れ
を
直
轄
財 

産
と
み
な
し
、
経
営
を『

ラ
ブ
：ル
ー
ル』

に
委
嘱
し 

た
。『

ラ
ブ
ル
ー
ル』

は
そ
の
こ
と
に
よ
り 
'『

フ
エ 

ル
ミ
エ』

と
呼
.ば
れ
た
。
.『

フ
T

ル
ム』

は
t

A

it
i

 

紀
に
は
い
っ
て
そ
の
規
模
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
こ 

の
論
文
で
は
そ
う
し
た『

フ
ァ
ル
へ
ム』

の
具
体
像
が 

パ
リ

周
辺
に
.
•つ
い
て
示
さ
_れ
る
'0

一
っ
の

『

フ
ァ
ル
ム

』

は

1
七
〇
五
年
に
そ
の
規 

模H

ハ
六
ァ
ル

•ハ
ン
で
あ
マ
た
。
し
か
し
一
七
六
九 

年
に
は
四
セ

7/
.ァ
ル
パ
ン
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。

■
新

刊

紹

介

ま
た
他
の

『

フ
ァ
ル
ム

』

は
.一
七
ニ
七
年
に
.一
五
一
.： 

ァ
ル
パ
ン
.の
規
模
が
あ
？
た

;0
し
.か
し

一

七

.
七

八

年 

1に
は
ニ
〇
七
ァ
ル
パ
ン
の
規
模
に
ま
で
拡
大
し
て
い 

た
0
従
っ
て
.収
奪
は
か
な
り
厳
し
か
っ
た
と
い
え
よ 

ぅ
0
そ
し
て
十
八
世
紀
末
に
は
こ
れ
ら
：

『

フ
，ァ
ル
： 

ム』

の
平
均
規
模
は
一
八
〇

へ
ク
タ
ー
ル
か
らj

一
五 

:

〇

へ
ク
タ
I
.ル
に
達
し
た
。
し
か
し

『

フ
ァ
ル

■ム』

を
構
成
す
る
地
片
が
す
べ
て
一
力
所
に
.ま
と
ま
っ
て 

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
統
合
し
よ
ぅ
と
す
る
努
力
は 

認
め
ら
れ
る
。
し
、か
し
こ
の
段
階
で
完
全
な
成
功
を 

収
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
■

っ
た
0

,
地
片
は
散
在
の
ま 

ま
の
状
態
で
い
る
こ
と
、が
多
か
？
た
の
で
あ
る
。
甚 

だ
し
い
場
合
に
は
三
な
い
し
四
の
教
区
に
分
散
し
て
. 

.

い
た
。
こ
れ
は
も
っ
ば
ら
当
時
.

の

農

_

畠

営

の

仕

組
 

に
崎
せ
ら
る
べ
き
：こ
と
で
あ
っ
た
0

'

当
.時
パ
■リ
周
辺
で
は
.三
_
制
が
支
配
的
で
あ
る
。
 

輪
作
の
な
か
：に
休
耕
が
折
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ 

た
？
休
作
地
を
廃
止
し
-た
事
実
は
例
外
と
し
：て
し
か 

み
ら
れ
な
か
，っ
た
.
。
.
農
業
経
営
は
伝
統
的
な
枠
の
な 

か
に
閉
込
め
ら
れ
て
い
た
。

『

フ
エ
ル
ミ
エ

』

は
契 

約
の
な
か
で
耕
作
に
際
し
休
閑
を
折
込
む
よ
ぅ

1?
ボ 

さ
れ

.た
。
新
農
法
へ
の
移
行
は
依
然
と
し
て
危
険
.顧 

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

「

穀
物
は
多
い
。
し
か

バ
 

し

牧

草

：は

か

な

り
^
し

い

。

」

■農
学

考

の.そ
う

し

た.

批
判
が
：的
中
す
る
上
..う
な
農
業
.の
状
態
が
.ほ
と
ん
ど 

十
九
世
紀
ま
で
続
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

.い
0 

し
か
し
多
く
の
曲
折
を
経
て
一
八
四
〇
年
以
降
に
な 

れ
ば
休
作
地
で
.甜
菜
が
栽
培
さ
れ
て
い
る0

そ
.し
て 

:と
.
の

こ

ど

が!8
い
状
態
を
崩
壊
に
導
く
直
接
の
契
機 

.
と
な
っ
た
こ
と
は

、
，

著
者
の
指
摘
に
よ
る
ま
で

.も
な 

く
、も
は
や
自
明
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う0

新
農
屈
は
大 

規
瘼
な
展
開
を
示
す
。'.
端
的
に
い
っ
て
パ
リ
周
辺
で 

は
.

H

業
作
物
'の
栽
淹
が
殷
賑
を
極
め
た
。
著
者
は
引 

続
い
て
そ
の
経
営
を
追
う

。F
e
r
n
a
n
d

 E
V
H
a
r
d
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こ L
e
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gHandes 

fer 

日

es 
の
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『

現

代

米

ソ

経

济

論

』

こ
れ

は

ま

；
こ

と

に

.便

利

な

書

物

で

あ

る

。

本
書
は 

七
章
か
ら
成
る
。
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
米
ソ
の 

.経
済
競
争
、私
戦
後

^4

け
る
米

ソ
冷
戦
の
タ
I
ミ
ナ 

ル
と
し
て
の
重
：要
な
現
代
史
的
意
義
を
も

ち
、
今
後 

..，の
世
界
経
済
.の
展
開
の
起
点
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
，

.
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