
Title R・キャメロン編 工業化初期段階の銀行業
Sub Title Banking in the early stages of industrialization, ed. by R. Cameron
Author 飯田, 裕康

Publisher 慶應義塾経済学会
Publication year 1968

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.61, No.4 (1968. 4) ,p.494(112)- 500(118) 
JaLC DOI 10.14991/001.19680401-0112
Abstract
Notes 書評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19680401-

0112

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


と
し
て——

J

と
杉
原
四
郎
氏
の
.

「

一
八
六
六
年
一
月
丨
ー
八
六
七
年
九
月
I

『

資
本
論』

第
一
卷
初
版
形
成
史
の
—*
齣
—

^

の
ニ
.篇
が
あ
る
。
遺
憾
な
が

ら
こ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
紹
介
す
べ
き
余
自
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
前

者
は
、

ソ
ヴ
エ
丨
ト
の
マ
ル
ク
ス
•
レ

ー

ニ
ン
主
義
研
究
所
の「

経
済
学
批

判

体
系」

の
フ
ラ
ン
変
更
説
に
た
い
す
る
批
判
で
あ

り

、

後

者

は

、

『

資
本
論』

第

一

巻
が
完
成
さ
れ
る
葭
前
の
時
期
の
苦
悩
と
苦
關
、
資
本
蓄
積
論
に
み
ら
れ

る

理

論

的

整

備

に

や

い

，
て

の

ベ

て

い

る

。
.両
者
と
も
.

『

資
本
論』

形
成
史
研
究 

の
貴
蜇
な
成
果
で
あ
る
。
： 

、

第

三

部『

資
本
論』

第

5

の
反
響
は
、
大
塚
金
之
助
、
杉
山
忠
平
、
良
知

力

石

ガ

郁

男

、
都
築
忠
七
、
淨
田
内
院
の
.質
に
よ
る
ド
イ
ツ
* 

ロ
シ
ア
、

イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る『

資
本
論』

'の
影
響
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の

生
国
ト
イ
ツ
と
口
シ
ア
に
お
け
る
反
響
、
と
く
に
ド
イ
ツ
に
お
.け
る
敵
対
勢
力

に
よ
る『

資
本
論
.
,
.無
視
の
陰
謀
と
ロ
シ
ヤ
に
お
け
る
予
想
外
の
反
響
が
対
親 

.的
で
面
白
い
。
 

J

以
上
、
き
わ
め
て
多
彩
で
豊
富
な
内
容
を
も
つ
本
書
の
内
容
を
概
観
し
..た 

が
、
殻
後
に
一
言
。
全
体
を
通
じ
て
、
初
期
.マ
ル
ク
ス
、
と

り

わ
け

『
経
済 

学

•
哲
学
手
稿』

と
資
本
論
体
系
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
ぅ
と
す
る
努
力 

が
に
じ
み
出
て
お
り
、
現
在
の
研
究
動
向
と
水
準
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ

る
 

力

『

批
判
要
綱』

.と

.

『

資
本
論』

と
の
関
連
に
つ
い
て
の
問
題
は
必
ず
し
も 

先
分
に
追
求
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
思
ぅ
。
き
わ
め
て
不
充
分
な
紹
介 

で
と
く
に
最
後
の
方
は
、
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ず
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
執
筆
专 

の
諸
先
生
の
論
文
に
つ
い
て
、
解
説
.や
思
い
ち
が
い
を
し
て
い
な
い
か
を
5
 

る
。
御
叱
正
を
賜
わ
れ
ば
幸
で
あ
る
。
.

1
1

ニ 

(

四
九
四)

(

岩
波
書
店
'.1

九
六
七
年
二
一 

月
刊
• 
A
5 

'
四
一
K

頁

.
一
、
〇
〇
〇
円)

R

•
キ
ヤ
メ
ロ
ン
編

『

工
業
化
初
期
段
階
の
銀
行
業』

w
.
o§
§n
c
e
d
.

)

，Ba
n
k
i
n
g

 in 

the E
a
r
l
y

 Stages

of 

Industrialization. 

A

 

S
t
u
d
y

 

in 

C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e

E
c
o
n
o
m
i
c

 

H
i
s
t
o
r
y
,
o
x
f
o
r
d

 

U.P. 

1
9
67

.

飯

田

裕

康

戦
後
世
界
爵
と
り
わ
け
、
資
本
唐
世
界
奮
に
と
つ
て
の
重
要
な
課
題 

の

1
0
は
、.
先
進
地
域
と
、

後
進
地
域
と
の
経
済
発
展
の
関
連
と
い
う
こ
と 

で
あ
ろ
う
レ
わ
ゆ
る
後
進
性(

b
a
c
k
w
a
r
d
n
e
s
s
)

と
い
う
考
え
.行
太
、
^
進
国 

に
対
す
る
後
進
国(

低
開
発
国)

，
と
い
う
ょ
り
も
、
今
日
、
先
進
国
と
、
わ
れ 

る
資
本
產
国
自
体
が
、
す
で
に
経
験
し
た
段
階
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い

る

。

こ
こ
か
ら
経
済
発
展
と
か
経
済
成
長
と
か
が
問
題
と
さ
れ
る
.こ
と
に
な
る
。
.
ま 

f

こ
う
し
た
発
展
後
進
性
か
ら
の
脱
却
が
、
ま
つ
た
く
経
済
社
会
の
諸
要 

因
の
量
的
増
大
の
み
か
ら
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
た
と
え

段
階
論
に
み
ら
れ
る「
離
陸」

t
a
k
e

島
と
い
う
ょ
う
な
歴
史
的
発
展
の
契
機 

が
拔
1 ,
さ

れ

る

こ

こ

に

い

わ

ゆ

る

近
代
化m

o
d
e
r
n
i
z
a
t
i
o
n

乃
至
工
業
L

m
d
l
i
a
l
l
i
o
n

が
経
済
学
的
な
、
単
に
歴
史
的
関
心
を
.超
え
た
問
題
と
し 

て
論
じ
ら
れ
る
根
拠
も
あ
る
*
本
書
を
支
え
る「

羣

」
——

そ
れ
自
体
は
、

本
^
中

で

^
体
が
な
諸
局
ぼ
と
と
も
に
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
_

_

は
、
こ
う
し
た
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
掲
げ
る
工
業
化
初
期
段
階t

h
e
e
a
f

 t
a
g
e of industrialization 

と
.
う̂
考
え
方
は
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る

 

力
、
し
た
が
つ
て
ま
た
、
本
書
に
は
、，
全
体
と
し
て
、
段
階
論
的
意
義
が
支
配 

的
で
あ
る
が
*
こ
の
こ
と
は
、
今
日
の
経
済
学
界
の
、
と
り
わ
け
経
済
史
学
を 

支
配
す
る
問
題
状
況
と
き
わ
.め
て
深
い
関
連
に
あ
る
。
.結
論

を

先

取

り

す

る

な
 

ら

本

書

は

金

融

と

い
う
局
面
か
ら
接
近
し
た
と
.い
う
点
を
の
ぞ
い
て
、
こ
 

の
よ
う
な
問
題
状
況
に
そ
れ
ほ
ど
の
貢
献
を
な
し
え
て
い
る
と
は
.思
わ

1
な 

い
。
し
か
し
金
融
制
度
が
善
f

に
与
え
た
作
用
を
塞
資
本
產
国
の
比 

較
を
軸
に
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、

一
読
に
値
い
す
る
も
の
で
あ

ろ

う

と

君
わ 

れ
る

.

本
書
は
，
英
米
の
四
人
の
研
究
者
に
よ

る

共
同
労
作
.で
あ
り
、
本

書

の

編

纂
 

者
R 
•
キ
ヤ 

メ
ロ
ン
は
、

i
 the 

e
c

u

 

d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

 

of 

I
p

e
,

產
で
知
ら
れ
る
ョ
丨
ロ
ッ
バ
近
代
経
済
史
の
.大
家
で
あ
る
。

キ
ヤ
メ
ロ
ン
の
手
法
は
伝
統
的
な
社
会
経
済
史
と
い
う
よ
り
は
、
企
業
者
史
的

る
。
こ
う
し
た
キ
ヤ
メ
ロ
ン
.の
方
法
は
'
他
の
三
人
に
も
共
通
し
て
い

る

。

ま 

た
キ
ヤ
メ
ロ
ン
が
本
書
の
大
半(

ィ
ギ
リ
ス
一
七
§

丨
一
八
0
吗

ス
コ
ッ
卜 

,

,

書

.

評

ラ
ン
ド
一
七
五
〇
丨
一
八
四
五
*
フ
ラ
ン
ス
一
八
〇
〇—

一
八
七
〇
、
ベ
ル
ギ
I
一
 

八 

〇
〇
丄
八
七
五)

を
執
筆
し
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、

一
八
一
五
年
か
ら
一
八 

七
〇
年
ま
で
の
ド
イ
ツ
を
尺
.
テ
ィ
リ
ー
が
、

一
八
六
〇
年
か
ら
一
九
一
四
年 

ま
で
のa

シ
ア
を
オ
ル
ガ
•
ク
リ
ッ
プ
ス
が
、
一
八
六
八
年
か
ら
一
九
一
四
年 

ま
で
の
日
本
を
ヒ
ユ
I 

•
パ
ト
リ
ッ
ク
が
ヘ
そ
れ
ぞ
れ
執
筆
し
て
い
る
。
 

.本
書
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
問
題
に
は
、
大
き
く
わ
け
て
ニ
つ
あ
る
。

一
つ 

は
、
工
業
化
初
期
段
階
と
い
ぅ
限
定
さ
れ
た
時
期
の
金
議
造
の
存
在
屋
で 

あ
り
、一、

一
つ
に
は
そ
ぅ
し
た
時
期
を
も
含
め
た
、
経
済
成
長
と
金
融
機
関
と 

い
ぅ
よ
り一

般
的
な
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
別
個
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ 

と
の
で
き
.な
い
、
た
て
と
よ
こ
の
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ 

て
、
本
書
は
、
総
じ
て
I

的
な
視
角
か
ら
歴
史
に
ア
ブ
T

チ
す
る
と
い
ぅ 

方
法
が
支
配
的
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
本
書
の
序
文(

キ
ャ
メ
ロ
ン
と
パ
ト 

リ
ツ
ク
の
共
同
執
筆)

に
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
み
る 

こ
と
に
す
る
。

第
一
の
点
に
か
ん
し
て
、
本
書
を
通
読
し
て
み
る
と
、
そ
の
段
階
設
定
の
 ̂

拠
が
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
は
だ
さ
れ
て
い
な
い
と
い
ぅ
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ 

い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
、

口
シrs

や
日
本
と
を
比
較
し
て
み
る
と
直
ち
に
あ

き
 

ら
力
に
な
る
。

一

七
五
〇
年
か
ら
一
八
四
四
年
と
い
ぅ
時
期
は
、
イ

ギ

リ

ス

に
 

と
っ
て
は
周
知
の
通
り
産
業
革
命
期
を
主
要
な
時
期
と
し
た
、
産
業
資
本 

(

棉
織
物
工
業)

を
軸
と
し
た
西
生
産
構
造
の
確
立
し
た
時
期
で
あ
る
。

一
八
四 

四

年

は

こ
ぅ
し
た
経
過
を
、
金
融
的
側
面
か
ら
承
認
し
た
年
と
い

ぅ

こ

と

が
 

で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
言

シ
ア
の
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
本
源
的
震 

過
程
と
産
業
革
命
と
が
と
も
に
包
括
.さ
れ
る
よ
う
な
時
期
に
相
当
し
て
い

る

。

一
一
三

(

四
九
五)



工
業
化
初
期
段
階
と
い
う
一
般
的
規
定
に
包
括
さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
み 

ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。
先
ず
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
本
源
的
蓄
積
期
と
產
業
革 

命
期
と
で
は
、
：
そ
の
金
融
問
題
を
ま
っ
た
く
異
に
し
て
い
る
と
い
う
こ

と

で

あ 

る

，ま
た
こ
の
こ
と
を
つ
き
つ
め
て
ゆ
け
ば
、
金
融
組
織
に
お
け
る
近
代
化
と 

い
う
も
の
が
い
か
に
つ
か
ま
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が

っ
て
ゆ
く
。

.そ
こ
で
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
本
書
全
体
の
理
論
的
フ
レ
ー

ム
•
ア
ッ
フ
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
序
文
s-
JT
a

g
n-
.
o
nを
み
て
み
ょ 

5

0

三 

,

ま
ず
、

一
般
的
に
工
業
化
を
軸
と
し
た
経
済
成
長
と
金
融
諸
機
関
の
関

連

が
 

論
じ
ら
れ
る
。
金
融
制
度
が
、
工
業
化
の
要
求
に
.従
っ
て
、
自
然
発
生
的
に
成 

長
す
る
と
い
う
見
解
を
批
判
し
、
歴
史
上
、
金
融
諸
機
鬥
の
成
長
過
程
は
、
非 

常
に
複
雑
な
形
を
と
る
こ
と
、
.
大
別
し
て
、
そ
れ
に
は
、
第
一
に
経
済
発
展
の 

主
導
要
因
と
し
て「

成
長
を
さ
そ
い
こ
む」

g
r
o
w
t
h

 

i
n
d
u
c
i
n
g

役
割
を
果
し 

得
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
た
と
え
金
融
諸
機
関
が
、
有
効
需
要
に
た
い
し
て 

i

宠
の
作
用
を
も
ち
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
複
雑
な
対
応
を
示
し 

て
-
>
て

総

じ

て

、「

金
融
構
造
は
、
务
く
の
経
済
的
乃
至
非
経
済
的
要
因
に 

ょ
っ
て
形
成
さ
れ
、
ま
た
、
.
そ
の
構
造
は
、
制
度
の
機
能
の
性
格
や
効
果
に
影 

響
を
及
ぽ
すj 
f

 

^

と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
金
融
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
対
す 

る
需
要
を
ノ
ょ
り
広
範
な
要
因
に
帰
し
て
い
る
わ
け
で
ぁ
る
。

こ
こ
で
、
金
融
諸
関
係(

そ
れ
は
、
信
用
関
係
を
軸
と
し
た
も
の
だ
が)

i
、

1

一

四

(

四
九
六)

資
本
主
義
経
済
の
他
の
部
門
と
並
ぶ
、

一
部
門
を
な
し
て
.い
る
と
V

考
え
方 

に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
考
え
方
，か
ら
、

金
融
部
門
thnancial 

s
e
c
t
o
r

の
成
長
'を

量

的

に

把

握

し

よ

う

と

い

う

意

図

が

全

体

を

貫

く

こ

と

に

な
 

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
.具
体
的
に
.は
、

国

民

総

生

産

と

金

融

資

産

と

の

比

^

の 

増
大
化
傾
向
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
.。

さ

て

つ

V
で
一
般
的
枠
組
み
の
う
ち
で
重
要
な
論
点
と
し
て
指
摘
し
て
お 

か
な
け
れ
は
な
ら
な
い
の
は
、
ど
ん
な
経
済
社
会
に
あ
っ
て
も
、
最
適
な
金
融 

#
造 

a
n

 

o
ptimal 

Anancial 

structure 

と
い
う
も
の
が
あ
る(

あ
る
'
't

実
現
さ
れ
.て
い
る)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
金
融
諸
関
係
の
う
ち
に 

行
動
の
最
適
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
本
書
は
、
 

必
ず
し
も
，
こ
の
最
適
性
の
規
準
を
求
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
な
い
。
著
者 

た
ち
が
問
題
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
最
適
性
の
_

を
定
め
る
こ
と 

自
体
、
歴
史
的
な
接
近
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
さ

ら

に
 

は
金
融
関
係
の
最
適
性
と
い
っ
.た
視
角
自
体
、
方
法
的
に
無
意
味
な
想
定
と 

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
疑
問
も
感
じ
ら
れ
る
。
ど
だ
い
、
歴
史
分
析
の
う
ち

に 

最
適
な
も
の
な
ど
あ
り
え
な
い
し
、
あ
る
段
階
に
支
配
的
な
構
造
が
、
最

適

な
 

構
造
で
あ
る
と
い
.う
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
一
般
的
な
前
提
の
も

と

で

、

著
者
た
ち
は
ま
ず
歴
史
的
接
近 

を
通
じ
て
現
代
的
課
題——

低
開
発
国
問
題
へ
の
貢
献
と
、
比
較
史
的
方
法
を 

利
用
す
る
こ
と
に
よ
る
構
造
的
差
異
を
か
い
鮮
明
に
描
が
き
出
す
こ
と
を
意
図 

し
て
い
る
。

さ
ら
に
分
析
の
対
象
を
持
続
的
で
し
か
も
、
成
功
裡
に
工
業
化
を
な

し

と

げ
 

た
国
に
限
定
し
て
、
用
語
の
基
本
的
な
定
義
を
与
え
る
。
そ

こ

で

、

工
業
匕

初

期
段
”

霧

と

規

定

し

、
そ
こ
で
は
、
第
二
次
I

f

す
る
製
造
業

豪

,

H

n

け
す
れ
も
銀
行
制
度
を
意
味
し
て
お
り
、
と
り
I
.つ
ナ
、
_
 

銀
行
組
織
が
鏡
の
中
心
I

か
れ
て
い

る

。
 

-
I
I

P
ぅ
し
I

本

蹇

I

え
て
、
盡

麓

f

_

黯

？

の
機
能
ぬ

論

と

〜

問
題
を
設
定
し
、
そ
こ
に
、
金
融
諸
機
関
が
資

本

習

上

に
い

か
 

1

献
し
た
か
、
ま
た
金
融
部
H
に
対
す
る
需
要
が
い
か
に
そ
の
供
給
を
1
 

い
4

、
金
融
資
産
ゃ
貨
幣
.ス
ト
ッ
ク
の
増
大
が
経
済
成
長
に
ど
ん
な
役
割
を 

力

、
I

?
そ
の
増
大
力
達
成
さ
れ
た
か
と
V

本
書
2

本

屋

を

提 

的
に
考i

"
。

て
U

。に
銀
行
業
を
宁
心
と
し
た
金
I

機
関
の
役
割
を
も
理
論

こ
こ
て
管
さ
れ
る
の
は
、
H

i

諸

簡

の

I

f

も

趣

す

i

 

の
-

H

f

l
に
大
き
く
作
用
す
る
固
定
資

本

投

資

と

 

し
て
い
る
こ
と
。

窆

融

上

I

新

i
i

v
l

n

を
.、

H

f
 

I
、

“
り

.

わ
け
工
業
化
初
期
段
階
の
生
産
技
術
の
革
新
に
対
応
す
る

も

の

と

し

て

強

な 
P

I '
I

P

I 1
; I
I I
I I

"

行
力
和
ら
力
の
意
義
あ
る
仕
方
に
.お

い

て

、

固

赛

本

の

形

成

.
に

た

い

し
 

J T
命1

たi

つ
て
産
業
化
に
た
い
し
て
、
貢
献
し
て
き

た

と

.
い

ぅ
こ
と
。
経
済 

在
し
て
そ
の
問
題
を
な
い
が
し
ろ
に
し
.て
き
た」

S

と
。

こ
の 

々

力

ら

シ

ユ

ン

ぺ

や

v

f
レ

ィ

ノ

シ
ョ
ゥ
め
考
え
方
な
.ど
が
高
く
評
.

0

評

. 

' 

.

B

l i
5

」

と
に
な
り
、
固
定
投
資
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
1

?
 

S

I 

,

1

力
十
分
に
果
さ
れ
た
と
す
る
。
金
融
機
関
は
、
し
た
が
っ
て
、
資

源

の
 

r
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n

を
な
す
ば
か
り
か
、

工
業
化
へ
の
1

シ
ァ
チ
丨
ブ
と
、

企

業
 

霧
神
と
を
提
供
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
短
期
的
信

用

的

与
 

を
契
機
と
す
る
金
融
的
仲
介
の
役
割
が
工
業
化
を
推
進
す
る
主
要
な
動
力
の
一 

つ
と
な
り
う
る
と
い
う
指
摘
は
、
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
⑵
の
論
f

、
 

㈠
の
I

る
文
脈
の
う
ち

に

お
い
て
產
づ
け
ら
れ
て
い

る

し

、

そ

れ

太

、

信
 

用

の

f

la
b
i
l
i
t
y

を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
銀
行
業
I

、じ 

U

る
革
新
が
、戦
略
的
部
門
I

I

に
お
け
る
I

f

 
i

l
を 

横〜

さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
、

ま
た
、
金
融
部
門
で
の
規
模
の
経

済

性

を

高
 

め
工
業
化
に
.シ
ゲ
キ
を
与
え
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
工

業

化

留
 

段
階
に
お
け
る
技
術
革
新
と
の
.結
び
つ
き
が
I

ら
か
に
さ
れ
て
く
る
。

i 

P
上
に
み
た
と
お
り
、
本
書
の
う
ち
で
t

れ
i

史
分
析
の
I

的
枠
組 

み

は

ま
す
金
融
諸
機
関
が
、m

済
発
展
過
程
に
お
い
て
主

要

な

I

を

？

」

す

こ

と

を

塵

す

る

f

禽

そ

れ

を
銀

行

制

度

m

業
〃

：
:

1

に
し
て)

■

の
役
割
と
證
と
い
う
側
面
か
ら
み
て
い
る
。

そ
の
さ
い
の
耍 

4

銀
行
制
度
が
、
工
業
化
を
主
体
的
契
機
と
す
る
経
済
成
長
を
促
進
す
る
、

と
1

1

と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
金
譜
灣
喜
の
う
ち
で
の
工
業
匕
こ
y

d

た
革
新
が
生
じ
る
と

い

う

.ニ
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
が
、
本
書
の

具

体

的

 

v
R

ネ
の
う
ち
に
、

f

質
い
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
上
。

四

本
書
で
极
わ
れ
た
？

I

I

復

、
ィ
ギ
リ
ス

f

v
ラ
、

V
K
、

ス
コ
ッ

:
i
1
S(

四
九
七
}



ト
ラ
ン

ド

ベ

.ル
キ
I
と
い
つ
た
国
■々
と
*

，ト
イ

' /

や
ロ
'シ
ア
、

日
本
と
い
う 

国
.々
の
一
一
郡
に
大
別
す
る
.こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
経
済
発
展
に
積
極
的
、
 

消
極
的
の
い
ず
れ
を
'と
わ
ず
、
政
府
の
介
入
を
誘
発
な
い
し
契
機
と
す
る
.こ
と
' 

な
く
、
金
啟
構
造
が
展
開
を
示
し
.た
と
と
ろ
で
あ
り
、
後
者
は
、
逆
に
政
府
が 

金
融
諸
機
関
の
成
長
に
、
積
的
に
関
与
し
て
い
る
.と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か 

し
、
個
々
の
国
の
分
析
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
、.
こ
の
区
別
.の
み
で
は
：十
分
そ
. 

の
歴
史
的
性
格
を
あ
き
ら
か
に
し
え
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
成
長 

促
進
的
作
用
と
い
う
点
か
ら
は
、
日
本
と
か
ド
イ
ッ
に
お
い
て
き
わ
め
て
特
徴 

的
で
あ
る
と
い
っ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
.ド
イ
ッ
と
日
本
の
工
業
化
初 

期
段
階
に
お
け
る
金
融
諸
機
関
と
政
府(
国
家
権
力)

と
の
関
連
は
、
ぞ
れ
ぞ 

れ
興
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
ま

た「

古
典
的
産
業
革
命」

を
経
験
し
た
イ 

ギ
リ
ス
は
、
そ
の
古
典
的
性
格
ゆ
え
に
、

一
つ
の
類
型
と
し
て
つ
か
ま
え
う
る 

も
の
を
も
っ
て
お
り
、
本
書
で
も
、
そ
の
点
は
強
調
さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス 

の
場
合
、
古
典
的
産
業
革
命
の
遂
行
に
さ
い
し
て
金
融
諸
機
関
に
は
、
す
で
に 

あ
き
ら
か
に
し
た
ニ
つ
の
視
点
が
い
か
に
樊
現
し
て
い
た
.の
か
。
ま
た
そ
，れ
が 

経
済
発
展
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
役
割
を
は
た
し
え
て
い
た
の
か
。

，イ
ギ
リ
ス
の
産
業
革
命
に
.お
い
て
は
、
資
本
蓄
積
の
面
で
、
三
つ
の
特
徴
が 

み
ら
れ
る
と
す
る
。
ま
ず
固
定
資
本
投
資
を
中
心
と
し
た
資
本
形
成
が
産
業
革 

命
に
と
っ
て
の
主
3?
な
問
題
で
.は
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
そ
れ
が
問
題
と
な
っ 

た
場
合
に
も
、
大
方
は
担
己
金
融
で
ま
か
な
わ
れ
た(

利
潤
の
苒
投
資)

。
第
三 

に
、
そ
の
過
程
に
銀
行
業
は
ほ
と
ん
ど
関
与
し
な
か
っ
た
。

.

こ
，の
三
つ
の
前
提
が
、
産
業
革
命
期
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
得
生
産
構
造
に
，
 

つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
い
に
問
題
で
あ
る
。
最
近
の

産
業
革
命
研
究
、
.と
り
わ
け
資
本
形
成
と
金
融
諸
機
関
と
の
連
関
を
軸
と
し
た 

'
研
究
に
お
い
て
は
、

産
業
尊
命
期
に
、

固
定
資
本
投
資
が
、

そ
れ
ほ
ど
活
発 

で
は
な
く
、
.資
本
蓄
積
全
体
の
方
向
を
規
矩
す
.る
よ
う
な
も
吵
で
は
な
か
っ
た 

と
言
わ
れ
て
い
る
。
.
例
え
ば
、

S 
•ボ
ラ
I

ド
に
よ
れ
ば
、

固
定
資
本
投
資 

は
、
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
訳
，で
.は
な
い
が
、
そ
れ
は
産
業
革
命
初
期
の
段
階
に 

限
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
.る
。(pollard, s.:.Fbced Capital, in the Industrial 

Revolution in 

Britain; 

Journal of E
c
o
n
o
m
i
c

 History, 

X
X
I
V
-
3
,

 

1964) 

ま
た
、
こ
の
時
期
の
地
方
銀
行
の
分
析
を
お
こ
な
っ
た
し
、

S 
•
プ
レ
ス
ネ
ル 

も
、

地
方
銀
行
家
の
業
態
が
、

主
と
し
て
短
期
信
用
を
も
ち
い
た
、

原
料
購 

入
、
賃
銀
支
払
の
た
め
の
.貨
幣
資
本
.の
供
給
に
あ
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。

(L. 

s. 

pregnell. 

C
o
u
n
t
r
y

 

B
a
n
k
i
n
g

 in 

the 

Industrial 

Revolution, 

Oxford. 

1
9
sし

か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
侧
面
だ
け
か
ら
、
直
ち
'に
、
こ
の
時
期
の
投 

資
金
融
に
と
っ
て
、
.
_行
業
が
、
あ
ま
り
重
要
な
役
割
を
果
せ
な
か
っ
た
と
規 

定
す
る
.こ
と
は
、
当
時
の
金
融
造
を
把
握
す
る
さ
い
、
そ
の
主
要
な
局
面
展 

開
の
一
つ
を
見
失
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
^-
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
短p

 

.信
用
が
、
自
己
金
融
的
な
、
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て
限
定
的
な——

と
い
っ 

て
も
、
連
続
的
技
術
進
歩
を
実
現
す
る
に
は
不
十
分
な
と
い
う
意
味
で一

—

資 

本
の
蓄
積
を
、
よ
り
円
滑
に
お
こ
な
わ
し
め
た
と
い
う
主
張
も
、
そ
の
根
拠
を 

疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
ィ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
に
と
っ
て
、
当
時
の
鉄 

道
業
、
鉱

山

業(

石
炭)

等
べ
の
投
資
の
集
中
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た 

が
、
そ
れ
と
地
方
銀
行
と
の
関
速
は
、
前
記
プ
レ
ス
ネ
ル
等
の
研
究
か
ら
、
か 

な
り
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
部
門
は
、同
時
に
、株
式
会
社
形
態
を

と
り
つ
つ
、
資
本
市
場
を
通
じ
て
、
長
期
的
資
金
の
供
給
を
受
け
て
い
た
の
で 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
短
期
金
融
業
務
の
動
態
は
、
こ
れ
ら
長
期
資
本 

市
場
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の 

点
は
、
今
日
ま
で
、
充
分
な
論
究
の
な
さ
れ
て
い
な
い
分
野
で
あ
る
が
、
今
後 

追
求
さ
る
べ
き
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
短
期
金
融
業
務
が
主
た
る
侧
面
を
形
成
し
た
と
は
い
っ
て
も
、
そ
\ 

に
よ
っ
て
資
本
の
回
転
•
循

環

が

保

持

さ

れ

て

い

た

と

す

れ

ば

、
遊

^

^

金
の 

効
梁
的
利
用
が
可
能
と
な
り
、
実
質
的
に
固
定
資
本
の
償
却
♦
補
塡
を
円
滑
に 

し
、
资
本
力
の
増
大
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

た
と
え
ば
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
は
、
犮
長
を 

支
え
る
金
融
諸
機
関
に
分
析
が
集
中
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
条
件
づ
け
る 

金
融
市
場
の
問
題
は
、
ほ
と
ん
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
い
ま
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
が
。
ド
イ
ッ
に
お
い 

て
も
、
こ
の
観
点
の
欠
如
は
決
定
的
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
で
は
、
合
本
形
態
を
と 

る
銀
行
業
が
產
業
革
命
期
に
ラ
イ
ン
、

ゥ
ュ
ス
ト
フ
ァ
I
レ
ン
等
の

い
わ
ず
先 

進
地
域
に
生
み
だ
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
、
こ
れ
ら
を
当
時
の
領 

邦
権
力
と
銀
行
業
者
の
結
び
つ
き
と
い
う
面
を
強
調
し
、

歪
ん
だ
姿
態
な
が 

ら
、
し
か
も
地
域
的
な
形
成
を
み
る
金
融
市
場
の
役
割
に
つ
い
て
は
看
過
さ
れ 

て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
株
式
銀
行
の
金
融
構
造
全
体
に
占 

め
る
地
位
は
あ
ま
り
道
視
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
個
人
銀
行
業
者
中

、

商
業 

銀
行
と
し
て
の
展
開
を
み
せ
る
も
の
と
、
信
用
銀
行
へ
の
展
開
を
な
す
も
の
と 

の
質
的
差
異
に
つ
い
て
も
何
ら
®

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て

は 

R
,

 

Tilly, 

Financial 

institutions 

a
n
d

 

industrialization 

in 

the

書

評

R
h
i
n
e
l
a
n
d

 

l
oo
l—
'ol
l

l

^

p

s

s
で
も
同
様
で
あ
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン 

i
、
ダ
レ 

ム
シ
ュ
ク
ッ
ト
銀
行
の
設
立
経
過
に
つ
い
て
の
論
文
で
、

フ
ラ
ン
ス
の
ク
レ
デ 

ィ

•
モ
ビ
リ
エ
の
影
響
と
と
も
に
、
部
分
的
な
が
.ら
こ
の
点
を
あ
き
ら
か
に
し

ょ
う
と
意
図
し
て
い
る
。
9
, Cameron, 

F
oundin

g
.
t
h
e B

a
n
k

 of D
a
m
s
t
a
d
t
,

 

Eayplorpticm in E
n
t
r
s
r
e

碧

 rial 

History, 
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I

 

1956)

さ
ら
に
い
ま
ひ
と
つ
、
本
書
全
体
を
通
じ
て
疑
問
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
 

農
業
部
面
と
金
融
諸
機
関
と
の
関
連
が
ほ
と
ん
ど
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い 

と
い
う
点
で
あ
る
。
と
く
に
、
わ
が
国
の
場
合
、
国
立
銀
行
や
、
そ
の
後
の
貯 

蓄
銀
行
の
展
開
に
み
ら
れ
る
地
方
銀
行
と
、
明
治
維
新
以
降
の
農
業=

土
地
所 

有
関
係
と
は
密
接
な
つ
な
が
り
.を
も
つ
。
こ
れ
は
、
大
方
の
国
立
銀
行
の
出
資 

者

•
経
営
者
の
出
自
を
み
て
も
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
ょ
う
に
、
也
主
と
旧
士
族 

と
を
主
体
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、
そ
れ
以
後
の
わ 

が
国
銀
行
業
の
発
展
を
大
い
に
制
約
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、

自
明
で
あ 

る
。
ま
た
、
ィ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
み
た
場
合
、
地
方
銀
行
家
と
農
業
と
の
結
び 

つ
き
は
ほ
と
ん
ど
の
べ
ら
れ
て
.い
な
い
。
し
か
し
産
業
革
命
は
、
そ
れ
に
前
後 

す
る
農
業
革
命
を
と
も
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
農
業
が
一
種
の
投
資
対
象
.と 

し
て
選
，ば
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
地
主
や
資
本
家
的
借
地
農
業
者
も
、
農
業
革 

の
遂
行
に
.と
も
な
っ
て
、
そ
の
た
め
.の
資
金
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

五

本
書
は
工
業
化
初
期
段
階
乃
至
は
産
業
革
命
期
に
お
け
る
金
融
制
度
の
つ 

か

ま

え

方

と

し

て

は

、

き
わ
..め

て

重

要

な

側

面

に

お

い

て

問

題

を

の

こ

し

て

い 

る
。

こ
の'こ

と

は

、
金

融

的

な

成

長

と

い

う

も

の

が

、
'国

民

総

生

産

と

金

融

資

I
1

七

(

四
九
九)



産

の

比

率.の

増

大

化

姐

向

と

い

っ

た

量

的

把

握

，で

も

っ

て

は

、
：
そ
の
ご
く
一

 

端
，
 

を
知X

S

う
る
に
す
ぎ
な
い
•と
い
う
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
。
ま
し
て
や
、
こ
う
. 

し
た
方
法
か
ら
、
金
融
的
革
新
を
.言
う
こ
と
は
、
無
意
味
で
あ
ろ
う
®

1

大
± 

会

変

取

の

過

程

と

し

て

の

産

業

革

命

期

に

、

金

融

上

の

革

新

が

.あ

っ

た

と

す

れ 

は
、
個
々
の
信
用
手
段
の
う
え
で
の
革
新
に
で
は
な
く
、
.産

業

資

本

，
の

展

開

'を 

^
勒
と
し
た
信
用
関
係
の
两
編
成
過
程
..で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0 

こ
う
し
た
な
か
で
，
資
本
市
場
の
.展
開
を
包
含
す
る
金
融
市
場
の
確
立
と
い
う 

視
点
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
問
題
は
、
か
か
る
苒
編
成
.が
、
い
か
な
，
 

る
主
体
に
.よ
っ
て
、
い
か
な
る
歴
史
的
契
機
の
も
と
で
な
さ
れ
て
ゆ
く
の
か
と 

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
、
具
体
的
に
金
融
市
場
の
構
成
と
か
、

.
 

そ
こ
で
成
立
す
る
利
子
率
、

及
び
そ
の
動
態
と
し
て
現
象
し
て
く
る
の
で
あ 

る
。御

園

生

等

b

考 

新

田

俊

三

4

奢

『

独

占

価

.

格』

増

|1
|

寿

勇

近
年
わ
が
国
の
独
占
分
析
は
、
ぞ
の
中
心
•で
あ
る
独
占
価
格
研
究
に
お
い

,
て
、
理
論
面
に
お
い
て
も
実
誑
面
に
お
い
て
も
数
多
く
の
進
展
を
示
し
つ
つ
あ 

る
。
こ
れ
ら
の
独
占
価
格
研
究
.は
、

い

ず
れ
も
ァ
メ
，リ

ヵ

の

独

占

研

究

の

方

法 

と

し

て

.の「

産
業
組
織
論J

を
批
判
•

検
討
す
る
と
い

う
.

か
た
ち
で
進
展
し
、
 

特
に
市
場
構
造
分
析
を
中
心
と
し
て
震
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き 

る
。他

方
宇
野
弘
蔵
氏
を
中
心
と
す
る
人
々
は
、
独
占
分
析
の
目
的
が
各
国
別 

の
金
融
資
本
の
タ
イ
プ
の
検
出
に
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
そ
こ
で
:1
独
占
犯
格

• 

独

占

利

潤

の

分

析

が

理

論

面

に

お

い

て

も

实

証

面

.に

お

い

て

も

な

さ
れ
て
な 

く 
.

こ
.の
こ
と
が
.私
の
こ
の
理
論
に
た
い
す
る
大
き
な
.不
満
の
一
つ
で
あ
っ 

た
。
御
園
生
氏
と
新
田
氏
の
共
同
執
筆
に
な
る
本
書
は
、
宇
野
派
の
理
嚅
こ
立 

脚
し
.つ
つ
、
か
つ
.
宇

野

理

論

の

欠

陥

を

独

占

価

格

論

の

本

格

的

な

展

開

に

よ

っ 

て

補

お

う

と

す

る

積

極

的

意

図

が

.み

ら

れ

る

点

で

充

分

注

目

に

値

い

す
る
と
、
 

え
よ本

書
は
か.よ

う

な

意

図

の

も

とi

一
 

部

第

一

一

部

の

一

一

つ

か

ら

構

成

さ

れ

て 

ぃ.
る

。

本
稿
で
は
全
体
の
紹
介
は
さ
け
、
そ
の
主
要
な
論
点
を
私
な
り
に
紹 

介

•
検
討
..す
る
こ
と
に
す
る
。

\
)
/

/

I

V

第
一

部
は
独
占
価
格
論
を
段
階
論
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
そ
の
主
要
k
意 

図
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
.の

内

容

は

次

の

よ

う

な

も

，
の

で

あ

る

。

著
者
は
、

マ
ル
ク

ス

の

資
本
の
集
積
•

集
中
論
を
原
理
論
と
し
て
把
握
し
、
 

ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
ィ
ン
ダ
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た「

株
式
会
社」

論
を
、
段 

陪
論
の
一
般
的
規
定
で
あ
る
と
し
、「

独
占
的
大
企
業
の
蓄
積
様
式
は
、
そ
の

(

株
式
会±

!)

叚
大
な
生
産
力
を
、

一
足
の
市
場
の
需
要
条
件
に
適
応
せ
し
め
る 

こ
と
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る

」
(

五
六
貝
、(

)

内
増
川)

と
主
張
さ
れ
る
。
そ 

し
て
独
占
的
大
企
業
の
蓄
積
様
式
は「

市
場
と
生
産
の
大
部
分
を
支
配
下
に
お 

き
、
そ
の
利
益
圏
を
確
保
す
る
こ
と
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
る」

(

五
六
頁)

と 

し

「

高
い
生
産
カ
と
大
企
業
相
瓦
の
坐
産
コ
ン
ト
口
ー
ル
協
.定
に
よ
っ
て
裏 

づ
け
ら
れ
た
独
占
価
格
.は
、

こ
の
た
め
の
戦
略
的
機
能
を
負
わ
さ
れ
る」

(

五
. 

六
頁)

と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
独
占
的
大
企
業
の
蓄
積
様
式
と
、
そ 

の
市
場
支
配
の
戦
略
的
機
能
で
あ
る
独
占
価
格
は
、.，
各
国
の
資
本
主
義
、
各
市 

場
条
件
に
よ
っ
て
具
体
的
に
分
析
さ
れ
る
こ
.と
に
な
る
。
著
者
は
、
こ
れ
ら
の 

及
体
的
表
現
を
レ
ー
ル
と
鋼
鉄
船
と
い
ぅ
®
鋼
品
が
中
心
の
産

業

構

造

の

未

成

 

熟
な
段
階
で
の
ド
ィ
ッ
鉄
鋼
業
と
、
産
業
構
造
が
高
度
化
し
た
段
階
で
の
自
動 

难
エ
業
を
中
心
と
す
る
ア
メ
リ
力
に
お
い
て
み
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
次
の
よ 

ぅ
に
独
占
価
格
を
規
定
さ
れ
て
い
ん
。

一
独
占
邮
格
は
、
大
企
業
の
市
場
支
配
の
た
め
の
戦
略
的
機
能
を
も
つ
協 

/t
fl
l

r

格
で
あ
っ
て

、

中
小
企
業
あ
る
い
は
ア
ゥ
ト
サ
ィ
ダ
ー

と
の
関
連
を
と
お 

し
て
設
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
長
期
的
な
観
点
か
ら
大
企
業
の
収
益
と
経
営
の
安 

定
を
も
た
ら
す
た
め
の
外
的
障
壁
で
あ
り
、
こ
の
外
的
障
壁
は
市
場
の
構
造
的 

条
件
に
よ
っ
て
そ
の
水
準
が
決
定
さ
れ
る
。

一
般
的
に
は
独
占
価
格
は
硬
直
化 

す
る
傾
向
が
あ
る
。

ニ
、
独
占
価
格
の
戦
略
的
機
能
は
、
大
企
業
に
よ
る
技
術
進
歩
に
よ
っ
て
そ 

の
站
礎
を
与
え
ら
れ
る
。

三
外
的
障
壁
の
内
部
で
は
、
大
企
業
相
互
の
非
価
格
競
争
が
展
開
さ
れ 

る
。(

一

四
三〜

四
頁
：

T

X

X

X

第
二
部
は
現
状
分
析
的
な
視
点
か
ら
独
占
価
格
の
具
体
的
な
解
明
が
行
な
わ 

れ
て
い
る
。
そ
の
主
要
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

⑴

独
占
価
格
を
具
体
化
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
の「

産
業
組
織
論」

の 

批
判
的
検
討
。

著

者

は

、
.
第

一

部

の

結

論

か

ら

独

ん

価

格

が

各

国

そ

れ

ぞ

れ

の

発

展

段

階

の 

相
異
等
に
応
じ
具
体
的
特
殊
性
を
も
っ
て
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と 

を
確
認
し
た
う
え
で
、
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
独
占
資
本
主
義
段
階
と
自
由
主 

義
段
階
と
を
本
質
的
に
区
分
す
る
共
通
趂
準
を
解
明
す
る
必
要
性
を
強
調
し
、
 

「

産
業
組
織
論」

を
批
判
•
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
迤
準
を
明
ら
か
に 

さ
れ
て
い
る
。
著

者

は「

産
業
組
織
論」

が
㈠
歴
史
的
観
点
の
欠
除
、
㈡
特
殊 

ア
メ
リ
ヵ
的
独
占
形
態
の
一
般
化
、
の
ニ
点
に
お
い
て
大
き
な
欠
陥
を
も
っ
と 

し
、
こ
の
泚
判
点
に
立
脚
し
て「

産
業
組
織
論」

の
要
因
基
準
の
う
ち
重
要
な 

も
の
と
し
て
、
⑴
集
積
集
中
、
⑵
参
入
障
壁
、
⑶
製
品
差
別
、
⑷
独
占
形
態
、

.の
四
っ
の
耍
因
を
検
討
し
て
お
ら
れ
る
。
著
者
の
積
極
的
論
点
は
集
積
集
中
の 

中
で
の
一
般
■的
集
中
度
の
重
視
と「

範
時
と
し
て
の
独
占
価
格」

(

一
六
四
頁)

の
規
定
と
で
あ
る
。
 

*

後
者
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。r

抽 

象
的
に
考
え
.れ
ば
、
寡
占
間
の
参
入
競
争
は
独
占
価
格
の
上
限
を
規
定
す
る
要 

素
た
り
う
る
。

」
(

一
七
一
頁)

。「

競
争
価
格(

非
独
占
価
格)

が
、
生
産
価
格(

費 

用
価
格+

平
均
利
潤)

に
一
致
す
る
の
は
、
市
場
需
給
の
条
件
に
対

応

し

て

時
 

々
刻
々
の
変
化
を
つ
う
ず
る
長
期
的
な
趨
勢
と
し
て
そ
う
あ
る
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。
：
：
•
•し
た
が
っ
て
、
も

し

変

動

す

る

価

格

で

あ

っ

て

%'
、

如

昏

ル


