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マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
の
錯
誤
に
つ
い
て

─
─
鎌
倉
孝
夫
『「
資
本
論
」
エ
ッ
セ
ン
ス
』
を
読
み
つ
つ
考
え
る

時
潮
社　

二
〇
二
〇
年
一
一
月

平
山
　
朝
治

は
じ
め
に

三
石
善
吉
氏
（
筑
波
大
学
名
誉
教
授
・
筑
波
学
院
大
学
元
学
長
、

政
治
思
想
史
）
よ
り
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
宇
野
派
の
重
鎮
・
鎌
倉
孝

夫
氏
の
長
年
に
わ
た
る
『
資
本
論
』
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
著
書（

1
（

 

つ
い
て
検
討
す
る
よ
う
依
頼
さ
れ
て
、
同
書
を
紐
解
い
て
み
た
。
読

み
始
め
て
す
ぐ
、
マ
ル
ク
ス
の
論
述
の
内
在
的
な
問
題
点
や
不
整
合

を
鋭
く
指
摘
し
つ
つ
整
理
し
な
が
ら
『
資
本
論
』
の
全
体
像
を
明
瞭

に
描
こ
う
と
す
る
著
者
の
力
量
に
感
銘
を
受
け
、
難
解
な
『
資
本

論
』
が
全
体
と
し
て
何
を
言
お
う
と
し
て
い
た
の
か
が
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
掴
め
そ
う
な
予
感
を
抱
い
た
。
と
は
い
え
、『
資
本
論
』
解

釈
と
し
て
の
こ
の
著
作
の
意
義
は
、
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
専
門
的
に

研
究
し
て
い
る
方
で
な
い
と
評
価
で
き
な
い
部
分
が
多
い
の
で
、
書

評
を
ま
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

私
自
身
は
、
い
わ
ゆ
る
近
代
経
済
学
や
理
論
的
に
は
そ
れ
を
基
礎

と
し
て
い
る
部
分
が
多
い
数
量
経
済
史
・
歴
史
人
口
学
に
よ
る
近
代

市
場
経
済
観
を
学
び（

2
（

、『
資
本
論
』
に
批
判
や
違
和
感
を
抱
い
て
き

た
た
め
、
い
く
つ
か
の
論
文
で
マ
ル
ク
ス
の
学
説
を
批
判
的
に
検
討

し
て
き
た（

3
（

が
、
今
回
、
私
が
従
来
か
ら
『
資
本
論
』
に
つ
い
て
抱
い

て
き
た
、
鎌
倉
氏
は
指
摘
し
て
い
な
い
よ
う
な
批
判
や
疑
問
に
つ
い

て
も
、
新
た
に
考
察
を
深
め
る
手
が
か
り
を
得
な
が
ら
、
読
み
進
め

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
鎌
倉
氏
の
『
資
本

論
』
解
釈
が
果
た
し
て
妥
当
な
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
例
外（

4
（

を

の
ぞ
い
て
検
討
せ
ず
、
鎌
倉
氏
の
解
釈
が
お
お
む
ね
正
し
い
と
暫
定

的
に
仮
定
し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
深
め
ら
れ
た
、
私
な
り
の

『
資
本
論
』
理
解
＝
批
判
を
ま
と
め
て
み
た
い
。
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一　
�

資
本
か
ら
貨
幣
、
貨
幣
か
ら
商
品
が
生
ま
れ
、
土

地
が
希
少
性
を
も
た
ら
し
た

マ
ル
ク
ス
の
価
値
形
態
論
に
つ
い
て
は
、
大
学
生
の
と
き
以
来
、

そ
れ
を
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
、
論
理
的
な
破
綻
を
レ
ト
リ
ッ
ク
で
誤
魔

化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
が
高
ま
る
ば
か
り
だ
っ

た（
5
（

。マ
ル
ク
ス
の
貨
幣
論
が
破
綻
し
て
い
る
と
私
が
感
じ
た
の
は
、
そ

の
な
か
に
循
環
論
法
を
読
み
と
っ
た（

6
（

の
で
は
な
く
、
支
離
滅
裂
で
論

理
に
な
っ
て
い
な
い
と
感
じ
た
か
ら
だ
が
、
鎌
倉
氏
は
マ
ル
ク
ス
の

混
乱
を
整
理
し
て
一
貫
し
た
論
理
を
構
築
し
得
て
い
る
と
言
え
る
の

だ
ろ
う
か
？

価
値
形
態
論
の
出
発
点
に
商
品
が
あ
る
の
は
「
資
本
主
義
確
立
以

前
の
い
わ
ゆ
る
単
純
商
品
生
産
に
お
け
る
商
品
を
対
象
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
」（
Ⅰ
、
六
八
頁
）
と
い
う
こ
と
が
鎌
倉
氏
の
価
値
形

態
論
解
釈
に
お
い
て
は
重
要
な
よ
う
だ
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
価
値
形

態
論
の
商
品
は
一
九
世
紀
英
国
社
会
を
史
上
最
初
の
例
と
す
る
よ
う

な
、
資
本
主
義
が
確
立
し
た
社
会
を
前
提
と
し
た
商
品
で
あ
り
、
そ

こ
で
は
貨
幣
も
資
本
も
す
で
に
十
分
発
達
し
た
形
態
で
存
在
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
商
品
か
ら
貨
幣
、
貨
幣
か
ら
資
本
を
導
き
出

す
と
い
う
の
は
、
論
理
学
で
い
う
論
点
先
取
で
は
な
い
か
と
い
う
の

が
、
私
の
偽
ら
ざ
る
感
想
で
あ
る
。

論
点
先
取
は
出
発
点
に
帰
着
点
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
が
、
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
、
Ｂ
な
ら
ば
Ｃ
、
Ｃ
な
ら
ば
Ａ
と
い
っ
た
循

環
論
の
よ
う
に
円
環
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
帰
着
点
か
ら
出
発

点
の
す
べ
て
が
論
理
必
然
的
に
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

私
に
は
、
価
値
形
態
論
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
テ
キ
ス
ト
の
な
か

に
循
環
論
や
論
点
先
取
は
見
え
な
い
。
商
品
か
ら
貨
幣
が
、
貨
幣
か

ら
資
本
が
生
ま
れ
た
と
い
う
命
題
は
歴
史
的
な
起
源
論
と
し
て
反
証

可
能
な
命
題
で
あ
る（

7
（

と
私
は
早
く
か
ら
思
っ
て
い
た
。
価
値
形
態
や

交
換
過
程（

8
（

で
マ
ル
ク
ス
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
メ
ン
ガ
ー
の
貨
幣

起
源
論（

（
（

と
か
な
り
似
て
い
る
の
で
あ
り
、
メ
ン
ガ
ー
が
マ
ル
ク
ス
の

影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
し
、
マ
ル
ク
ス
に
対
す
る
以
下

の
批
判
は
メ
ン
ガ
ー
に
対
し
て
も
妥
当
す
る（

10
（

。

任
意
の
二
種
類
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
交
換
し
う
る
発
達
し
た
市

場
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
価
値
形
態
論
の
前
提
が
成
り
立
た
た
な

い
。
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
を
ｎ
と
す
る
と
必
要
な
市
場
数
は
直じ

き

物も
の

だ
け
でn(n-1)/ 2=0.5(n

2-n)

な
の
に
対
し
て
貨
幣
と
諸
財
・
サ
ー

ビ
ス
の
交
換
に
必
要
な
直
物
市
場
数
は
、
貨
幣
も
そ
れ
ら
の
う
ち
の

ひ
と
つ
と
す
れ
ばn-1

で
あ
り
、
そ
の
差0.5n

2-1.5n+1

はn>2

で

前
者
の
ほ
う
が
市
場
数
が
多
く
、
ｎ
が
増
え
れ
ば
そ
の
差
は
等
比
級

数
的
に
広
が
っ
て
ゆ
き
、
任
意
の
一
つ
の
市
場
の
設
立
や
維
持
に
は

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
と
す
れ
ば
、
任
意
の
二
財
の
市
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場
が0.5(n

2-n)

箇
所
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
、
そ
の
コ

ス
ト
が
取
引
効
率
化
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
減
少
し
てn-1

に
な
り
貨

幣
が
成
立
す
る
と
い
う
筋
道
は
、
出
発
点
の
膨
大
な
数
の
物
々
交
換

直
物
市
場
を
設
立
す
る
（
市
場
社
会
全
体
に
と
っ
て
必
要
な
治
安
・

法
・
交
通
・
情
報
通
信
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
し
、
個
々
の
物
々

交
換
取
引
所
を
設
立
す
る
）
た
め
の
コ
ス
ト
を
誰
が
ど
う
や
っ
て
獲

得
し
、
支
出
し
た
の
か
と
い
う
、
マ
ル
ク
ス
も
問
わ
な
か
っ
た
本
源

的
蓄
積
問
題
に
突
き
当
た
る
。
そ
の
よ
う
な
本
源
的
蓄
積
は
不
可
能

で
現
実
に
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
回
避
し
、
人
々
が

共
同
体
間
や
各
共
同
体
内
部
で
取
引
す
る
財･

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
が

し
だ
い
に
増
え
る
う
ち
に
、
市
場
経
済
が
未
成
立
な
い
し
未
熟
な
段

階
に
お
い
て
一
定
の
財
が
貨
幣
（
交
換
手
段
）
と
し
て
の
地
位
を
確

立
し
た
と
考
え
る
し
か
な
か
ろ
う
。
古
代
中
国
の
貝
貨
や
リ
デ
ィ
ア

の
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
貨
と
い
う
東
西
の
最
古
の
貨
幣
は
い
ず
れ
も
そ
う

だ
っ
た
。

商
品
交
換
が
一
般
化
す
る
以
前
か
ら
人
間
の
み
な
ら
ず
生
物
の
世

界
で
見
ら
れ
る
交
換
は
、
理
論
生
物
学
者
ト
リ
ヴ
ァ
ー
ス
の
言
う
互

恵
的
利
他
主
義
に
よ
る
交
換（

11
（

で
あ
る
。
互
恵
的
利
他
主
義
と
は
、
二

つ
の
生
物
単
位
（
細
胞
、
個
体
や
群
れ
）
の
間
で
財
や
サ
ー
ビ
ス
を

相
互
に
与
え
合
うW

in-W
in

関
係
で
あ
り
、
人
間
が
個
人
ま
た
は

集
団
を
単
位
と
し
て
行
う
、
返
礼
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
贈
与
も
、

商
品
の
物
々
交
換
も
、
貨
幣
と
商
品
の
交
換
も
、
み
な
こ
の
範
疇
に

入
る
。
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
は
モ
ー
ス
の
『
贈
与
論
』（

12
（

以
降
さ
か

ん
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
返
礼
を
伴
う
贈
与
と
商
品
交

換
（
商
品
同
士
や
商
品
と
貨
幣
の
交
換
）
と
を
異
質
な
も
の
と
し
て

対
立
さ
せ
が
ち
で
あ
り
、
交
換
の
動
機
が
贈
与
で
は
利
他
主
義
、
商

品
交
換
で
は
利
己
主
義
だ
と
と
ら
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
互
恵
的
利

他
主
義
は
返
礼
を
期
待
も
要
求
も
し
な
い
一
方
的
利
他
主
義
と
比
べ

れ
ば
利
己
主
義
的
で
あ
る
し
、
一
回
限
り
で
は
な
い
よ
う
な
商
品
交

換
関
係
に
は
、
贔
屓
の
売
り
手
と
馴
染
み
の
買
い
手
と
の
間
に
互
恵

的
利
他
主
義
が
み
ら
れ
る
の
で
、
贈
与
と
商
品
交
換
は
連
続
的
に
と

ら
え
る
べ
き
で
あ
り
、
モ
ー
ス
自
身
も
貨
幣
や
商
品
は
贈
与
と
返
礼

の
交
換
か
ら
進
化
し
た
と
み
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
現
在
の
法
や
経

済
が
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
制
度
と
類
似
の
も
の
か
ら
引
き
だ
さ

れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
」（
モ
ー
ス

［
二
〇
〇
九
］
一
九
二
頁
）
と
述
べ
た
あ
と
で
、
古
代
に
お
け
る
具

体
的
な
進
化
過
程
の
復
元
を
試
み
て
い
る
。
私
は
大
学
院
生
の
と
き

以
来
、
こ
の
よ
う
な
進
化
論
的
見
方
か
ら
貨
幣
と
商
人
（
交
換
仲
介

人
）
の
起
源
を
双
対
的
に
考
え
て
き
た（

11
（

。

さ
ま
ざ
ま
な
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
商
品
と
し
て
購
入
で
き
る
の
は
、

貨
幣
が
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
、
そ
れ
を
売
り
手
が
受
け
取
る
か
ら

な
の
で
、
商
品
か
ら
貨
幣
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
は

贈
与
や
返
礼
に
使
わ
れ
て
い
た
貨
幣
が
伝
統
的
な
贈
与
財
・
サ
ー
ビ

ス
や
返
礼
財
・
サ
ー
ビ
ス
と
は
異
な
る
商
品
と
し
て
の
財･

サ
ー
ビ



115

ス
を
産
み
出
し
た
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
の
命
題
と
は
正
反
対
に
貨

幣
が
商
品
を
産
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
の

研
究（

11
（

で
有
名
な
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島
に
お
け
る
、
ソ
ウ
ラ
ヴ
ァ
と

呼
ば
れ
る
首
飾
り
と
ム
ワ
リ
と
呼
ば
れ
る
腕
輪
が
反
対
方
向
に
延
々

と
交
換
さ
れ
る
ク
ラ
交
換
を
知
っ
て
す
ぐ
に
思
い
つ
い
た
。
首
飾
り

は
男
性
、
腕
輪
は
女
性
を
象
徴
し
、
ク
ラ
交
換
は
婚
姻
に
よ
る
共

同
体
間
の
男
女
の
移
動
に
擬
え
ら
れ
て
い
る
。
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
諸

島
は
、
嫁
入
婚
で
あ
る
と
同
時
に
、
男
児
は
成
人
な
い
し
結
婚
に
際

し
て
母
方
お
じ
（
母
の
兄
弟
）
の
い
る
共
同
体
に
入
り
母
系
出
自
集

団
の
存
続
を
め
ざ
す
（
父
系
血
縁
の
観
念
や
父
系
出
自
集
団
は
ト
ロ

ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島
民
に
は
な
い
と
い
う
か
抑
圧
さ
れ
て
い
る
）
と
い

う
よ
う
に
、
夫
婦
と
も
に
生
ま
れ
育
っ
た
共
同
体
と
は
別
の
共
同
体

に
移
動
し
て
結
婚
す
る
の
が
標
準
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
男
女
の
移

動
が
首
飾
り
と
腕
輪
の
移
動
で
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

延
々
と
交
換
さ
れ
続
け
る
装
身
具
な
ど
の
儀
礼
的
貴
重
品
が
商
品
交

換
を
と
り
も
つ
貨
幣
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
こ
と
は
見
通
し
や
す
い
。

「
二
〇
万
年
前
こ
ろ
に
誕
生
し
た
人
間
は
、
一
三
万
年
前
こ
ろ
に

長
距
離
交
換
を
始
め
た
。
ま
た
、
人
類
最
古
の
装
身
具
と
し
て
使
わ

れ
た
と
思
わ
れ
る
、
穿
孔
し
た
小
巻
貝
（N

assarius gibbosulus

）

の
ビ
ー
ズ
も
そ
の
こ
ろ
に
現
れ
、
海
岸
か
ら
遠
く
離
れ
た
内
陸
で
も

出
土
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
距
離
交
換
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
か

ら
、
穿
孔
し
た
貝
の
装
身
具
は
産
地
か
ら
遠
方
ま
で
運
ば
れ
た
の
で

あ
る
。
巻
貝
は
生
命
体
を
包
み
込
ん
で
保
護
す
る
も
の
で
、
子
宮
に

擬
え
ら
れ
、
穿
孔
す
る
こ
と
は
性
交
な
い
し
出
産
を
比
喩
し
た
と
思

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
距
離
交
換
の
出
現
は
そ
れ
に
よ
っ
て

クラ交換
出所：マリノフスキ［2010］122 頁

図１
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運
ば
れ
る
、
女
性
を
象
徴
す
る
装
身
具
の
出
現
と
密
接
な
関
係
に
あ

り
、
運
び
、
交
換
す
る
こ
と
自
体
が
女
性
の
移
住
・
結
婚
を
象
徴
し

て
い
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
女
性
の
移
住
と
同
方
向

あ
る
い
は
逆
方
向
に
運
ば
れ
、
そ
の
移
動
も
結
婚
に
な
ぞ
ら
え
た
。

装
身
具
の
こ
の
よ
う
な
象
徴
的
意
味
が
遠
距
離
交
易
の
発
達
を
促
進

し
た
と
思
わ
れ
る
。（

15
（

」
女
性
が
生
ま
れ
た
共
同
体
を
出
て
別
の
共
同

体
で
妊
娠
出
産
す
る
傾
向
（
例
外
も
あ
る
）
は
、
近
交
弱
勢
を
回
避

し
て
人
間
（
マ
ル
ク
ス
の
い
う
労
働
力
）
の
再
生
産
を
高
め
る
た
め

に
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
ボ
ノ
ボ
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
、
彼
ら
と
人
間

の
共
通
祖
先
に
お
い
て
す
で
に
遺
伝
的
基
礎
の
も
と
で
実
現
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
が
、
装
身
具
な
ど
を
共
同
体
間
で
交
換
し
て
お
互
い

に
必
要
な
も
の
を
入
手
す
る
の
も
、
そ
れ
が
生
活
水
準
の
向
上
と
人

口
増
加
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
近
交
弱
勢
を
さ
け
る
た
め
の
女
性

の
交
換
と
同
じ
よ
う
な
現
象
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
。

ク
ラ
交
換
の
よ
う
に
長
距
離
移
動
が
可
能
な
財
同
士
が
交
換
の
連

鎖
に
よ
っ
て
反
対
方
向
に
流
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
と
他
の
多
く

の
種
類
の
財
の
交
換
が
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
こ
と
を
ど
う
説
明
す
る

か
が
問
題
に
な
る
。
そ
こ
で
私
が
考
え
た
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
理

論
的
説
明
で
あ
る（

16
（

。
単
純
化
の
た
め
に
、
Ａ
は
黒
曜
石
を
産
す
る
山

地
の
共
同
体
、
Ｂ
は
塩
を
産
す
る
海
岸
の
共
同
体
、
Ｃ
は
い
ず
れ
も

産
出
し
な
い
中
間
地
点
の
共
同
体
と
し
、
Ａ
と
Ｂ
は
Ｃ
を
介
し
て
し

か
黒
曜
石
と
塩
を
交
換
で
き
な
い
と
す
る
。
Ａ
と
Ｂ
は
お
互
い
に
自

ら
は
産
出
し
な
い
希
少
性
の
高
い
財
を
相
手
が
豊
富
に
産
出
し
、
た

と
え
ば
、
一
年
間
に
、
Ａ
は
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
黒
曜
石
を
Ｃ
に
渡

し
て
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
塩
を
得
、
Ｂ
は
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
塩
を
Ｃ

に
渡
し
て
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
黒
曜
石
を
得
る
と
す
れ
ば
、
Ｃ
は
一

年
間
に
黒
曜
石
と
塩
を
い
ず
れ
も
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
得
る
。
し
か

し
、
Ｃ
は
そ
れ
ら
全
て
を
自
ら
消
費
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
ず
、
時

間
が
経
つ
ほ
ど
に
黒
曜
石
と
塩
の
在
庫
が
増
え
て
ゆ
き
、
そ
れ
ら
を

消
費
し
た
場
合
の
限
界
効
用
も
逓
減
す
る
の
で
、
黒
曜
石
や
塩
を
手

放
し
て
代
わ
り
に
入
手
し
た
い
財
の
種
類
や
量
が
し
だ
い
に
増
え
て

ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
黒
曜
石
や
塩
を
貯
め
込
ん
だ
Ｃ
は
、
周

辺
の
集
落
が
産
出
な
い
し
所
持
し
て
い
る
、
そ
れ
ら
よ
り
も
自
分
に

と
っ
て
限
界
効
用
の
高
い
財
と
交
換
し
よ
う
と
し
、
周
辺
の
集
落
も

稀
少
な
黒
曜
石
や
塩
を
Ｃ
以
外
か
ら
も
っ
と
よ
い
交
易
条
件
で
入
手

で
き
な
い
の
な
ら
ば
交
換
に
応
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
塩
や
黒
曜
石
は
Ｃ
に
と
っ
て
他
の
多
く
の
種
類
の
財
と
交
換
し

う
る
交
換
手
段
た
る
貨
幣
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
り
、
貨
幣
と

し
て
の
そ
の
よ
う
な
用
法
は
Ｃ
以
外
の
集
落
に
も
広
が
り
、
貨
幣
と

交
換
で
き
る
財
の
種
類
が
増
え
れ
ば
、
自
分
の
持
つ
財
を
ま
ず
貨
幣

に
変
え
、
そ
の
貨
幣
を
蓄
積
し
て
必
要
な
と
き
に
必
要
な
財
・
サ
ー

ビ
ス
を
買
う
と
い
う
行
動
が
い
ろ
い
ろ
な
共
同
体
の
間
で
、
さ
ら
に

は
、
共
同
体
内
部
で
も
家
族
や
個
人
の
間
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
ゆ
き
、
貨
幣
と
交
換
で
き
る
財･

サ
ー
ビ
ス
は
贈
与
と
返
礼
の
相
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互
交
換
と
い
う
よ
り
も
貨
幣
と
商
品
と
の
交
換
と
言
っ
た
方
が
よ
い

よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

マ
ル
ク
ス
は
商
品
が
交
換
手
段
と
し
て
の
貨
幣
に
な
り
、
貨
幣
を

無
限
に
増
や
そ
う
と
す
る
動
機
が
働
く
よ
う
に
な
っ
て
資
本
が
生
ま

れ
る
と
す
る
が
、
貨
幣
の
よ
う
な
交
換
手
段
を
当
面
の
必
要
を
超
え

て
蓄
積
＝
貯
蓄
す
る
行
動
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
も
み
ら
れ
る（

11
（

。
し
た

が
っ
て
、
交
換
に
よ
っ
て
得
た
、
遠
距
離
交
易
が
可
能
で
保
存
性
も

あ
り
、
当
面
消
費
し
な
い
財
の
蓄
積
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
よ
り
も
は

る
か
に
目
的
合
理
性
が
発
達
し
て
い
る
人
間
（
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
）

が
遠
距
離
交
易
を
は
じ
め
た
当
初
よ
り
行
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
長
距
離
交
易
の
要
衝
に
位
置
す
る
共
同
体
が
そ
の

対
象
と
な
る
財
を
蓄
積
し
、
そ
の
財
の
限
界
効
用
が
低
下
し
て
、
他

の
多
く
の
種
類
の
財･

サ
ー
ビ
ス
と
そ
れ
と
を
交
換
し
は
じ
め
、
そ

の
よ
う
な
長
距
離
交
易
財
と
他
の
財･

サ
ー
ビ
ス
と
の
交
換
が
貨
幣

と
商
品
と
の
交
換
の
起
源
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
貨
幣
の
も
と
に

な
っ
た
長
距
離
交
易
財
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
っ
て
売
り
や
す

さ
を
巡
っ
て
淘
汰
が
起
こ
り
、
稀
少
な
貝
殻
、
一
定
量
の
貴
金
属
や

銅
な
ど
、
売
り
や
す
さ
の
高
い
財
が
貨
幣
に
な
り
、
貨
幣
と
交
換
さ

れ
る
財･

サ
ー
ビ
ス
が
商
品
に
な
る
と
い
う
メ
ン
ガ
ー
動
学
が
こ
の

段
階
で
作
用
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
蓄
積
さ
れ
た
長
距
離
交
易
財
＝

資
本
が
貨
幣
を
生
み
、
貨
幣
が
商
品
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。

物
流
を
独
占
的
に
仲
介
す
る
も
の
が
繁
栄
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

中
心
・
準
周
辺
・
周
辺
の
構
造
と
、
中
心
を
担
う
覇
権
国
の
交
代
と

し
て
モ
デ
ル
化
さ
れ
る
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム（

11
（

に
も
み
ら
れ
る
見
方
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
産
業
革
命
」
を
経
て
世
界
の
工
場
と
し
て
覇
権

国
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
が
ち
な
英
国
は
、「
産
業
革
命
」
の
後
、
工

業
製
品
を
輸
出
し
て
も
貿
易
収
支
が
入
超
で
あ
り
、
イ
ン
ド
産
ア
ヘ

ン
を
中
国
に
売
っ
て
英
国
か
ら
イ
ン
ド
に
綿
製
品
、
イ
ン
ド
か
ら
中

国
に
ア
ヘ
ン
、
中
国
か
ら
英
国
に
茶
と
い
う
三
角
貿
易
を
確
立
す
る

た
め
清
に
戦
争
を
仕
掛
け
た
よ
う
に
、
大
英
帝
国
繁
栄
の
真
の
原
因

は
工
業
力
で
は
な
く
、
七
つ
の
海
を
股
に
か
け
た
海
軍
・
海
運
・
貿

易
力
で
あ
る
と
い
う
最
近
の
指
摘（

11
（

に
も
み
ら
れ
る
。
英
国
に
お
け
る

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
の
こ
ろ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
「
未
熟
で
、
地
主
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
と
貿
易
商
や
専
門
職
を
主
体
と
す
る
も
の
で
し
か
な

く
、
産
業
資
本
な
ど
と
い
う
も
の
は
力
に
な
り
え
な
か
っ
た
。
一
世

紀
の
ち
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
は
、
こ
の
点
で
ま
っ
た
く
違
っ
て
い

た
。
こ
の
こ
と
が
、
英
国
に
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
的
＝
反
産
業
資
本

的
、
ラ
ン
チ
ェ（
地
代
・
金
利
生
活
者
）
的
な
価
値
観
に
彩
ら
れ
た
、

特
有
の
近
代
社
会
を
生
み
出
し
た
。（

20
（

」「
二
〇
世
紀
の
衰
退
論
者
は
お

お
む
ね
同
意
見
で
あ
っ
た
。
…
…
英
国
の
支
配
階
層
に
は
、
土
地
や

証
券
に
よ
る
資
産
収
入
─
─
不
労
所
得
─
─
や
弁
護
士
や
医
師
、
聖

職
者
、
官
僚
の
よ
う
な
専
門
職
を
よ
し
と
し
、
工
業
的
、
技
術
的
な

も
の
を
拒
否
す
る
一
方
、
一
円
の
人
民
の
保
護
者
と
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
福
祉
活
動
を
行
う
傾
向
が
あ
る
。
都
市
的
な
も
の
を
忌
避
し
、
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農
村
的
・
牧
歌
的
・
共
同
体
的
な
価
値
を
重
ん
じ
る
。」（
同
、
二
九

頁
）
と
特
色
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
英
国
資
本
主
義
の
特
質

は
、
一
九
九
〇
年
代
に
衰
退
か
ら
脱
し
て
好
調
に
な
っ
た
後
も
、
製

造
業
が
停
滞
し
、
金
融
・
保
険
・
不
動
産
業
や
科
学
技
術
の
専
門
職

と
い
っ
た
高
度
サ
ー
ビ
ス
業
の
従
事
者
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
就
業
者

の
伸
び
率
も
高
い
と
い
う
よ
う
に
、
今
日
の
英
国
の
産
業
構
造
の
特

質（
21
（

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
英
国
資
本
主
義
の
実
態
は
、
利
潤
追
求

を
至
上
命
令
と
す
る
よ
う
な
産
業
資
本
に
着
目
し
た
マ
ル
ク
ス
や

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
と
は
か
な
り
違
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
の
価
値
形
態
論
は
、
実
証
的
に
も
支
持
さ
れ
る
、
物
流

の
独
占
的
仲
介
や
そ
れ
に
伴
う
蓄
積
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
現

実
と
は
異
な
り
、
産
業
資
本
に
焦
点
を
当
て
、
商
品
を
巡
る
競
争
的

な
市
場
経
済
か
ら
産
業
資
本
を
な
ん
と
か
導
き
出
そ
う
と
し
た
も
の

で
、
そ
の
た
め
支
離
滅
裂
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
？

マ
ル
ク
ス
系
経
済
原
論
で
以
上
の
よ
う
な
私
の
議
論
に
近
い
も
の

と
し
て
は
、
小
幡
道
昭
の
原
論
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
私
は
東
京
大
学
教
養
学
部
・
経
済
学
研
究
科
で
学
ん
で
い
た

こ
ろ
か
ら
マ
ル
経
宇
野
派
教
員
の
原
論
Ａ
・
理
論
経
済
学
Ａ
と
は

疎
遠
だ
っ
た
（
塚
本
健
は
向
坂
逸
郎
派
と
の
こ
と
だ
っ
た
）
こ
と
も

あ
っ
て
、
宇
野
派
本
家
筋
の
若
旦
那
と
位
置
づ
け
る
に
す
ま
せ
て
小

幡
の
研
究
内
容
に
は
今
ま
で
全
く
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
今
回

の
原
稿
を
書
く
最
中
に
た
ま
た
ま
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
少
々
驚
い

た
。
し
か
し
、
冷
静
に
考
え
て
、
小
幡
原
論
は
伝
統
的
な
宇
野
派
原

論
の
欠
点
を
昂
進
し
て
し
ま
っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
た（

22
（

。

マ
ル
サ
ス
が
説
い
た
よ
う
に
、
土
地
な
ど
の
資
源
の
制
約
が
な
け

れ
ば
人
間
だ
け
で
な
く
あ
ら
ゆ
る
生
物
は
遺
伝
子
の
複
製
に
よ
っ
て

等
比
級
数
的
に
増
殖
し
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
り
、
Ｒ
Ｎ
Ａ
を
ゲ
ノ

ム
と
す
る
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
新
型
コ
ロ
ナ（

21
（

の
感
染
拡
大
は
そ
の
こ
と

を
私
た
ち
に
改
め
て
印
象
づ
け
た
が
、
貨
幣
の
使
用
が
一
般
化
し
た

社
会
で
多
く
の
人
々
が
貨
幣
を
、
制
約
が
な
け
れ
ば
無
限
に
増
殖
さ

せ
よ
う
と
す
る
の
も
、
マ
ル
サ
ス
『
人
口
論
』
が
食
料
な
ど
の
制
約

が
な
け
れ
ば
人
口
は
等
比
級
数
的
に
増
え
る
と
述
べ
た
よ
う
な
生
物

の
増
殖
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
基
礎
に
お
い
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

マ
ル
サ
ス
の
議
論
が
生
物
一
般
に
も
妥
当
す
る
と
気
付
い
た
ダ
ー
ゥ

イ
ン
が
進
化
論
を
定
式
化
し
た（

21
（

。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
の
無
限
増
殖

は
生
物
の
本
質
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
に
す
ぎ
ず
、
土
地
が
生
物
に
必

要
な
食
物
を
産
出
す
る
稀
少
な
財
で
あ
れ
ば
成
り
立
た
ず
、
地
代
収

入
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
に
よ
っ
て

特
色
づ
け
ら
れ
る
近
現
代
英
国
社
会
に
お
い
て
も
土
地
の
希
少
性
が

重
要
な
の
で
説
得
力
を
持
た
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
資
本
の
と
ら
え
方

は
、
食
料
資
源
の
制
約
が
な
け
れ
ば
生
物
一
般
に
な
り
た
つ
こ
と

を
、
貨
幣
の
無
限
蓄
積
・
増
殖
を
伴
う
経
済
活
動
が
主
流
で
あ
る
と

い
う
、
架
空
の
社
会
に
し
か
み
ら
れ
な
い
現
象
と
と
り
違
え
た
も
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の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
、
次
に
労
働
価
値
説
に
即
し
て
み
て
み
よ

う
。

二　

�

一
九
世
紀
英
国
に
お
け
る
、
増
殖
す
る
資
本
と
し

て
の
労
働
力

マ
ル
ク
ス
の
労
働
価
値
説
の
真
髄
は
商
品
の
相
対
価
格
を
そ
の
生

産
に
直
接
間
接
必
要
な
労
働
時
間
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
商
品
の
な
か
で
労
働
力
の
み
が
剰
余
価
値
を
産
み
出
し
、
資
本

家
の
労
働
者
に
対
す
る
剰
余
価
値
の
搾
取
が
利
潤
や
地
代
の
源
泉
で

あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
り
、
鎌
倉
氏
は
そ
れ
が

成
功
し
て
い
る
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
論
理

的
に
破
綻
し
て
い
る
。
私
の
知
る
限
り
最
も
早
く
そ
の
こ
と
を
指
摘

し
た
の
は
村
上
泰
亮
に
よ
る
置
塩
信
雄
著
『
資
本
制
経
済
の
基
礎
理

論
』
の
書
評
で
あ
る
。「
四
九
ペ
ー
ジ
に
示
さ
れ
た
置
塩
氏
の
定
式

化
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
労
働
と
他
の
通
常
の
財
と
は
形
式
的

に
は
ま
っ
た
く
同
資
格
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
以
外
の
あ
る

特
定
の
財
を
と
り
、
他
の
財
の
価
値
を
そ
の
生
産
に
直
接
・
間
接
必

要
な
か
の
特
定
財
の
量
と
し
て
定
義
す
る
と
、
労
働
以
外
の
財
を
規

準
と
し
た
投
入
価
値
説
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
資
本
制
生
産
の
必

要
条
件
と
し
て
、
こ
の
特
定
財
に
つ
い
て
剩
余
部
分
が
生
み
出
さ
れ

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
資
本
制
生
産
の
た
め
の
条
件

は
、
労
働
を
含
む
す
べ
て
の
財
に
つ
い
て
剰
余
部
分
が
作
り
出
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
置
塩
氏
の
与
え
た
形
式
的
な
体
系
か
ら
出
発
す
る

か
ぎ
り
、
労
働
価
値
説
は
資
本
制
生
産
を
説
明
す
る
た
め
の
不
可
欠

な
用
具
で
は
な
く
、
可
能
な
説
明
方
法
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
労
働

以
外
の
財
を
と
っ
て
も
『
投
入
価
値
説
』
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
置
塩
氏
の
提
示
す
る
命
題
を

説
明
す
る
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。
置
塩
氏
の
分
析
と
ま
っ
た
く
等
価

の
形
式
的
分
析
を
行
な
い
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
印
象
を
つ

く
り
出
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
置
塩
氏
の
数
理
的
分
析
が
労

働
価
値
説
を
正
当
化
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。（

25
（

」

一
日
八
時
間
働
く
こ
と
が
で
き
る
労
働
力
を
産
み
出
す
の
に
直
接

間
接
必
要
な
労
働
時
間
は
た
と
え
ば
五
時
間
で
、
自
分
自
身
の
剰
余

価
値
三
時
間
を
産
み
出
す
点
で
労
働
力
は
特
別
で
あ
る
と
い
う
マ
ル

ク
ス
の
説
は
、
労
働
時
間
で
価
値
を
計
る
た
め
そ
う
な
る
に
す
ぎ

ず
、
他
の
財
で
価
値
を
計
れ
ば
そ
の
財
が
特
別
に
な
る
。
た
と
え
ば

小
麦
八
キ
ロ
を
生
産
す
る
の
に
直
接
間
接
必
要
な
小
麦
の
量
は
五
キ

ロ
で
、
小
麦
八
キ
ロ
は
三
キ
ロ
の
剰
余
価
値
を
産
み
出
す
の
で
あ

り
、
労
働
力
は
他
の
商
品
と
は
異
な
っ
た
特
別
な
働
き
を
し
て
い
る

と
は
言
え
な
い（

26
（

。

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、『
資
本
論
』
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
な
部

分
で
大
き
く
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
マ
ル
ク

ス
は
景
気
循
環
の
原
因
と
し
て
賃
金
の
変
動
に
着
目
す
る
が
、
労
働
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力
だ
け
が
特
別
で
は
な
い
の
で
、
諸
々
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
変

動
と
業
種
別
の
賃
金
の
変
動
の
両
方
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

景
気
循
環
は
三
～
四
年
周
期
の
キ
チ
ン
波
（
在
庫
投
資
循
環
）、
約

一
〇
年
の
ジ
ュ
グ
ラ
ー
波
（
設
備
投
資
循
環
）、
約
三
〇
年
の
ク
ズ

ネ
ッ
ツ
波
（
建
設
投
資
循
環
）、
約
五
〇
年
の
コ
ン
ド
ラ
テ
ィ
エ
フ

波
（
技
術
革
新
の
波
）
の
合
成
か
ら
な
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
波
の
上
昇
局
面
で
労
働
需
要
が
増
え
る
の
で
、
い
く
つ
か
の
波

の
上
昇
局
面
が
重
な
っ
た
り
あ
る
波
の
上
昇
が
他
の
波
の
下
降
を

上
回
る
な
ど
の
結
果
と
し
て
賃
金
も
上
が
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
の

は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
、
労
働
需
要
や
賃
金
で
景
気
循
環
を
説
明

す
る
の
は
原
因
と
結
果
と
を
取
り
違
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

し
、
そ
も
そ
も
労
働
力
は
他
の
商
品
と
は
異
な
っ
て
剰
余
や
利
潤
の

源
泉
だ
と
い
う
誤
っ
た
前
提
が
そ
の
取
り
違
え
を
引
き
起
こ
し
た
。

な
お
、
マ
ル
ク
ス
が
取
り
上
げ
て
い
る
景
気
循
環
は
固
定
資
本

の
補
填
に
か
か
わ
る
一
〇
年
周
期
の
ジ
ュ
グ
ラ
ー
波
で
あ
る
（
Ⅰ
、

三
七
三
頁
）
が
、「
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
さ
れ
る
ジ
ュ
グ
ラ
ー
『
商
業

恐
慌
史
』（
一
八
六
二
年
） 

に
対
し
、
マ
ル
ク
ス
ら
は
マ
ル
ク
ス
・

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
で
見
る
限
り
、
全
く
触
れ
て
い
な
い
理
由
は
何

か（
21
（

」
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
剽
窃
疑
惑
が
あ
る
よ
う

だ
。ま

た
、
労
働
価
値
に
比
例
し
た
交
換
か
ら
利
潤
率
を
均
等
化
す
る

市
場
価
格
に
よ
る
交
換
へ
の
転
形
を
考
え
る
（
Ⅱ
、
第
二
篇
）
な
ら

ば
、
任
意
の
財･

サ
ー
ビ
ス
価
値
に
比
例
し
た
交
換
か
ら
の
転
形
を

考
え
る
こ
と
も
同
様
に
で
き
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
転
形
問
題
は
ナ
ン

セ
ン
ス
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
財
の
な
か
で
、
他
の
財
を
直
接
・
間
接
に

使
っ
て
生
産
さ
れ
な
い
財
（
や
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
天
然
資
源
）

だ
け
が
特
殊
で
あ
り
、
と
く
に
食
料
を
生
産
す
る
土
地
（
海
面
近
く

の
海
も
そ
れ
に
準
じ
る
）
は
そ
こ
に
差
し
込
む
太
陽
光
に
よ
っ
て
価

値
が
大
き
く
規
定
さ
れ
、
石
油
、
石
炭
や
天
然
ガ
ス
は
過
去
の
光
合

成
の
遺
産
だ
し
、
海
流
や
風
力
の
大
部
分
も
地
上
を
照
ら
す
太
陽
光

の
偏
在
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
、
夢
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
さ
れ
る

重
水
素
核
融
合
は
小
型
の
太
陽
な
の
で
、
土
地
、
太
陽
光
、
核
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
原
料
資
源
な
ど
（
一
括
し
て
土
地
で
代
表
さ
せ
て
も
よ
い

と
思
わ
れ
る
）
の
価
値
を
本
源
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
や
ケ
ネ
ー
の
重
農

主
義
・
土
地
価
値
説（

21
（

が
正
し
い
。
ま
た
、
そ
れ
が
地
上
の
酸
素
の

よ
う
に
人
間
の
需
要
と
比
べ
て
将
来
に
わ
た
っ
て
有
り
余
っ
て
い
れ

ば
価
格
ゼ
ロ
の
自
由
財
と
な
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
希
少
性
の
あ

る
経
済
財
と
し
て
所
有
権
や
使
用
権
に
価
格
が
つ
く
と
い
う
こ
と
か

ら
、
限
界
革
命
以
降
の
近
代
経
済
学
の
説
明
が
価
値
論
と
し
て
は
正

し
い
こ
と
に
な
る
し
、
資
本
で
は
な
く
土
地
所
有
の
公
有
化
こ
そ
経

済
格
差
是
正
に
と
っ
て
重
要
だ
と
い
う
ワ
ル
ラ
ス
の
社
会
主
義
が
正

鵠
を
射
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
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ま
た
、
労
働
者
か
ら
の
搾
取
が
利
潤
と
な
り
、
そ
の
一
部
が
地
代

と
し
て
地
主
に
分
配
さ
れ
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
説
明
（
Ⅱ
、
第
六

篇
）
は
破
綻
し
て
い
る（

21
（

。

要
す
る
に
、
労
働
価
値
説
や
そ
れ
に
基
づ
く
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主

義
は
誤
り
で
あ
り
、
重
農
主
義
や
ワ
ル
ラ
ス
の
社
会
主
義
が
正
し
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
？ 
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占
め
る
第
一
次
産
業
の
ウ
ェ
イ

ト
が
ど
れ
だ
け
小
さ
く
な
っ
て
も
、
た
と
え
ば
火
山
の
大
噴
火
な
ど

に
よ
っ
て
地
表
に
と
ど
く
太
陽
光
が
大
き
く
減
っ
て
第
一
次
産
業
が

大
打
撃
を
受
け
れ
ば
多
数
の
餓
死
者
が
出
る
と
い
う
単
純
な
事
実
か

ら
そ
の
こ
と
は
証
明
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
者
の
賃
金
は
労
働
力
を
再
生
産
す
る
に
過
不

足
な
い
水
準
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
長
期
的
に
見
れ
ば
、
労
働
者
の

人
口
は
増
え
も
減
り
も
せ
ず
一
定
に
保
た
れ
る
。
労
働
価
値
に
比
例

し
た
等
価
交
換
が
行
わ
れ
る
の
は
、
そ
う
な
る
た
め
の
十
分
条
件
で

あ
る（

10
（

が
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、『
資

本
論
』
第
三
巻
で
は
労
働
価
値
通
り
の
交
換
と
い
う
第
一
巻
の
前
提

を
捨
て
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
搾
取
論
の
本
質
は
、
労

働
で
価
値
を
計
る
こ
と
と
は
関
係
な
く
、
労
働
者
の
人
口
が
長
期
的

に
は
増
え
も
減
り
も
し
な
い
水
準
に
決
め
ら
れ
る
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
産
業
資
本
主
義
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
た
め
の
工
夫
と
し
て
マ
ル
ク
ス
が
提
起
し
て
い
る
の
は
、
労

働
節
約
的
技
術
進
歩
に
よ
っ
て
労
働
者
は
超
過
供
給
の
状
態
に
置
か

れ
続
け
る
と
い
う
、
相
対
的
過
剰
人
口
・
産
業
予
備
軍
に
よ
る
説
明

で
あ
る
。
厳
密
に
論
じ
れ
ば
、
労
働
者
の
超
過
供
給
を
減
ら
し
需
給

均
衡
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
賃
金
は
労
働
者
人
口
を
減
ら
す
よ
う

な
低
い
水
準
に
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
産
業
資
本
主
義
の
も

と
で
は
労
働
者
は
悲
惨
な
生
活
水
準
の
も
と
で
減
り
続
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い（

11
（

。
資
本
主
義
と
は
労
働
者
人
口
が
持
続
的
に
減
少
す
る
社

会
で
あ
り
、
一
九
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
に
か
け
て
の
英
国
は
そ
う
で

あ
っ
た
と
い
う
の
が
、『
資
本
論
』
が
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
資

本
主
義
観
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
英
国
の
人
口
の
変
化
が
実
際
に
ど
う
で
あ
っ
た
か

が
分
か
れ
ば
、『
資
本
論
』
の
搾
取
論
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
容
易

に
実
証
さ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
一
六
八
八
年
か
ら
一
七
三
〇

年
ま
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ
イ
ル
ズ
の
年
次
複
合
成
長

率
は
年
あ
た
り
〇
・
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
低
か
っ
た
。」「
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
及
び
ウ
ェ
イ
ル
ズ
の
一
七
三
〇
年
と
一
七
八
〇
年
の
あ
い
だ
に

年
次
成
長
率
は
〇
・
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
〇
・
六
六
パ
ー
セ
ン
ト
に

漸
次
変
動
し
た
。
次
い
で
一
七
八
一
年
か
ら
一
九
一
一
年
に
か
け
て

は
、
ブ
リ
テ
ン
の
人
口
は
一
〇
年
に
つ
き
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
も

上
昇
し
た
。（

12
（

」
と
特
徴
付
け
ら
れ
て
お
り
、
以
下
に
図
２
（
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
人
口
、
一
五
四
一
～
一
八
三
一
年
）
と
図
1
（
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
主
要
国
の
人
口
、
一
八
三
〇
～
二
〇
一
〇
年
）
を
挙
げ
て
お

く
。
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さ
ら
に
、
英
国
の
実
質
賃
金
は
、
一
九
世
紀
初
め
の
ナ
ポ
レ
オ
ン

戦
争
（
一
七
九
九
～
一
八
一
五
年
）、
大
陸
封
鎖
令
（
一
八
〇
六
年
）

や
米
英
戦
争
（
一
八
一
二
～
一
五
年
）
に
よ
る
落
ち
込
み（

11
（

を
の
ぞ
け

ば
一
七
七
〇
年
こ
ろ
か
ら
増
加
の
趨
勢
に
あ
り
（
図
４
の
太
い
灰

色
折
れ
線（

11
（

）、
後
半
に
な
る
と
右
肩
上
が
り
で
急
激
に
増
加
し
て
い

る
。
図
４
で
み
る
よ
う
に
一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
人
口
が
異
常

に
増
え
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
除
い
た
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
の
実
質
賃

金
増
加
は
顕
著
で
あ
る
。
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
人
口
の
加
速
度
的
増
加
を
支
え
た
経
済
成
長
は
連

続
的
な
過
程
と
み
ら
れ
、
一
七
七
〇
～
八
〇
年
台
に
紡
績
機
械
化
が

進
ん
だ
こ
と
を
も
っ
て
従
来
は
「
産
業
革
命
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
て

来
た
が
、
最
近
に
お
い
て
は
「
産
業
革
命
」
と
呼
ぶ
に
値
す
る
急
激

な
変
化
は
存
在
せ
ず
、
真
の
革
命
は
一
九
世
紀
半
ば
だ
と
す
る
説（

15
（

が

支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
図
３
に
よ
れ
ば
英
国
の
人
口
増
加
も

出所�：M.� Overton,� Agricultural Revolution in England ,�
Cambridge�University�Press,�1996,�p.65,�Figure�3.1�

図 2

出所�：　本川裕『社会実情データ図録』https://honkawa2.
sakura.ne.jp/9013.html、2015 年

図 3
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一
八
二
〇
～
五
〇
に
逓
減
し
た
が
、
一
八
五
〇
年
以
降
加
速
し
て
い

る
。

 

こ
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
英
国
で
は
、
著
し
い
人
口

増
加
が
長
期
的
に
見
ら
れ
、
増
加
し
た
人
口
の
多
く
は
労
働
者
階
級

で
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
英
国
に
お
い
て
は
一
人
当
た
り
実
質
賃
金
の

停
滞
・
低
下
が
趨
勢
的
に
み
ら
れ
た
が
、
女
性
や
子
供
を
労
働
市
場

に
供
給
し
た
た
め
労
働
者
世
帯
当
た
り
の
実
質
賃
金
収
入
は
上
昇
し

て
消
費
財
へ
の
需
要
増
も
み
ら
れ（

16
（

、
生
活
水
準
は
向
上
し
て
い
た
の

で
あ
り
、
ド
ゥ
フ
リ
ー
ス
に
よ
れ
ば
「
長
い
一
八
世
紀
を
つ
う
じ
て

家
具
な
ど
の
耐
久
財
の
み
な
ら
ず
食
器
な
ど
の
ワ
レ
モ
ノ
、
刺
繍
入

り
の
織
物
、
リ
ネ
ン
や
綿
を
素
材
と
し
た
衣
料
や
そ
の
他
布
製
品
、

時
計
な
ど
の
実
用
品
、
あ
る
い
は
砂
糖
・
コ
ー
ヒ
ー
・
茶
な
ど
の
多

様
な
商
品
が
、
上
流
か
ら
中
流
階
層
、
さ
ら
に
は
家
事
使
用
人
や
職

人
な
ど
一
部
庶
民
層
に
ま
で
出
回
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
…
…
。（

11
（

」

マ
ル
ク
ス
は
労
働
時
間
の
延
長
や
女
性
・
子
供
の
長
時
間
労
働
を

資
本
家
に
よ
る
労
働
者
の
搾
取
と
し
て
説
明
し
た
が
、
長
時
間
労
働

に
伴
う
資
本
家
の
利
潤
収
入
増
加
を
可
能
に
し
た
の
は
、「
家
族
み

ん
な
で
よ
り
長
時
間
が
ん
ば
っ
て
働
く
こ
と
で
、
消
費
財
購
入
の
た

め
の
収
入
を
稼
ぐ
こ
と
を
選
択
し
た（

11
（

」
と
い
う
労
働
者
の
勤
勉
革
命

で
あ
り
、
労
働
者
階
級
に
も
経
済
成
長
の
果
実
で
あ
る
剰
余
の
一
部

が
分
配
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
口
増
加
と
消
費
生
活
の
向
上
が
可

能
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点

で
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
よ
り
も
ス
ラ
ッ
フ
ァ
の
『
商
品
に
よ

る
商
品
の
生
産
』
の
ほ
う
が
一
八
～
九
世
紀
の
英
国
資
本
主
義
を
よ

り
よ
く
と
ら
え
て
い
る
。

勤
勉
革
命industrious revolution

は
元
来
、
速
水
融
が
産
業
革

命industrial revolution

を
捩
っ
て
一
九
七
一
年
こ
ろ
使
い
始
め

た
、
一
八
世
紀
日
本
の
経
済
発
展
を
説
明
す
る
概
念
で
あ
り（

11
（

、
の
ち

に
ド
ゥ
フ
リ
ー
ス
ら
に
よ
っ
て
英
国
を
含
む
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関

出所�：齋藤修『比較経済発展論　歴史的アプローチ』岩波
書店、2008年、248頁、図（.1（C.�H.�Feinstein�,�“Pessimism�
Perpetuated:�Real�Wages�and�the�Standard�of�Living�
in�Britain�during�and�after�the�Industrial�Revolution,”��
Journal of Economic History ,� 1998,� Vol.� 58,� No.� 3,�
TABLE5 をもとに齋藤が作成した図）に、ナポレオン
戦争（1（99 ～ 1815 年）、大陸封鎖令（1806 年）や米英
戦争（1812 ～ 15 年）による落ち込みがなかったと想定
した場合の趨勢を表す灰色の太い折れ線を平山が付加

図 4
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し
て
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三　

マ
ル
サ
ス
の
罠
と
マ
ル
ク
ス

マ
ル
ク
ス
は
「
労
働
者
の
賃
金
に
は
『
こ
の
階
級
の
維
持
だ
け
で

な
く
そ
の
増
殖
を
も
保
証
す
る
に
足
る
』
分
が
含
ま
れ
て
い
る
（
資

本
家
的
機
構
を
通
し
て
）
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
自
然

的
な
労
働
人
口
の
増
加
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
Ⅰ
、
二
四
一
頁
）

と
鎌
倉
氏
は
紹
介
し
、
労
働
人
口
を
巡
る
マ
ル
ク
ス
の
議
論
を
「
賃

金
上
昇
が
労
働
人
口
増
大
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
失
業
・
貧
困

さ
え
も
労
働
人
口
増
大
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
」
と
ま
と
め
た
う

え
で
、「
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
『
貧
困
が
人
口
を
生
む
』
と
い
う
マ

ル
サ
ス
流
の
考
え
を
肯
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
失
業･

貧
困
が
継

続
す
れ
ば
、
労
働
者
人
口
は
減
少
す
る
。
生
活
難
か
ら
、
結
婚
も

で
き
な
い
、
子
育
て
も
で
き
な
い
、
と
い
う
状
態
に
陥
る
。」（
Ⅱ
、

一
二
二
・
三
頁
）
と
批
判
し
て
い
る
。
マ
ル
サ
ス
の
人
口
に
関
す
る

基
本
的
な
モ
デ
ル
は
、
貧
困
を
人
口
増
加
の
原
因
と
す
る
も
の
で
は

な
く
、
生
存
水
準
を
超
え
る
賃
金
上
昇
が
人
口
増
に
よ
っ
て
食
い
潰

さ
れ
て
反
落
し
、
一
時
的
に
生
存
水
準
以
下
の
賃
金
に
下
落
す
る
と

い
う
貧
困
化
が
人
口
増
加
減
速
や
人
口
減
少
を
も
た
ら
す
こ
と
を
通

し
て
、
生
存
水
準
の
賃
金
と
そ
れ
に
見
合
っ
た
人
口
と
い
う
均
衡

（
マ
ル
サ
ス
の
罠
）
で
安
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
貧
困
が
原

因
で
人
口
が
増
加
す
る
と
い
う
、
鎌
倉
氏
の
い
う
マ
ル
サ
ス
流
の
考

え
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
マ
ル
サ
ス
を
こ
の

よ
う
に
誤
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
し
か
し
、
一
八
世
紀
以
降

の
英
国
も
日
本
も
、
マ
ル
サ
ス
の
罠
を
脱
し
て
離
陸（

10
（

を
果
た
し
、
近

代
経
済
成
長
期
に
入
っ
た
の
で
あ
る（

11
（

。
マ
ル
サ
ス
の
罠
か
ら
の
脱
出

は
、
英
国
で
も
日
本
で
も
、
従
来
説
か
れ
て
き
た
「
産
業
革
命
」
で

は
な
く
勤
勉
革
命
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
七
〇
〇
～
一
八
二
〇
年
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
は
英
国

が
〇
・
二
％
台
半
ば
、
日
本
が
〇
・
二
％
、
西
欧
一
二
カ
国
平
均
が
〇

･

一
三
％
、
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
が
〇
・
〇
％
台
半
ば
、
イ
ン
ド
が

マ
イ
ナ
ス
〇･

一
％
台
半
ば
で
あ
り（

12
（

、
鎖
国
下
日
本
の
一
人
当
た
り

Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
は
西
欧
諸
国
平
均
よ
り
は
る
か
に
高
く
、
七
つ
の
海

を
支
配
し
た
英
国
に
次
い
で
い
た
。
こ
の
時
期
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ

Ｐ
の
水
準
で
み
る
と
、
日
本
は
西
欧
の
約
二
分
の
一
に
す
ぎ
な
か
っ

た
（
同
、
二
三
九
頁
）
が
、
衛
生
状
態
や
医
療
水
準
な
ど
も
考
慮
す

べ
き
実
質
的
な
生
活
水
準
の
指
標
と
な
る
平
均
寿
命
を
み
る
と
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
一
七
二
六
～
五
一
年
で
三
五
歳（

11
（

、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

お
よ
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
は
一
八
〇
〇
～
九
年
四
〇
歳
、
一
八
一
〇
年

代
～
六
〇
年
代
四
一
歳
、
七
〇
年
代
四
三
歳
、
八
〇
年
代
四
五
歳
、

九
〇
年
代
四
六
歳
で
あ
る（

11
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
鬼
頭
に
よ
れ
ば
日
本

の
平
均
寿
命
は
「
一
七
世
紀
に
は
二
〇
代
後
半
な
い
し
三
〇
代
そ
こ

そ
こ
だ
っ
た
も
の
が
、
一
八
世
紀
に
は
三
〇
代
半
ば
、
そ
し
て
一
九
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世
紀
に
は
三
〇
代
後
半
の
水
準
を
維
持
し
て
明
治
中
期
の
水
準
に
つ

な
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。」「
第
一
回
生
命
表
（
一
八
九
一
～

九
八
年
調
査
）
で
は
男
四
二･

八
歳
（
松
浦
公
一
に
よ
る
改
作
値
で

は
三
七
・
一
）、
女
四
四
・
三
歳
（
同
三
九･

四
）」（
鬼
頭
［
二
〇
〇
〇
］

一
七
七
、一
七
四
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
一
八
世
紀
な
か
ば
に
お
い

て
は
英
国
と
日
本
の
平
均
寿
命
は
ほ
ぼ
等
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、

そ
の
後
も
一
九
世
紀
末
に
至
る
ま
で
大
き
な
差
は
生
じ
な
か
っ
た
。

マ
デ
ィ
ソ
ン
推
計
に
よ
る
と
中
国
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は

一
五
〇
〇
年
か
ら
一
八
二
〇
年
ま
で
の
間
停
滞
し
て
い
た
と
さ
れ
て

い
る
が
、
杉
原
薫
ら
は
一
七
～
八
世
紀
の
中
国
の
発
展
し
た
地
域
で

も
勤
勉
革
命
が
見
ら
れ
た
と
し（

15
（

、
ポ
メ
ラ
ン
ツ
は
、
長
江
下
流
域
デ

ル
タ
に
限
れ
ば
一
九
世
紀
前
半
ま
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
遜
色
な
か
っ

た
と
し
た
が
、
批
判（

16
（

を
受
け
て
撤
回
し
、「
一
七
五
〇
年
よ
り
む
し

ろ
一
七
〇
〇
年
に
近
い
年
代
」
ま
で
と
「
日
本
語
版
へ
の
序
文
」
で

訂
正
し
て
い
る（

11
（

。

ポ
メ
ラ
ン
ツ
の
修
正
説
の
よ
う
に
、
英
国
や
日
本
と
異
な
っ
て
長

江
下
流
域
デ
ル
タ
は
一
八
世
紀
前
半
に
は
勤
勉
革
命
が
行
き
詰
ま
っ

て
マ
ル
サ
ス
の
罠
に
再
び
陥
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
ア
ヘ
ン
戦

争
後
上
海
は
貿
易
都
市
と
し
て
発
展
し
、
人
口
増
に
苦
し
ん
で
い
た

中
国
人
の
多
く
は
華
僑
と
し
て
海
外
に
活
躍
の
場
を
得
て
、
大
英
帝

国
と
華
僑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
同
盟
が
形
成
さ
れ
た（

11
（

の
で
あ
る
か
ら
、

ア
ヘ
ン
戦
争
は
中
国
人
に
華
僑
と
し
て
の
活
躍
の
場
を
与
え
て
マ
ス

サ
ス
の
罠
か
ら
解
き
放
っ
た
の
で
あ
り
、
ア
ヘ
ン
戦
争
で
中
国
は
イ

リ
ギ
ス
の
周
辺
と
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

～
香
港
～
上
海
～
長
崎
～
神
戸
～
横
浜
を
枢
軸
と
す
る
華
僑
経
済
圏

と
重
複
し
て
お
り
、
国
際
政
治
に
お
け
る
日
英
同
盟
も
そ
の
あ
ら
わ

れ
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う（

11
（

。
戦
前
日
本
に
お
い
て
植
民
地
放
棄
論
・
小
日

本
主
義
を
唱
え
た
石
橋
湛
山
は
そ
の
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
？

北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
は
核
家
族
や
直
系
家
族
、
イ
ン
ド
や
中

国
は
父
系
大
家
族
（
共
同
体
家
族
）
が
伝
統
的
な
家
族
制
度
や
家

業
経
営
組
織
に
み
ら
れ
る
こ
と
が
、
プ
ロ
ト
工
業
化
の
際
マ
ル
サ

ス
の
罠
か
ら
脱
し
て
離
陸
し
う
る
か
否
か
に
と
っ
て
決
定
的
な
要
因

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る（

50
（

。
ポ
メ
ラ
ン
ツ
［
二
〇
一
五
］
も
含
め
て
、

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
影
響
を
強
く
受
け
た
論
者
は
北
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
が
他
の
地
域
と
異
な
っ
て
離
陸
し
え
た
の
は
近
代
世
界
シ
ス

テ
ム
の
中
心
と
し
て
周
辺
を
従
属
さ
せ
、
搾
取
し
た
か
ら
だ
と
す
る

が
、
そ
の
説
明
は
鎖
国
下
の
日
本
が
一
八
世
紀
に
離
陸
し
た
こ
と
と

矛
盾
す
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
諸

国
を
中
心
と
し
て
み
ら
れ
る
華
夷
秩
序
は
華
＝
中
心
か
ら
同
心
円
的

に
広
が
る
一
種
の
世
界
経
済
で
あ
る
と
い
う
点
で
西
欧
中
心
の
近
代

世
界
シ
ス
テ
ム
と
比
較
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
西
欧
中
心
の
近
代
世

界
シ
ス
テ
ム
は
中
心
が
積
極
的
に
周
辺
に
進
出
し
て
支
配
・
搾
取
す

る
の
に
対
し
て
、
中
国
や
と
り
わ
け
鎖
国
下
日
本
で
は
周
辺
が
中
心
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（
江
戸
時
代
日
本
で
は
京
・
大
阪
・
江
戸
の
三
都
）
に
出
向
い
て
中

心
の
権
威
を
確
認
す
る
こ
と
（
朝
貢
・
上
洛
・
参
勤
交
代
な
ど
）
が

重
視
さ
れ
、
と
り
わ
け
日
本
で
は
京
の
朝
廷
と
江
戸
の
幕
府
と
い
う

権
威
と
権
力
の
分
業
に
よ
っ
て
中
心
の
支
配
・
搾
取
が
ゆ
る
や
か
だ

と
い
う
違
い
が
あ
り
、
農
村
工
業
主
導
の
離
陸
や
西
南
雄
藩
の
台
頭

に
よ
る
徳
川
幕
府
滅
亡
、
雁
行
型
経
済
発
展
を
も
た
ら
し
た
（
平
山

［
二
〇
一
五
ｂ
］）。

大
塚
久
雄
は
丸
山
真
男
と
並
ん
で
、
西
洋
先
進
国
を
模
範
と
し
て

日
本
の
後
進
性
を
強
調
す
る
戦
後
進
歩
的
知
識
人
の
代
表
で
あ
っ
た

が
、
西
洋
近
代
と
比
べ
て
日
本
が
後
進
的
だ
と
い
う
認
識
自
体
が
お

か
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

英
国
に
お
い
て
は
一
八
世
紀
以
降
の
経
済
成
長
の
趨
勢
の
な
か
に

「
産
業
革
命
」
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
斎
藤
［
二
〇
一
八
］

に
よ
れ
ば
日
本
の
近
代
経
済
成
長
へ
の
離
陸
が
鎖
国
下
の
一
八
世

紀
で
あ
っ
た
こ
と
と
同
時
並
行
的
で
あ
る
。
斎
藤
は
「
第
一
次
世

界
大
戦
期
の
日
本
は
い
ま
だ
近
世
の
成
長
軌
道
上
に
あ
っ
た
」（
同
、

二
四
七
頁
）
と
し
て
い
る
が
、
私
は
第
一
次
大
戦
に
よ
る
西
欧
列
強

の
ア
ジ
ア
か
ら
の
後
退
に
伴
っ
て
起
こ
っ
た
一
九
一
五
年
こ
ろ
か
ら

の
重
化
学
工
業
化（

51
（

と
と
も
に
西
欧
に
お
け
る
一
九
世
紀
半
ば
の
革
命

が
日
本
に
波
及
し
は
じ
め
た
と
み
て
い
る
。

「
産
業
革
命
」
以
降
に
お
い
て
は
、
労
働
力
の
単
純
再
生
産
が
行

わ
れ
る
賃
金
水
準
よ
り
高
い
実
質
賃
金
の
上
昇
趨
勢
と
と
も
に
人
口

が
増
加
し
て
い
る
の
で
、
労
働
者
が
剰
余
価
値
の
一
部
を
得
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
認
め
れ
ば
『
資
本
論
』
そ

の
も
の
が
否
定
さ
れ
る
の
で
そ
れ
を
避
け
る
説
明
が
必
要
で
あ
り
、

貧
困
が
人
口
増
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
マ
ル
サ
ス
流
の
考
え
を
マ
ル

ク
ス
は
説
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
鎌
倉
氏
は
「
こ
こ
で
も
、
現

実
に
は
、
相
対
的
過
剰
人
口
を
想
定
し
て
い
る
も
の
と
と
ら
え
て
よ

い
。」（
Ⅰ
、
二
四
一
頁
）
と
解
釈
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
一
九
世

紀
英
国
に
お
い
て
労
働
者
も
含
む
人
口
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
知
ら

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、『
資
本
論
』
を
ま
と
め
る
際
そ
の
事

実
を
ま
と
も
に
考
慮
せ
ず
、
拡
大
再
生
産
に
伴
う
雇
用
の
増
加
を
人

口
増
の
代
わ
り
に
説
明
す
べ
く
、
相
対
的
過
剰
人
口
・
産
業
予
備
軍

を
捻
り
出
し
た
と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
八
世
紀
後

半
～
一
九
世
紀
に
お
け
る
労
働
人
口
の
急
激
な
増
加
を
伴
う
実
質
賃

金
の
増
加
を
ま
と
も
に
扱
え
な
い
と
い
う
の
が
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の

最
大
の
難
点
で
あ
り
、
現
実
か
ら
遊
離
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
現

実
に
よ
っ
て
反
証
さ
れ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
、
事
実
に
反
す
る
一
九
世
紀
英
国

の
資
本
主
義
像
を
採
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
は
、
全
体
的
・
平

均
的
に
は
マ
ル
サ
ス
の
罠
を
脱
し
、
労
働
者
の
生
活
状
態
が
改
善

し
、
人
口
も
増
加
す
る
な
か
で
も
み
ら
れ
た
例
外
的
事
象
を
マ
ル
ク

ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
過
大
評
価
し
、
そ
れ
が
一
般
的
な
傾
向
を
表
す

と
取
り
違
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
？
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鎌
倉
氏
は
、「
マ
ル
ク
ス
が
引
用
す
る
様
々
な
文
献
【
そ
の
中
で

と
く
に
重
要
な
の
は
、
Ｆ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労

働
者
階
級
の
状
態
』（
一
八
四
五
年
）
で
あ
る
。】
…
…
を
見
る
だ
け

で
も
す
さ
ま
じ
い
現
実
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ル
ク
ス
は

主
に
一
八
二
〇
～
六
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
を
現
実
の
根
拠

と
し
な
が
ら
、
資
本
─
─
賃
労
働
関
係
を
明
ら
か
に
し
…
…
」（
Ⅰ
、

一
七
八
頁
、【　

】
内
は
注
〔
11
〕）
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
移
住
は
─
─
海
を
渡
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
移
住
は
み
な
─
─
そ
の
時
期
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
受
入

国
側
か
ら
の
『
プ
ル
』
よ
り
も
む
し
ろ
、
母
国
側
の
悪
条
件
と
い
う

『
プ
ッ
シ
ュ
』
の
結
果
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。」「
一
八
四
四
年
に
エ

ン
ゲ
ル
ス
が
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
に
お
い
て
主
と
し
て
描
写
し
た
の
が
こ

れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
工
業
国
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
ほ
ど
貧
困
が
は
な
は
だ
し
か
っ
た
農
村
的
・
小
農
民
的
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
の
基
準
や
習
慣
を
ラ
ン
カ
シ
ャ
の
都
市
に
移
植
し
た
結
果
で

あ
っ
た
。（
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」

マ
ル
ク
ス
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
の
母
国
側
の
プ
ッ
シ
ュ

要
因
に
つ
い
て
も
誤
解
し
て
い
た
。『
資
本
論
』
第
二
三
章
第
五
節

「
資
本
主
義
的
蓄
積
の
一
般
的
法
則
の
例
解
」
の
紹
介
で
鎌
倉
氏
は

「
第
３
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
資
本
主
義
の
確
立
と
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
へ
の
そ
の
進
出･

支
配
の
下
で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
農
業
が

破
壊
さ
れ
、
農
民
（
小
借
地
農
）、
農
業
労
働
者
（
日
傭
い
）
が
深

刻
な
窮
乏
に
陥
っ
て
い
る
状
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
下

で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
人
口
が
流
出
（
一
八
五
一
～
七
四
年
ま
で

に
二
三
二
万
人
余
が
合
衆
国
に
移
住
）
し
た
が
、
人
口
が
減
少
し
て

も
、
な
お
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
農
業
革
命
、
耕
地
の
牧
場
化
に
よ
っ
て

相
対
的
過
剰
人
口
が
増
大
し
、
農
民
（
小
借
地
農
、
農
業
日
傭
い
労

働
者
）
は
窮
乏
に
陥
り
、
し
か
も
作
業
農
地
の
住
居
が
一
掃
さ
れ
、

都
市
避
難
所
に
住
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
人
口
の
絶
対
的

減
少
の
下
で
の
労
働
者
の
貧
困
の
増
大
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
の
労
働
者
の
窮
乏
は
人
口
過
剰
が
原
因
な
の
だ
と
い
う
マ
ル

サ
ス
流
の
『
人
口
原
理
』
が
唱
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
ナ
ッ
ソ
ー
・

Ｗ
・
シ
ー
ニ
ア
等
に
よ
っ
て
）。」（
Ⅰ
、
二
六
六
頁
）
と
要
約
し
て

い
る
が
、
マ
サ
イ
ア
ス
に
よ
れ
ば
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
「
家
族
の

増
加
は
主
と
し
て
じ
ゃ
が
い
も
栽
培
の
拡
大
が
原
因
で
あ
っ
た
。
人

口
成
長
は
、
じ
ゃ
が
い
も
の
影
響
を
最
も
強
く
受
け
た
農
村
地
方
で

ま
さ
に
も
っ
と
も
顕
著
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
じ
ゃ
が
い
も
は
、
少
量

の
脱
脂
粉
乳
を
補
え
ば
、
主
食
と
し
て
、
ど
ん
な
穀
物
と
比
べ
て
も

栄
養
的
に
遜
色
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
鍬
を
用
い
る
農
業
で
は
、

じ
ゃ
が
い
も
は
き
わ
め
て
集
約
的
な
作
物
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
狭
い

畑
で
も
家
族
の
生
活
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
じ
ゃ

が
い
も
の
事
実
上
の
単
作
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
保
有
地
の
規
模

は
縮
小
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
西
部
で
は
地
主
が
こ
の
動
き
を
抑
え

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
だ
ど
こ
で
も
土
地
を
入
手
で
き
た
か
ら
で
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あ
る
。」「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、
増
大
し
た
人
口
は
大
部
分
貧
窮
に

あ
え
ぐ
農
民
で
あ
っ
た
。
農
業
に
お
け
る
収
穫
逓
減
が
作
用
し
は
じ

め
、
人
口
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
一
人
あ
た
り
の
生
産
量
お
よ
び

所
得
が
低
下
し
た
。」
マ
ル
サ
ス
『
人
口
論
』
の
「
当
時
の
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
や
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
西
北
ハ
イ
ラ
ン
ド
地
方
は
、
ま
さ

に
こ
の
よ
う
な
運
命
が
進
行
中
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
人
あ
た
り
国

民
所
得
は
低
下
し
、
人
々
は
生
存
の
限
界
に
近
づ
い
て
い
た
し
、
追

加
労
働
力
の
提
供
は
不
完
全
雇
用
を
増
大
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
当

時
の
若
干
の
人
々
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
工
業
家
や
事
業
家
に
払
っ
た

敬
意
は
、
こ
の
問
題
に
関
連
づ
け
な
け
れ
ば
理
解
さ
れ
え
な
い
。
そ

れ
は
、
マ
ル
サ
ス
が
予
言
し
、
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
海
の
彼
方
で
進
行
中

で
あ
っ
た
運
命
か
ら
、
雇
用
提
供
で
社
会
を
救
う
の
に
役
立
っ
て
い

る
人
物
が
当
然
に
受
け
る
べ
き
敬
意
だ
と
彼
ら
は
考
え
た
の
で
あ

る
」（
マ
サ
イ
ア
ス
［
一
九
八
八
］
二
一
一
、二
一
三
～
四
、二
一
四

頁
）
と
し
て
お
り
、
マ
ル
ク
ス
と
マ
ル
サ
ス
を
比
較
す
る
と
、
じ
ゃ

が
い
も
栽
培
に
よ
る
農
地
の
細
分
化
と
人
口
増
加
が
収
穫
逓
減
と
生

活
水
準
の
低
下
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
マ
ル
サ
ス
的
な
現
象
を
、
マ

ル
ク
ス
は
農
業
革
命
に
よ
っ
て
耕
地
を
追
わ
れ
た
農
民
が
相
対
的
過

剰
人
口
と
し
て
貧
困
化
し
た
と
誤
解
し
て
い
た
こ
と
や
、
当
時
の
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
人
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
資
本
主
義
的
工
業
化
を
雇
用
提

供
で
社
会
を
救
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
尊
敬
し
て
い
た
こ
と
を
認

識
せ
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
資
本
主
義
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
農
業
に
持

ち
込
ま
れ
た
と
誤
解
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
示
唆
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
人
口
動
態
を
「
人
口
の
絶
対
的
減
少
の
下
で
の
労

働
者
の
貧
困
の
増
大
」（
Ⅰ
、
二
六
六
頁
よ
り
再
引
用
）
と
特
色
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
図
5
の
よ
う
に
一
八
四
〇
年
代
半
ば

以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
疫
病
が
ア
メ
リ
カ
大
陸
か
ら

一
八
四
五
年
晩
夏
～
初
秋
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
わ
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
は
一
八
五
二
年
ま
で
一
〇
〇
万
人
が
餓
死
す
る
ジ
ャ
ガ
イ
モ
飢
饉

に
襲
わ
れ
た（
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こ
と
が
真
の
原
因
の
は
ず
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
マ
ル
ク

ス
は
認
識
で
き
ず
、
そ
の
責
任
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
が
模
範
に
し
て

い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
資
本
主
義
に
転
嫁
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。

図
５
の
よ
う
に
一
九
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
全

体
と
し
て
み
れ
ば
人
口
が
増
加
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
図
３
の

よ
う
に
主
要
国
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
人
口
が
増
え
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
人
口
が
減
少
し
て
お
り
、
そ
の
点
で

例
外
で
あ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
マ
ル
ク
ス
は
資
本
主
義
国
に
お
け
る

相
対
的
過
剰
人
口
の
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

実
質
賃
金
が
上
が
ら
ず
、
貧
困
に
苦
し
む
労
働
者
の
人
口
が
停
滞

す
る
な
か
で
、
資
本
家
や
地
主
だ
け
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
と
い
う

一
九
世
紀
英
国
資
本
主
義
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
仮
説
に
と
っ
て

都
合
の
良
い
現
実
だ
け
を
マ
ル
ク
ス
は
拾
い
集
め
、
労
働
者
の
生
活

改
善
を
伴
う
労
働
者
人
口
の
爆
発
的
増
加
と
い
う
全
体
的
特
徴
を
見
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失
っ
た
。
枯
れ
つ
つ
あ
る
木
だ
け
を
見
て
成
長
拡
大
し
つ
つ
あ
る
森

を
見
ず
、
と
い
う
誤
り
に
マ
ル
ク
ス
は
陥
っ
た
。

鎌
倉
氏
は
、
労
働
者
の
窮
乏
化
に
関
す
る
議
論
と
、「
次
の
社
会

の
主
体
形
成
」
の
説
明
と
が
両
立
困
難
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

（
Ⅰ
、
二
六
四
頁
）
が
、
そ
れ
は
『
資
本
論
』
の
誤
り
に
由
来
す
る

困
難
で
あ
り
、
杞
憂
で
も
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
後
半
の
英
国
に
お
い

て
は
、
実
質
賃
金
と
労
働
者
の
人
口
と
が
い
ず
れ
も
急
上
昇
す
る
な

か
で
労
働
者
の
政
治
参
加
が
進
ん
だ
の
で
あ
り
、
人
口
増
加
と
参
政

権
の
拡
大
と
は
、
革
命
に
よ
ら
ず
、
合
法
的
な
選
挙
に
よ
っ
て
、
労

働
者
の
政
党
が
政
権
を
握
る
可
能
性
を
開
い
た
。

そ
の
よ
う
な
労
働
者
の
可
能
性
が
現
実
と
な
ら
な
か
っ
た
先
進
国

は
、
零
細
農
民
を
主
な
支
持
基
盤
と
す
る
自
民
党
が
長
期
政
権
を
維

持
し
て
き
た
日
本
く
ら
い
だ
ろ
う
。
そ
う
な
っ
た
原
因
の
ひ
と
つ
は

『
資
本
論
』
が
社
会
党
・
共
産
党
・
進
歩
的
知
識
人
の
間
で
広
く
尊

重
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
、
そ
の
後
遺
症
が
今
日
の
日
本
を
苦

し
め
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

日
本
を
先
頭
に
人
口
減
少
が
深
刻
に
な
っ
て
き
た
現
代
世
界
の
問

題
に
マ
ル
ク
ス
の
絶
対
的
窮
乏
化
を
適
用
で
き
る
と
す
る
説
も
時
々

み
か
け
る
。
高
学
歴
化
と
と
も
に
子
ど
も
の
養
育
費
用
が
高
く
な

り
、
賃
金
水
準
が
人
口
置
換
水
準
の
合
計
特
殊
出
生
率
を
維
持
す
る

に
は
大
幅
に
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
に
引
き
つ
け
て
解

釈
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
か
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
資
本
家
に
よ

る
労
働
者
の
搾
取
だ
と
単
純
化
し
た
と
こ
ろ
で
何
の
意
味
も
な
い
だ

ろ
う
。
先
進
資
本
主
義
国
の
な
か
で
は
伝
統
的
に
核
家
族
が
主
流
の

英
米
仏
の
出
生
率
は
置
換
水
準
に
近
い
と
い
う
事
実
だ
け
を
み
て

も
、
人
口
減
少
問
題
に
『
資
本
論
』
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
搾
取
を
問
題
に
す
る
に
し
て
も
、
英
米
仏
の
伝
統

的
な
核
家
族
は
家
父
長
的
権
威
主
義
が
弱
い
の
に
対
し
、
日
本
の
伝

統
的
価
値
の
な
か
で
重
要
な
武
士
道
、
父
系
的
家
族
主
義
の
強
い
儒

教
圏
、
ド
イ
ツ
な
ど
中
欧
の
直
系
家
族
圏
、
南
欧
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国

Population�of�Ireland�and�Europe�1（50�to�2005
出所�：B.�Moore,� Ireland (the island) and Europe's indexed 

population between 1750 and 2006,� February� 014,�
21:13:16,�

�������h t t p s : / / c ommo n s . w i k im e d i a . o r g /w i k i /
File:Population_of_Ireland_and_Europe_1（50_
to_2005.svg

図 5
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な
ど
、
家
父
長
的
・
男
性
中
心
的
な
家
族
の
価
値
が
強
い
国
・
地
域

ほ
ど
出
世
率
が
低
い
傾
向
が
あ
る
と
い
う
視
点
が
重
要
だ
と
思
わ
れ

る
。
人
口
減
少
に
つ
い
て
の
私
見
は
平
山
［
二
〇
一
五
ｂ
］
で
述
べ

た
。

四　

�

社
会
主
義
的
産
業
化
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
『
資
本

論
』

鎌
倉
氏
が
最
大
の
論
敵
と
し
て
い
る
マ
ル
ク
ス
解
釈
は
、
大
塚
久

雄
や
平
田
清
明
ら
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
社
会
的
価
値
観

を
重
視
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
立
場（

51
（

の
よ
う
で

あ
り
、
西
欧
近
代
の
理
想
的
な
個
人
（
実
際
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や

フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
核
家
族
の
家
長
）
か
ら
な
る
市
民
社
会
に
お
い

て
資
本
主
義
が
自
然
発
生
的
に
形
成
さ
れ
た
と
し
、
そ
の
連
続
的
な

延
長
線
上
に
社
会
民
主
主
義
的
な
体
制
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
よ

う
な
発
想
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
立
場
は
、
大
塚
氏
が
依
拠
し
て

い
る
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
資
本
主
義
の
源
流
と
み
る
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
や
、
マ
ル
ク
ス
を
強
く
批
判
し
て
古
典
派
の

ヒ
ュ
ー
ム
や
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
を
再
評
価
し
、
自
生
的
秩
序
と
し
て

市
場
社
会
を
と
ら
え
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
イ
エ
ク
の
よ
う
な
、
非

な
い
し
反
マ
ル
ク
ス
的
な
二
〇
世
紀
経
済
思
想
の
巨
匠
に
も
通
じ（

55
（

、

マ
ル
ク
ス
主
義
を
そ
れ
ら
の
な
か
の
一
潮
流
と
し
て
相
対
化
す
る
こ

と
に
な
り
が
ち
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
抗
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
独
自

性
を
強
調
し
た
い
と
い
う
指
向
が
鎌
倉
氏
に
は
か
な
り
強
い
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。

か
つ
て
鎌
倉
氏
は
、
プ
ラ
ハ
の
春
弾
圧
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
侵
攻
後
も
ソ
連
を
支
持
し
続
け
た
と
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
で

紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
見
た
と
こ
ろ
そ
の
記
述
が
な
く
な
っ
て

「
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
を
批
判
し
て
い
た
。
協
同
組
合
を
つ
く
っ
た
り
、

地
域
社
会
の
中
で
お
互
い
に
支
え
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
く
と
い
う

共
同
体
の
関
係
が
社
会
主
義
で
あ
る
と
し
て
い
る
。（

56
（

」
と
い
う
記
述

が
代
わ
り
に
入
っ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
思
想
変
化
を
裏
付
け
る

よ
う
な
鎌
倉
氏
の
著
作
は
か
つ
て
も
今
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
私

自
身
、
鎌
倉
氏
の
思
想
的
な
変
遷
を
鎌
倉
氏
の
膨
大
な
著
作
物
と
い

う
一
次
史
料
に
よ
っ
て
跡
づ
け
る
と
い
う
大
変
な
作
業
を
す
る
気
力

も
時
間
的
余
裕
も
な
い
の
で
、
臆
測
を
交
え
た
無
責
任
な
議
論
は
控

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
プ
ラ
ハ
の
春
弾
圧
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

侵
攻
に
も
か
か
わ
ら
ず
ソ
連
支
持
を
な
か
な
か
撤
回
せ
ず
、
ソ
連
崩

壊
後
は
ソ
連
か
ら
の
支
援
が
な
く
な
っ
て
大
飢
饉
に
陥
っ
た
北
朝
鮮（

51
（

へ
の
共
感
の
た
め
か
主
体
思
想
に
傾
倒
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

大
筋
は
確
か
な
よ
う
で
あ
り
、
か
な
り
原
理
主
義
的
な
マ
ル
ク
ス
主

義
者
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
フ
ラ
ン
ス
中
央
部
（
パ
リ
と
そ
の

周
囲
）
の
伝
統
的
核
家
族
に
発
す
る
近
代
個
人
主
義
の
な
か
に
理
想

へ
の
手
が
か
り
を
求
め
る
市
民
社
会
的
発
想
に
強
い
批
判
を
抱
い
て
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い
る
、
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ソ
連
や
北
朝
鮮
の
よ
う
な
、
市
民
社
会
と
対
極
に
あ
る
全
体
主
義

的
体
制
へ
の
共
感
が
あ
る
ら
し
い
鎌
倉
氏
に
よ
る
『
資
本
論
』
の
と

ら
え
方
は
、
大
塚
史
学
や
平
田
市
民
社
会
論
が
目
を
背
け
が
ち
な
マ

ル
ク
ス
主
義
の
本
質
な
い
し
一
側
面
を
示
す
も
の
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
る
と
、
鎌
倉
氏
の
次
の
よ
う
な

資
本
主
義
的
産
業
化
の
と
ら
え
方
は
非
常
に
興
味
深
い
。

 　

資
本
主
義
的
生
産
は
、
自
己
労
働
に
基
づ
く
生
産
物
の
商
品
化

＝
単
純
商
品
生
産
か
ら
内
的
に
発
展
し
た
と
い
う
理
解
…
…
マ
ル

ク
ス
も
こ
の
よ
う
な
理
解
を
完
全
に
克
服
し
た
と
は
い
え
な
い

が
、
資
本
主
義
の
歴
史
的
成
立
を
、
こ
の
よ
う
な
「
牧
歌
的
」
過

程
で
は
な
く
、
国
家
の
暴
力
を
不
可
避
的
に
介
在
さ
せ
て
し
か
形

成
さ
れ
な
い
（「
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
足
の
つ
ま
先
に
い
た
る
ま

で
血
と
あ
ぶ
ら
を
し
た
た
ら
せ
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
」）
─
─
こ

れ
が
第
１
巻
第
21
章
「
い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
」
の
主
題
で
あ

る
─
─
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。（
Ⅰ
、
四
〇
頁
）

マ
ル
ク
ス
が
資
本
主
義
的
産
業
化
の
一
般
的
傾
向
で
あ
る
、
著
し

い
人
口
の
増
加
を
伴
う
実
質
賃
金
の
上
昇
を
と
ら
え
ず
に
、
例
外
的

な
労
働
者
の
悲
惨
を
一
般
化
す
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
て
い
た
こ
と

は
前
節
で
指
摘
し
た
が
、
マ
ル
ク
ス
の
本
源
的
蓄
積
の
と
ら
え
方
が

反
証
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
個
に
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

大
塚
史
学
は
経
済
史
の
一
派
と
し
て
実
証
を
か
な
り
重
視
す
る
の

で
、
大
塚
自
身
が
本
源
的
蓄
積
＝
原
始
蓄
積
を
ど
う
と
ら
え
て
い
た

か
を
ま
ず
見
て
み
よ
う
。

 　

…
…
「
局
地
的
市
場
圏
」
の
内
部
で
は
、
小
商
品
生
産
者
（
手

工
業
者
た
ち
と
と
も
に
、
そ
の
生
産
物
を
販
売
す
る
農
民
た
ち
も

含
め
て
）
た
ち
の
掌
中
に
急
速
に
貨
幣
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
が
、
そ
の
貨
幣
が
前
期
的
資
本
─
─
遠
隔
地
間
商
業
に
し
ろ
、

高
利
貸
に
し
ろ
─
─
に
転
化
す
る
可
能
性
は
い
ち
じ
る
し
く
小
さ

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
…
…
蓄
積
さ
れ
た
貨
幣
が
資
本
に
転
化
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
産
業
資
本
、
つ
ま
り
産
業
経

営
の
形
成
と
い
う
方
向
を
と
る
以
外
に
途
は
な
い
。
…
…
「
局
地

的
市
場
圏
」
の
内
部
に
お
い
て
は
、
一
般
的
富
裕
化
の
か
げ
に
、

貧
富
の
両
極
分
解
が
、
し
た
が
っ
て
た
え
ず
貧
民
を
分
出
す
る
こ

と
が
さ
け
が
た
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
貧
し
い
隣
人
た
ち
を
富

裕
な
小
商
品
生
産
者
た
ち
が
労
働
力
と
し
て
雇
傭
す
る
。
こ
う

し
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
の
「
局
地
的
市
場
圏
」
内
部
に
、
程
度
の

差
は
あ
れ
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
産
業
資
本
（
産
業
経
営
者
）
の

卵
が
産
み
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。（
大
塚
編
著
［
一
九
七
七
］

三
六
～
七
頁
）
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大
塚
編
著
［
一
九
七
七
］
の
な
か
で
、
大
河
内
暁
男
は
い
わ
ゆ
る

産
業
革
命
期
の
英
国
企
業
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 　

…
…
一
七
二
〇
年
の
い
わ
ゆ
る
泡
沫
会
社
条
例
（
一
八
二
五
年

撤
廃
）
に
よ
っ
て
、
株
式
会
社
制
度
が
き
び
し
い
特
許
制
の
も
と

に
お
か
れ
て
い
た
た
め
、
産
業
企
業
の
形
態
は
、
六
名
以
内
の
出

資
者
に
限
定
さ
れ
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
姿
を
と
る
の
が
一
般

的
で
あ
っ
た
。
…
…
当
時
の
諸
企
業
は
、
ま
さ
に
最
先
進
国
イ
ギ

リ
ス
の
歴
史
的
特
殊
事
情
を
反
映
し
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
小

生
産
者
的
発
展
を
と
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
も
、
典
型
的
に
は
コ
ウ
ル
ヴ
ル
ッ
ク
デ
イ
ル
製
鉄
所

の
ダ
ー
ビ
ー
家
の
よ
う
に
、
職
人
的
熟
練
技
能
を
も
っ
た
工
業
経

営
者
家
族
を
中
心
と
し
て
、
商
人
や
地
主
た
ち
が
出
資
者
と
し
て

そ
の
経
営
資
金
不
足
を
補
う
形
で
参
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
実
態
は
家
族
企
業
の
色
彩
を
色
こ
く
帯
び
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
…
…

 　

…
…
家
族
企
業
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
血
縁
な
い
し
家
族
関

係
に
付
着
し
が
ち
の
保
守
性
が
企
業
活
動
の
面
に
反
映
す
る
こ
と

は
、
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
く
に
、
企
業
家
が
社

会
的
身
分
を
求
め
て
土
地
所
有
に
結
び
つ
こ
う
と
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
が
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
企
業
家
個
人
と
一
蓮
托
生
の

工
業
活
動
は
当
然
に
現
状
維
持
的
停
滞
に
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
。

（
同
、
二
〇
二
・
三
頁
）

英
国
の
「
産
業
革
命
」
を
担
っ
た
企
業
家
は
、
小
生
産
者
出
自
の

家
族
的
経
営
者
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
に
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主

義
が
染
み
つ
い
て
お
り
、
マ
ル
ク
ス
が
描
く
産
業
資
本
や
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
描
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
由
来
の
資
本
主
義
の
精
神
と

は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

大
塚
は
、
一
般
的
富
裕
化
の
も
と
で
の
貧
富
の
両
極
分
解
と
い
う

と
ら
え
方
を
し
て
お
り
、
社
会
全
体
が
豊
か
に
な
っ
て
最
低
限
の
生

活
水
準
も
向
上
す
る
と
と
も
に
人
口
が
増
加
す
る
こ
と
は
当
然
の
前

提
と
し
て
い
る
が
、
鎌
倉
氏
が
要
約
す
る
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
本
源

的
蓄
積
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
多
く
の
農
民
が
土
地
を
奪
わ
れ
て
餓
死

や
栄
養
状
態
悪
化
に
よ
る
乳
幼
児
死
亡
率
の
上
昇
と
と
も
に
人
口
が

減
少
す
る
な
か
で
、
劣
悪
な
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
き
延
び
る
た

め
や
む
を
え
ず
産
業
資
本
に
雇
傭
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
も
の

で
あ
り
、
国
家
の
強
制
が
そ
の
実
行
の
た
め
に
は
不
可
欠
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
は
、
人
口
動
態
を
見
れ
ば

一
目
瞭
然
で
は
な
か
ろ
う
か
？

図
２
を
み
る
と
、
一
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
加
速
度
的
に
人

口
が
増
加
し
て
い
る
が
、
マ
ル
ク
ス
の
本
源
的
蓄
積
に
よ
れ
ば
土
地

を
追
わ
れ
た
人
た
ち
の
少
な
か
ら
ず
は
餓
死
し
た
り
、
彼
ら
の
子
ど
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も
の
死
亡
率
が
高
ま
っ
た
り
し
て
、
人
口
が
減
少
す
る
は
ず
だ
と
い

う
こ
と
だ
け
で
、
マ
ル
ク
ス
の
本
源
的
蓄
積
論
は
十
分
に
反
証
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
人
口
が
増
加
し
、
雇
用
さ
れ
る
子
ど
も
や
若
い
独
身

女
性
の
割
合
が
高
ま
れ
ば
、
成
人
男
性
よ
り
も
単
純
肉
体
労
働
の
生

産
性
が
低
い
子
ど
も
や
女
性
の
賃
金
水
準
は
成
人
男
性
よ
り
も
低
い

た
め
、
実
質
賃
金
の
平
均
値
は
下
が
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
の
数
が

増
え
る
の
で
労
働
者
世
帯
当
た
り
の
実
質
収
入
は
平
均
し
て
増
え
て

い
る
は
ず
で
あ
り
、
生
活
水
準
向
上
と
子
孫
繁
栄
を
夢
見
て
子
女
も

若
い
う
ち
か
ら
働
き
に
出
て
、
平
均
的
に
は
そ
の
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

･

ド
リ
ー
ム
は
実
現
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
統
計
を
も

と
に
し
た
理
論
的
な
結
論
で
あ
る
が
、
歴
史
的
事
実
を
み
て
も
そ
う

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

数
量
経
済
史
や
歴
史
人
口
学
の
研
究
も
鎌
倉
氏
が
要
約
す
る
マ
ル

ク
ス
で
は
な
く
大
塚
史
学
を
支
持
す
る
よ
う
で
あ
る
。

 　

医
学
的
証
拠
と
社
会
的
証
拠
と
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
結
論

は
、
医
療
の
改
善
が
行
わ
れ
て
い
な
い
農
村
地
域
、
す
な
わ
ち

一
七
五
〇
年
代
に
人
口
の
三
分
の
二
が
住
ん
で
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
農
村
に
お
け
る
環
境
の
な
か
に
、
人
口
増
加
の
説
明
が
求
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
…
…

 　

一
八
世
紀
中
葉
ま
で
、
出
産
率
と
死
亡
率
と
の
変
化
は
ほ
ぼ
等

し
い
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
の
後
は
出
産
率
が
死
亡
率
低
下
の
二

倍
─
─
な
い
し
二
倍
以
上
─
─
の
効
果
を
も
た
ら
し
た
。（
マ
サ

イ
ア
ス
［
一
九
八
八
］
二
〇
五
頁
）

 　

…
…
人
口
成
長
論
議
に
は
い
く
つ
か
の
複
雑
な
問
題
が
投
じ
ら

れ
て
、
栄
養
水
準
、
雇
用
、
結
婚（

51
（

お
よ
び
出
生
率
が
決
定
的
要
因

と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
同
、
二
一
〇
頁
）

 　

…
…
経
済
拡
大
は
、
輸
出
の
見
返
り
と
し
て
国
内
資
源
で
は
賄

え
な
い
原
料
や
食
料
を
購
入
す
る
所
得
が
確
保
さ
れ
て
、
こ
れ
が

未
曽
有
の
増
加
人
口
に
全
般
的
な
物
質
的
満
足
上
昇
の
機
会
を
与

え
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

 　

こ
れ
は
世
界
史
上
の
新
現
象
で
あ
り
、
工
業
化（

51
（

に
よ
り
は
じ
め

て
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。（
同
、
二
一
四
頁
）

た
だ
し
、「
局
地
的
市
場
圏
」
形
成
か
ら
産
業
資
本
へ
と
い
う
大

塚
の
図
式
に
は
補
足
な
い
し
訂
正
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

農
業
の
生
産
性
向
上
に
よ
っ
て
商
業
的
農
業
が
盛
ん
な
地
域
と
問
屋

制
家
内
工
業
の
形
態
を
と
る
農
村
工
業
が
盛
ん
な
地
域
と
の
分
業
と

い
う
プ
ロ
ト
工
業
化
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
問
屋
制
を
工
場
制
へ

の
発
展
の
桎
梏
と
と
ら
え
る
大
塚
史
学
は
事
実
に
反
す
る
よ
う
だ（

60
（

。

大
塚
史
学
は
英
国
と
比
べ
て
後
進
国
に
お
い
て
産
業
化
が
政
府
主

導
で
行
わ
れ
る
と
い
う
ガ
ー
シ
ェ
ン
ク
ロ
ン
説
を
肯
定
し
て
お
り

（
大
塚
編
著
［
一
九
七
七
］
二
二
一
頁
）、
ソ
連
を
は
じ
め
と
す
る
マ

ル
ク
ス
主
義
体
制
も
、
後
進
国
の
産
業
化
に
お
け
る
開
発
主
義
や
開
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発
独
裁
な
ど
と
呼
ば
れ
る
体
制
の
一
種
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
鎌
倉
氏
は
英
国
に
お
い
て
最
初
に
産
業
化
が
起
動
さ
れ
る

際
、
開
発
独
裁
顔
負
け
の
、
政
府
に
よ
る
暴
力
的
介
入
が
あ
っ
た
と

強
調
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
第
二
次
囲
い
込
み
が
議
会
主
導
で
行

わ
れ
た
こ
と
を
主
に
念
頭
に
置
い
た
見
解
で
あ
ろ
う
。

第
二
次
囲
い
込
み
は
、
農
業
革
命
と
も
呼
ば
れ
る
、
従
来
の
三
圃

制
農
業
に
代
わ
っ
て
休
耕
地
を
不
要
と
す
る
輪
作
新
農
法
が
採
用
さ

れ
る
こ
と
に
伴
う
集
約
的
労
働
と
広
い
耕
作
単
位
の
採
用
を
前
提
と

し
て
お
り
、
新
農
法
を
採
用
し
て
土
地
を
集
中
す
る
農
業
経
営
が
一

般
化
し
、
そ
の
延
長
上
に
議
会
主
導
で
囲
い
込
み
が
行
わ
れ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
第
二
次
囲
い
込
み
は
新
農
法
普
及
に
伴
う
農
村
社
会
の

自
生
的
な
進
化
の
延
長
上
に
行
わ
れ
、
成
長
を
加
速
し
た
の
で
あ
っ

て
、
農
村
の
実
情
を
考
慮
せ
ず
強
権
的
に
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
を

農
村
に
移
植
し
て
暴
力
的
に
社
会
を
作
り
か
え
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
ま
た
、
農
業
資
本
家
が
地
主
か
ら
土
地
を
借
り
て
農
民
を
農
業

労
働
者
と
し
て
雇
う
と
い
う
資
本
主
義
的
農
業
経
営
が
自
生
的
に
広

ま
っ
た
が
、
農
民
が
土
地
を
追
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
む
し

ろ
農
村
で
の
労
働
需
要
は
農
業
革
命
に
よ
っ
て
増
え
た
が
、
他
方
人

口
増
加
と
と
も
に
労
働
供
給
は
労
働
需
要
以
上
に
増
え
、
農
村
で
就

職
で
き
な
い
人
や
よ
り
賃
金
の
高
い
工
業
部
門
に
移
る
人
た
ち
が

工
業
労
働
者
と
な
っ
て
い
っ
た
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
、
国
家
に

よ
っ
て
強
制
的
に
土
地
を
剥
奪
さ
れ
た
農
民
が
工
業
部
門
で
悲
惨
な

生
活
を
送
る
労
働
者
に
な
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
理
解
は
間
違
っ
て

い
る（

61
（

。
も
ち
ろ
ん
、
開
放
耕
地
、
共
同
草
地
、
荒
蕪
地
な
ど
の
共
同

権
放
棄
や
賃
労
働
を
好
ま
な
い
者
た
ち
が
農
民
騒
擾
を
起
し
た
が
、

彼
ら
を
強
権
的
に
弾
圧
し
た
り
従
わ
せ
る
必
要
は
あ
ま
り
な
く
、
新

し
い
農
法
や
そ
の
た
め
の
制
度
を
受
け
入
れ
れ
ば
よ
り
豊
か
に
な

り
、
子
孫
も
多
く
残
せ
る
と
い
う
こ
と
を
彼
ら
の
多
く
は
学
ん
で

行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

鎌
倉
氏
が
要
約
す
る
よ
う
な
、
事
実
に
反
す
る
英
国
の
本
源
的
蓄

積
ス
ト
ー
リ
ー
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
の
間
で
広
く
信
じ
ら
れ
て

き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主

義
の
実
践
の
原
動
力
に
も
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
資
本
主

義
の
起
源
に
国
家
的
暴
力
が
あ
る
と
い
う
こ
の
思
い
込
み
と
、「
目

に
は
目
を
」
の
報
復
的
正
義(retributive justice)

に
よ
っ
て
、
資

本
主
義
を
倒
す
た
め
に
国
家
権
力
を
奪
取
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な

暴
力
革
命
が
正
当
化
さ
れ
る
。『
資
本
論　

第
Ⅰ
巻
』
の
最
後
の
第

二
四
章
が
「
本
源
的
蓄
積
」
を
扱
い
、「
従
来
こ
の
第
二
四
章
は
、

第
七
節
『
資
本
主
義
的
蓄
積
の
歴
史
的
傾
向
』
を
中
心
に
、
と
く

に
『
資
本
主
義
的
私
有
の
最
後
を
告
げ
る
鐘
が
鳴
る
』
と
い
う
提
起

に
集
約
、
収
斂
さ
れ
る
も
の
と
し
て
読
む
傾
向
が
強
か
っ
た
」（
Ⅰ
、

二
六
七
頁
）
と
鎌
倉
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
も
マ

ル
ク
ス
主
義
者
の
多
く
も
、
暴
力
的
な
本
源
的
蓄
積
の
報
復
的
正
義

と
し
て
暴
力
革
命
を
正
当
化
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、「
最
後
の
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鐘
が
鳴
る
。」
に
「
収
奪
者
が
収
奪
さ
れ
る
。」
が
続
き
、
第
七
節
全

体
が
「
前
に
は
、
少
数
の
横
領
者
に
よ
る
民
衆
の
収
奪
が
行
わ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
今
度
は
民
衆
に
よ
る
少
数
の
横
領
者
へ
の
収
奪
が
行

わ
れ
る
の
で
あ
る
。（

62
（

」
で
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ジ
な
表
現
が

連
発
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
そ
う
し
て
成
立
し
た
社
会
主
義
体
制
の
も
と
で
産
業
化

を
推
進
す
る
た
め
に
ス
タ
ー
リ
ン
が
農
村
か
ら
収
穫
物
を
奪
い
取
っ

て
輸
出
に
回
し
、
先
進
国
か
ら
最
新
の
機
械
設
備
を
輸
入
し
た
の

も
、
英
国
の
本
源
的
蓄
積
が
そ
も
そ
も
農
村
か
ら
の
収
奪
で
、
農
村

か
ら
富
を
奪
わ
な
け
れ
ば
産
業
化
は
起
動
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
英

国
の
歴
史
の
誤
解
を
根
拠
に
当
然
視
し
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
ル
イ
セ
ン
コ
学
説
の
よ
う
な
、
社
会
主
義
思
想
と
親
和
的

な
似
非
生
物
学
を
根
拠
に
、
農
業
集
団
化
に
よ
っ
て
農
業
生
産
は
西

欧
に
お
け
る
三
圃
式
か
ら
新
農
法
へ
の
移
行
よ
り
以
上
に
飛
躍
的
に

向
上
す
る
と
い
う
予
想
の
も
と
に
、
農
業
経
営
に
熟
達
し
て
い
た
農

業
資
本
家
で
あ
る
富
農
（
ク
ラ
ー
ク
）
を
反
逆
者
と
し
て
処
刑
あ
る

い
は
シ
ベ
リ
ア
送
り
に
し
、
農
業
集
団
化
を
強
行
し
て
、
そ
の
結
果

収
穫
が
激
減
し
、
数
百
万
人
が
餓
死
す
る
大
飢
饉
に
陥
っ
た
。
中
国

に
お
け
る
毛
沢
東
の
大
躍
進
も
、
一
五
年
で
英
国
に
追
い
つ
く
こ
と

を
目
標
に
農
業
集
団
化
や
土
法
高
炉
に
よ
る
劣
悪
な
鉄
鋼
の
大
増
産

な
ど
を
行
い
、
二
〇
〇
〇
万
人
以
上
の
餓
死
者
を
出
し
た（

61
（

。

こ
の
よ
う
な
、
社
会
主
義
体
制
の
も
と
で
の
、
農
業
集
団
化
を
伴

う
産
業
化
の
試
み
は
、
マ
ル
ク
ス
が
英
国
の
本
源
的
蓄
積
を
実
際
と

は
大
き
く
異
な
る
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
悲
惨
な

現
象
と
し
て
描
い
て
き
た
た
め
、
資
本
主
義
よ
り
も
優
れ
て
い
る
は

ず
の
社
会
主
義
の
も
と
で
本
源
的
蓄
積
を
行
え
ば
、
そ
れ
ほ
ど
の
悲

惨
を
伴
う
こ
と
な
く
成
功
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
強
固
な

信
念
を
、
社
会
主
義
体
制
の
指
導
者
た
ち
に
植
え
付
け
、
そ
の
結
果

と
し
て
、
資
本
主
義
の
も
と
で
は
起
こ
り
え
な
い
よ
う
な
大
飢
饉
が

社
会
主
義
の
も
と
で
は
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。『

資
本
論
』
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が
描
い
た
本
源
的
蓄
積
が
鎌
倉

氏
の
要
約
の
通
り
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
正
し
い
と
い
う
こ
と

に
は
な
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
が
英
国
資
本
主
義
の
起
源
に
実
際
に
は
存

在
し
な
か
っ
た
未
曽
有
の
悲
劇
を
捏
造
し
た
結
果
、
ソ
連
や
中
国
に

お
け
る
社
会
主
義
的
産
業
化
の
起
動
・
本
源
的
蓄
積
を
、
史
上
類
例

の
な
い
悲
劇
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、『
資
本
論
』
は
史

上
前
例
の
な
い
犯
罪
を
引
き
起
こ
し
た
責
め
を
負
う
べ
き
書
物
で
あ

る
。
ま
た
、
大
塚
や
平
田
の
市
民
社
会
的
マ
ル
ク
ス
解
釈
も
、
そ
の

よ
う
な
罪
か
ら
『
資
本
論
』
を
免
責
す
る
よ
う
な
役
割
を
意
図
せ
ず

に
果
た
し
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

価
値
形
態
論
に
つ
い
て
見
た
際
に
、
鎌
倉
氏
の
立
場
は
論
点
先
取

で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
鎌
倉
氏
自
身
の
表
現
に
よ
れ
ば
、『
資
本

論
』
に
お
い
て
は
「
資
本
主
義
経
済
を
構
成
す
る
商
品
、
貨
幣
、
資

本
の
存
在
は
前
提
と
さ
れ
、
労
働
力
の
商
品
化
も
前
提
さ
れ
て
い
る

（
前
提
さ
れ
た
諸
要
因
の
関
係
を
、
も
っ
と
も
単
純
、
基
本
要
因
か

ら
措
定
す
る
の
が
理
論
で
あ
る
）。」（
Ⅰ
、
二
六
七
頁
）
と
い
う
風

に
、
論
点
先
取
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
資
本
論
』

に
、
論
理
的
な
操
作
と
し
て
の
理
論
以
外
に
も
誤
り
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
論
点
先
取
さ
れ
て
い
る
前
提
そ
の
も
の
が
誤
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
資
本
論
』
に
と
っ
て
致
命
的
な
誤
り
は
、
次
の
よ
う
な
論
理
的

な
操
作
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
労
働
力
が
自
分
自
身
よ
り
多
く
の
労
働

価
値
を
生
む
点
で
、
他
の
商
品
に
は
な
い
特
殊
な
も
の
だ
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
労
働
力
な
ど
の
他
の
商
品
を
イ
ン
プ
ッ
ト
と
す
る
任

意
の
商
品
（
土
地
な
ど
は
除
く
）
は
自
分
自
身
よ
り
も
多
い
そ
の
商

品
価
値
を
生
み
、
労
働
力
商
品
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

ま
た
、
重
大
な
前
提
の
誤
り
と
し
て
は
、
以
下
を
指
摘
で
き
る
だ

ろ
う
。『
資
本
論
』
は
、
資
本
（
蓄
積
資
産
）
か
ら
貨
幣
（
交
換
手

段
）、
貨
幣
か
ら
商
品
が
生
ま
れ
た
と
い
う
、
貨
幣
や
資
本
の
本
質

を
見
誤
り
、
本
源
的
蓄
積
も
含
め
て
英
国
資
本
主
義
の
現
実
と
は
根

本
的
に
異
な
る
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
を
虚
構
し
て
そ
れ
を
打
ち

倒
す
暴
力
革
命
を
肯
定
し
、
社
会
主
義
体
制
の
も
と
で
の
大
飢
饉
を

引
き
起
こ
し
た
責
任
か
ら
免
れ
得
な
い
の
で
あ
り
、
根
本
部
分
に
お

い
て
錯
誤
に
満
ち
た
経
済
学
で
あ
る
。
枝
葉
末
節
に
お
い
て
示
唆
に

富
む
言
説
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
私
も
否
定
し
な
い
が
、

鎌
倉
氏
の
『「
資
本
論
」
エ
ッ
セ
ン
ス
』
は
、
根
幹
に
あ
る
錯
誤
を

覆
い
隠
す
枝
葉
に
紛
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
『
資
本
論
』
の
錯
誤
の

エ
ッ
セ
ン
ス
を
と
ら
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
貴
重
な
学
問
的
貢
献

で
あ
る
と
評
価
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

注（
1
） 『「
資
本
論
」
エ
ッ
セ
ン
ス
Ⅰ
・
Ⅱ
─
─
全
三
巻
徹
底
解
読
』
時
潮
社
、

二
〇
二
〇
年
、
以
下
、
特
に
引
用
・
参
照
文
献
を
記
し
て
い
な
い
も
の
は

本
書
Ⅰ
・
Ⅱ
の
引
用
・
参
照
箇
所
を
あ
ら
わ
す
。

（
2
） 

経
済
学
・
経
済
史
に
関
す
る
私
の
立
ち
位
置
は
、
学
部
・
大
学
院
時
代
に

形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
私
の
経
済
学
や
経
済
学
史
・
社
会
経
済
思
想

史
に
関
す
る
恩
師
は
村
上
泰
亮
・
根
岸
隆
・
西
部
邁
、
経
済
史
に
関
す
る

恩
師
は
中
村
隆
英
で
あ
る
。

（
1
） 
平
山
朝
治
「
価
値
と
自
由
─
─
厚
生
経
済
学
の
基
礎
（
第
二
回
）」『
東
京

大
学
教
養
学
部　

社
会
科
学
紀
要
』
第
三
七
輯
、
一
九
八
八
年
、http://

hdl.handle.net/2211/00151116

、「
第
七
章　

労
働
価
値
と
転
化
─
─

K
arl M

arx
を
中
心
に
」、『
平
山
朝
治
著
作
集　

第
二
巻　

増
補
・
ホ
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モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
の
解
体
』
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
九
年
、「
Ⅱ
・
一

章　

五
五
年
体
制
の
崩
壊
と
日
本
の
経
済
学
」（
初
出
はhttp://doi.

org/10.15061/00111020

）「
Ⅱ
・
二
章　

社
会
主
義
の
致
命
的
な
誤
謬

と
は
何
か
？
─
─
非
人
道
性
の
真
実
と
理
論
的
起
源
」（
初
出
はhttp://

doi.org/10.15061/00111111

）。

（
1
） 

例
外
は
、
以
下
で
論
じ
る
よ
う
に
、
価
値
形
態
論
が
十
分
に
発
達
し
た
資

本
主
義
を
前
提
し
て
い
る
と
す
る
解
釈
、
注
５
、
25
、
26
の
労
働
価
値

説
・
搾
取
論
解
釈
、
注
10
の
賃
金
後
払
い
解
釈
で
あ
る
。

（
5
） 

私
が
東
京
大
学
在
学
中
、
経
済
学
部
・
研
究
科
で
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
が

主
流
で
、
講
義
名
も
マ
ル
経
が
経
済
原
論
や
経
済
学
理
論
の
Ａ
、
近
経
が

そ
れ
ら
の
Ｂ
と
さ
れ
て
い
た
が
、
Ａ
の
講
義
を
受
講
し
た
こ
と
は
な
く
、

教
養
学
科
（
教
養
学
部
後
期
課
程
）
で
は
経
済
学
部
と
は
逆
に
近
経
が
経

済
学
理
論
Ⅰ
、
マ
ル
経
が
経
済
学
理
論
Ⅱ
だ
っ
た
が
、
塚
本
健
の
Ⅱ
の
講

義
（『
経
済
学
原
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
）
を
受
講
し
て
も
、
価
値
形
態
論
が
支
離
滅
裂
だ
と
い
う
従
来
か

ら
の
理
解
が
改
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
大
学
時
代
の
私
に
と
っ
て
マ
ル

ク
ス
主
義
関
係
の
著
作
の
な
か
で
唯
一
し
っ
く
り
来
た
の
は
、
教
養
課
程

で
哲
学
史
を
受
講
し
た
廣
松
渉
の
も
の
で
あ
り
、
哲
学
や
思
想
史
の
領
域

で
は
廣
松
渉
、
大
森
荘
蔵
と
村
上
陽
一
郎
が
私
の
恩
師
で
あ
る
。
そ
の
こ

ろ
か
ら
廣
松
の
物
象
化
論
・
事
的
世
界
観
は
マ
ル
ク
ス
よ
り
む
し
ろ
大
乗

仏
教
由
来
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
（
廣
松
渉
・
吉
田
宏
晢
『
仏
教
と
事

的
世
界
観
（
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
叢
書
）』
朝
日
出
版
社
、
一
九
七
九
年
も
出

版
さ
れ
る
と
す
ぐ
読
ん
だ
）。
廣
松
渉
編
著
『
資
本
論
を

物
象
化
論
を

視
軸
に
し
て

読
む
』
岩

波
書
店
、
一
九
八
六
年
を
読
み
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
お
い
て
労
働
価
値

説
が
絶
対
的
真
理
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
抽
象
的
人
間
労
働
と

そ
れ
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
労
働
価
値
説
は
近
代
社
会
特
有
の
物
象
化
的

錯
視
だ
と
す
る
主
張
（
平
山
［
一
九
八
八
］
一
五
四
～
六
四
頁
）
が
印
象

に
残
っ
た
。
近
年
さ
か
ん
に
な
っ
た
、
価
値
と
価
格
を
分
け
な
い
単
一
体

系
解
釈
（
吉
村
信
之
「
転
形
問
題
に
お
け
る
単
一
体
系
解
釈
」『
信
州
大

学
経
済
学
論
集
』
第
六
二
号
、
二
〇
一
一
年
、http://hdl.handle.

net/10011/11151

）
は
、
廣
松
の
よ
う
に
抽
象
的
人
間
労
働
に
基
づ
く

労
働
価
値
説
・
搾
取
説
を
貶
め
る
も
の
で
あ
る
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。

私
か
ら
み
れ
ば
、
労
働
価
値
説
・
搾
取
説
が
論
理
的
に
破
綻
し
て
い
る
こ

と
を
認
め
て
そ
れ
を
捨
て
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
を
捨
て
る
こ
と
で

あ
り
、
単
一
体
系
解
釈
を
と
っ
た
論
説
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
な
の
か
マ
ル

ク
ス
経
済
学
批
判
な
の
か
判
然
と
し
な
い
。
商
品
搾
取
定
理
（
注
25
を
つ

け
た
引
用
文
お
よ
び
同
注
）
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、

マ
ル
ク
ス
経
済
学
が
何
で
あ
る
か
を
明
確
化
す
る
よ
う
な
ハ
ー
ド
コ
ア

（
Ｉ
・
ラ
カ
ト
シ
ュ
、
村
上
陽
一
郎
ほ
か
訳
『
方
法
の
擁
護
─
─
科
学
的

研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
方
法
論
』
新
曜
社
、
一
九
八
六
年
）
は
消
失
し
て
し

ま
っ
た
よ
う
だ
。
鎌
倉
氏
が
世
界
的
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
商
品
搾
取
定

理
、
単
一
体
系
解
釈
や
、
日
本
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
廣
松
物
象
化
論

を
黙
殺
し
て
『
資
本
論
』
を
解
釈
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
を
受
け
入
れ

る
と
マ
ル
ク
ス
経
済
学
宇
野
派
の
ハ
ー
ド
コ
ア
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
た
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め
だ
ろ
う
。
抽
象
的
人
間
労
働
概
念
を
放
棄
し
た
小
幡
道
昭
は
宇
野
派
本

家
筋
な
が
ら
も
同
派
か
ら
独
立
し
た
と
み
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？

（
6
） 
価
値
形
態
論
は
循
環
論
だ
と
す
る
解
釈
に
は
、
吉
沢
英
成
『
貨
幣
と
象
徴

─
─
経
済
社
会
の
原
型
を
求
め
て
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
一
年

（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
四
年
）
や
、
岩
井
克
人
『
貨
幣
論
』
筑
摩

書
房
、
一
九
九
三
年
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
）
が
あ
る
。

（
1
） 

科
学
に
お
け
る
反
証
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
Ｋ･

Ｒ･

ポ
パ
ー
、
大
内

義
一
・
森
博
訳
『
科
学
的
発
見
の
論
理　

上
下
』
恒
星
社
厚
生
閣
、

一
九
七
一
・
二
年
を
参
照
。

（
1
） 

貨
幣
成
立
の
説
明
は
『
資
本
論
』
の
な
か
で
は
第
二
章
「
交
換
過
程
」
で

取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
価
値
形
態
と
交
換
過
程
の
関
係
に
つ
い
て
鎌
倉

氏
は
、「
前
者
は
貨
幣
形
成
の
論
理
、
後
者
は
そ
の
歴
史
的
補
論
と
し
て

と
ら
え
る
解
説
が
あ
る
が
、
そ
の
面
は
た
し
か
に
あ
る
が
、
そ
の
と
ら
え

方
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
」（
Ⅰ
、
八
九
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
1
） C. M

enger, translated by C. A
. Foley, “O

n the O
rigins of 

M
oney,” Econom

ic Journal, V
ol.2, N

o. 6, 1112,  https://doi.

org/10.2101/2156116.

（
10
） 

平
山
朝
治
「
互
恵
性
と
交
換
の
進
化
」『
筑
波
大
学
経
済
学
論
集
』
第

六
七
号
、
二
〇
一
五
年
（
平
山
［
二
〇
一
五
ａ
］）、http://doi.

org/10.15061/00121210

、
四
四
頁
。

（
11
） R

.L. T
rivers, “T

he E
volution of R

eciprocal A
ltruism

,” 

Q
uarterly R

eview
 of B

iology. V
ol.16, N

o.1,1111, http://doi.

org/10.1016/106155

、
平
山
［
二
〇
一
五
ａ
］。 

（
12
） 

Ｍ
・
モ
ー
ス
、
吉
田
禎
吾
・
江
川
純
一
訳
『
贈
与
論
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
〇
〇
九
年
。

（
11
） A

. H
irayam

a, “Q
uality U

ncertainty, Com
m

erce and M
oney, “ 

Ecoom
ic Studies Q

uarterly

（『
季
刊
理
論
経
済
学
』）, V

ol.11, N
o.1, 

1111, https://doi.org/10.11111/econom
ics1150.11.1_211 

、『
平
山

朝
治
著
作
集　

第
二
巻
』「
Ⅰ　

ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
の
解
体
」（
初
出

は
一
九
八
四
年
）。

（
11
） 

Ｂ
・
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
、
増
田
義
郎
訳
『
南
太
平
洋
の
遠
洋
航
海
者
』
講
談

社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
。

（
15
） 

平
山
［
二
〇
一
五
ａ
］
七
頁
（
同
、
四
二
～
三
頁
の
要
約
で
あ
り
、
参
照

文
献
は
四
二
～
三
頁
に
掲
載
し
て
い
る
）。

（
16
） 『
平
山
朝
治
著
作
集　

第
三
巻　

貨
幣
と
市
民
社
会
の
起
源
』
中
央
経
済

社
、
二
〇
〇
九
年
、「
一
章　

理
論
と
そ
の
検
証
」（
初
出
は
、
平
山
朝

治
「
貨
幣
の
起
源
に
つ
い
て
」『
筑
波
大
学
経
済
学
論
集
』
第
五
五
号
、

二
〇
〇
六
年
、http://doi.org/10.15061/00111111

）。
以
下
で
「
限
界

効
用
」
と
し
て
い
る
部
分
を
論
文
の
な
か
で
は
「
限
界
給
養
力
」
と
し
て

い
る
。
以
下
で
「
限
界
効
用
」
と
し
た
の
は
、
多
く
の
人
に
は
既
知
の
概

念
を
聞
き
慣
れ
な
い
概
念
の
代
用
と
し
て
採
用
し
た
か
ら
で
あ
り
、
生
物

進
化
の
理
論
に
お
い
て
利
得
や
効
用
が
子
孫
の
多
さ
を
意
味
す
る
こ
と
に

準
じ
て
い
る
。

（
11
） C. Sousa and T

. M
atsuzaw

a, “T
he U

se of T
okens as Rew

ards 
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and T
ools by Chim

panzees(Pan troglodytes),” Anim
al C

ognition, 

V
ol.1, 2001, https://langint.pri.kyoto-u.ac.jp/ai/intra_data/

ClaudiaSousa/T
he_use_of_tokens_as_rew

ards_and_tools_by_

chim
panzees.pdf, 

日
本
語
要
約
は
、「
ア
イ
の
履
歴
書
」https://

langint.pri.kyoto-u.ac.jp/ai/ja/friends/ai.htm
l 

、
二
五
歳
に
あ
る
。

（
11
） 

Ｉ
・
ウ
ォ
ー
ラ
ス
テ
イ
ン
、
川
北
稔
訳 

『
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
１
・
２
─

─
農
業
資
本
主
義
と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
経
済
」
の
成
立
』 

岩
波
書
店
、

一
九
八
一
年
。

（
11
） 

玉
木
俊
明
『
物
流
は
世
界
史
を
ど
う
変
え
た
の
か
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、

二
〇
一
八
年
、
同
「
イ
ギ
リ
ス
が
一
九
～
二
〇
世
紀
に
大
繁
栄
し
た
真

の
理
由
─
─
要
因
は
産
業
革
命
で
は
な
く
『
物
流
』
に
あ
っ
た
」『
東
洋

経
済
Ｏ
Ｎ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
』2011/02/11 1:00, https://toyokeizai.net/

articles/-/201122 

。

（
20
） 

川
北
稔
「
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
再
考
─
─
衰
退
論
争
の
ゆ
く
え
」『
関

学
西
洋
史
論
集
』
第
三
一
号
、
二
〇
〇
八
年
、http://hdl.handle.

net/10216/2151 

、
二
八
頁
（
一
九
六
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
新
左
翼
系
史

家
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
衰
退
論
に
は
じ
ま
り
、
右
翼
か
ら
左
翼
ま
で
広
く
支

持
さ
れ
た
論
点
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
）。

（
21
） 

野
口
悠
紀
雄
「
英
国
の
産
業
構
造
を
知
ら
ず
に
Ｅ
Ｕ
離
脱
問
題
は
語
れ

な
い
」『D

IA
M

O
N

D
 online

』2016.1.21 5:00, https://diam
ond.jp/

articles/-/16155

。

（
22
） 

小
幡
道
昭
『
経
済
原
論　

基
礎
と
演
習
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九

年
の
書
評
論
文
を
引
用
し
て
そ
の
要
点
を
摘
記
し
、
コ
メ
ン
ト
し
て
お

く
。「
著
者
の
強
調
点
の
一
つ
に
、
商
品
の
『
資
産
』
と
し
て
の
性
質
が

あ
る
。『
資
産
（
商
品
経
済
的
富
）』
と
は
、 

著
者
に
よ
れ
ば
『
市
場
の
存

在
を
前
提
に
保
有
さ
れ
る
富
』
で
あ
り
、
商
品
は
『
交
換
の
手
段
』
で
あ

る
と
同
時
に
『
資
産
』
で
も
あ
る
（
三
五
頁
）」「
本
書
は
『
貨
幣
蓄
蔵
の

な
か
か
ら
貨
幣
を
殖
や
す
た
め
の
資
本
の
運
動
が
生
じ
る
と
い
う
、
マ
ル

ク
ス
以
来
の
伝
統
的
な
『
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
』
論
の
組
み
立
て
を

棄
却
し
て
い
る
。」（
清
水
真
志
「『
変
容
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』
を
め
ぐ
る

最
初
の
質
疑 

─
─
小
幡
道
昭
著
『
経
済
原
論
』
を
検
討
し
て
」『
専
修
経

済
学
論
集
』
第
四
六
巻
第
一
号
、
二
〇
一
一
年
、https://core.ac.uk/

dow
nload/pdf/11115111.pdf

、
一
頁
）
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
市

場
の
存
在
を
前
提
と
し
、
市
場
経
済
的
富
と
し
て
の
商
品
か
ら
は
じ
め
て

い
る
点
は
、
な
お
も
宇
野
派
的
な
価
値
形
態
論
に
と
ら
わ
れ
た
論
点
先
取

と
思
わ
れ
、
そ
う
い
う
限
界
が
あ
る
も
の
の
、
価
値
保
蔵
で
き
る
財
と
し

て
の
商
品
の
蓄
積
を
出
発
点
か
ら
認
め
て
い
る
点
は
私
の
議
論
と
似
て
い

る
。
小
幡
は
諸
財
の
投
機
市
場
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
転

売
動
機
に
着
目
し
て
お
り
、
当
然
、
諸
財
の
先
物
市
場
も
そ
こ
で
は
発
達

し
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
そ
う
い
う
高
度
に
発
達
し
市
場
シ
ス
テ
ム
を
前

提
す
る
の
は
、
お
互
い
に
自
分
が
消
費
す
る
た
め
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
交

換
入
手
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
、
直
物
取
引
の
直
接
物
々
交
換
市
場
の
み

を
出
発
点
に
し
て
い
る
ら
し
い
マ
ル
ク
ス
の
価
値
形
態
論
よ
り
も
さ
ら
に

現
実
性
の
な
い
理
論
に
な
っ
て
い
る
。
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（
21
） 

日
本
ウ
イ
ル
ス
学
会
「
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
つ
い
て
」『
日
本
ウ
イ

ル
ス
学
会N

ew
s

』
二
〇
二
〇
年
二
月
一
〇
日
、http://jsv.um

in.jp/

new
s/new

s200210.htm
l

。

（
21
） 

こ
の
点
の
展
望
論
文
と
し
て
は
、
柳
田
芳
伸
「
マ
ル
サ
ス
『
人
口
論
』
の

一
考
察
─
─
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
＝
マ
ル
サ
ス
論
争
』
を
契
機
に
し
て
」『
關

西
大
學
經
済
論
集
』
第
三
二
巻
第
四
号
、
一
九
八
二
年
、http://hdl.

handle.net/10112/11112
が
あ
る
。

（
25
） 

村
上
泰
亮
「
書
評　

置
塩
信
雄
『
資
本
制
経
済
の
基
礎
理
論
』
創
文

社
、
一
九
六
五
年
、
ⅳ
＋
二
一
七
頁
、
九
〇
〇
円
」『
季
刊
理
論
経
済

学
』
第
一
六
巻
第
三
号
、
一
九
六
六
年
。https://doi.org/10.11111/

econom
ics1150.16.1_16

。（
平
山
［
一
九
八
八
］
一
六
四
頁
注
11
）。
同

様
の
こ
と
を
指
摘
し
た
文
献
は
一
九
七
九
～
八
二
年
に
多
数
出
現
し
て
お

り
（
平
山
［
一
九
八
八
］
一
六
四
頁
注
11
。
こ
の
こ
と
は
ソ
連
の
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
侵
攻
が
契
機
と
な
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
と
否
と
を
問

わ
ず
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
、
と
り
わ
け
労
働
価
値
説
へ
の
信
仰
や
敬
意
が

瓦
解
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）、
そ
れ
ら
に
言
及
し
て

い
な
い
が
、
根
岸
隆
も
経
済
理
論
史
の
英
文
テ
キ
ス
ト
で
そ
の
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
（T

. N
egishi, H

istory of Econom
ic Theory (Advanced 

Textbooks in Econom
ics, Volum

e 26), N
orth-H

olland, 1111, pp.201.f. 

こ
の
論
点
を
根
岸
は
村
上
ら
の
先
行
研
究
成
果
を
知
ら
ぬ
ま
ま
独
自
に
思

い
つ
い
た
ら
し
く
、
一
九
八
四
年
頃
の
大
学
院
に
お
け
る
経
済
学
史
の
授

業
で
自
分
の
ア
イ
デ
ア
と
し
て
講
じ
て
い
た
）。
村
上
［
一
九
六
六
］
の

置
塩
批
判
は
「
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
海
外
の
論
者
に
よ
っ
て
『
一
般
化

さ
れ
た
商
品
搾
取
定
理
』
と
し
て
フ
ォ
ー
マ
ル
に
定
式
化
」
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、「
当
時
の
日
本
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
（
批
判
）
の
研
究
水
準
の

高
さ
を
物
語
る
も
の
だ
ろ
う
」
と
最
近
の
展
望
論
文
（
吉
村
［
二
〇
一
一
］

五
五
頁
）
は
評
し
て
い
る
の
で
、
商
品
搾
取
定
理
の
第
一
発
見
者
は
村
上

で
あ
る
と
し
て
よ
い
よ
う
だ
。
た
だ
し
、
定
理
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
定
式
化

自
体
は
置
塩
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
村
上
は
そ
れ
を
は
じ
め
て
商
品
搾
取
定

理
と
し
て
解
釈
し
て
み
せ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。

（
26
） 

単
純
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
労
働
価
値
と
比
例
し
た
価
格
で
交
換
が

行
わ
れ
、
資
本
主
義
が
成
立
す
る
以
前
に
お
い
て
は
そ
う
だ
っ
た
と
い
う

説
が
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
や
置
塩
ら
に
よ
る
数
理
モ
デ
ル
化
に
お
い

て
は
前
提
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
労
働
価
値
説
を
採
用
す
べ
き
論
拠

と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
前
提
が
成
立
す
る
た
め
に
は
三
つ
の

条
件
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
ず
れ
も
非
現
実
的
な
仮
定
で
あ
る

と
私
は
批
判
し
て
い
た
（
平
山
［
一
九
八
八
］
一
三
五
～
八
頁
）。
鎌
倉

氏
は
「
交
換
基
準
は
『
労
働
』
し
か
な
い
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

基
準
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
欲
求
の
大
き
さ
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
…
…
」

と
、
私
が
挙
げ
た
条
件
①
や
②
の
不
成
立
に
関
連
す
る
こ
と
を
述
べ
、

「
労
働
者
の
生
産
部
門
間
移
動
、
他
の
共
同
体
へ
の
移
動
が
行
わ
れ
て
い

な
い
状
況
で
、『
労
働
』
の
同
質
性
─
─
こ
れ
は
量
的
還
元
の
条
件
で
あ

る
─
─
が
ど
れ
だ
け
形
成
さ
れ
て
い
た
か
。」（
Ⅱ
、
一
〇
三
頁
）
と
私
の

挙
げ
た
条
件
③
の
成
立
を
疑
問
視
し
て
い
る
が
、
こ
の
種
の
議
論
は
宇
野
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派
で
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
（
平
山
［
一
九
八
八
］
一
六
三
頁
注
10
）。

し
か
し
、
労
働
者
（
共
同
体
成
員
）
の
他
共
同
体
へ
の
移
動
は
、
近
親
婚

忌
避
や
外
婚
な
ど
の
ル
ー
ル
を
通
し
て
未
開
社
会
に
お
い
て
も
珍
し
く
な

い
。

（
21
） 

星
野
富
一
「
第
２
分
科
会
『
恐
慌
と
循
環
』
報
告
（
第
51
大
会
分
科
会

報
告
）」『
経
済
理
論
』
第
四
八
巻
第
一
号
、
二
〇
一
一
年
、https://doi.

org/10.20661/peq.11.1_110

、
岩
田
佳
久
報
告
「
ク
レ
マ
ン
・
ジ
ュ
グ

ラ
ー
の
景
気
循
環
論
─
─
世
界
経
済
と
学
説
史
的
位
置
付
け
」
に
対
す
る

討
論
者
・
岩
下
有
司
の
発
言
（
一
一
〇
頁
左
）。

（
21
） 

Ｒ
・
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
、
津
田
内
匠
訳
『
商
業
試
論
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

一
九
九
二
年
、
Ｆ
・
ケ
ネ
ー
、
平
田
清
明
・
井
上
泰
夫
訳
『
経
済
表　

改

版
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
三
年

（
21
） 

根
岸
［
一
九
八
三
］
九
一
頁
、
同
『
経
済
学
に
お
け
る
古
典
と
現
代
理
論
』

有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
、
七
二
～
八
一
頁
。

（
10
） 

こ
れ
は
、
マ
ル
経
近
経
を
問
わ
ず
大
部
分
の
人
が
採
用
し
て
い
る
『
資
本

論
』
の
理
論
的
解
釈
の
よ
う
に
、
賃
金
は
前
払
い
さ
れ
る
と
し
た
場
合

の
こ
と
で
あ
る
が
、
鎌
倉
氏
は
賃
金
後
払
い
を
仮
定
し
て
い
る
。
賃
金
後

払
い
は
、
生
産
期
間
の
始
め
に
労
働
者
は
生
活
の
た
め
に
賃
金
を
前
借
り

し
、
生
産
期
間
の
終
わ
り
に
前
借
り
し
た
元
利
を
返
済
す
る
と
み
な
す

こ
と
も
で
き
、
そ
う
す
る
と
、
前
払
い
賃
金
を
ｗ
、
利
子
率
を
ｒ
と
す
れ

ば
、
後
払
い
賃
金
は(1+r)w

と
な
り
、
利
子
率
は
普
通
正
な
の
で
、
後
払

い
賃
金
は
労
働
力
の
価
値
よ
り
も
利
子
分
高
く
な
る
が
、
元
利
と
も
返
済

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
家
に
回
収
さ
れ
る
の
で
結
局
次
の
生
産
期
間
の

始
め
に
労
働
者
は
ま
た
ｗ
だ
け
前
借
り
す
る
こ
と
に
な
り
、
前
借
り
後
払

い
（
そ
れ
と
同
時
に
返
済
）
で
も
前
払
い
で
も
実
態
は
同
じ
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
鎌
倉
氏
が
前
払
い
モ
デ
ル
を
批
判
し
て
後
払
い
に
こ
だ
わ

る
理
由
が
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
前
借
り
な
し
の
後
払
い
の

場
合
は
資
本
家
が
労
働
者
か
ら
払
っ
た
賃
金
を
前
借
り
し
て
後
で
ｗ
だ
け

返
済
し
て
い
る
（
Ⅰ
、
三
八
二
頁
で
マ
ル
ク
ス
の
重
要
な
指
摘
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
お
り
、
鎌
倉
氏
の
後
払
い
解
釈
の
よ
り
ど
こ
ろ
の
よ
う
だ
）
と

み
な
せ
ば
よ
く
、
そ
の
場
合
、
前
払
い
賃
金
はw

/(1+r)

で
あ
っ
て
労
働

力
の
労
働
価
値
ｗ
よ
り
少
な
く
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
鎌
倉
氏
が
賃
金

は
後
払
い
だ
と
し
な
が
ら
、
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と
い
う
定
式
を
採
用
し
、
貨
幣
Ｇ
で
生
産
手
段Pm

と
労
働
力
Ａ
を
買
っ

た
あ
と
で
生
産
Ｐ
す
る
と
い
う
、
賃
金
前
払
い
を
前
提
と
し
た
有
名
な
産

業
資
本
の
説
明
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
の
も
理
解
し
が
た
い
。
さ
ら

に
言
え
ば
、
後
払
い
賃
金
は
労
働
力
の
価
値
よ
り
も(1+r)

倍
多
く
な
っ

て
、r=o

で
な
い
限
り
労
働
力
の
労
働
価
値
に
比
例
す
る
価
格
に
よ
る
交

換
と
い
う
前
提
は
み
た
さ
れ
な
い
が
、r=0

だ
と
経
済
成
長
率
が
ゼ
ロ
な

の
で
、
そ
の
た
め
に
は
資
本
家
に
資
本
蓄
積
を
禁
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
単

純
再
生
産
を
強
制
す
る
条
件
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
は
搾
取
率
が
０
で
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搾
取
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
り
（
根
岸
隆
『
経
済
学
の
歴
史
』
東
洋

経
済
新
報
社
、
一
九
八
三
年
、
八
一
頁
）、
鎌
倉
氏
は
労
働
力
の
労
働
価

値
に
等
し
い
後
払
い
賃
金
を
採
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
搾
取
も
資
本
蓄

積
も
不
可
能
な
、
資
本
主
義
で
は
な
い
世
界
を
描
い
た
こ
と
（
資
本
家

が
労
働
者
か
ら
賃
金
を
前
借
り
し
て
後
払
い
し
て
い
る
と
し
て
も
、
同

様
）
に
な
る
。
ま
た
、r=0

な
ら
ば
地
代
の
現
在
価
値
で
あ
る
地
価
は

無
限
大
に
な
り
（P. A

. Sam
uelson, “Paradoxes of Schum

peter's 

Zero Interest Rate,” Review
 of Econom

ics and Statistics, V
ol.51, 

N
o.1,1111, https://doi.org/10.2101/1121111

）、
こ
れ
も
現
実
離
れ
し

て
い
る
の
で
、r>0

と
す
る
ほ
か
な
い
。r=0

を
暗
黙
の
前
提
と
し
た
た
め
、

鎌
倉
氏
の
資
本
論
解
釈
の
大
部
分
は
無
意
味
に
な
る
。
後
払
い
賃
金
を
前

提
と
し
た
結
果
、
Ⅰ
、
Ⅱ
の
大
部
分
の
叙
述
が
自
己
矛
盾
に
陥
い
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
？　

後
払
い
賃
金
と
整
合
的
な
資
本
主
義
モ
デ
ル
に
す
る

に
は
、
マ
ル
ク
ス
の
モ
デ
ル
に
代
え
て
Ｐ
・
ス
ラ
ッ
フ
ァ
、
菱
山
泉
・
山

下
博
訳
『
商
品
に
よ
る
商
品
の
生
産
─
─
経
済
理
論
批
判
序
説
』
有
斐
閣
、

一
九
六
二
年
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
し
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
？ 

ス
ラ
ッ
フ
ァ
は
賃
金
前
払
い
を
や
め
て
後
払
い
に
し
、
賃
金
を
剰
余

生
産
物
か
ら
の
分
配
と
み
る
よ
う
に
な
っ
た
（
松
本
有
一
「
ス
ラ
ッ
フ
ァ

の
生
産
方
程
式
の
形
成
過
程
─
─
ス
ラ
ッ
フ
ァ
・
ペ
ー
パ
ー
ズ
の
調
査
か

ら
」『
経
済
学
史
学
会　

第
15
回
大
会
』
二
〇
一
一
年
、https://jshet.

net/docs/conference/15th/m
atsum

oto.pdf 

）。

（
11
） 

こ
の
こ
と
は
資
本
論
解
釈
と
し
て
も
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
鎌
倉
氏
は
指
摘

し
て
い
る
。
第
七
篇
第
21
章
「
資
本
主
義
的
蓄
積
の
一
般
法
則
」
の
「
第

一
節
～
第
三
節
で
資
本
の
蓄
積
法
則
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

マ
ル
ク
ス
は
第
四
節
で
あ
ら
た
め
て
こ
の
表
題
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の
節

は
い
わ
ゆ
る
労
働
者
階
級
の
窮
乏
化
の
法
則
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
こ
に
『
蓄
積
の
一
般
法
則
』
の
表
題
を
つ
け
て
い
る
。
だ

か
ら
蓄
積
法
則
は
窮
乏
化
法
則
を
意
味
す
る
も
の
と
マ
ル
ク
ス
は
と
ら
え

て
い
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。」（
Ⅰ
、
二
五
〇
頁
）
二
〇
世
紀
先
進
国
の
高

度
成
長
の
こ
ろ
か
ら
マ
ル
ク
ス
が
説
く
よ
う
な
絶
対
的
窮
乏
化
が
労
働
者

階
級
の
実
情
と
は
合
わ
な
い
と
し
て
相
対
的
窮
乏
化
な
ど
を
主
張
す
る
マ

ル
ク
ス
主
義
者
が
多
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
ま
で
大
胆
に
絶

対
的
窮
乏
化
を
主
張
す
る
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
は
他
に
あ
ま
り
い
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
？

（
12
） 

Ｐ
・
マ
サ
イ
ア
ス
、
小
松
芳
喬
監
訳
『
最
初
の
工
業
国
家
─
─
イ
ギ
リ

ス
経
済
史　

一
七
〇
〇
～
一
九
一
四
年　

改
訂
新
版
』
日
本
評
論
社
、

一
九
八
八
年
、
二
〇
二
頁
。

（
11
） 

斎
藤
修
『
比
較
経
済
発
展
論
─
─
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
八
年
、
二
四
九
頁
。

（
11
） 

物
価
上
昇
に
伴
う
実
質
賃
金
下
落
は
利
潤
や
投
資
の
増
加
に
よ
っ
て
経
済

成
長
率
増
加
を
も
た
ら
し
、
長
期
的
に
は
実
質
賃
金
上
昇
率
を
高
く
す
る

の
で
、
一
八
五
〇
年
こ
ろ
に
は
実
質
賃
金
は
趨
勢
に
ま
で
回
復
し
た
と
想

定
し
て
折
れ
線
を
描
い
た
。
実
質
賃
金
下
落
は
人
口
増
加
と
そ
れ
に
伴
う

労
働
者
平
均
年
齢
の
低
下
を
も
反
映
し
て
お
り
、
図
２
に
よ
れ
ば
イ
ギ
リ
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ス
で
は
一
八
三
〇
年
以
降
人
口
増
加
が
減
速
し
て
実
質
賃
金
上
昇
が
加
速

し
た
と
い
う
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。

（
15
） P.M

.H
eim

ann, “T
he Scientific Revolutions,” P.Burke ed., The N

ew
 

C
am

bridge M
odern H

istory  C
om

panion Volum
e XIII, Cam

bridge 

U
niversity Press, 1111, p.211., 

Ｋ
・
Ｅ
・
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
、
猪
木

武
徳
ほ
か
訳
『
社
会
進
化
の
経
済
学
』
Ｈ
Ｂ
Ｊ
出
版
局
、
一
九
八
七
年
、

第
四
章
、
Ｄ
・
Ｃ
・
ノ
ー
ス
、
中
島
訳
『
文
明
史
の
経
済
学
─
─
財
産

権
・
国
家
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
春
秋
社
、
一
九
八
九
年
、
第
一
二
～
三

章
、
平
山
朝
治
「
９　

産
業
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
と
経
済
学
─
─
経
済

学
の
歴
史
の
再
検
討
」
根
岸
隆
編
『
経
済
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
─
─
経
済
学

の
歴
史
と
思
想
か
ら
』
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
、
Ｎ
・
Ｆ
・
Ｒ 

ク
ラ
フ
ツ

「
産
業
革
命
─
─
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
成
長
一
七
六
〇
～
一
八
六
〇
年
」
Ａ
・

デ
ィ
グ
ビ
ー
・
Ｃ
・
フ
ァ
イ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
、
松
村
高
夫
ほ
か
訳
『
社

会
史
と
経
済
史
─
─
英
国
史
の
軌
跡
と
新
方
位
』
北
海
道
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
七
年
。

（
16
） J. de V

ries, The Industrious Revolution : C
onsum

er Behavior and the 

H
ousehold Econom

y, 1650 to the Present, Cam
bridge U

niversity 

Press, 2001

（
吉
田
敦
・
東
風
谷
太
訳
『
勤
勉
革
命
─
─
資
本
主
義
を
生

ん
だ
11
世
紀
の
消
費
行
動
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
一
年
）、
永
島
剛
「
近
代

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
生
活
変
化
と
〈
勤
勉
革
命
〉
論 

─
─ 

家
計
と
人
々

の
健
康
状
態
を
め
ぐ
っ
て
」）『
専
修
大
学
経
済
学
論
集
』
第
四
八
巻
第
二

号
、
二
〇
一
三
年
、http://doi.org/10.11160/00000101 

、
一
六
四
頁
。

（
11
） 

永
島
［
二
〇
一
三
］
一
六
三
～
四
頁
（D

e V
ries [2001]pp.61-1

の
紹

介
）。

（
11
） 

永
島
［
二
〇
一
三
］
一
六
四
頁
（D

e V
ries [2001] Chapter1‘T

he 

industrious revolution : the supply of labor’

の
紹
介
）。

（
11
） 

速
水
融
『
近
世
日
本
の
経
済
社
会
』
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、

三
頁
。

（
10
） 

Ｗ
・
ロ
ス
ト
ウ
、
木
村
健
康
・
久
保
ま
ち
子
・
村
上
泰
亮
訳
『
経
済

成
長
の
諸
段
階
―
―
１
つ
の
非
共
産
主
義
宣
言
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、

一
九
六
一
年
に
お
い
て
は
、
離
陸
を
マ
ル
サ
ス
の
罠
か
ら
の
脱
出
と
は
し

て
い
な
い
が
、
江
戸
時
代
鎖
国
下
の
日
本
に
お
い
て
英
国
と
ほ
ぼ
同
時
並

行
的
に
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
持
続
的
上
昇
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
を
離
陸

と
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
マ
ル
サ
ス
の
罠
か
ら
の
脱
出
を
離
陸
の
指
標
と

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
11
） 

日
本
が
一
八
世
紀
に
マ
ル
サ
ス
の
罠
を
脱
し
た
こ
と
は
、
宮
本
又
郎
「
一

人
当
た
り
農
業
産
出
高
と
生
産
諸
要
素
比
率
」、
梅
村
又
次
ほ
か
編
『
数

量
経
済
史
論
集
１　

日
本
経
済
の
発
展
─
─
近
世
か
ら
近
代
へ
』
日
本

経
済
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
、J. I. N

akam
ura and M

. M
iyam

oto,” 

Social Structure and Population Change: A
 Com

parative Study 

of T
okugaw

a Japan and Ch'ing China,” Econom
ic D

evelopm
ent 

and C
ultural C

hange, V
ol. 10, N

o. 2, 1112, 

鬼
頭
宏
『
人
口
か
ら
読
む

日
本
の
歴
史
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
〇
八
～
一
〇
頁
。

マ
ル
サ
ス
の
罠
に
着
目
し
た
英
日
比
較
は
Ａ
・
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
、
船
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曳
建
夫
ほ
か
訳
『
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
─
─
マ
ル
サ
ス
の
罠
か
ら
近
代
へ

の
跳
躍
』
新
曜
社
、
二
〇
〇
一
年
、
マ
ル
サ
ス
の
罠
か
ら
の
脱
出
を
め

ぐ
る
最
近
の
経
済
成
長
理
論
と
そ
の
検
証
や
遺
伝
学
的
基
礎
に
つ
い
て

は
、O

. Galor, U
nified G

row
th Theory, Princeton U

niversity Press, 

2011, Q
. A

shraf and O
. Galor , “D

ynam
ics and Stagnation in the 

M
althusian Epoch,” Am

erican Econom
ic Review, V

ol.101,  N
o.5, 

2011, https://doi.org/10.1251/aer.101.5.2001 ,  O
. Galor and M

. 

K
lem

p, “H
um

an Genealogy Reveals a Selective A
dvantage to 

M
oderate Fecundity,” N

ature Ecology &
 Evolution, N

o.1, 2011,  

https://doi.org/10.1011/s11551-011-0116-x .

（
12
） 

斎
藤
修
「
世
界
史
に
お
け
る
日
本
の
近
世
─
─
長
期
の
視
点
か
ら
み
た
成

長
・
格
差
・
国
家
」『
日
本
学
士
院
紀
要
』
第
七
二
巻Special Issue

号
、

二
〇
一
八
年
、https://doi.org/10.2111/tja.12.Special_Issue_211

、

二
三
九
～
四
〇
頁
。

（
11
） 

本
川
裕
「
平
均
寿
命
の
歴
史
的
推
移
（
日
本
と
主
要
国
）」『
社
会
実
情
デ
ー

タ
図
録
』http://honkaw

a2.sakura.ne.jp/1615.htm
l

、（
二
〇
一
〇
年

八
月
二
日
収
録
、
二
〇
一
五
年
二
月
二
六
日
古
い
時
代
の
日
本
人
の
寿
命

デ
ー
タ
追
加
、
二
〇
一
七
年
九
月
二
九
日
寿
命
図
鑑
）
に
あ
る
マ
デ
ィ
ソ

ン
ほ
か
の
数
値
。

（
11
） S. Szreter and G. M

ooney, “U
rbanization, M

ortality, and the 

Standard of Living D
ebate: N

ew
 Estim

ates of the Expectation 

of Life at Birth in N
ineteenth-Century British Cities,” Econom

ic 

H
istory Review, 1111, p.101, T

able 6.

（
15
） 

杉
原
薫
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
勤
勉
革
命
経
路
の
成
立
」『
大
阪
大
学

経
済
学
』
五
四
巻
三
号
、
二
〇
〇
四
年
、
大
島
真
理
夫
編
『
土
地
希

少
化
と
勤
勉
革
命
の
比
較
史
─
─
経
済
史
上
の
近
世
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
二
〇
〇
九
年
、K

. Sugihara and R. W
ong, “Industrious 

Revolutions in Early M
odern W

orld H
istory”, in J. Bentley, S. 

Subrahm
anyam

 and M
. W

iesner-H
anks (Eds.), The C

am
bridge 

W
orld H

istory, Cam
bridge U

niversity Press, 2015, http://doi.

org/10.1011/CBO
1111111022160.011 

、
杉
原
薫
『
世
界
史
の
な
か
の

東
ア
ジ
ア
の
奇
跡
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
。

（
16
） 

田
口
宏
二
朗
「『
経
済
成
長
』
の
中
国
史
」『
大
阪
大
学
中
国
文
化
フ
ォ
ー

ラ
ム
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
』 N

o.2011-1,　

二
〇
一
四
年
、

http://w
w

w
.law

.osaka-u.ac.jp/~c-forum
/box2/dp2011-1taguchi.

pdf 

、
一
五
～
九
頁
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
11
） 

Ｋ
・
ポ
メ
ラ
ン
ツ
、
川
北
稔
監
訳
『
大
分
岐
―
―
中
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

そ
し
て
近
代
世
界
経
済
の
形
成
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
、

二
頁
。

（
11
） 

白
石
隆
『
海
の
帝
国
─
─
ア
ジ
ア
を
ど
う
考
え
る
か
』
中
公
新
書
、
三
三

～
四
頁
。

（
11
） 
平
山
朝
治
「
第
二
章　

文
明
の
地
政
学
か
ら
み
た
地
球
と
ア
ジ
ア
─
─
日

本
の
人
口･
移
民
戦
略
の
基
礎
」、
戦
略
研
究
学
会
監
修
、
藤
江
昌
嗣
・
杉

山
光
信
編
著
『
ア
ジ
ア
か
ら
の
戦
略
的
思
考
と
新
地
政
学
』
芙
蓉
書
房
出
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版
、
二
〇
一
五
年
（
平
山
［
二
〇
一
五
ｂ
］）。

（
50
） 
平
山
朝
治
『
イ
エ
社
会
と
個
人
主
義
─
─
日
本
型
組
織
原
理
の
再
検
討
』

日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
。
神
戸
や
上
海
を
含
む
華
僑
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
経
済
成
長
の
主
役
で

あ
っ
た
と
す
る
と
、
華
僑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
マ
ル
サ
ス
の
罠
か
ら
の
脱

出
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
特
質
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ

は
、
父
系
大
家
族
が
大
陸
起
源
で
牧
畜
を
生
業
と
す
る
こ
と
に
発
し
て
い

る
の
と
異
な
っ
て
、
海
運
に
依
拠
す
る
華
僑
は
姻
戚
関
係
や
非
血
縁
的
取

引
関
係
も
活
用
し
な
が
ら
柔
軟
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
外
部
性
を
生
み
出
す
点

に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
の
家
業
経
営
体
に
近
い
、
非
血
縁
者
を
活
用

す
る
技
能
伝
達
や
人
材
登
用
も
盛
ん
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
51
） 

平
山
朝
治
「
ア
イ
ド
ル
一
五
〇
年
─
─
ア
イ
ド
ル
・
ブ
ー
ム
と
長
期
波
動
」

『
筑
波
大
学
経
済
学
論
集
』
第
七
〇
号
、
二
〇
一
八
年
、https://id.ndl.

go.jp/bib/021115162 

。

（
52
） 

マ
サ
イ
ア
ス
［
一
九
八
八
］
二
一
五
・
六
頁
。
こ
の
引
用
の
末
尾
に
つ
け

ら
れ
た
注
（
九
）
に
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
者
階
級

の
状
態
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
同
書
二
四
六
頁
）。

（
51
） C. K

ineary, This G
reat C

alam
ity: The Irish Fam

ine 1845-52, 

Roberts Rinehart Pub, 1115.

（
51
） 

大
塚
久
雄
編
著
『
西
洋
経
済
史
（
第
二
版　

第
四
巻
）』
筑
摩
書

房
、
一
九
七
七
年
（
初
版
は
経
済
学
全
集　

第
一
一
巻
、
一
九
六
八

年
）
が
、
私
に
と
っ
て
は
大
塚
史
学
を
つ
ま
み
食
い
す
る
際
の
入
口

で
、
弟
子
筋
の
諸
研
究
に
つ
い
て
も
多
少
は
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
。
平

田
清
明
に
つ
い
て
私
は
耳
学
問
程
度
と
言
う
ほ
か
な
い
が
、
八
木
紀

一
郎
の
追
悼
文
「
永
遠
に
学
問
の
灯
か
が
や
け
─
─
平
田
清
明
の
市

民
社
会
論
」『
経
済
学
論
叢
（
京
都
大
学
）』
第
一
五
六
巻
第
五
号
、

一
九
九
五
年
、https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/

bitstream
/2111/15022/1/10156501.pdf

は
印
象
的
で
あ
り
、
最
近

の
紹
介
と
し
て
は
、
山
田
鋭
夫
「
今
な
ぜ
平
田
清
明
か
─
─
『
市
民
社

会
と
社
会
主
義
』
五
〇
年
に
よ
せ
て
」『
評
論
（
経
済
評
論
社
Ｐ
Ｒ
誌
）』

二
一
五
号
、
二
〇
一
九
年
、http://w

w
w

.nikkeihyo.co.jp/critiques/

view
/121

、
が
分
か
り
や
す
く
そ
の
本
質
を
と
ら
え
て
い
る
と
思
う
。

（
55
） 

八
木
紀
一
郎
は
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
経
済
思
想
史
研
究
─
─
中
欧
帝
国
と
経

済
学
者
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
を
著
わ
し
、
Ｃ
・
メ
ン

ガ
ー
の
主
著
の
邦
訳
（
中
村
友
太
郎
・
中
村
芳
郎
と
共
訳
『
一
般
理
論
経

済
学
１
、２
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
二
・
四
年
、
安
井
琢
磨
と
共
訳
『
国

民
経
済
学
原
理
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
、
限
界
革
命

以
降
新
古
典
派
経
済
学
の
一
翼
を
担
っ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
古
典
の

翻
訳
を
手
が
け
た
ほ
か
、
Ｂ
・
コ
ー
ル
ド
ウ
ェ
ル
、
田
村
勝
省
訳
『
ハ
イ

エ
ク
─
─
社
会
学
方
法
論
を
巡
る
闘
い
と
経
済
学
の
行
方
』
紀
伊
國
屋
書

店
、
二
〇
一
八
年
の
監
訳
、
中
山
智
香
子
ほ
か
訳
『
思
想
史
論
集　
（
ハ

イ
エ
ク
全
集 

第
二
期
第
七
巻
）』
二
〇
二
〇
年
の
監
修
を
し
て
い
る
。

（
56
） https://ja.w

ikipedia.org/w
iki/

鎌
倉
孝
夫
、
ソ
連
支
持
に
つ
い
て
は

二
〇
一
九
年
こ
ろ
ま
で
そ
こ
に
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
お
り
、
引
用
部
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分
は　

二
〇
二
一
年
一
月
二
三
日
閲
覧
。

（
51
） 
Ａ
・
Ｓ
・
ナ
チ
オ
ス
、
古
森
義
久
・
坂
田
和
則
訳
『
北
朝
鮮
飢
餓
の
真
実

─
─
な
ぜ
こ
の
世
に
地
獄
が
現
れ
た
の
か
？
』
扶
桑
社
、
二
〇
〇
二
年
、

Ｓ
・
ハ
ガ
ー
ド
＆
Ｍ
・
ノ
ー
ラ
ン
ド
、
杉
原
ひ
ろ
み
・
丸
本
美
加
訳
『
北

朝
鮮 

飢
餓
の
政
治
経
済
学
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
九
年
。 

（
51
） 

婚
姻
率
の
上
昇
と
初
婚
年
齢
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
引
用
者
）。

（
51
） 

工
業
と
産
業
は
同
じ
英
語industry

の
邦
訳
で
あ
り
、industrial capital

は
通
例
で
は
産
業
資
本
と
訳
さ
れ
る
が
、
農
業
は
第
一
次
産
業
、
工
業
は

第
二
次
産
業
と
い
っ
た
意
味
でindustry

と
い
う
言
葉
を
使
う
場
合
や
、

農
業
資
本
と
対
比
す
る
場
合
、
工
業
と
訳
し
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
（
引

用
者
）。

（
60
） 

斎
藤
修 

『
プ
ロ
ト
工
業
化
の
時
代
─
─
西
欧
と
日
本
の
比
較
史
』 

岩
波
現

代
文
庫
、
二
〇
一
三
年
、
初
出
は
一
九
八
五
年
、
六
六
頁
。

（
61
） 

村
岡
健
次
・
川
北
稔
編
著
『
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
─
─
宗
教
改
革
か
ら
現
代

ま
で　

改
訂
版
』）
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇
五
～
六
頁
。

（
62
） 

Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
、
大
内
兵
衛
・
細
川
嘉
六
監
訳
『
資
本
論　

第
一
巻
』
大

月
書
店
、
一
九
六
七
年
、
九
九
五
頁
。

（
61
） S. Courtois et al., Le Livre N

oir du C
om

m
unism

e: C
rim

es, Terreur et 

Répression, Robert Laffont, 1111, translated by J. M
urphy and M

. 

K
ram

er, The Black Book of C
om

m
unism

: C
rim

es, Terror, Repression, 

H
arvard U

niversity Press,1111.

英
語
版
は
十
二
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
解

説
（M

artin M
alia, "Forw

ord: T
he U

se of A
trocity"

）
付
き
の
全

訳
だ
が
、
以
下
の
邦
訳
は
恵
雅
堂
出
版
の
も
の
がPart III T

he O
ther 

Erope: V
ictim

 of com
m

unism
, Part V

 T
he T

hird W
orld

を
欠
い

て
お
り
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
は
さ
ら
にPart II W

orld Revolution, 

Civil W
ar, ahd T

error

も
欠
い
て
い
る
。
Ｓ
・
ク
ル
ト
ワ
＆
Ｎ
・
ヴ
ェ

ル
ト
、
外
川
継
男
訳
『
共
産
主
義
黒
書
─
─
犯
罪
・
テ
ロ
ル
・
抑
圧　

ソ

連
篇
』
恵
雅
堂
出
版
、
二
〇
〇
一
年
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
六

年
）、
同
著
、
高
橋
武
智
訳
『
共
産
主
義
黒
書
─
─
犯
罪
・
テ
ロ
ル
・
抑

圧　

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
・
ア
ジ
ア
編
』
恵
雅
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
（『
共

産
主
義
黒
書
〈
ア
ジ
ア
篇
〉』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
七
年
）、
平
山

「
Ⅱ
・
二
章　

社
会
主
義
の
致
命
的
な
誤
謬
と
は
何
か
？
─
─
非
人
道
性

の
真
実
と
理
論
的
起
源
」。


