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ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
に
関
す
る
二
つ
の
文
献
（
戒
田
）

て
き
た
十
八
世
紀
の
偉
大
な
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
経
済
学
者
、
サ
ー
・
ジ

に
、
多
年
の
間
ス
ミ
ス
の
陰
に
全
く
か
く
れ
学
史
の
芥
溜
に
捨
て
去
ら
れ

九

献
を
行
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
時
代
精
神
か
ら
逸
脱
し
た
為

譜
性
を
求
め
、
後
者
を
マ
ル
サ
ス
復
興
の
論
理
的
到
着
点
と
し
て
捉
え
よ

か
つ
て
『
国
富
論
』
の
あ
る
著
名
な
訳
者
が
、
「
や
が
て
は
死
ぬ
べ
き

(

1

)

 

定
め
で
は
あ
ろ
う
が
、
な
か
な
か
死
な
ぬ
の
が
彼
ス
ミ
ス
で
あ
る
」
と
い

う
言
葉
で
も
っ
て
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
学
史
お
よ
び
思
想
史
の
分
野
に

ス
研
究
は
、
と
り
わ
け
わ
が
国
に
お
い
て
、
い
ま
も
な
お
精
力
的
に
行
な

よ
う
に
こ
の
分
野
で
華
や
か
な
地
位
を
占
め
て
い
る
ス
ミ
ス
に
較
べ
、
彼
ー

と
ほ
ぼ
同
時
代
に
生
き
、
経
済
の
理
論
と
政
策
の
面
で
一
際
す
ぐ
れ
た
貢

人
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

近
時
内
外
の
研
究
者
の
手
で
彼
は
蘇
生
せ
し
め
ら

れ
、
永
遠
の
生
命
を
賦
与
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
戦
後
に
お
け
る
本
格

ト
研
究
者
の
誤
っ
た
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
観
を
是
正
し
て
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
を

体
系
こ
そ
重
商
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
通
じ
る
道
を
敷
く
も
の
で
あ
る
と

(

2

)

．
 

主
張
し
た
。
セ
ン
の
所
説
は
、
所
詮
ケ
イ
ン
ズ
と
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
と
の
系

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
目
的
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て

(

3

)

 

は
、
ミ
ー
ク

R
.
L
.
M
e
e
k
に
よ
る
鋭
い
批
判
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
然
し

わ
れ
幾
多
の
成
果
を
収
め
つ
つ
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
そ
の

い
わ
ゆ
る
統
制
経
済
学
の
始
祖
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
共
に
、
彼
の
思
想

お
け
る
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
ご
と
き
存
在
を
簡
潔
に
表
現
さ
れ
た
が
、
ス
”

理
』
の
外
側
に
接
吻
す
る
人
で
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
従
来
の
ス
テ
ュ
ア
ー

的
な
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
の
口
火
を
切
っ
た
セ
ン

S.
R. S
e
n
は
、
「
原

は

し

が

き

資

料

紹

介

ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
、
ま
こ
と
に
そ
の
生
涯
に
も
似
て
悲
劇
の

戒

田

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
に
関
す
る
二
つ
の
文
献
口

郁

夫
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ョ
ン
効
果
の
問
題
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
の
学
史
的
系
譜
性
と
現
代
的
意
義

ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
成
長
分
析
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
ア
ス
ビ
レ
ー
シ

ど
未
開
拓
の
分
野
に
属
し
て
い
た
こ
の
謂
わ
ば
周
辺
の
研
究
に
最
近
手
が

国
外
に
お
け
る
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
に
関
す
る
限
り
、
こ
れ
迄
ほ
と
ん

関
西
大
学
『
経
済
論
集
』
第
十
二
巻
第
三
号

な
が
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
の
深
化
を
通
じ
て
学
史
の
書
き
替
え
を
行
な

う
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
内
外
の
研
究
者
の
等
し
く
志
向
す
る
と
こ
ろ

造
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し

(

4

)

 

そ
れ
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。
小
林
昇
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
学
史

的
分
析
の
た
め
の
準
備
的
な
作
業
で
あ
る
と
こ
ろ
の
理
論
的
類
型
確
定
の

そ
れ
と
、
社
会
経
済
政
治
お
よ
び
思
想
を
含
む
と
こ
ろ
の
時
代
的
背
景
を

明
ら
か
に
す
る
研
究
の
進
行
と
が
相
伴
い
初
め
て
学
説
の
全
貌
が
浮
彫
り

さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

つ
け
ら
れ
始
め
て
い
る
。
そ
れ
が
こ
こ
で
紹
介
す
る
イ
ー
グ
リ
イ

R.V.

(

5

)

 

E
a
g
l
y
と
ス
キ
ナ
ー

A.S.
S
k
i
n
n
e
r
の
論
文
で
あ
る
。
前
者
は
、
セ
ン

が
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
を
経
済
成
長
理
論
の
パ
イ
オ
ニ
ー
ヤ
と
正
し
く
規
定
し

(

6

)

 

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
論
証
過
程
に
お
い
て
充
分
に
認
識
さ
れ
て
お

功
裡
に
達
成
す
る
に
は
、
先
ず
何
よ
り
も
『
原
理
』
そ
の
も
の
の
理
論
構

に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
。
後
者
も
又
、
セ
ン
の
誤
っ
て
認
識
し
た
問

題
、
す
な
わ
ち
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
と
十
八
世
紀
の
後
半
に
活
躍
し
た
所
謂
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
歴
史
学
派
の
メ
ン
バ
ー
と
の
思
想
的
類
似
性
を
取
り
扱
っ

(

8

)

 

て
い
る
。
か
く
て
、
こ
れ
ら
二
論
文
は
セ
ン
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
を
補

最
近
の
国
外
に
お
け
る
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
の
水
準
と
動
向
を
探
窺
す
る

上
で
の
好
き
資
料
で
も
あ
る
。

註

(
1
)
大
内
兵
衛
訳
『
国
富
論
』
国
（
岩
波
文
庫
）
昭
和
一
二
十
年
所
収

の
訳
者
「
解
題
」
一
四
六
ペ
ー
ジ
。

(

2

)

 
S
e
n
,
 
S
a
m
a
r
 Ranjan., 
T
h
e
 E
c
o
n
o
m
i
c
s
 o
f
 Sir J
a
m
e
s
 

Steuart. 
L
o
n
d
o
n
,
 1
9
5
7
.
 

(

3

)

ミ
ー
ク
は
云
う
、
過
去
の
思
想
体
系
を
再
評
価
す
る
湯
合
、
わ

れ
わ
れ
は
つ
ね
に
。
ハ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
の
意
識
を
も
っ
て
そ
れ

を
考
察
す
べ
く
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
も
し
も
我
々

が
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
よ
う
な
或
る
経
済
学
者
の
諸
見
解
を
そ
れ

が
提
出
さ
れ
た
経
済
的
お
よ
び
知
的
ミ
リ
ュ
ー
の
全
体
か
ら
抽

出
し
、
そ
こ
か
ら
当
該
諸
見
解
を
今
日
流
布
せ
る
諸
見
解
の
内

に
存
す
る
も
の
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
確
か
に
多

く
の
興
味
深
い
形
式
的
な
類
似
点
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
仮
り
に
我
々
が
、
こ
れ
ら
類
似
点
を
基
礎
と
し
て
経
済
思
想

史
を
徹
底
的
に
解
釈
し
な
お
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果

正
し
、
か
れ
の
体
系
の
核
心
に
よ
り
深
く
迫
る
踏
石
で
あ
る
と
同
時
に
、

と
こ
ろ
で
、
学
史
の
書
き
替
え
と
い
う
大
い
な
る
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
を
成

で
あ
る
。

九
四
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は
恐
ら
く
余
り
有
益
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
c

…
・
・
・
類
似
性
と
連

続
性
が
検
出
さ
れ
得
る
の
は
、
一
部
分
、
経
済
学
者
達
の
分
析

し
て
来
た
も
の
が
、
実
際
は
全
く
同
一
の
制
度
（
異
っ
た
発
展

の
諸
段
階
に
お
け
る
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
一
部
分
、

特
定
の
発
展
段
階
に
お
い
て
特
定
の
理
由
で
表
現
さ
れ
た
特
定

の
態
度
が
、
時
々
非
常
に
異
っ
た
発
展
段
階
に
お
い
て
著
し
く

異
っ
た
理
由
で
再
び
表
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
・
・
・
経
済
思

想
史
の
い
わ
ゆ
る
解
釈
は
、
そ
の
名
に
値
す
る
限
り
、
市
場
交

換
制
度
の
経
過
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
異
っ
た
発
展
段
階
に
提
唱

さ
れ
た
主
要
な
諸
理
論
を
説
く
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
た
だ
単
に
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
労
作
と

”
統
制
経
済
学
II

と
の
間
に
存
す
る
一
定
の
形
式
的
な
類
似
性

を
基
礎
と
し
て
、
重
商
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
通
じ
る
”
小

径
“
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
も
そ
の
よ

う
に
主
張
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
確
か
に
相
対
論
と
云
う
暗
礁

か
ら
逃
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
う
す
れ
ば
最
後
に
は
、

目
的
論
と
云
う
渦
巻
の
な
か
に
ひ
き
ず
り
込
ま
れ
る
で
あ
ろ

う
。
」

M
e
e
k
,
R
o
n
a
l
d
 L., 
T
h
e
 E
c
o
n
o
m
i
c
s
 o
f
 C
o
n
t
r
o
l
 

P
r
e
f
i
g
u
r
e
d
 
b
y
 
Sir 
J
a
m
e
s
 
S
t
e
u
a
r
t
.
 
(
S
c
i
e
n
c
e
 
a
n
d
 

Society, 
V
o
l
.
 
X
X
I
l
,
 N
o
.
 4
.
 
Fall `
 
1958.) 
p
p
.
 
3
0
1ー

-5.

(
4
)
小
林
昇
「
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
奢
修
」
に
つ

い
て
日
」
（
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
十
六
巻
第
二
号
）
の
序
論
。

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
に
関
す
る
二
つ
の
文
献
（
戒
田
）

九
五

(
5
)
 E
a
g
l
y
,
 
R
o
b
e
r
t
 V., S
i
r
 J
a
m
e
s
 S
t
e
u
a
r
t
 a
n
d
 t
h
e
 "
A
s
p
i
 ,
 

r
a
t
i
o
n
 
Effect". 
(
E
c
o
n
o
m
i
c
a
.
 Vol. X
X
¥
I
,
 N
o
.
1
0
9
.
 F
e
b
 ̀

 

1961.) 
p
p
.
 
5
3ー

61.

S
k
i
n
n
e
r
,
 A.S., 
S
i
r
 
J
a
m
e
s
 S
t
e
u
a
r
t
 "
 Ec
o
n
o
m
i
c
s
 a
n
d
 

Politics. 
(Scottish J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 Political 
E
c
o
n
q
m
y
.
 Vol. 

ヌ
"
N
o
.
 1. 
F
e
b
 ̀

 
1962.) 
pp. 
1
7ー

37.

な
お
こ
の
外
に
最
近
の
文
献
と
し
て
、

C
h
a
m
l
e
y
,
Paul., 

S
i
r
 J
a
m
e
s
 S
t
e
u
a
r
t
 `
 
i
n
s
p
i
r
a
t
e
u
r
 
d
e
 la 
T
h
e
o
r
i
e
 G
e
 ,
 

n
e
r
a
l
e
 
d
e
 L
o
r
d
 K
e
y
n
e
s
?
 (
R
e
v
u
e
 D
'
E
c
o
n
o
m
i
e
 Polit ,
 

ique• 

N
o
.
 3. 
M
a
iー

J
u
i
n
1962,) 
p
p
.
 3
0
3
 1
 13. 
i,i
訓
バ
琺
ナ
す
ノ

ペ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
割
愛
し
た
。

(
6
)
 S
e
n
,
 
op. 
cit., 
p. 
19. 

(
7
)
セ
ン
は
『
原
理
』
の
最
も
顕
著
な
特
質
を
、
グ
ロ
ス
マ
ン

H.

G
r
o
s
s
m
a
n
 .I,[
倣
っ
て
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
「
歴
史
的
・
制
度

的
か
つ
全
体
と
し
て
進
化
論
的
な
接
近
方
法
」
に
求
め

(Ibid.9

p. 
19.)
、
そ
し
て
社
会
発
展
の
各
段
階
に
お
け
る
主
要
な
動
因

を
基
本
的
に
は
経
済
的
な
も
の
で
あ
る
と
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
が
認

め
て
い
る
点
を
評
し
て
、
か
か
る
経
済
史
観

e
c
o
n
o
m
i
c
i
n
 ,
 

t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 h
i
s
t
o
r
y
は
「
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
が
生
き
か
つ

著
作
し
た
時
代
に
と
っ
て
確
か
に
異
例
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い

る

(
D
i
d
.
`
p. 4
4
.
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
済
史
観
へ
の
バ
イ

ア
ス
と
結
合
さ
れ
た
歴
史
的
・
制
度
的
か
つ
全
体
と
し
て
進
化



306 

関
西
大
学
『
経
済
論
集
』
第
十
二
巻
第
三
号

論
的
な
接
近
は
、
同
時
代
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
歴
史
学
派
の
特
・

徴
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
両
者
の
間
に
は
類
似
性
の
存
し
て

い
る

(
M
e
e
k
.
,
op. cit•• 

p. 3
0
0
)
 
!.! 
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
の

「
一
般
的
な
見
解
の
特
徴
的
な
点
は
す
ぺ
て
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の

見
解
と
異
っ
て
い
た
」

(
I
b
i
d
•
•

p
.
1
8
3
.
)

と
、
セ
ン
は
主
張
す

る
。
‘
‘
、
ー
ク
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
セ
ン
の
認
識
不
足
を
詰
り
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学
派
の
人
々
は
「
政
治
的
な
理
由
で
ス
テ
ュ

ア
ー
ト
に
反
対
し
、
彼
の
経
済
学
を
軽
視
し
た
か
も
知
れ
な
い

が
、
し
か
し
彼
ら
の
開
拓
し
て
い
た

"theoretical

or 
c
o
n
 ,
 

jectural 
history"
の
分
野
で
は
、
確
か
に
彼
ら
は
ス
テ
ュ
ア

ー
ト
を
類
似
の
精
神
を
有
っ
た
人
物
と
し
て
認
め
て
い
た
に
相

違
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
兎
に
も
角
に
も
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
、

セ
ン
博
士
が
疑
惑
の
念
を
表
わ
し
て
い
る
よ
り
も
む
し
ろ
遥
か

に
彼
の
時
代
に
和
合
し
て
い
た
の
で
あ
る
」

(
M
e
e
k
,
op. cit., 

p. 3
0
1
.
)

と
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
が
必
ず
し
も
い
わ
れ
る
よ
う
な

時
代
思
潮
の
孤
児
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
8
)
所
謂
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
歴
史
学
派
は
、
周
知
の
如
く
、
ス
ミ
ス

A
d
a
m
 S
m
i
t
h
、
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン

A
d
a
m
F
e
r
g
u
s
o
n
、
ロ
パ

ー
ト
ソ
ン

W
i
l
l
i
a
m
R
o
b
e
r
t
s
o
n
、
ミ
ラ
ー

J
o
h
n
Millar 

を
中
心
と
し
て
、
ケ
イ
ム
ズ

L
o
r
d
K
a
m
e
s
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト

Gilbert 
Stuart
、
モ
ン
ポ
ド
・
オ

L
o
r
d
M
o
n
b
o
d
d
o
、
プ
レ

ア
ー

H
u
g
h
Blair
、
ダ
ン
パ
ー

J
a
m
e
s
D
u
n
b
a
r

等
々
、

十
八
世
紀
後
半
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
知
的
活
動
を
行
な
っ
て

い
た
グ
ル
ー
プ
の
呼
称
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
共
通
し
た
基
本
命

題
は
、
日
社
会
を
形
成
す
る
人
間
の
行
動
に
関
す
る
研
究
、
す

な
わ
ち
古
典
的
社
会
学
の
目
的
は
人
間
の
生
存
様
式

m
o
d
e

of subsistence
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
樺
エ
{
の
変
る
に

応
じ
て
人
間
の
法
律
お
よ
び
政
策
は
異
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
云
う
こ
と
、
口
権
力
の
大
き
さ
、
換
言
す
れ
ば
統
治
形
態
を

決
定
す
る
も
の
は
財
産
・
で
あ
る
と
云
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
点

で
あ
る
。

(
'
T
h
e
Scottish 
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
to 
M
a
r
x
i
s
t
 

S
o
c
i
o
l
o
g
y
'
i
n
 D
e
m
o
c
r
a
c
y
 a
n
d
 the 
L
a
b
o
u
r
 M
o
v
e
m
e
n
t
,
 

ed. 
J
o
h
n
 Saville, 
L
o
n
d
o
n
,
 1
9
5
4
.
)
 
p
p
.
 8
5ー

8
7
.

な
お
、
、
、
ー
ク
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
何
故
に
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
よ
り
も
寧
ろ
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
か
か
る
社
会
思
想

が
生
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
設
問
に
対
し
、
こ
の
問
題
に

答
え
る
こ
と
は
容
易
な
業
で
は
な
い
の
で
、
た
だ
こ
の
研
究
を

実
り
あ
る
方
向
に
む
け
る
た
め
示
唆
す
る
だ
け
に
留
め
る
と
述

ペ
、
次
の
二
点
に
そ
の
原
因
を
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社

会
思
想
は
経
済
進
歩
そ
の
も
の
の
フ
ァ
ン
ク
ッ
ョ
ン
で
は
な

い
。
も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
こ
そ
か

か
る
思
想
が
生
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

然
る
に
そ
れ
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
生
じ
た
の
は
、
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
に
お
け
る
経
済
進
歩
が
極
わ
め
て
急
速
で
あ
っ
た
こ
と

と
、
そ
の
地
に
お
い
て
先
進
地
域
と
後
進
地
域
の
対
照
性
が
鮮

明
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
「
グ
ラ
ス
ゴ
ー
と
同
じ

九
六
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九
七

そ
れ
の
卓
越
し
て
い
た
こ
と
、
更
に
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
よ
る
当
該
概
念
の

を
集
め
、
そ
れ
に
関
す
る
書
物
は
多
く
あ
ら
わ
れ
た
が
、
就
中
、
ヌ
ル
ク
な
ど
に
よ
っ
て
も
行
な
わ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
就
中
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の

と
こ
ろ
で
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
に
関
す
る
考
察
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー

さ
て
、
論
文
の
発
表
年
代
順
に
従
っ
て
、
先
ず
初
め
に
イ
ー
グ
リ
イ
の

イ
ー
グ
リ
イ
の
所
説

も
の
か
ら
取
り
あ
げ
よ
う
。

第
二
次
大
戦
以
降
、
後
進
国
開
発
の
問
題
が
多
く
の
経
済
学
者
の
耳
目

セ

R
a
g
n
a
r
N
u
r
k
s
e
の
『
後
進
諸
国
の
資
本
形
成
』
（
一
九
五
三
）
が
著

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
に
関
す
る
二
つ
の
文
献
（
戒
田
）

消
滅
し
て
失
っ
た
理
由
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

ト
と
同
時
代
の
ヒ
ュ
ー
ム

D
a
v
i
d
H
u
m
e
や
ハ
リ
ス

J
e
s
e
p
h
Harris 

シ
ョ
ン
効
果
に
関
す
る
考
察
が
十
八
世
紀
以
降
の
経
済
文
献
か
ら
殆
ん
ど

グ
リ
イ
は
、
理
論
的
模
型
確
定
の
作
業
か
ら
入
り
、
次
い
で
ア
ス
ピ
レ
ー

く
、
一
七
五

0
年
代
と
六

0
年
代
に
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
植

民
地
と
の
タ
パ
コ
貿
易
の
進
展
に
よ
っ
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
各
都
市
で
は
経
済
発
展
が
非
常
に
急
激
で
あ
っ
た
。
経
済
諸

技
術
と
基
本
的
な
経
済
諸
関
係
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
、
又
そ

れ
ら
の
変
化
は
明
ら
か
に
社
会
生
活
全
体
を
変
形
し
つ
つ
あ
っ

た
。
そ
し
て
新
し
い
形
態
の
経
済
組
織
が
出
現
し
つ
つ
あ
っ
た

れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
高
地
地
方
や
封
建
的
な

フ
ラ
ン
ス
、
或
い
は
北
部
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
な
か

に
未
だ
実
在
し
て
い
る
よ
う
な
組
織
形
態
と
を
可
成
り
容
易
に

比
較
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
、

社
会
組
織
の
様
々
な
形
態
に
対
す
る
関
心
が
相
当
広
が
り
を
み

せ
て
い
た
、
そ
こ
で
歴
史
上
の
因
果
関
係
を
い
わ
ゆ
る
生
存
様

式
に
求
め
る
試
み
が
な
さ
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
」
(
I
b

笠．

pp. 9
8ー

9
9
.
)

テ
ュ
ア
ー
ト
が
『
原
理
』
の
根
幹
を
な
す
部
分
で
詳
し
く
論
述
し
て
い
る

方
式
が
選
択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
後
の
方
式
こ
そ
ス

妨
げ
、
従
っ
て
ま
た
産
出
量
の
成
長
率
の
減
少
を
招
来
す
る
で
あ
ろ
う
と

準
の
誘
引
が
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
を
伴
な
う
と
い
う
一
側
面
の

み
を
強
調
し
、
他
方
そ
れ
の
有
す
る
所
謂
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
を
見

カ
で
あ
る
場
合
に
は
禁
欲
的
開
発
方
式
が
、
逆
の
場
合
に
は
奢
移
的
開
発

近
代
社
会
展
開
の
方
法
と
全
く
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
イ
ー

両
効
果
の
強
弱
の
度
合
で
あ
り
、
前
者
の
効
果
が
後
者
の
そ
れ
よ
り
も
強

過
し
て
い
る
点
で
批
判
を
甘
受
す
る
余
地
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
問
題
は

H
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
見
解
は
、
進
歩
せ
る
消
費
水

ご
と
く
、
後
進
国
に
お
け
る
生
活
水
準
の
向
上
が
そ
の
国
の
資
本
形
成
を

名
で
あ
る
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
―
つ
の
重
要
な
論
点
は
、
周
知
の
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門
間
の
労
働
力
の
配
分
は
理
想
的
で
あ
る
。

に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
を
超
え
る
場
合
、
為
政
者
は
過
剰
財
を
そ
の
国
か

考
察
し
て
お
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
に
も
と
づ
い
て
創

イ
ー
グ
リ
イ
は
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
技
術
的
可
能
性
を

の
よ
う
に
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
体
系
で
は
、
農
業
の
生
産
力
は
ア
ス
ピ
レ
ー

し
か
し
な
が
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
、
農
業
者
の
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
水

費
の
魅
力
に
よ
っ
て
農
業
生
産
物
の
増
加
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ

い
。
農
業
階
級
を
し
て
そ
れ
以
上
の
量
を
生
産
さ
せ
る
に
は
、
奢
移
的
消

い
。
そ
こ
で
の
産
出
量
は
た
だ
生
存
の
為
に
必
要
な
分
星
に
し
か
す
ぎ
な

消
費
性
向
が
ゼ
ロ
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
剰
余
と
な
る
べ
き

が
出
来
な
い
の
で
、
彼
は
臣
民
た
ち
を
自
ら
の
感
情
と
欲
望
の
奴
隷
に
す

シ
ョ
ン
水
準
の
関
数
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
奢
移
品
に
対
す
る

は
甚
し
く
複
雑
で
あ
り
、
か
つ
為
政
者
は
臣
民
た
ち
を
奴
隷
に
す
る
こ
と

消
費
性
向
に
依
存
し
、
そ
の
性
向
自
身
は
物
質
財
に
対
す
る
ア
ス
ビ
レ
ー

(11生
存
す
る
た
め
に
は
絶
対
的
に
必
要
で
は
な
い
製
造
品
）
に
対
す
る

農
業
剰
余

off
,
 
f
a
r
m
 s
u
r
p
l
u
s
は
農
業
部
門
に
お
い
て
産
出
さ
れ
得
な

シ
ョ
ン
水
準
の
関
数
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
が
ゼ
ロ

の
点
に
お
い
て
、
封
鎮
的
経
済
の
人
口
は
最
適
規
模
に
あ
り
、
且
つ
二
部

ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
水
準
の
向
上
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
。
f
,
f
a
r
m
 

s
u
r
p
l
u
s
は
、
単
な
る
「
土
地
の
恩
恵
」
（
重
農
学
派
）
で
も
な
け
れ
ば
、

ー
シ
ョ
ン
水
準
を
高
め
る
こ
と
が
自
由
社
会
に
お
け
る
為
政
者
の
政
策
目

標
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
近
代
に
お
い
て
は
、
政
策
の
運
用

0
p
e
r
a
t
i
o
n
 

る
よ
う
に
誘
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
彼
ら
を
し
て
土
地
を
耕

作
さ
せ
る
唯
一
の
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
な
う
手
段
が
ど
の
よ
う
な
も

あ
ろ
う
。
」

の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
行
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
人
類
は
増
殖
す
る
で

(Steuart, 
Principles. 
I. 
p. 1
5
2
.
)
 

準
を
高
め
る
方
策
に
つ
い
て
は
余
り
詳
し
く
触
れ
て
お
ら
な
い
。
そ
こ
で

出
さ
れ
た
。
g,f
a
r
m
 s
u
r
p
l
u
s
が
製
造
業
部
門
の
労
働
者
達
を
維
持
す
る

接
な
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
。

後
者
の
規
模
は
前
者
に
お
け
る
奢
移
品

関
西
大
学
『
経
済
論
集
』
第
十
二
巻
第
三
号

近
代
社
会
経
済
を
二
大
分
割
す
る
農
業
部
門
と
製
造
業
部
門
は
共
に
密

人
々
を
し
て
強
制
的
に
働
か
せ
、

0
f
,
f
a
r
m
 s
u
r
p
l
u
s
を
搾
出
し
て
い
た

人
間
労
働
の
唯
一
の
動
機
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
農
業
者
の
ア
ス
ビ
レ

奴
隷
制
度
と
異
な
り
、
自
由
な
る
社
会
で
は
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
水
準
が

は
『
原
理
』
の
モ
デ
ル
設
定
を
次
の
如
く
行
な
っ
て
い
る
。

あ
る
ら
し
い
こ
と
を
文
献
の
博
捜
に
よ
っ
て
確
認
し
た
後
、
イ
ー
グ
リ
イ

場
目
あ
て
（
製
造
品
と
の
交
換
）
の
為
に
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

摂
取
は
、
彼
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
治
的
亡
命
中
に
な
さ
れ
た
も
の
で

偶
然
的
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
市

九
八
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活
状
態
を
改
善
し
、
こ
の
世
を
安
楽
豊
か
に
終
る
と
い
う
愉
快
な
希
望
」

九
九

活
資
料
と
な
る
べ
き

o
g
,
f
a
r
m
 s
u
r
p
l
u
s
の
増
大
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
為
政
者
は
、
そ
の
点
で
ア
ス
ビ
レ
ー

シ
ョ
ン
水
準
を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
方
策
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

さ
れ
た
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
の
概
念
が
、
同
世
紀
以
降
の
経
済
学
の

う
か
。
こ
れ
の
論
究
が
イ
ー
グ
リ
イ
の
第
二
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
周
知
の
ご
と
く
、

「
賃
金
論
」
の
中
で
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
に
関
す
る
二
つ
の
文
献
（
戒
田
）

「生

効
果
の
分
析
に
大
き
く
寄
与
す
べ
き
筈
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
ジ
ェ

文
献
か
ら
実
質
上
姿
を
消
し
て
失
っ
た
の
は
如
何
な
る
理
由
か
ら
で
あ
ろ

の
効
用
の
増
加
が
労
働
供
給
に
及
ぼ
す
影
響
）
の
分
析
を
行
な
い
得
な
い

置
を
占
め
、
そ
し
て
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
よ
っ
て
そ
の
経
済
的
意
義
を
強
調

さ
て
、
十
八
世
紀
に
経
済
学
の
諸
文
献
の
な
か
で
可
成
り
重
要
な
る
位

そ
も
そ
も
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
の
概
念
は
効
用
分
析
と
密
接
な
関
連

い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
っ
た
。

ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
こ
そ
経
済
成
長
モ
デ
ル
の
動
態
的
要
因
で
あ
る
と
し
め
た
第
一
の
理
由
で
あ
る
と
イ
ー
グ
リ
イ
は
云
う
の
で
あ
る
。

デ
ル
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
彼
が
論
証
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
事
柄
は
、
ア

関
す
る
こ
の
強
調
が
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
に
対
す
る
関
心
を
衰
退
せ

以
上
が
イ
ー
グ
リ
イ
に
よ
っ
て
単
純
化
さ
れ
た
『
原
理
』
の
理
論
的
モ

‘,0 

し

が
勤
労
の
動
機
で
あ
る
と
述
べ
て
居
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
ア
ス
ピ
レ
ー
シ

「
資
本
蓄
積
論
」
の
個
所

古
典
派
の
面
々
は
、
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
水
準
が
向
上
す
れ
ば
、
そ
の
結

果
は
消
費
の
増
大
を
も
た
ら
す
だ
け
で
あ
り
、
資
本
蓄
積
に
対
し
て
プ
レ

ー
キ
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
資
本
お
よ
び
資
本
蓄
積
に

第
二
の
理
由
は
ス
ミ
ス
以
降
の
価
値
論
の
状
態
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
く
し
て
は
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
（
財

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
効
用
価
値
学
説
の
発
展
こ
そ
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン

ヴ
ォ
ン
ズ

W
i
l
l
i
a
m
S
t
a
n
l
e
y
 J
e
v
o
n
s
は
こ
の
分
析
を
可
能
に
し
た
。

に
も
拘
ら
ず
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
概
念
が
経
済
文
献
上
で
復
位
し
た
証
拠

大
き
さ
に
求
め
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
ス
ミ
ス
を
始
め
と
す
る

を
、
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
水
準
に
で
は
な
く
、
一
国
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
の

ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
水
準
の
向
上
が
最
早
、
製
造
業
部
門
の
労
働
者
の
生
慮
」
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ス
ミ
ス
が
経
済
発
展
の
決
定
的
な
要
素

社
会
に
と
っ
て
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
最
適
水
準
が
達
成
さ
れ
る
の
は
、

で
は
、
そ
の
希
望
を
達
成
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
「
個
人
の
節
倹
と
慎

事
す
る
成
員
の
提
供
す
る
労
働

effort
は
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の

ョ
ン
効
果
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

ら
移
出
す
ぺ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
行
な
わ
れ
な
い
限
り
、
農
業
部
門
に
従
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ン
に
始
ま
り
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
『
原
理
』
の
中
で
十
八
世
紀
に
お
け
る
け
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
砂
糖
と
煙
草
の
増
加
と
共
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン

く
先
進
国
に
お
い
て
も
重
要
性
の
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
点
に
あ
る
が
、

で
あ
っ
た
。
彼
の
功
績
は
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
が
後
進
国
だ
け
で
な

信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
イ
ー
グ
リ
イ
の
推
断
で
あ
る
。

す
る
憧
れ
で
あ
る
。
彼
ら
は
装
身
具
や
衣
料
品
を
買
う
た
め
に
、
砂
糖
を

ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
の
重
要
で
あ
っ
た
段
階
を
越
え
て
発
展
し
て
い
る
と

ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
彼
ら
は
、
西
欧
の
経
済
制
度
が
ア
ス

る
。
西
ィ
ン
ド
諸
島
の
黒
人
が
自
由
に
な
る
や
否
や
賃
金
の
た
め
に
働
く

主
と
し
て
高
度
に
発
展
し
た
国
の
経
済
に
の
み
関
連
せ
る
諸
問
題
に
向
け

る
傾
向
が
あ
る
。
未
開
の
狩
人
に
彼
の
毛
皮
と
首
飾
り
と
を
交
換
さ
せ
る

第
二
の
理
由
で
あ
る
。

「し

の
概
念
は
彼
ら
か
ら
少
し
も
同
情
あ
る
理
解
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
な
か
っ

の
欲
望
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
」
と
云
う
と
き
、
そ
れ
は
所
謂
セ
イ
法
則

関
西
大
学
『
経
済
論
集
』
第
十
二
巻
第
三
号

え
ば
、
社
会
主
義
経
済
学
者
に
と
っ
て
は
、
資
本
主
義
制
度
の
下
で
の
労
働

者
階
級
の
実
質
賃
金
の
上
昇
と
い
う
考
え
方
が
彼
ら
の
倫
理
的

n
o
r
m
a,
 

tive
な
見
解
と
一
致
し
な
か
っ
た
し
、

ま
た
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
の
概
念
の
無
視
さ
れ
た

第
三
の
そ
れ
は
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
経
済
学
者
の
圧
倒
的
な
関
心
が

だ
が
唯
一
の
例
外
は
、
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
の
概
念
を
植
民
論
に

適
用
し
た
最
初
の
人
と
し
て
ミ
ル

J
o
h
n
S
t
e
u
a
r
t
 
Mill
に
容
認
さ
れ
た

ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド

E
d
w
a
r
d
G
i
b
b
o
n
 W
a
k
e
f
i
e
l
d
 
(1795

—

1862) 

そ
の
著
書
『
シ
ド
ニ
ー
通
信
』

A
Letter f
r
o
m
 S
y
d
n
e
y
こ
そ
、
メ
ロ

す
る
論
旨
を
極
わ
め
て
完
壁
に
要
約
し
た
も
の
と
イ
ー
グ
リ
イ
に
よ
り
大

の
「
供
給
が
そ
れ
自
ら
の
需
要
を
創
り
出
す
」
と
同
義
語
で
あ
る
。

か
し
欲
望
、
す
な
わ
ち
欲
求
が
増
大
す
る
毎
に
、
充
足
手
段
の
供
給
さ
れ

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
彼
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
熟
練
と
は
ヨ
リ
一
層
剌
激
さ
れ

で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
る
唯
一
の
根
拠
は
、
彼
ら
の
美
し
い
装
飾
品
に
対

生
産
す
る
で
あ
ろ
う
と
謂
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
絶
え
ず
懸
命
に
働
い
た

人
々
は
或
る
程
の
装
身
具
を
求
め
る
情
熱
の
衝
撃
で
節
約
す
る
の
で
あ

る
。
個
人
に
つ
い
て
云
え
る
こ
と
は
、
国
民
全
体
に
つ
い
て
も
云
え
る
の

で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
植
民
地
が
絶
え
ず
イ
ギ
リ
ス
国

民
の
中
に
新
し
い
欲
求
を
作
り
出
し
、
そ
し
て
そ
の
植
民
地
に
欲
求
の
対

象
を
購
入
す
べ
き
新
市
場
を
作
り
出
し
て
以
来
、
最
大
の
改
善
が
生
じ
続

ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
が
「
交
換
力
に
応
じ
て
、
諸
々
の
個
人
や
社
会

い
に
賞
揚
さ
れ
て
居
る
。

は
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
労
働
価
値
説
と
の
関
連
に
つ
い
て
云

最
も
完
全
な
表
現
に
到
達
し
た
と
こ
ろ
の
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
に
関

1
0
0
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す
る
と
は
云
え
、
近
代
的
生
産
力
生
成
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
作
用
す
る
ス

解
決
に
求
め
ら
れ
た
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
は
、
概
念
的
類
型
を
一
に

1
0
 

ド
の
穀
物
は
更
に
巧
み
に
栽
培
さ
れ
て
来
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て

的
少
な
い
労
働
で
、
す
な
わ
ち
比
較
的
少
な
い
人
手
で
収
穫
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
人
は
砂
糖
を
使
い
煙
草
を
吸
う
の
と
同

物
が
生
産
さ
れ
た
か
ら
、
多
く
の
必
要
品
が
生
産
さ
れ
た
の
で
あ
る
」

(
W
a
k
e
f
i
e
l
d
,
 
ibid., 
E
v
e
r
y
m
a
n
 L
i
b
r
a
r
y
 
edition, 
1
9
2
9
・
ー

'cited

i
n
 E
a
g
l
y
,
 
Article. 
p
p
.
 5
9
 1
 6
0
.
)

と
云
う
と
き
、
そ
れ
は
ア
ス
ビ
レ

ー
ト
に
対
す
る
溢
美
の
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
目
が
一
度
び
現
代
に

お
け
る
非
直
接
強
制
的
農
業
剰
余
創
出
の
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
の

テ
ュ
ア
ー
ト
の
ア
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
と
、
過
剰
資
本
お
よ
び
過
剰
労

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
に
関
す
る
二
つ
の
文
献
（
戒
田
）

向
け
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
の
彼
の
主
た
る
関
心
が
閉
鎖
的
な
農
業
国
に

ィ
ー
グ
リ
イ
の
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
、
し
た
が
っ
て
ま
た
ス
テ
ュ
ア

ー
シ
ョ
ン
効
果
へ
の
最
大
の
賛
辞
に
他
な
ら
な
い
。

め
の
ヨ
リ
多
く
の
生
産
に
通
じ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
必
要
で
な
い

ら
の
勤
労
の
移
動
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
生
活
の
維
持
の
た

移
住
と
生
活
の
維
持
に
不
相
応
な
新
生
産
物
の
調
達
に
際
し
て
生
じ
る
彼

じ
よ
う
に
。
ハ
ン
を
食
べ
て
生
き
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
ア
メ
リ
カ
ヘ
の

因
子
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

は
、
砂
糖
が
紅
茶
に
使
わ
れ
、
煙
草
が
吸
わ
れ
た
が
故
に
、
穀
物
は
比
較
植
民
論
』
の
な
か
で
枢
要
の
役
割
を
果
す
そ
れ
と
の
混
交
せ
る
不
整
合
の

働
力
の
は
け
口
を
用
意
せ
ん
と
す
る
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
『
組
織
的




