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n
a
t
i
o
n
a
l
な

d
e
b
t
が
現
出
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ら
ゆ
る
起
債
は
議
会
の
承
認
を
要
し
、

フ
ァ
ン
ド
は
議
会
に
よ
っ
て
保
証
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

こ
こ
に

p
u
b
l
i
c

な
い
し

イ
ギ
リ
ス
の
公
債
史
を
紐
ど
く
ば
あ
い
、
そ
れ
の
濫
態
が
一
六
八
八
年
の
名
誉
革
命
に
も
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で

(

1

)

（

2
)
 

ら
れ
て
い
る
が
、
就
中
、
こ
の
革
命
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
て
新
ら
し
い
制
度
の
核
心
が
国
債
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

名
誉
革
命
以
前
に
お
い
て
も
、
勿
論
、
公
的
借
入
れ
が
行
な
わ
れ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
借
債
は
国
王
の
私

的
債
務
の
域
を
出
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
革
命
後
、
正
確
に
は
一
六
九
二
年
以
降
、
新
ら
し
く
創
設
さ
れ
た
国
債
制
度
に
も
と
ず
き
、
あ

こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
い
わ
ゆ
る
近
代
公
債
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
を
契
機
と
し
て
発
生
し
、
そ
の
の
ち
約
百
二
十
五
年
間
に
わ

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）

あ
る
。
名
誉
革
命
の
財
政
上
に
も
た
ら
し
た
成
果
と
し
て
、

Civil List
の
制
定
、

論

文

は

じ

め

に

戒
議
会
の
財
政
統
制
権
の
確
立
等
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が
数
え
あ
げ

|
ジ
ェ
ー
ム
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・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
場
合
—
,
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一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
公
債
思
想
の
展
開

(

3

)

 

た
っ
て
「
ほ
ぼ
コ
ン
ス
ク
ン
ト
な
増
加
率
を
も
っ
て
膨
張
し
て
い
く
」
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
が
一
八
世
紀
を
通
じ
数
次
に
わ
た
っ

て
行
な
わ
れ
た
戦
争
で
あ
っ
た
こ
と
は
も
は
や
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
う
い
う
事
情
を
背
景
に
し
て
、

一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は

公
債
に
関
す
る
諸
問
題
が
発
生
し
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
公
債
論
議
が
華
や
か
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
公
債
思
想
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ

る。
と
こ
ろ
で
、
拙
論
を
し
て
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
思
想
を
「
イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
」
と
名
付
け
た
ゆ
え
ん
は
、

ス
テ
ュ
ア
ー

ト
の
公
債
思
想
が
ヒ
ュ
ー
ム
ー
ス
ミ
ス
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
反
公
債
思
想
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
と
、
更

に
、
彼
の
公
債
理
論
が
み
ず
か
ら
彫
琢
し
た
重
商
主
義
経
済
理
論
を
骨
子
と
す
る
政
策
体
系
の
一
環
と
し
て
位
置
ず
け
ら
れ
て
い
る
点

に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
こ
の
後
者
に
こ
そ
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
な
い
し
思
想
の
特
質
が
も
と
め
ら
れ
る
と

同
時
に
、
か
れ
の
公
債
理
論
の
限
界
が
伏
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註

(
1
)
長
谷
田
泰
三
「
”
名
誉
“
革
命
の
財
政
史
的
意
義
」
＾
『
英
国
財
政
史
研
究
』
（
勁
草
書
房
）
昭
和
二
六
年
、
所
収
＞
四
四
ペ
ー
ジ
。

(
2
)
 Clark, 
G
e
o
r
g
e
 Sir., 
T
h
e
 W
e
a
l
t
h
 o
f
 E
n
g
l
a
n
d
 f
r
o
m
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4
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1
7
6
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 L
o
n
d
o
n
,
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4
.
 
p. 
1
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9
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(
3
)
 H
a
n
s
e
n
,
 A• 

H., 
Fiscal Policy 
a
n
d
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u
s
i
n
e
s
s
 
Cycles, 
1
9
4
1
.
 
p. 
1
3
6
.
 
~
l
l
J
l
l
l
l
m
l
l
-
-

ハ
印i
『
ハ
ン
セ
ン
財

t西i匹i倖
た
と
景
与
＾
循
環
』

本
評
論
新
社
）
昭
和
二
九
年
。
一
四

0
ペ
ー
ジ
。

一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
公
債
問
題
の
所
在
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
公
債
思
想
の
展
開
を
瞥
見
す
る
ば
あ
い
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
事

柄
に
留
意
す
ぺ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
世
紀
全
般
を
通
じ
て
考
察
さ
れ
た
公
債
の
諸
問
題
、
た
と
え
ば
、
利
払
い
や
償
還
の
問
題
、

外
債
の
問
題
、
公
債
の
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
諸
作
用
に
関
す
る
問
題
、
減
債
基
金
お
よ
び
国
家
破
産
の
問
題
、
そ
の
他
さ
ま
ざ

闘
酉
大
學
『
糎
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

（
日
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と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
公
債
思
想
に
関
し
て
も
、

ま
な
問
題
が
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
同
時
代
に
共
通
し
た
問
題
と
し
て
、
形
式
的

に
一
括
し
て
取
り
扱
う
の
に
は
少
な
か
ら
ず
疑
念
の
生
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
”
国
債
は
…
…
多
年
に
わ

い
ま
か
り
に
、
公
債
論
議
の
な
か
で
も
っ
と
も
中
枢
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
減
債
基
金
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、

六
年
に
創
設
さ
れ
た
第
一
次
減
債
基
金
と
一
七
八
六
年
の
減
債
基
金
は
、
年
々
の
剰
余
を
国
債
の
償
還
に
充
当
す
る
と
い
う
点
に
お
い

て
は
成
程
両
者
に
共
通
性
が
み
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
前
者
の
い
わ
ゆ
る
ウ
ォ
ー
ル
ボ
ー
ル
1

1

ス
タ
ン
ホ

ー
プ
減
債
基
金
で
は
国
庫
に
剰
余
金
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
も
増
税
や
経
費
の
節
減
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
低
利
借
換
え
に

(

1

)

 

よ
る
国
債
費
の
削
減
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
者
の
い
わ
ゆ
る
ビ
ッ
ト
の
減
債
基
金
は
、
そ
の
制
度
に
よ
っ

て
生
じ
た
剰
余
金
を
債
務
の
償
還
に
充
当
し
、
国
債
の
累
積
額
を
削
減
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
公
信
用
の
再
建
を
は
か
る
こ
と
が
そ
の
窮
極(

2

)

 

の
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
世
紀
の
前
半
と
後
半
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
財
政
事
情
の
差
異
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

一
八
世
紀
の
前
半
と
後
半
と
で
は
そ
の
動
向
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
う
は
い
っ

て
も
、
前
半
と
後
半
と
に
明
確
な
る
一
線
を
劃
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
同
じ
く
思
想
と
称
し
て

も
、
直
観
に
加
わ
る
と
こ
ろ
の
理
論
的
裏
付
け
に
強
弱
が
あ
り
、
直
観
的
内
容
が
等
し
く
と
も
、
そ
の
骨
格
た
る
理
論
の
面
で
全
然
相

反
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
先
ず
そ
う
い
う
側
面
を
捨
象
し
て
、
い
わ
ば
思
想
の
上
面
だ
け
を
眺
め
、
大
体
の
趨
勢
を
窺
う
こ

世
紀
の
前
半
に
お
い
て
は
、
公
債
を
金
の
鉱
脈
と
な
し
、
国
富
の
一
要
素
と
見
倣
す
、
い
わ
ば
公
債
謳
歌
論
者
と
も
い
う
べ

(

3

)

 

き
バ
ー
ク
リ
ー

G
e
o
r
g
e
B
e
r
k
e
l
y
を
は
じ
め
と
し
て
、
自
ら
作
成
し
た
国
債
償
還
試
案
に
依
拠
し
、

た
っ
て
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
国
家
破
産
な
る
真
の
危
機
を
少
し
も
も
た
ら
さ
ず
に
国
債
額
を
二
倍
に
ふ
や
す
こ
と
さ

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）

9
;

．-＇ 
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一
七
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ス

こ
の
よ
う
に
、

え
も
で
き
る
II

」
と
主
張
し
た
フ
ッ
ク

..J 

(

4

)

 

A
n
d
r
e
w
 H
o
o
k
e

そ
し
て
「
”
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
豊
か
な
商
業
国
II

の
場
合
に
は
、
公

債
発
行
の
限
界
が
”
多
く
の
人
々
の
想
像
す
る
よ
り
も
大
き
い
“
」
と
の
べ
、
更
に
生
産
的
公
債
の
有
利
な
点
を
指
摘
す
る
ウ
ォ
ー
レ

(

5

)

 

R
o
b
e
r
t
 W
a
l
l
a
c
e
な
ど
の
公
債
楽
観
論
が
支
配
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
ヒ
ュ
ー
ム
の
、
公
債
の
政
治
的
諸
結
果
を
強

調
す
る
悲
観
的
公
債
思
想
は
一
八
世
紀
前
半
の
公
債
思
想
の
潮
流
か
ら
は
や
や
は
み
出
た
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
世
紀
の
後
半
の
公
債
思
想
の
動
向
は
や
や
複
雑
で
あ
っ
た
。
勿
論
こ
の
時
期
の
典
型
は
ヒ
ュ
ー
ム
と
同
じ
系
列
に
位

す
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
公
債
思
想
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
彼
ら
に
倣
っ
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン

B
l
a
c
k
s
t
o
n
e
も
公
債
の
経
済
的
弊
害
に
つ
い
て
次
の
様
に
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
当
時
の
莫
大
な
国
債
の
累
積
が
、

H
元
利

支
払
の
た
め
の
課
税
に
よ
っ
て
物
価
を
騰
貴
さ
せ
、
口
商
業
と
製
造
業
に
害
を
与
え
、
そ
し
て
国
外
債
に
関
す
る
限
り
、
外
債
保
有
者

は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
支
払
い
の
形
で
正
金
を
持
ち
出
す
か
、

で
な
け
れ
ば
貸
付
け
の
条
件
と
し
て
不
当
な
特
権
を
入
手
す
る
か
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
。
更
に
、
四
内
債
の
場
合
で
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
勤
勉
な
人
々
が
怠
惰
な
公
債
保
有
者
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
る

(

6

)

 

と
こ
ろ
国
力
は
財
源
を
先
取
り
す
る
政
策
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
。
ア
ー
サ
ー
・
ヤ
ン
グ

A
r
t
h
u
r
Y
o
u
n
g
も
ま
た
ア

メ
リ
カ
独
立
戦
争
に
も
と
ず
く
国
債
の
巨
額
の
累
積
を
眼
前
に
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
”
国
家
信
用
の
終
焉
が
急
速
に
近
ず
き
つ
つ
あ

る
ー
ー
・
そ
れ
は
恐
ら
く
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
幸
い
で
あ
る
が
—
ー
＇
と
い
う
こ
と
を
誰
し
も
確
信
し
て
い
る
に
相
違
な
い
“
と
断
言
」
し
、

(

7

)

 

新
規
の
借
入
れ
を
避
け
る
た
め
に
追
加
的
課
税
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。

一
八
世
紀
の
後
半
に
は
相
次
ぐ
戦
争
と
そ
れ
に
も
と
ず
く
国
債
の
巨
額
の
累
増
と
い
う
現
実
を
目
の
前
に
し
て
、
租

税
主
義
思
想
が
優
勢
を
占
め
た
の
で
あ
る
が
、
他
方
こ
れ
と
同
じ
現
実
か
ら
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
思
想
を
継
承
す

る
シ
ン
ク
レ
ア

Sir
J
o
h
n
 Sinclair
の
如
き
公
債
擁
護
論
者
が
―
つ
の
脆
弱
に
み
え
る
思
想
系
列
を
遵
守
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

腸
西
大
學
『
網
清
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

Sir 
四

W
i
l
h
a
m
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た
だ
こ
こ
で
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

五

一
七
世
紀
後
半
に
起
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
に
よ
っ
て
絶
対

M
a
t
t
h
e
w
 D
e
c
k
e
r
や
プ
ル
ト

W
i
l
l
i
a
m
 
P
u
l
t
e
n
e
y

の
よ
う
な
租
税
主
義
者
も
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら

し
か
し
、
後
半
期
に
お
い
て
も
シ
ン
ク
レ
ア
の
如
き
著
名
な
公
債
主
義
者
が
お
れ
ば
、
同
じ
く
前
半
期
に
お
い
て
も
、
デ
ッ
カ
ー

S
i
r

前
半
を
公
債
主
義
の
支
配
し
た
時
期
、
後
半
を
租
税
主
義
の
優
勢
な
時
期
と
規
定
す
る
こ
と
は
余
り
に
単
純
す
ぎ
る
区
分
で
あ
ろ
う
。

主
義
国
家
の
収
入
体
系
が
瓦
解
し
た
ま
ま
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
新
た
な
収
入
体
系
の
未
完
成
で
あ
っ
た
時
期
に
、
他
方
、
内
外
と
も
に

多
難
な
問
題
|
ー
外
に
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
対
抗
、
内
に
は
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
王
朝
復
辟
事
件
等
等
ー
_
を
抱
え
、
多
額
の
経
費
を
必
要
と

す
る
時
期
に
あ
た
っ
て
、
誕
生
ま
も
な
い
初
期
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
国
家
の
当
面
し
た
問
題
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ

(

9

)

 

っ
た
。
ヘ
ク
シ
ャ
ー
と
は
異
っ
た
意
味
で
の
フ
ィ
ス
カ
リ
ズ
ム

fiscalism
の
優
先
、
こ
れ
こ
そ
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
前
半
に

か
け
て
継
承
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
財
政
の
中
心
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
租
税
か
公
債
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ス
カ
リ
ズ

(

1

0

)

 

ム
の
下
で
の
択
一
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
や
ス
ミ
ス
が
攻
撃
し
た
真
の
目
標
は
、
公
債
に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）

さ
て
、
右
に
み
た
よ
う
に
、

む
す
ぶ
べ
き
で
は
な
い
。
財
政
政
策
は
五
年
乃
至
六
年
後
に
借
換
え
操
作
を
導
入
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
」
と
シ
ン
ク
レ
ア
は

(

8

)

 

い
う
の
で
あ
る
。

一
八
世
紀
の
前
半
に
は
公
債
擁
護
論
者
が
、
後
半
に
は
租
税
主
義
者
が
支
配
的
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

隊
は
装
備
さ
れ
、
陸
軍
は
召
集
さ
れ
る
。
“
」
し
か
し
、

「
国
家
は
決
し
て
借
り
た
金
額
よ
り
一
ペ
ニ
イ
で
も
多
く
払
い
戻
す
契
約
を

こ
よ
な
く
努
力
す
れ
ば
大
低
成
功
す
る
で
あ
ろ
う
。
II

か
く
し
て
、

”
公
信
用
の
魔
術
に
よ
り
殆
ん
ど
信
じ
き
れ
な
い
ほ
ど
迅
速
に
艦

る
が
、
彼
が
公
債
を
支
持
す
る
主
要
な
根
拠
は
純
粋
に
財
政
上
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

「
II

貨
幣
が
た
や
す
く
調
達
で
き
る
時
に
は
、

シ
ン
ク
レ
ア
は
、
公
債
の
道
徳
的
お
よ
び
政
治
的
な
弊
害
を
認
め
な
が
ら
、
他
方
、
そ
の
経
済
的
効
果
に
も
着
目
し
て
い
る
の
で
3

,. 
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の
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ィ
ス
カ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
他
方
、

リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
擁
護
し
た
の
も
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
同
じ
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ィ
ス
カ

註

(
1
)
H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
,
 E
.
 
L., 
T
h
e
 N
a
t
i
o
n
a
l
 Debt. 
L
o
n
d
o
n
,
 1
9
3
0
.
 
p. 2
2
.
 

(
2
)

一
八
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
財
政
史
を
特
徴
ず
け
る
の
は
「
財
政
改
革
の
父
」

t
h
e
father of 
finantial 
a
n
d
 fiscal 
r
e
f
o
r
m
と
称
せ

ら
れ
て
い
る
ウ
ォ
ー
ル
ポ
ー
ル
の
治
政
時
代

(
1
7
1
4
-

ー
•
4
2
)

で
あ
る
。
彼
が
着
手
し
た
幾
多
の
財
政
問
題
の
な
か
で
、
減
債
基
金
と
内
国
消
費
税

法
案

(
1
7
3
3
)

と
が
な
か
ん
ず
く
著
名
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
当
時
の
財
政
事
情
を
好
く
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

減
債
基
金
の
創
設
さ
れ
た
一
七
一
六
年
と
い
え
ば
あ
の
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
の
終
焉
し
て
間
も
な
い
時
期
で
あ
る
。
平
和
が
回
復
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
戦
時
に
行
な
わ
れ
た
重
課
税
は
軽
減
さ
れ
そ
う
に
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
戦
時
中
に
新
た
に
起
債
さ
れ
た
約
三
千
六
百
万
ポ
ン

ド
の
国
債
の
利
払
い
と
い
う
危
介
な
問
題
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
、
年
々
増
加
の
傾
向
を
辿
っ
て
い
た
国
債
の
負
担
ほ
、

•
主
と
し
て
地
租
と
消
費
税
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
の
で
、
地
主
階
級
や
貧
し
き
大
衆
の
間
で
は
そ
れ
の
負
担
に
対
す
る
不
満
の
声
が
た
か
ま
っ
て

来
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
て
、
政
府
は
公
債
保
有
者
の
利
子
所
得
の
課
税
に
よ
る
か
、
も
し
く
わ
公
債
利
子
の
切
下
げ
に
よ
る
か
、
い
ず

れ
か
一
方
の
方
法
に
よ
っ
て
年
々
の
政
府
債
務
の
負
担
を
削
減
し
よ
う
と
考
え
始
め
て
い
た
。
そ
の
間
、

t
h
e
l
a
n
d
e
d
 
interest
と

t
h
e

m
o
n
e
y
e
d
_
 m
e
n
と
の
間
に
論
争
が
斗
わ
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
結
局
、
政
府
は
一
七
一
四
年
に
国
債
の
利
率
を
六
％
か
ら
五
％
に
引
下
げ
る
こ
と

に
お
ち
つ
き
、
か
く
し
て

t
h
e
m
o
n
e
y
e
d
 m
e
n

は
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
初
め
て
政
府
の
経
費
を
分
担
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
機
縁
と
な
っ
て
、
国
債
の
果
租
額
を
除
々
に
削
減
す
る
た
め
、
国
庫
に
余
剰
の
見
出
さ
れ
る
ま
で
更
に
国
債
の
利
率
を
引
下
げ
る
べ
き
だ

と
い
う
意
見
が
で
は
じ
め
、
や
が
て
こ
の
着
想
は
人
気
を
得
、
こ
こ
に
一
七
一
六
年
減
債
基
金
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
低
利
借
換
え
と
結
び

つ
け
ら
れ
た
こ
の
制
度
は
、
租
税
負
担
を
軽
減
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
も
し
も
そ
れ
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
惹
起
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
負
担
の
急
増
を
緩
和
し
た
こ
と
で
あ
る
。

(
S
h
e
h
a
b
,
F., 
Progessive 
Taxation, 1
9
5
3
.
 
p
p
.
 2
1ー

2
3
.
)

し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ミ
ル
ト
ン

H
a
m
i
l
t
o
n

が
い
う
よ
う
に
「
減
債
基
金
が
国
債
の
償
還
に
果
し
た
役
割
は
わ
ず
か
に
平
和
時
に
お
い
て
で

あ
り
、
戦
時
に
は
何
事
も
果
さ
な
か
っ
た
。
」

(Shirras,G.F.,
T
h
e
 Science 
o
f
 Public 
Finance. 
L
o
n
d
o
n
,
 
1
9
2
4
.
 

p. 4
9
2
.
)
 

瀾
酉
大
學
『
鯉
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

六
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政
府
の
経
費
が
年
々
増
加
す
る
一
方
、
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
と
そ
の
余
波
で
既
に
無
課
税
品
は
な
く
課
税
し
う
る
も
の
は
悉
く
課
税
さ
れ
、

(
S
h
e
h
a
b
,
 
op. 
cit., 
p. 
2
4
.
)

こ
れ
以
上
他
に
財
源
を
求
め
る
余
地
の
な
い
時
期
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
基
金
に
目
が
つ
け
ら
れ
た
の
は
自
然
の

成
行
き
で
あ
っ
た
。
一
七
二
七
年
以
降
、
こ
の
基
金
は
除
々
に
お
か
さ
れ
て
い
っ
た
。
「
一
七
三
三
年
に
、
ウ
ォ
ー
ル
ポ
ー
ル
は
一
ン
リ
ン
グ
下

げ
た
地
租
を
再
び
二
倍
に
す
る
こ
と
を
さ
け
て
、

c
u
r
r
e
n
t
liabilities
を
償
わ
ん
が
た
め
減
債
基
金
|
ー
_
そ
の
時
百
二
十
万
ポ
ン
ド
に
達
し
て

い
た
1

か
ら
五
百
万
ポ
ン
ド
を
纂
奪
し
た
。
地
獄
に
お
ち
る
こ
と
は
や
さ
し
い
。
一
七
三
四
年
に
そ
の
基
金
の
全
額
が
流
用
さ
れ
、
そ
し
て
次

の
二
年
た
っ
て
そ
れ
は
先
坂
り
さ
れ
、
抵
当
に
入
れ
ら
れ
た
。
減
債
基
金
は
、
”
終
に
本
来
の
利
用
か
ら
悪
用
さ
れ
国
債
の
解
消
に
使
わ
れ
る
代

り
に
そ
の
年
の

c
u
r
r
e
n
t
service

の
基
金
と
な
っ
た
。
II

か
く
て
プ
ラ
イ
ス
博
士
が
の
べ
た
よ
う
に
、

11
聖
な
る
祝
福
は
早
々
と
そ
し
て
残

酷
に
も
そ
れ
自
身
の
生
み
の
親
の
手
で
抹
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
“
」

A
B
u
x
t
o
n
,
 
S. 
F
i
n
a
n
c
e
 
a
n
d
 
Politics; 
(
A
n
 
Historical 
S
t
u
d
y
 

I
7
8
3
1
 

1885• 

vol. 
II. 
(in 2
 
vols) 
L
o
n
d
o
n
,
 1
8
8
8
.
 
p
p
.
 

2
0
7ー

-
2
0
8
.

V
 

プ
ラ
イ
ス
博
士
の
イ
ン
ス
ピ
＞
ー
ツ
ョ
ン
に
よ
っ
て
復
活
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
ピ
ッ
ト
の
減
債
基
金
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
運
命
の
道
程
を
歩
む

の
で
あ
る
が
、
「
七
年
戦
争
と
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
に
よ
っ
て
、
．
完
全
な
る
償
還
が
殆
ん
ど
不
可
能
に
み
え
る
だ
け
で
な
く
、
国
家
破
産
の
危
惧

を
醸
成
す
る
仕
ど
国
債
が
累
積
」
し
、

(
H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
,op.cit•• 

p. 
6
5
.
)

そ
の
結
果
、
一
七
八
一
年
に
起
債
し
た
国
債
の
発
行
総
額
が
二
千
百

万
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
の
に
、
国
庫
に
入
っ
た
金
額
が
そ
の
約
½
の
千
二
百
万
ポ
ン
ド
に
す
ぎ
な
か
っ
た
程
、
こ
の
国
の
信
用
は
著
し
く
悪
化
し
て

い
た
。

(Hirst,

F. 
W
.
,
 
T
h
e
 
Credit 
o
f
 N
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
 
Special R
e
f
e
r
e
n
c
e
 
to 
t苓

D
e
b
t
s
o
f
 G
r
e
a
t
 
Britain
、
C
ミ
箋
zny.

F
r
aミ
ce,
a
n
d
 T
h
e
 
U: 姜
e
d
States, 
W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
 
1
9
1
0
.
 
p
.
 
1
9
.
)

こ
の
よ
う
な
当
時
の
事
情
を
反
映
し
て
、
こ
の
基
金
の
窮
極
の
目
的

は
何
よ
り
も
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
の
公
信
用
の
再
建
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
3
)
彼
の
主
張
は

U
T
h
e
q
u
e
r
匂、
containing
s
e
v
e
r
a
l
 queries, p
r
o
p
o
s
e
d
 to 
the 
consideration 
o
f
 the public• 

D
u
b
l
i
n
,
 1
7
3
5
.
"
 

の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

C
f
•H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
,
 op. cit•• 

p. 
7
4
.
 

(
4
)
 A
n
 E
s
s
a
y
 
on the 
N
a
t
i
o
n
a
l
 D
e
b
t
 a
n
d
 N
a
t
i
o
n
a
l
 Capital. 1
7
5
0
 |
ー
|
q
u
o
t
e
d
 b
y
 H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
,
 ibid•• 

p
.
 

7
8
.
 

(
5
)
C
君
racteristics
o
f
 the 
P
r
e
s
e
n
t
 Political 
State 
o
f
 G
r
e
a
t
 
Britain. 1
7
5
8ー

l

|
q
u
o
t
e
d
 b
y
 H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
,
 ibid., 
p
.
 7

7
.
 

(
6
)
C
g
 
1mentaries 
o
n
 the 
l
a
w
 o
f
 E
n
g
l
 g
 
d. 
4
 
vols. 
1
7
6
5
 |
 6
9
.
-
ー
—

q
u
o
t
e
dby
 H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
,
 ibid., 
p
.
7
6
.
 

(
7
)
 Political Arithmetic. 1
7
7
9
.
 
P
a
r
t
 
JI 
.
-
q
u
o
t
e
d
 b
y
 H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
,
 
ibid., 
p
.
 
8
2
.
 

(
8
)
 H
i
s
t
o
r
y
 o
f
 the 
Public 
R
e
v
e
n
u
e
 o
f
 the 
British 
E
m
p
i
r
e
.
 1
7
8
5
 1
 9

.
 
ー

ー

ー

q
u
o
t
e
d
b
y
 
Hargr~aves, 

ibid., p
p
.
 

8
3
 |
 84

.
 

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）

七
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セ
ン
も
い
う
よ
う
に
、

こ
れ
は
「
人
口
と
農
業
」

(
9
)
絶
対
主
義
時
代
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
産
業
規
制
が
、
実
は
国
家
そ
れ
自
身
の
た
め
の
大
き
な
財
源
の
創
出
に
あ
り
、
ヘ
ク
シ
ャ
ー
が
こ
れ

に
フ
ィ
ス
カ
リ
ズ
ム
と
い
う
冠
称
を
与
え
て
コ
ル
ペ
ー
ル
テ
ィ
ズ
ム
の
特
徴
に
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
が
、

(
H
e
c
k
s
c
h
e
r
,

E• 

F., 
M
e
r
c
a
n
t
i
l
i
s
m
.
 
tran. 
d
y
 S
h
a
p
i
r
o
,
 
M., r
e
v
i
s
e
d
 e
d
i
t
i
o
n
 

•• 

e
d
i
t
e
d
 b
y
 S
o
d
e
r
l
u
n
d
,
 E.F., 
Vol. 
I

.

 
p. 
1
7
8
.
)

こ
こ
で
い
う
フ

ィ
ス
カ
リ
ズ
ム
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
た
ん
な
る
国
庫
優
先
主
義
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
治
と
経
済
の
結
節
点
で
あ
る
財
政
に
お
け

る
国
庫
優
先
主
義
と
は
、
政
治
の
経
済
に
対
す
る
優
位
の
別
の
表
現
で
も
あ
る
。

(10)
生
成
期
の
プ
ル
ジ
ョ
ワ
国
家
は
そ
の
脆
弱
な
信
用
を
基
礎
と
す
る
債
務
の
途
し
か
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
こ
と
に
、
ハ
ン
セ
ン
の

い
う
よ
う
に
、
一
八
世
紀
ィ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
「
国
家
に
よ
る
借
債
は
、
：
・
・
・
・
理
論
的
原
則
の
問
題
で
は
な
く
て
、
き
び
し
い
実
践
的
必
然
の

問
題
で
あ
っ
た
。
」

(
H
a
n
s
e
n
,
_op. 
cit., 
p. 
1
3
5
.
 
邦
訳
一
三
八
ペ
ー
ジ
）

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論

(

1

)

（

2
)
 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
(
1
7
1
3
|
'
8
0
)

の
主
著
で
あ
る
『
政
治
経
済
学
原
理
』
は
彼
の
一
八
年
間
に
わ
た
る
苦
心
の
作
で
あ
る
。

「
ト
レ
イ
ド
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
」
「
貨
幣
と
鋳
貨
」
「
信
用
と
債
務
」
お
よ
び
「
租
税
」
の
五
篇
か
ら
な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
う
ち
第
一
篇
と
第
二
篇
が
『
原
理
」
の
中
核
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

「
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
財
政
論
は
彼
の
流
通
理
論
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
ま
た
事
実
そ
れ
は
本
質
的
に

(

3

)

 

流
通
理
論
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
財
政
論
の
特
質
は
、

か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
浮
彫
り
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
経
済
理
論
の
す
ぐ
れ
た
分
析
は
、
既
に
先
学
の
手
に
よ
っ
て

(

4

)

 

数
々
の
成
果
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
援
用
し
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
理
論
の
骨
子
と
性
格
を
摘
要
し
て
お
こ
う
。

(

5

)

エ
ン
プ
ロ
イ
ノ
ン

1

『
原
理
』
の
分
析
の
主
た
る
対
象
で
あ
る
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
人
口
の
問
題
が
同
時
に
仕
事
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
把
握
す
る

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
、
近
代
社
会
に
お
け
る
人
口
の
法
則
の
解
明
を
通
じ
て
近
代
的
生
産
力
と
近
代
社
会
の
展
開
過
程
を
明
示
す
る
の
で

醐
西
大
學
『
網
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

『
原
理
』
の
理
論
的
骨
子
を
明
ら

J¥ 
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述
し
、
そ
の
基
本
性
格
を
浮
彫
り
す
る
積
り
で
あ
る
。

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
が
、
公
信
用
論
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
の
は
、

ス
テ
ッ
ト
ナ
—
の
い
う
よ
う
に
、

(
1
0
)
 

に
と
っ
て
資
産
ー
_
す
な
わ
ち
進
歩
の
手
段
の
一
っ
ー
|
'
で
あ
る
と
い
う
彼
の
見
解
か
ら
来
て
い
る
」
た
め
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
さ

て
お
き
、
そ
れ
が
彼
の
信
用
理
論
の
一
部
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

近
代
社
会
の
経
済
発
展
に
は
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
の
生
産
し
た
商
品
の
流
通
を
促
進
す
る
と
こ
ろ
の
媒
介
物
と
し
て
、
適
切
に
し

て
充
分
な
る
貨
幣
量
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
位
貨
幣
で
あ
る
金
属
貨
幣
だ
け
で
は
経
済
発
展
に
見
合
う
充
分
な
通
貨
量
を

拙
稿
で
は
限
ら
れ
た
紙
幅
の
都
合
上
、

い
る
。 さ

て
、
こ
の
よ
う
に
「
有
効
需
要
の
創
出
・
維
持
の
た
め
の
」
政
策
体
系
の
一
環
と
し
て
位
置
ず
け
ら
れ
る
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債

論
は
、
公
信
用
の
経
済
的
社
会
的
諸
作
用
か
ら
始
っ
て
、
公
債
発
生
史
、
英
仏
両
国
の
公
信
用
の
現
状
と
比
較
の
研
究
、
次
い
で
信
用

拡
充
と
債
務
の
累
増
に
伴
う
諸
帰
結
、
そ
し
て
国
家
破
産
に
関
す
る
論
究
を
お
こ
な
い
、
最
後
に
起
債
お
よ
び
償
還
の
方
法
に
触
れ
て

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
、
公
債
の
経
済
的
機
能
を
中
心
に
し
て
論

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）

の
創
出
（
信
用
の
拡
充
と
財
政
支
出
と
に
依
る
）
が
肝
要
と
な
っ
て
く
る
。

あ
る
が
、
そ
れ
の
ス
ム
ー
ズ
な
展
開
ー
ー
＇
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

「
仕
事
と
需
要
と
の
バ
ラ
ン
ス
」

balance
of w
o
r
k
 

(

6

)

 

a
n
d
 d
e
m
a
n
dー
'
|
に
は
、
常
に
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
慎
重
な
指
導
に
よ
る
有
効
需
要
の
創
出
と
確
保
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
ス

(

7

)

 

テ
イ
ツ
マ
ン
の
統
制
は
、

「
貿
易
・
貨
幣
・
信
用
・
租
税
な
ど
の
諸
方
面
に
わ
た
っ
て
単
純
か
ら
複
雑
ま
で
の
諸
段
階
を
ふ
く
む
、
有

(

8

)

パ

ラ

ン

ス

す

プ

エ

ン

プ

イ

ロ

メ

ン

ト

効
需
要
の
創
出
・
維
持
の
た
め
の
巧
緻
な
政
策
体
系
と
な
っ
て
現
わ
れ
」
て
く
る
の
で
あ
る
。
雇
用
差
額
の
不
利
な
成
熟
せ
る
経

イ

ン

ラ

ン

ド

ト

レ

イ

ド

(

9

)

済
、
す
な
わ
ち
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
第
三
の
段
階
＇
~
外
国
貿
易
の
消
滅
し
た
国
内
交
易
の
段
階
ー
ー
で
は
、
と
り
わ
け
こ
の
有
効
需
要

．ヽ

九 「
信
用
が
社
会
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戦
費
の
調
達
を
公
債
に
も
と
め
、

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
」

そ
れ
で
は
誰
が
こ
の
よ
う
な
公
債
を
引
き
受
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ー

公
信
用
の
発
生
は
戦
争
を
原
因
と
す
る
。

「
金
属
類
を
流
通
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
諸
国
民
は
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
を
金
属
量
の
割
合
に
と

ど
め
る
o
.
」（
vol.
I
 

.p. 
3
6
6
.
)

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
を
発
展
さ
せ
る
に
は
、

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
為
に
は
金
属
貨
幣
に
加
え
て
、
信
用
貨
幣
が
補
足
さ
れ
、
需
要
に
相
応
す
る
量
の
貨
幣
が
流
通
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
こ
こ
に
信
用
が
設
定
さ
れ
る
。
人
々
は
い
ま
や
土
地
・
家
屋
・
資
本
を
担
保
に
し
て
貨
幣
を
借
り
入
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

信
用
は
流
通
を
促
進
し
、
社
会
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
と
ト
レ
イ
ド
の
発
展
に
寄
与
す
る
の
で
あ
る
。

私
信
用
が
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
と
ト
レ
イ
ド
の
発
展
の
副
産
物
で
あ
る
よ
う
に
、
公
信
用
も
ま
た
近
代
社
会
の
副
産
物
で
あ
る
。

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
国
家
の
安
全
に
か
こ
つ
け
て
、
野
望
が
公
共
心
を
装
い
、
国
民
の
憤
り
を
鼓
吹
す
る
の
を

し
ば
し
ば
み
る
で
は
な
い
か
。
こ
こ
か
ら
戦
い
が
起
り
、
戦
か
ら
費
用
が
生
じ
る
。

H
e
n
c
e
wars, f
r
o
m
 w
a
r
s
 expence. 頼
る

ペ
き
は
信
用
で
あ
り
、
貨
幣
は
借
入
れ
ら
れ
、
債
務
は
契
約
さ
れ
、
増
税
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
」

公
債
の
保
有

「
国
家
は
私
人
と
同
じ
く
悪
徳
を
有
す
る
。
公
的
潤
沢
は
公
的
危
急
に
順
応
さ
せ
る
ぺ
き

「
貸
し
手
の
元
に
あ
る
遊
休
貨
幣
は
、
支
出
を
超
え
る
所
得
か
ら
生
じ
る
か
、
も
し
く
わ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
の
利
潤
か
ら
生
じ
る
か

(vol. 
Il 
,
 p. 

449.) 

(vol. n• 

p. 

444.) 

「
そ
れ
が
国
内
に
留
ま
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
流
通
部
門
を
盛
ん
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

の
追
加
的
な
貨
幣
量
を
必
要
と
す
る
危
機
が
す
ぎ
去
っ
た
と
き
、
余
分
な
通
貨
は
貨
幣
利
益

m
o
n
i
e
d
interest 
の
手
に
滞
留
す
る

で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
更
に
多
く
の
債
務
を
契
約
す
る
た
め
の
新
ら
し
い
資
金
を
形
成
す
る
か
、
さ
も
な
く
ば
そ
れ
は
以
前
に
溶
融
さ
れ
た

供
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

腸
西
大
學
『
細
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
で
産
出
さ
れ
る
商
品
の
有
効
需
要
が
な
け

1
0
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し
、
そ
れ
は
個
々
人
に
新
ら
し
い
流
通
部
門
を
つ
く
り
出
し
、

2
 

財
産
の
購
入
に
向
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
新
規
に
固
形
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

(Vol.I• 

p. 
446.) 

(vol. 
II 
,
 p. 

444.) 

the 

「
貸
付
け
は
そ
の
所
有
者
が
実
現
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
遊
休
貨
幣

m
o
n
e
y
stagnating
に
よ
っ
て
満
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
も
し
も
彼
が
ヨ
リ
有
利
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
彼
は
そ
れ
を
政
府
に
貸
付
け
る
。
も
し
も
彼
が
有
利
に
実
現

「
公
信
用
の
確
立
は
二
大
階
級
の
間
に
互
恵
的
な
善
意
の
感
情
を
大
い
に
導
入
し
、
そ
こ
か
ら
階
級
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
持
す
る
の

右
の
章
句
か
ら
公
債
保
有
者
の
性
格
を
描
き
だ
せ
ば
、
彼
ら
の
手
元
に
は
彼
ら
の
経
済
活
動
に
必
要
な
貨
幣
を
超
え
る
余
分
な
貨
幣

が
滞
留
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
の
投
資
機
会
を
常
に
求
め
て
い
る
階
級
に
属
す
る
人
々
で
あ
る
。
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
が

、
、
、
、
、
、

m
o
n
i
e
d
 
interest

を
、
た
ん
な
る
貨
幣
所
有
階
級
の
こ
と
で
は
な
く
、
手
持
ち
の
貨
幣
を
ト
レ
イ
ド
や
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
に
投
資

(

1

1

)

 

し
た
り
、
土
地
や
債
券
の
購
入
に
あ
て
て
、
そ
こ
か
ら
年
々
の
所
得
を
引
出
し
て
い
る
人
々
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
と
照
ら
し
あ
わ
せ
、

(

1

2

)

 

彼
ら
を
貸
付
貨
幣
資
本
家
と
見
倣
し
て
も
あ
な
が
ち
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。

公
債
の
経
済
的
機
能

公
信
用
も
私
信
用
も
流
通
を
促
進
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
同
じ
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
が
全
く
同
一

「
私
債
は
債
務
者
に
と
っ
て
利
害
が
単
純
に
し
て
複
雑
で
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
国
家
の
そ
れ

で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
第
一
に
、
公
債
は
私
債
の
場
合
と
異
り
、
償
還
の
義
務
を
負
わ
な
い
、
つ
ま
り
債
務
の
償
還
は
政
府
の
任

(
1
3
)
 

意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、

は
極
め
て
錯
雑
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
市
民
に
負
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
全
体
と
し
て
負
担
で
あ
る
よ
り
む
し
ろ
利
益
で
あ
る
。
け
だ

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）

一
般
的
基
本
財
産
か
ら
何
も
の
も
奪
い
去
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」

(vol.

に
役
立
っ
て
い
る
。
」

す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
彼
は
そ
れ
を
貸
付
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

(vol. 
II 
,
 p. 

4
5
0
.
)
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I• 

p. 
6
2
5
.
)
 

こ
の
よ
う
に
、
公
債
に
流
通
促
進
作
用
の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
、
更
に
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
指
導
如
何
に
よ
っ
て
は

バ
ラ
ン
2

フ
ィ
ー
ル

(

U

)

そ
れ
が
経
済
の
平
衡
輪
と
し
て
の
機
能
を
果
す
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
が
近
代
社
会
の
発
展
段
階
に
応
じ
て
、

異
っ
た
経
済
政
策
体
糸
を
提
示
し
た
よ
う
に
、
公
債
の
発
行
も
ま
た
特
定
の
時
代
の
ト
レ
イ
ド
の
状
況
に
応
じ
て
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
認
識
し
て
い
た
。
仕
事
と
需
要
と
の
調
和
し
た
、
い
わ
ば
完
全
雇
用
の
時
期
に
公
債
を
発
行
す
る
こ
と
は
民
間
の
資
金
需

要
を
圧
迫
し
、
そ
の
結
果
、
利
子
率
を
引
き
あ
げ
、
ト
レ
イ
ド
に
悪
影
響
を
及
ぽ
す
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
う
い
う
と
き
に
は
政
府
は
借

入
れ
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
社
会
に
失
業
の
存
在
す
る
と
き
に
は
公
債
は
、
遊
休
貨
幣
を
吸
収
し
、
そ
れ
の
支
出

を
通
し
て
「
新
ら
し
い
流
通
の
は
け
口
に
投
じ
る
と
い
う
立
派
な
効
果
を
も
っ
て
い
る
。
」

か
く
し
て
、
公
債
が
そ
の
経
済
的
機
能
を
最
高
度
に
発
揮
す
る
の
は
、

(

1

5

)

 

貿
易
の
不
振
な
時
期
、
す
な
わ
ち
既
述
の
国
内
交
易
の
段
階
で
あ
る
。

公
債
の
社
会
的
機
能

3
 さ

て
、
次
に
公
債
の
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
簡
説
す
れ
ば
、
公
債
の
累
増
が
、
利
払
い
を
通
じ
て
現
存
の
社
会
構
造
を
崩
壊
せ
し
め

る
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
由
か
ら
公
債
を
拒
否
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
と
異
り
、

バ
ラ
ン
ス
の
振
動
」
を
つ
く
り
出
し
、
そ
こ
か
ら
公
債
保
有
者
の
地
位
の
強
化
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
し
か
し
、
信
用
そ
れ
自
身

の
膨
張
は
、
元
来
流
通
不
能
の
固
形
財
産
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
い
わ
ば
不
平
な
ど
の
原
因
そ
の
も
の
を
溶
融
し
、
そ
し
て

富
を
平
等
に
す
る
方
法
で
あ
る
。
」

(vol.
JI 
,
 p. 

3
6
7
 .
)
更
に
、
も
う
―
つ
の
公
債
の
社
会
的
な
機
能
は
、
社
会
の
各
階
級
間
に
横
た

(

1

6

)

 

わ
る
社
会
的
障
壁
を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
と
っ
て
も
、
富
の
移
転
に
と
も
な
う
社
会
構
造
の
急
激
な
変
化
は
、

醐
西
大
學
『
繹
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

(vol. 
II 
,
 p. 

4
5
2
.
)
 

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
よ
る
と
、
経
済
が
沈
滞
し
、
失
業
と
外
国

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
、
公
信
用
の
膨
張
に
よ
っ
て
「
国
内
の
富
の



643 

4
 

い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
問
題
の
対
象
に
し
て
来
た
公
債
は
、
内
債
で
か
つ
そ
れ
に
よ
る
貨
幣
が
国
内
で
支
出
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
き
た
。

ポ
イ
ド

そ
れ
が
「
も
し
も
国
外
へ
送
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
不
足
を
み
た
す
た
め
に
、

い。」

(vol.
II 
,
 p. 

444.) 

す
な
わ
ち
不
充
分
な
流
通
か
ら
、
国
内
で
高
い
利
子
が
つ
づ
け
ば
、
（
外
国
か
ら
）
借
入
れ
る
こ
と
は
そ
の
国
の
利
益
で
あ
る
。
…
…
け

だ
し
流
通
が
充
分
で
な
い
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ィ
は
衰
退
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
」

(vol.
II 
,
 p. 

4
5
1
.
)

し
た
が
っ
て

公
債
が
全
体
と
し
て
利
益
で
あ
る
と
い
う
場
合
の
そ
れ
は
、

公
債
の
限
度

で
は
一
体
、
内
債
で
あ
れ
ば
、
政
府
の
借
入
れ
は
無
限
に
続
け
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
や
ス
ミ
ス
の
危

惧
と
は
反
対
に
、

そ
し
て
そ
の
場
合
、
富
の
バ
ラ
ン
ス
は
外
国
に
有
利
な
状
態
に
な
る
。
他
方
「
も
し
も
貨
幣
の
不
足
か
ら
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
次
の
よ
う
に
言
明
す
る
。

人
々
は
一
億
ボ
ン
ド
の
公
債
の
諸
帰
結
に
関
し
て
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
予
言
を
行
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
多
く
の
人
々

フ
ア
プ
リ
ッ
ク

は
次
の
よ
う
な
結
論
を
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
何
ら
か
の
予
見
し
難
い
偶
発
事
件
に
よ
っ
て
そ
の
組
織
が
こ
な
ご
な
に
打
ち
砕
か
れ
る

ま
で
公
債
は
増
加
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
と
。
私
は
こ
れ
ま
で
、
そ
れ
が
恐
ら
く
永
久
に
続
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
と
思

い
続
け
て
き
た
。
だ
が
悲
し
い
哉
／
．
―
つ
の
決
定
的
な
組
合
せ
が
そ
こ
で
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
組
合

サ
イ
エ
ン
ス

せ
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
学
問
の
最
も
重
要
な
問
題
、
す
な
わ
ち
公
信
用
の
正
確
な
限
度
を
決
定
す
べ
き
方
法
を
解
決
す
る

た
め
に
―
つ
の
論
拠
と
し
て
そ
れ
が
役
立
つ
も
の
と
思
う
。
そ
の
解
と
は
、
公
債
が
自
国
民
に
負
っ
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
い
か
な
る
も
の

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）

こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
公
債
は
何
人
の
想
像
を
も
逝
か
に
こ
え
て
増
加
し
て
来
た
。
偉
大
な

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
と
っ
て
は
、
特
別
の
事
例
を
除
い
て
、
内
債
を
指
し
て

も
っ
と
多
く
の
財
産
が
溶
融
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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で
あ
れ
、
そ
れ
が
ど
れ
程
増
大
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
い
つ
か
公
信
用
が
弱
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
で
あ
る
。
」

(vol. 
II 
,
 p. 

4
6
3
.
)
 

一
旦
緩
急
の
際
の
準
備
の
た
め

時
期
に
は
、
敏

(

1

7

)

 

理
論
的
に
は
公
債
の
限
度
を
無
限
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
実
際
問
題
と
し
て
、
ど
の
程
度
の
額
ま
で
公
債
を
発
行
で
き
る

か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
償
還
の
任
意
で
あ
る
公
債
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
利
子
は
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
利
子
費
の
財
源
が
窮
極
的
に
は
租
税
で
あ
る
限
り
、
公
債
の
発
行
額
は
、
利
払
い
財
源
た
る
租
税
の
調
達

(

1

8

)

(

1

9

)

 

額
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
徴
税
額
に
も
実
際
的
な
限
度
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
も
し
も
政
府
の
租
税
収
入
に
よ
っ
て

利
子
費
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
国
家
は
破
産
に
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
。

公
債
の
償
還

も
っ
と
も
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
彼
の
理
論
的
見
地
か
ら
、
内
債
の
累
増
が
必
然
的
に
国
家
破
産
に
通
じ
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
し
た

す
な
わ
ち
、
資
本
が
不
足
し
、

が
っ
て
償
還
が
常
に
必
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
望
ま
し
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
公
信
用
の
基
礎
で
あ
る
国
民
の
国
家
に

(

2

0

)

 

対
す
る
信
認

c
o
n
f
i
d
e
n
c
e
を
育
成
し
維
持
す
る
た
め
に
、
公
債
管
理
政
策
の
一
環
と
し
て
償
還
に
関
す
る
政
策
を
提
示
し
て
い
る
。

キ
ャ
ピ
タ
ル

「
人
々
の
精
神
が
全
く
元
本
の
支
払
い
に
関
心
の
あ
っ
た
」

速
な
る
償
還
が
望
ま
し
く
、
他
方
、
資
本
が
潤
沢
で
、

p. 
3
5
9
.
)
 

5
 

隙
西
大
學
『
糎
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

(vol. 

戸
p.
3
5
9
.
)
 

「
元
本
は
今
や
そ
れ
の
も
た
ら
す
利
子
に
比
例
し
た
価
値
し
か
も
た
な
い
」

(vol. 
戸
p.
3
6
1
.
)

と
い
う
考
え
が
支
配
的
な
時
期
に
は
、
公
債
管
理
政
策
の
目
標
を
利
子
率
の
安
定
に
お
く
方
が
よ
い
。

(vol.
II, 

こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
動
態
的
な
公
債
政
策
は
と
り
わ
け
戦
後
の
公
債
の
処
理
に
関
し
て
、
古
典
派
と
対
照
的
な
見
解
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
古
典
派
公
債
論
で
は
、
公
債
が
資
本
蓄
積
を
阻
害
す
る
と
い
う
経
済
的
見
地
と
、
他
方
で
は
、

一四
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う
に
す
る
た
め
の
有
用
な
手
段
で
あ
っ
た
。

一五

と
い
う
財
政
的
見
地
か
ら
、
公
債
の
即
時
償
還
を
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
償
還
よ
り
も
増
税
を
唱
え
る
。
す
な
わ

ち
終
戦
に
よ
り
国
家
の
費
消
が
急
激
に
ス
ト
ッ
プ
す
る
と
、
そ
の
結
果
、
商
品
取
引
量
が
減
少
し
、
通
貨
量
は
国
内
で
の
取
引
必
要
量

を
上
回
り
、
余
剰
貨
幣
が
著
増
す
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
償
還
が
行
な
わ
れ
て
も
、
通
貨
量
を
増
や
す
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
必
要
な

「
な
ぜ
な
ら
、

る
時
に
入
手
し
た
貨
幣
を
浪
費
す
る
風
が
み
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
、
彼
ら
は
普
通
の
収
入
の
範
囲
内
で
上
手
に
暮
ら
し
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
余
剰
貨
幣
を
吸
収
し
、
そ
れ
を
財
政
支
出
の
形
で
新
ら
し
い
流
通
の
は
け
道
へ

投
じ
、
有
効
需
要
を
促
進
し
て
ト
レ
イ
ド
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
の
調
和
を
図
る
た
め
の
手
段
と
し
て
課
税
の
増
徴
が
提
唱
さ
れ
た
の
で

さ
て
、

(vol. 
II 
,
 p
p
.
 
4
 7
7ー

8
.
)

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
償
還
に
関
す
る
見
解
は
、
古
典
派
の
ご
と
く
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
優
先
す
る
の
で
は
な
く
て
、
ト
レ

イ
ド
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
の
調
和
と
い
う
社
会
の
最
高
目
標
に
て
ら
し
あ
わ
せ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
結
局
か
れ
の
そ

「
も
し
も
長
い
間
存
在
し
た
多
額
の
公
債
が
一
度
に
全
部
償
還
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
つ
ね
に
不
都

合
を
伴
う
と
こ
ろ
の
急
激
な
変
革

a
s
u
d
d
e
n
 a
n
d
 a
 violent 
revolution
を
招
来
す
る
で
あ
ろ
う
」

(vol. 
J
I
,
 
p. 
4
7
4
.
)
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
基
本
的
態
度
を
反
映
し
た
も
の
に
減
債
基
金
制
度
が
あ
る
。
本
来
こ
の
基
金
は
公
債
の
償
還
に
充
当
さ
る
べ
き
資

金
の
蓄
積
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
政
府
が
有
利
な
条
件
で
借
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
よ

(vol. 
Il 
,
 p. 

4
6
7
.
)
 

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
償
還
の
必
要
性
を
余
り
認
め
な
い
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
あ
っ
て
は
、
元
本
の
償
還
よ
り
む
し
ろ
利
払
い
の
問
題
が

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）

い
う
こ
と
に
つ
き
る
。

る
有
効
需
要
の
増
加
に
は
殆
ん
ど
役
立
た
な
い
。

と

れ
に
対
す
る
基
本
的
態
度
は
、

あ
る
。

一
般
に
み
て
、
資
産
を
証
券
の
形
で
保
有
す
る
人
々
は
、
予
期
せ
ざ

な



6尋6

れ
て
し
ま
う
」

(vol. 
II 
,
 p. 

440.) 

「
公
債
が
永
年
に
わ
た
っ
て
利
子
で
支
払
わ
れ
る
場
合
、
人
々
は
元
本
の
こ
と
を
全
く
忘

め
、
新
ら
し
い
政
府
の
借
入
を
た
や
す
く
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
内
債
に
関
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
外
債
に
つ
い
て
は
事
情
が
異

り
、
そ
れ
の
適
切
な
管
理
が
な
け
れ
ば
、
公
信
用
を
悪
化
さ
せ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
指
摘
す
る
。

(vol.

II, 
p. 

註

(
1
)
フ
ル
ク
イ
ト
ル
は
、

A
n
I
n
q
u
i
r
y
 into the P
r
i
祠
iples
o
f
 Political 
O
e
c
o
n
o
m
y
:
 
B
e
i
n
g
 a
n
 E
s
s
a
y
 o
n
 the Science o
f
 D
o
m
e
s
t
i
c
 

Policy 
in 
F
r
e
e
 N
a
t
i
o
n
s
.
 
in 
s
 
h
i
c
h
 
a
r
e
 P
a
r
t
i
c
u
l
a
r
y
 
conside,、e
d
Population, 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
 
T
r
a
d
e
,
 
I
n
d
u
s
t
n、,
M
o
n
e
y
,
 
Coin, 

Interest, 
Cir1 

``
 lation, 
B
a
n
k
s
,
 E
x
c
h
a
n
g
e
,
 P
u
b
l
i
c
 
Credit, 
a
n
d
 T
a
x
e
s
.
 b
y
 Sir J
a
m
e
s
 Steuart, Bart. 2
 Vols. 1
7
6
7
.
 

拙
稿
で
利
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
学
史
学
会
の
翻
刻
阪
で
あ
る
。
以
下
の
引
用
で
は
著
者
名
お
よ
び
書
名
を
す
ぺ
て
省
略
し
、
巻
と
ペ
ー
ジ
数
の

み
を
記
す
。

(
2
)

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
が
政
治
経
済
学
の
研
究
に
着
手
し
た
の
は
、
彼
の
流
寓
時
代
の
初
期
で
あ
る
一
七
四
九
年
で
あ
る
か
ら
、
『
原
理
』
の
完
成

ま
で
に
一
八
年
の
歳
月
を
費
し
た
こ
と
に
な
る
。

『
原
理
』
の
主
体
を
な
す
第
一
篇
と
第
二
篇
は
既
に
一
七
五
八
年
ま
で
に
チ
ュ
ー
ピ
ン
ゲ
ン
で
完
成
し
、
第
三
篇
も
一
七
六

0
年
に
は
脱
稿
し

て
い
た
。
拙
論
の
分
析
の
対
象
で
あ
る
「
信
用
と
債
務
」
お
よ
び
第
五
篇
の
「
租
税
」
、
す
な
わ
ち
彼
の
財
政
論
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
部
分
だ
け

は
、
彼
が
一
七
年
に
わ
た
る
亡
命
生
活
に
別
れ
を
告
げ
、
母
国
に
帰
っ
て
か
ら
仕
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
＾
拙
稿
「
サ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ

ュ
ア
ー
ト
ー
そ
の
人
と
時
代
背
景
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
関
西
大
学
経
済
論
集
』
第
八
巻
第
ニ
・
三
合
併
号
）
八
五
、
八
九
ペ
ー
ジ
参

看
＞

(

3

)

 

S
e
n
,
 S
a
m
a
r
 R
a
n
j
a
n
.
,
 
T
h
e
 E
c
o
n
o
m
i
c
s
 o
f
 S
i
r
 J
a
m
e
s
 Steuart. 
L
o
n
d
o
n
 `
 
1
9
5
7
.
 
p. 
106. 

(
4
)
小
林
昇
、
田
添
京
二
、
川
島
信
義
の
諸
氏
に
よ
る
一
連
の
労
作
。

(
5
)
”
自
由
社
会
“
と
同
義
異
語
。
そ
れ
を
内
容
規
定
す
れ
ば
、
貨
幣
経
済
社
会
で
あ
り
商
業
社
会
で
あ
る
。

(
6
)仕
事
と
需
要
の
調
和
し
た
「
幸
福
な
国
家
は
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
配
慮
に
よ
る
以
外
支
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
(
V
o
l
.
I
•
p. 2
2
3
.
)

「
人

4
6
3
.
)
 

か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
規
則
正
し
い
利
払
い
が
公
信
用
に
対
す
る
人
々
の
信
認
を
一
段
と
高

公
債
管
理
政
策
の
要
諦
と
な
る
。
け
だ
し
、

闘
西
大
學
『
編
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

一六
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ハ
ン
ズ

民
の
漸
増
が
働
き
手
に
対
す
る
需
要
に
比
例
し
て
い
る
間
は
、
仕
事
と
需
要
と
の
パ
ラ
ン
ス
は
正
確
に
維
持
さ
れ
る
。
し
か
し
す
ぺ
て
成
長

a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
は
最
後
に
必
ら
ず
停
止
す
る
に
至
る
の
で
、
こ
れ
が
起
っ
た
と
き
、
多
か
れ
少
か
れ
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
怠
慢
や
暴
威
も
し
く

わ
突
発
的
な
変
革
の
後
を
追
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
不
都
合
が
続
発
す
る
。
」

(vol.
I
,
 

p. 
225.) 

(
7
)

「
自
利
心

self
,
 
interest 
：
・
・
・
・
は
自
由
な
る
人
民
を
彼
ら
の
統
治
に
関
し
て
立
て
る
計
画
に
同
意
さ
せ
る
た
め
、
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
が
利
用

す
ぺ
き
主
要
な
バ
ネ

s
p
r
i
n
g

で
あ
り
唯
一
の
動
機
で
あ
る
。
」

(vol.
I
,
 

p. 
162.)
「
各
人
は
公
共
t
h
e
p
u
b
l
i
c
 
h! 関
す
る
こ
と
で
も
、
自
ら

の
利
益
を
も
と
め
て
行
動
す
べ
き
で
あ
る
。

．．．．．． 
公
益

p
u
b
l
i
c
g
o
o
d
を
形
成
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
私
益

p
r
i
v
a
t
e
interest

の
組
合

せ
で
あ
る
。
」

(vol.
I

,

 

p. 
164.)

そ
し
て
、
「
こ
れ
を
促
す
の
が
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
義
務
で
あ
る
。
」

(vol.
I
 ,
 

p. 
4
8
2
n
.
)
 

こ
の
よ
う
に
、
近
代
社
会
の
成
員
は
自
利
心
を
媒
介
と
し
て
私
益
追
求
に
専
念
す
べ
き
で
あ
り
、
む
し
る
公
共
心

p
u
b
l
i
c
spirit
は
彼
ら
に

と
っ
て
余
計
な
も
の

(vol.
I
 
,
 

p. 
164.)

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
の
統
制
も
、
自
由
な
る
成
員
の
自
利
心
を
利
用
す

る
間
接
の
統
制
で
あ
る
。

(
8
)
小
林
昇
『
経
済
学
の
形
成
時
代
』
（
未
来
社
）
一
九
六
一
年
、
六
五
ペ
ー
ジ
。

(
9
)
こ
の
段
階
で
は
、
第
二
段
階
に
お
け
る
有
利
な
外
国
貿
易
が
貨
幣
の
国
内
流
入
に
も
と
ず
く
奢
俊
的
消
費
の
増
大
と
そ
れ
に
伴
う
国
内
の
一

般
的
物
価
の
高
騰
に
よ
っ
て
失
わ
れ
、
交
易
条
件
が
悪
化
す
る
。
か
く
し
て
前
段
階
に
お
け
る
順
な
る
展
用
差
額
が
逆
転
す
る
。

(vol.-
I

,

 

p
p
.
 
2
1
2ー

-213.)

(10) 
Stettner, 
W. F., 
S
i
r
 
J
a
m
e
s
 S
t
e
u
a
r
t
 o
n
 t
h
e
 P
u
b
l
i
c
 D
e
b
t
.
 
(
T
h
e
 Q
u
a
r
t
e
r
l
y
 J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 E
c
o
n
o
m
i
c
s
.
 
Vol, LIX• 

N
o
.
 3. 

p. 
454.) 

(11) 
V
o
l
.
 
II, 
p. 
447. 

(12)
こ
こ
で
い
う
、
貸
付
貨
幣
資
本
家
と
は
、
他
人
に
貸
付
け
て
利
子
を
取
得
し
う
る
状
態
に
あ
る
遊
休
貨
幣
の
所
有
者
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼

ら
が
ト
レ
イ
ド
や
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
に
従
事
し
て
い
る
者
で
あ
れ
、
ま
た
地
主
で
あ
れ
、
そ
の
所
属
す
べ
き
階
級
の
区
別
は
問
わ
な
い
。
事
実
、

ォ
ー
ス
ト
リ
ヤ
継
承
戦
争
中
、
そ
れ
ま
で
の
三
特
権
会
社
に
依
存
し
て
い
た
借
入
政
策
は
、
直
接
民
衆
か
ら
公
募
す
る
方
法
に
切
り
換
え
ら
れ
＾

拙
稿
「
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
其
の
一
）
ー
イ
ギ
リ
ス
公
債
論
史
研
究
の
一
齢
ー
」
（
『
関
酉
大
学
経
済
論
集
」
第
十

巻
第
六
号
）
四
七
ペ
ー
ジ
参
看
＞
、
一
七
六
一
ー
ニ
年
、
す
な
わ
ち
七
年
戦
争
の
末
期
に
は
、

w
i
d
o
w
,

spinster, 
c
l
e
r
g
y
m
a
n
,
 
colonel 

d
o
n
,
 
n
a
v
a
l
 officer, 
y
e
o
m
a
n
,
 
c
o
r
s
e
t
 ,
 
m
a
k
e
r
,
 
distiller, brewer• 

s
u
g
a
r
 ,
 
refiner, 
d
o
m
e
s
t
i
c
 servant• 

d
o
c
t
o
r
 
o
f
 
d
i
v
i
n
i
t
y
 

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）

しゞ

_; 

一七
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(
C
a
r
t
e
r
,
 
Alice., 
D
u
t
c
h
 F
o
r
e
i
g
n
 I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
 
1
7
3
8
ー
ー

1
8
0
0
•
E
c
o
n
o
m
i
c
a

》
N
o
v
.
,
1953. p. 334.)
、
一

t
A
-
午
千

N
H
t
に
は
、
参
＾

族
、
地
主
、
法
律
家
、
引
退
し
た
商
人
、
お
よ
び
裕
福
な
諸
階
級
の
寡
婦
や
未
婚
婦
人
に
よ
っ
て
公
債
が
保
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
＾
中
川

敬
一
郎
訳
『
T
.
S
・
ア
シ
ュ
ト
ン
産
業
革
命
』
（
岩
波
書
店
）
一
九
五
三
年
。
八
ペ
ー
ジ
。
＞
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
資
本
家
の
典
型
的
な

存
在
形
態
は
や
は
り
大
商
人
で
あ
っ
た
c

(13)
本
来
「
信
用
は
借
り
た
金
の
利
払
い
能
力
に
比
例
す
る
」

(vol,

I
 
p. 
519.)

も
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
こ
そ
信

用
の
基
本
的
要
件
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

(14) 
Cf. 
S
t
t
e
t
n
e
r
,
 
op. 
cit., 
p. 
456. 

在
3

)

勿
論
、
第
一
期
の
幼
稚
交
易
の
段
階
で
も
、
原
理
的
に
は
公
債
は
そ
の
経
済
的
機
能
を
充
分
に
発
揮
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
こ
の
段

階
で
は
、
い
ま
だ
銀
行
を
媒
介
と
し
て
財
産
を
溶
融
す
る
方
法
が
発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
通
貨
量
は
不
足
し
、
従
っ
て
政
府
の
貨
幣
需

要
が
ト
レ
イ
ド
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
の
資
金
需
要
を
圧
迫
し
、
利
子
率
の
上
昇
を
通
じ
て
経
済
発
展
を
阻
害
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

(vol.
Il, 

p. 361.)

そ
れ
故
、
公
債
の
経
済
的
機
能
は
著
し
く
弱
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
ア
シ
ュ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
貨
幣

の
供
給
が
そ
の
需
要
を
上
回
り
始
め
た
の
は
、
や
っ
と
七
年
戦
争
の
時
か
ら
で
あ
る
と
。

(
A
s
h
t
o
n
,
T
.
 
S., 
A
n
 E
c
o
n
o
m
i
c
 
H
i
s
t
o
r
y
 
o
f
 

E
ミ
g
l
a
n
d
:
T
h
e
 1
8
t
h
 C
e
n
t
u
r
y
.
 
L
o
n
d
o
n
,
 1955. 
p. 
198.) 

q
'
ヤ
ピ
タ
ル

(16)

「
確
か
に
、
土
地
財
産
を
獲
得
す
る
誘
惑
は
非
常
に
大
き
い
、
と
り
わ
け
貨
幣
利
益
に
と
っ
て
は
。
他
方
、
銭
入
れ
に
資
金
を
入
れ
て
い
る

人
々
の
安
楽
と
富
裕
は
、
多
く
の
地
主
の
目
に
は
極
め
て
魅
力
的
に
映
る
、
と
り
わ
け
彼
ら
が
土
地
の
所
有
ゆ
え
に
重
税
を
支
払
っ
て
い
る
時
期

に
は
。
」

(vol.
Il, 
p. 
446.) 

(17)
内
債
の
累
釈
過
程
は
社
会
の
各
グ
ル
ー
プ
間
の
富
の
移
転
に
す
ぎ
な
い
。
「
国
民
の
全
所
得
は
、
あ
る
債
権
者
グ
ル
ー
プ
か
ら
別
の
債
権
者

ュース

グ
ル
ー
プ
に
移
り
、
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
は
依
然
と
し
て
彼
ら
債
権
者
者
の
利
益
の
た
め
に
そ
の
管
理
を
行
な
う
か
ら
、
永
久
に
変
動
し
つ
づ
け
る

で
あ
ろ
う
。
」

(vol.
Il 
,
 p. 

629.) 

(18) 
Vol. 
Il, 
p. 
453. 
Cf. 
S
e
n
,
 
op. 
cit., 
p. 
110. 

(19) 
Vol. 
Il, 
p. 
3
5
0
 
&
 626. 

(20) 
V
o
l
.
 
Il, 
p. 
349. 

縣
西
大
學
『
編
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

八
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「
ほ
ん
と
に
二
、
三
の
例
外
を
除
い
て
、
大
方
の
学
説
史
は
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
原
意
も
確
め
ず
に
、
…
…
孫
引
き
で
お
茶
を
濁
し
て

•(1) 

い
た
」
わ
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
も
、
戦
後
様
相
を
一
変
し
、
近
年
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
既

に
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
公
債
論
と
い
う
特
殊
理
論
の
分
野
で
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
研
究
の
中
に
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
を
ヒ

(

2

)

 

ュ
ー
ム
と
同
じ
系
列
の
反
公
債
論
者
に
み
た
て
る
と
い
う
御
愛
嬌
も
み
ら
れ
た
が
、
い
ま
で
は
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
と
い
え
ば
、
誰
し
も
公

債
擁
護
論
の
第
一
人
者
に
挙
げ
る
程
の
確
固
た
る
地
歩
を
築
き
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

復
活
と
、
財
政
論
史
、
と
り
わ
け
公
債
論
史
上
に
お
け
る
市
民
権
の
獲
得
に
声
を
大
に
し
て
宣
伝
し
た
の
が
、
周
知
の
よ
う
に
、

ッ
ト
ナ
ー
と
セ
ン
で
あ
っ
た
。

さ
て
、

ス
テ
ッ
ト
ナ
ー
は
問
題
の
論
稿
「
サ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
極
め
て
現
実

的
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
接
近
す
る
。
す
な
わ
ち
、
今
次
大
戦
中
驚
異
的
な
累
増
を
み
た
公
債
の
戦
後
処
理
の
問
題

に
つ
い
て
、
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
上
比
類
の
な
い
も
の
で
は
な
く
、

の
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
時
の
公
債
の
累
積
が
経
済
に
及
ぽ
し
た
衝
撃
は
現
代
の
比
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。

で
、
公
債
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
が
大
陸
諸
国
を
追
い
こ
し
て
急
速
に
通
商
産
業
上
の
優
位
に
の
ぼ
っ
た
理
由
を
解
く
鍵
を
与
え
る
も
の
で
あ

(

3

)

 

る
。
」
こ
こ
か
ら
、
ス
テ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
み
が
一
八
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
信
用
の
発
達
と
役
割
を
理
解
し
か
つ

(

4

)

 

認
識
し
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、
彼
の
公
債
思
想
と
新
ら
し
い
公
債
思
想
と
の
間
に
親
近
性
の
あ
る
こ
と
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
公

債
に
流
通
促
進
作
用
と
経
済
均
衡
作
用
の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
理
論
は
、
公
債
の
累
積
や
償
還
、
お
よ
び
公
債

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）

四
戦
後
に
お
け
る
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
公
債
論
研
究
の
動
向

一九

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
学
説
史
上
に
お
け
る

ス
テ

「
事
実
、
多
く
の
点

一
八
世
紀
の
大
英
帝
国
で
既
に
例

4 
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ト
の
財
政
論
に
関
す
る
セ
ン
の
見
解
を
摘
出
し
て
み
よ
う
。

債
恐
怖
観
こ
そ
偏
見

one'sided
w
a
y
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
て
、

の
限
度
な
ど
な
ど
に
つ
い
て
、
古
典
派
の
見
解
と
全
く
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

イ
ト
・
プ
リ
テ
ン
に
も
た
ら
さ
れ
た
富
と
所
得
の
物
凄
い
成
長
の
よ
う
に
、
将
来
の
重
要
な
発
展
を
予
見
す
る
能
力
の
な
か
っ
た
こ
と

を
彼
ら
に
負
わ
せ
る
の
は
公
正
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
彼
ら
が
歴
史
上
の
諸
事
件
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
頑
強
に
拒
ん
だ
こ
と
は

彼
ら
に
と
っ
て
不
利
だ
と
思
わ
れ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
彼
ら
の
同
時
代
人
の
一
人
、
サ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ

(

5

)

 

ア
ー
ト
の
示
し
た
ヨ
リ
深
い
洞
察
力
と
理
解
力
に
照
ら
し
て
特
に
そ
う
で
あ
る
。
」

こ
う
い
う
風
に
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
再
評
価
を
叫
ぶ
ス
テ
ッ
ト
ナ
ー
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
観
を
更
に
徹
底
さ
せ
た
の
が
、
イ
ン
ド
の
ス

テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
家
、

S
.
R
・
セ
ン
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
る
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
の
窮
極
の
目
的
は
、
従
来
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究

者
の
誤
っ
た
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
観
を
是
正
し
、
経
済
思
想
の
文
献
に
存
在
す
る
重
大
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
、
学
史
の
芥
溜
に
投
棄
さ
れ
て

い
た
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
を
掘
り
お
こ
し
、
永
遠
の
生
命
を
賦
与
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、

セ
ン
は
先
ず
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
財
政
論
の
特
徴
に
ふ
れ
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
財
政
論
は
本
質
的
に
か
れ
独

自
の
流
通
理
論
の
派
生
物
で
あ
り
、
経
費
、
公
債
、
租
税
は
す
べ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
補
完
的
で
る
。
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
国
家

の
手
中
に
入
る
貨
幣
は
、
借
入
れ
に
し
ろ
、
課
税
に
し
ろ
い
ず
れ
の
形
を
と
ろ
う
と
、
す
べ
て
費
消
さ
れ
、
そ
の
結
果
一
国
の
流
通
は

増
加
し
、
雇
傭
も
増
え
、
富
の
移
譲
が
お
こ
る
の
で
、
し
た
が
っ
て
政
府
借
入
の
作
用
と
課
税
の
作
用
に
関
す
る
研
究
は
同
時
に
経
費

(

6

)

 

の
研
究
を
含
ん
で
い
る
と
。

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
財
政
論
の
特
徴
を
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
の
ち
、

腸
西
大
學
『
鯉
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

ス
テ
ッ
ト
ナ
ー
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
古
典
派
の
公

「
一
八
世
紀
を
通
じ
、
と
り
わ
け
ナ
ボ
レ
オ
ン
戦
争
後
、
グ
レ

こ
こ
で
は
こ
の
点
を
看
過
し
て
、

(

7

)

 

セ
ン
は
こ
れ
を
評
注
し
て
い
う
、

ス
テ
ュ
ア
ー

二
0
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な
見
解
に
ち
か
い
。
」

「
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
財
政
論
は
彼
の
論
叢
の
な
か
で
も
き
わ
め
て
独
創
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
着
想
の
う
ち
そ
の
い
く
つ
か
は

事
実
ひ
じ
よ
う
に
新
奇
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
同
じ
時
代
の
大
部
分
の
人
々
か
ら
幻
想
的
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

政
の
時
代
に
お
い
て
さ
え
も
多
く
の
人
々
か
ら
そ
う
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
結
局
、
そ
れ
は
す
ぐ
れ
て
非
正
統
派
的
財
政
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
そ
れ
は
す
べ
て
彼
の
流
通
理
論
か
ら
全
く
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

「
彼
よ
り
前
の
時
代
に
財
政
に
関
す
る
文
献
が
可
成
り
大
量
に
欠
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

．．．．．．． 
し
か
し
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の

前
に
は
、
彼
の
よ
う
に
特
定
の
視
角
か
ら
課
税
問
題
を
み
た
も
の
は
一
人
も
い
な
い
。
課
税
に
関
す
る
論
述
だ
け
に
限
れ
ば
、
彼
は
そ

れ
程
多
く
新
ら
し
い
天
地
を
開
拓
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
課
税
を
政
府
の
借
入
れ
と
支
出
に
む
す
び
つ
け
た
方
法
、
と
り
わ
け
彼

が
政
府
の
借
入
れ
に
重
要
か
つ
積
極
的
な
役
割
を
付
し
た
こ
と
は
、
全
く
新
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
」

「
A
.
p
．
ラ
ー
ナ
ー
の
機
能
的
財
政
に
関
す
る
章
旬
は
殆
ん
ど
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
祖
述
で
あ
る
と
い
っ
て
も
大
し
て
誇
張
に
は
な

「
公
債
、
租
税
お
よ
び
信
用
の
史
的
研
究
も
ま
た
、

”
機
能
的
財

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
楽
観
説
の
方
が
、
実
際
に
ヒ
ュ
ー
ム
や
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の

悲
観
説
よ
り
も
い
っ
そ
う
真
実
に
近
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
」

「
結
局
、
政
府
借
入
れ
、
課
税
お
よ
び
支
出
は
相
互
に
補
完
し
合
い
、
ま
た
流
通
を
支
え
る
の
に
も
役
立
つ
と
い
う
こ
と
、
更
に
そ

の
う
ち
の
ど
れ
を
急
激
に
削
減
し
て
も
国
民
経
済
に
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
考
え
ば
今
日
的

「
財
政
政
策
は
、
経
済
の
バ
ラ
ン
ス
・
フ
ィ
ー
ル
と
し
て
働
く
こ
と
に
目
標
を
お
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
全
般
的

な
断
定
（
古
典
派
の
望
ん
だ
よ
う
な
年
々
の
収
支
均
衡
に
目
標
を
お
く
の
と
異
な
り
）
も
ま
た
、
著
し
く
現
代
的
で
あ
る
。
」

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

^
9
 .
.
 ＊
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ー
の
課
題
は
、
既
に
雇
傭
関
係
に
は
い
っ
て
い
る
労
働
者
の
失
業

課
税
と
借
入
れ
の
目
的
を
貨
幣
の
調
達
か
ら
解
放
し
、
そ
れ
ら
を
も
っ
ぱ
ら
完
全
雇
用
を
維
持
し
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
回
避
す

る
た
め
の
、
す
な
わ
ち
、
経
済
統
制
の
手
段
と
し
て
見
倣
す
、
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
で
あ
る
ラ
ー
ナ
ー
の
機
能
的
財
政
論
を
二

0
世
紀
に
お

(

8

)

 

け
る
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
理
論
の
再
版
と
ま
で
極
言
す
る
セ
ン
に
対
し
、
わ
が
国
で
最
初
に
本
格
的
な
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
財
政
論
の
研
究
に
立

(

9

)

 

ち
向
わ
れ
た
木
村
元
一
教
授
は
、
次
の
よ
う
に
き
び
し
い
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

ケ
イ
ン
ズ
理
論
と
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
理
論
が
親
近
性
を
も
つ
の
は
、
有
効
需
要
の
不
足
と
い
う
共
通
の
事
実
に
胚
胎
す
る
が
、
現
象
面

に
お
け
る
共
通
の
事
実
た
る
「
有
効
需
要
の
不
足
」
の
背
後
に
は
、
ま
っ
た
く
異
っ
た
歴
史
的
地
盤
の
あ
る
こ
と
を
、
セ
ン
は
見
失
っ

て
無
雑
作
に
ケ
イ
ン
ズ
と
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
問
題
に
し
た
も
の
は
「
イ
ン
ダ

ス
ト
リ
イ
」
作
出
の
そ
れ
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
や
ラ
ー
ナ
ー
の
「
公
共
支
出
政
策
」
お
よ
び
「
機
能
的
財
政
」
で
の
問
題
は
、

雇
用
」
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
あ
っ
て
は
、
怠
惰
癖
の
あ
る
自
給
自
足
的
生
産
者
と
し
て
の
レ
イ
バ
ー
を

商
品
生
産
者
に
転
換
し
、
か
つ
近
代
的
な
雇
傭
労
働
に
に
く
み
入
れ
る
こ
と
が
肝
心
の
課
題
で
あ
っ
た
。
他
方
、
ケ
イ
ン
ズ
や
ラ
ー
ナ

あ
っ
た
の
で
あ
る
と
。

（
い
わ
ゆ
る
非
自
発
的
失
業
）
を
い
か
に
解
決
す
る
か
と
い
う
こ
と
に

そ
し
て
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
そ
の
も
の
に
対
す
る
評
価
と
し
て
、
教
授
は
、
き
わ
め
て
動
態
的
な
貨
幣
信
用
理
論
の
上
に
立
っ

て
い
る
彼
の
公
債
論
は
、
あ
た
か
も
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
公
債
を
資
本
の
蚕
食
と

み
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
公
債
論
に
優
っ
て
い
る
と
断
言
し
、
更
に
近
代
公
債
の
発
生
史
論
と
の
関
連
に
お
い
て
も
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト

(

1

0

)

 

の
公
債
論
の
方
が
ス
ミ
ス
の
そ
れ
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
居
ら
れ
る
。

加
え
て
、
教
授
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
財
政
論
の
構
成
は
ス
ミ
ス
な
ど
に
み
ら
れ
る
経
費
・
租
税
・
公

賜
西
大
學
『
鯉
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

「
完
全



653 

債
と
い
う
体
系
的
な
三
分
割
法
ー
財
政
を
家
計
的
に
み
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
ー
ー
_
で
は
な
く
、
公
債
論
が
『
信
用
お
よ
び

債
務
』
の
篇
の
一
部
に
編
入
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
な
か
で
非
常
に
多
く
の
ペ
ー
ジ
が
租
税
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ス
ミ
ス

ゃ
ュ
ス
チ
の
財
政
論
と
比
較
し
て
、
体
系
的
に
不
均
整
な
感
を
抱
か
す
け
れ
ど
も
、
租
税
が
公
債
を
契
機
と
し
て
発
展
し
た
と
い
う
歴

史
的
発
生
過
程
を
そ
の
ま
ま
体
系
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
歴
史
的
過
程
に
即
応
せ
ん
と
す
る
現
実
的
態
度
と
、
き
わ
め
て
積
極

的
な
流
通
原
理
な
ら
び
に
一
国
の
経
済
を
他
国
の
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
考
察
す
る
動
態
的
バ
ラ
ン
ス
の
原
理
が
そ
の
財
政
論
、
と

(

1

1

)

 

り
わ
け
公
債
論
の
中
に
反
映
し
貫
徹
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
。

さ
て
、
右
に
あ
げ
た
内
外
三
人
の
代
表
的
論
者
の
所
説
か
ら
、
近
時
に
お
け
る
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
公
債
論
の
研
究
動
向
を
探
窺
し
て
み

た
が
、
そ
こ
で
の
共
通
せ
る
論
定
は
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
と
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
と
の
間
に
類
似
性
ー
ー
歴
史
的
地
盤
の
相
異
と
い
う
限
定

を
一
応
考
慮
に
入
れ
た
と
し
て
も
ー
ー
の
み
ら
れ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
独
自
の
理
論
に
も
と
ず
く
公
債
の
経
済
的
機
能

に
対
す
る
稽
極
的
容
認
が
彼
の
公
債
論
を
し
て
ス
ミ
ス
の
そ
れ
よ
り
も
前
進
せ
し
め
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

(

1

2

)

 

ス
テ
ッ
ト
ナ
ー
や
セ
ン
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
讃
美
論
に
は
、
ミ
ー
ク
の
い
う
「
学
説
史
上
に
お
け
る
最
近
二
十
五
年
間
の
復
興
熱
」
と

大
い
に
関
係
の
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
両
者
の
間
に
は
、
問
題
意
識
の
面
で
異
同
が
み
う
け
ら
れ
る
。
前
者
で
は
、

戦
時
中
累
増
し
た
巨
額
の
公
債
処
理
に
関
連
し
て
、
古
典
的
公
債
思
想
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
国
民
の
公
債
恐
怖

(

1

3

)

（

14) 

心
を
緩
げ
、
公
債
は
経
済
の
発
展
に
資
す
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
を
阻
害
す
る
恐
れ
の
全
然
な
い
こ
と
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

他
方
、
後
者
は
、
怠
惰
な
独
立
生
産
者
の
多
い
後
進
国
イ
ン
ド
の
開
発
を
、
ス
ミ
ス
で
は
な
し
に
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
方
式
に
よ
っ
て
行
な
う

(

1

5

)

 

べ
し
と
す
る
意
図
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
両
国
と
も
内
外
多
難
な
問
題
を
か
か
え
、
多
額
の
経
費
を
必
要
と
す
る

に
臨
ん
で
、
そ
れ
の
調
達
に
公
債
と
い
う
手
段
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
実
情
が
、
彼
ら
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
観
の
背
後
に
潜
ん
で

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）
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註

(
1
)
田
添
京
二
「
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
蓄
稜
諭
の
基
礎
構
造
」

A
内
田
義
彦
編
『
古
典
経
済
学
研
究

ベ
ー
ジ
。

(
2
)
堀
江
帰
一
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
国
債
、
租
税
並
に
自
由
貿
易
論
に
関
す
る
研
究
」

A
『
経
済
学
説
研
究
』

収
＞

「
ア
ダ
ム
、
ス
ミ
ス
の
時
代
に
先
だ
っ
て
、
国
家
信
用
ま
た
は
国
債
に
関
す
る
学
説
な
り
、
政
策
な
り
に
関
し
て
、
梢
や
系
統
あ
る
研
究
を
試

み
、
後
の
研
究
者
に
剌
激
を
与
え
た
と
認
め
る
可
き
二
、
三
の
人
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
論
に
於
て
、
庶
の
第
一
に
掲
げ
よ
う
と
欲
す
る
所
で
あ

る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
如
き
は
・
・
・
・
・
・
国
債
の
弊
害
を
指
摘
し
、
そ
の
国
家
に
禍
を
及
ぼ
す
こ
と
の
大
な
る
を
明
に
す
る
に
就
て
、
仮
借
す
る
所

を
示
さ
な
か
っ
た
。
更
に
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
や
デ
ヴ
ヰ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
如
き
に
至
っ
て
は
、
・
…
・
・
国
債
に
非
難
を
加
え
た
の
で

あ
る
。
」
（
同
書
、
四
五
ー
六
ベ
ー
ジ
。
）

「
ジ
ェ
ー
ム
ス
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
の
学
説
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
如
く
極
端
で
は
な
い
、
国
債
の
利
用
に
就
て
、
利
益
の
伴
う
こ
と
を
認
め
た
が
、
同

時
に
そ
の
利
用
に
対
し
て
、
戒
慎
の
加
え
ら
れ
る
可
き
こ
と
、
殊
に
当
時
の
英
国
の
国
情
に
徴
し
て
、
然
る
可
き
こ
と
を
説
明
し
た
点
に
於
て
、

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
の
特
色
を
発
揮
し
た
も
の
と
い
え
る
。
」
（
同
書
、
五
ー
ベ
ー
ジ
。
）

(
3
)
 S
t
t
e
t
n
e
r
,
 
op. 
cit., 
p. 4
5
1
.
 

(
4
)
 I
b
i
d
.
,
 
p. 
4
5
4
.
 

な
お
彼
は
別
の
論
文
「
カ
ー
ル
・
デ
ィ
ー
ツ
ェ
ル
の
公
共
支
出
論
と
公
債
論
」

A
永
田
清
・
都
留
重
人
監
修
訳
『
所
得
・

雇
傭
及
び
公
共
政
策
下
巻
』
（
有
斐
閣
）
昭
和
二
十
七
年
所
収
、
六
九
ー
九
七
ペ
ー
ジ
＞
の
な
か
で
も
同
じ
問
題
意
識
を
も
っ
て
、
も
う

一
人
の
「
異
端
者
」
デ
ィ
ー
ツ
ェ
ル
を
再
評
価
し
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
と
共
に
フ
ィ
ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
の
公
債
論
の
先
駆
者
に
祭
り
上
げ
て

い
る
。

(
5
)
I
b
笠
,
p. 
4
6
2
.
 

(
6
)
 S
e
n
 ̀
o
p
.
c
ぞ
p.
1
0
6
.
 

(
7
)
 I
b
i
d
.
,
 
p
p
.
 1
2
1ー

1
2
6
.

(
8
)
木
村
元
一
「
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
と
そ
の
財
政
論
」
＾
『
一
橋
論
叢
』
第
二
十
五
巻
第
三
号
（
昭
和
二
十
六
年
三
月
）
お
よ
び
第

三
十
一
巻
第
四
号
（
昭
和
二
十
九
年
四
月
）
所
収
＞

い
る
こ
と
も
否
め
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

開
西
大
學
『
親
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

上
巻
』

（
未
来
社
）
一
九
五
七
年
所
収
＞
七
七

（
岩
波
書
店
）
大
正
十
三
年
所

ニ
四
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イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）

二
五

(
9
)
木
村
元
一
「
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
『
財
政
論
』
再
論
1

セ
ン
氏
の
『
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
経
済
学
』
に
寄
せ
て
_
ー
ー
」
＾
『
一
橋
論
叢
』
第
三
十
九

巻
第
五
号
（
昭
和
三
十
三
年
五
月
）
一
四
ー
ニ
九
ペ
ー
ジ
＞

(10)
前
掲
第
二
十
五
巻
第
三
号
所
収
論
文
、
一
七
、
二

0
ペ
ー
ジ
。

(11)
前
掲
第
二
十
五
巻
第
一
＿
一
号
所
収
論
文
、
八
、
二
十
三
ペ
ー
ジ
お
よ
び
第
三
九
巻
第
五
号
所
収
論
文
、
二
四
ペ
ー
ジ
注
(

2

)

。

(12) 
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
 S
i
r
 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
I
,
 

No. 4• 

Fall, 
1
9
5
8
.
)
 
p. 
2
8
9
.
 

「
経
済
理
論
の
分
野
で
は
、
名
声
は
得
が
た
く
失
う
こ
と
は
極
め
て
や
さ
し
い
、
そ
れ
が
一
度
び
失
わ
れ
る
と
多
く
の
歳
月
が
流
れ
る
ま
で
、

挽
回
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
」
と
い
う
名
調
子
で
始
ま
る
ミ
ー
ク
の
論
文
は
、
学
史
に
お
け
る
こ
の
復
興
熱
の
原
因
の
一
端
を
不
安
の
意
識
に
求

め
て
次
の
よ
う
に
い
う
、

「
理
論
が
歴
史
と
歩
調
を
あ
わ
す
こ
と
は
珍
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
数
々
の
重
大
な
ず
れ
が
進
展
し
蓄
積
す
る
が
、
あ
る
震
憾
的
な
事
件
が
起
っ

て
理
論
と
現
実
と
の
あ
い
だ
に
距
り
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
無
理
や
り
に
認
め
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
、
支
配
的
学
説
の
信
奉
者
は
そ
の
ず
れ
を
多
か

れ
少
な
か
れ
気
ず
か
な
い
ま
ま
で
い
る
。
か
く
て
そ
の
次
に
す
ぐ
れ
た
知
性
に
よ
る
懐
疑
の
時
期
が
来
る
、
そ
こ
で
は
自
己
満
足
と
教
条
主
義
の

時
代
は
終
焉
し
、
人
々
は
そ
の
時
々
の
支
配
学
説

c
u
r
r
e
n
t
o
r
t
h
o
d
o
x
 t
h
e
o
r
y

の
拒
否
し
て
き
た
幾
つ
か
の
初
期
の
思
想
の
な
か
に
も
何
か

重
要
な
も
の
が
か
く
さ
れ
て
は
い
な
い
か
と
自
問
し
始
め
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
懐
疑
の
時
期
に
生
起
す
る
過
去
の
思
想
体
系
の
再
評
価
は
エ

ク
ス
・
ア
ン
テ
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
エ
ク
ス
・
ポ
ス
ト
に
な
り
勝
ち
で
あ
る
。
通
常
、
過
去
と
の
色
々
な
比
較
の
行
な
わ
れ
る
の
は
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
、
正
統
派
理
論
が
新
ら
し
い
方
向
へ
展
開
さ
れ
だ
し
て
か
ら
の
ち
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
前
で
は
な
い
。
」

(p.
2
9
0
.
)
 

そ
し
て
、
『
原
理
』
を
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
ヘ
の
諌
告
書
と
み
る
ミ
ー
ク
は
、
資
本
主
義
が
独
占
段
階
に
移
り
、
老
衰
と
い
う
不
吉
な
兆
し
を
示
し

は
じ
め
た
そ
の
と
き
に
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
思
想
を
含
ん
だ
ス
ミ
ス
以
前
の
若
千
の
思
想
に
い
わ
ゆ
る

II

復
活
“
が
お
こ
っ
た
が
、
こ
れ
は
経
済

学
が
単
に
循
環
的
に
回
帰
し
た
の
で
は
な
く
て
、
ヨ
リ
高
度
の
段
陪
で
復
活
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
次
の
よ
う
な
比
喩
で
も
っ
て
ス
テ
ュ

イ
ン
フ
ァ
ン
ト

ア
ー
ト
の
学
説
史
上
の
地
位
を
論
定
し
て
い
る
。
「
一
人
の
医
者
が
幼
児
を
診
察
し
、
幼
児
が
特
別
な
治
療
法
を
要
す
る
重
病
に
か
か
っ
て
い
る

チ
ャ
イ
ル
ド

と
診
断
す
る
。
そ
の
児
が
大
き
く
な
っ
て
他
の
医
者
に
か
か
り
、
子
供
が
か
な
り
順
調
に
発
育
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
、
更
に
は
じ
め
の
医
者
の

す
す
め
た
治
療
を
つ
づ
け
れ
ば
、
そ
の
子
の
発
育
を
阻
害
す
る
恐
れ
の
多
分
に
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
医
者
が
認
め
る
。
彼
ら
は
、
し
た
が
っ
て
、
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病
理
を
無
視
し
、
そ
の
子
の
肉
体
的
構
造
の
一
般
原
理
と
成
長
の
諸
法
則
を
調
べ
始
め
る
。
結
局
、
ず
っ
と
後
に
、
そ
の
子
が
老
人
に
な
っ
た

時
、
初
め
の
医
者
の
診
断
し
た
疾
息
が
す
す
み
だ
し
、
そ
し
て
こ
の
病
の
根
源
が
事
実
上
幼
児
の
頃
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
と
な
る
。
最
初
の

医
者
に
よ
り
処
方
さ
れ
た
治
療
法
が
、
そ
の
結
果
、
適
用
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
間
、
他
の
医
者
達
の
努
力
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ
た
肉
体
的
構

造
と
成
長
の
知
識
に
も
と
ず
い
て
、
こ
れ
ら
療
法
は
大
い
に
改
善
さ
れ
、
更
に
も
っ
と
う
ま
く
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
最
初
の
医
者
を
近
代

療
法
の
パ
イ
オ
ニ
ャ
ー
と
呼
ぷ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
を
現
代
干
渉
論
の
。
ハ
イ
オ
ニ
ャ
ー
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
」

(p. 2
9
9
.
)
 

(13)
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て

11
論
点
相
違
の
虚
偽
“
と
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
、

11
公
債
が
経
済
の
発
展
に
資
す
る
“
と
い
う
考
え
は
、
経
済
史

の
上
で
も
そ
れ
と
類
似
し
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
意
見
が
斗
か
わ
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
シ
ュ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
経
済

発
展
に
奢
修
と
戦
争
の
演
じ
た
役
割
を
強
調
す
る
も
の
が
多
い
が
、
も
し
も
奢
修
が
産
業
発
展
の
主
因
で
あ
れ
ば
、
最
初
に
そ
し
て
も
っ
と
も
顕

著
な
発
達
の
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
富
者
の
欲
求
を
充
足
す
る
産
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
事
実
は
そ
う
で
な
い
。
ま
た
戦
争

が
若
干
の
産
業
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
軍
隊
の
需
要
は
軍
艦
の
建
造
や
鉄
、
銅
、
鉛
、
化
学
製
品
、
皮
革
お
よ
び
下
等
ラ

シ
ャ
製
品
の
生
産
を
剌
檄
し
、
ま
た
砲
軸
穿
孔
法
の
よ
う
な
発
明
を
誘
起
し
た
。
多
額
の
政
府
支
出
は
雇
傭
水
準
を
高
め
た
。
そ
し
て
、
植
民
地

が
原
材
料
お
よ
び
母
国
製
品
の
独
占
市
湯
と
み
な
さ
れ
て
い
た
時
代
に
植
民
地
の
獲
得
は
交
易
圏
を
拡
大
し
た
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
利
益
を
、

人
員
や
船
船
の
損
失
だ
け
で
な
く
、
商
船
を
建
造
す
る
造
船
所
の
不
況
、
家
屋
、
土
場
、
運
河
、
公
道
の
建
築
の
衰
退
、
上
質
織
物
業
に
と
っ
て

は
戦
争
の
結
果
に
よ
る
大
陸
の
敵
性
国
お
よ
び
中
立
国
の
市
場
の
損
失
、
通
貨
価
値
の
下
落
、
国
債
の
累
増
、
お
よ
び
そ
れ
の
所
得
分
配
に
及
ぽ

す
影
轡
、
兵
役
に
就
い
て
い
た
人
々
の
技
術
訓
練
の
損
失
、
こ
れ
ら
平
和
時
の
経
済
生
活
の
撹
乱
と
比
較
す
る
と
き
、
戦
争
が
経
済
発
展
の
刺
激

剤
で
あ
る
こ
と
を
「
控
え
目
に
い
っ
て
も
、
証
明
で
き
な
い
。
」

(
A
s
h
t
o
n
,
op. 
cit., 
p
p
.
 1
2
6
 |
 7.
)
 

こ
れ
に
対
し
、
ジ
ョ
ン

A
.
H
.
J
o
h
n

は
、
「
一
八
世
紀
の
数
々
の
戦
争
は
、
諸
国
民
の
経
済
が
競
争
す
る
世
界
に
お
い
て
収
支
を
償
う
も
の

で
あ
っ
た
」
と
す
る
ロ
ス
ト
ウ
教
授
に
倣
っ
て
、
一
八
世
紀
の
前
半
に
お
け
る
戦
争
が
全
体
と
し
て
、
い
か
に
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
発
展
に
有
利
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
の
べ
、
そ
れ
を
、
第
一
に
戦
争
が
技
術
進
歩
史
上
の
重
要
な
時
点
に
お
き
た
こ
と
、
第
二
に
経
済
発
展
が
政
府
の
誘
発
投

資
に
よ
っ
て
加
速
さ
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
乗
数
効
果
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
財
産
業
の
構
造
を
実
質
的
に
つ
よ
め
た
点
に
求
め
て
い
る
。

も
っ
と
も
一
八
世
紀
の
後
半
の
戦
争
に
お
い
て
は
、
戦
時
中
の
産
業
発
展
に
可
成
り
の
相
殺
要
因
が
存
在
し
た
、
例
え
ば
一
七
七
八
年
か
ら
八
三

年
の
間
、
政
府
需
要
の
資
金
調
達
は
民
間
部
門
の
投
資
を
削
減
す
る
こ
と
で
償
わ
れ
た
、
と
い
う
よ
う
に
事
情
が
前
半
と
比
ぺ
て
変
っ
た
け
れ
ど

隔
西
大
學
『
編
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

二
六
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ー
ト
研
究
者
の
常
識
で
あ
り
、
誰
し
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
て
、

五

む

す

び

二
七

も
、
と
述
ペ
一
八
世
紀
前
半
と
後
半
と
で
戦
争
の
経
済
に
及
ぼ
し
た
影
唇
に
相
違
の
あ
る
こ
と
を
彼
は
指
摘
し
て
い
る
。
＾
W
a
r
 a
n
d
 
t
h
e
 

E
n
g
l
i
s
h
 F
.
c
o
n
o
m
y
,
 1
7
0
0
 1
 1
7
6
3
.
 
(
E
c
o
n
o
m
i
c
 H
i
s
t
o
r
y
 
Review. 
2
n
d
 ser., Vol• 

Vll, N
o
.
 3
.
 
1
9
5
5
)
>
 

(14)
ハ
リ
ス

S
.E• 

H
a
r
r
i
s
 
<
D
'
T
h
e
 N
a
t
i
o
n
a
l
 D
e
b
t
 a
n
d
 the 
N
e
w
 E
c
o
n
o
m
i
c
s
.
 1
9
4
7
.
'

も
同
じ
く
「
新
ら
し
い
公
債
論
」
の
プ
ロ
。
ハ

ガ
ン
ダ
ー
の
役
目
を
果
す
も
の
で
あ
る
。

(15)
イ
ー
グ
リ
イ

R.
V. 
臣
g
l
y

に
よ
れ
ば
、
後
進
国
開
発
に
は
禁
欲
的
開
発
方
式
と
奢
修
的
開
発
方
式
と
が
あ
る
が
、
ー
こ
の
後
者
の
も
の
こ

そ
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
が
『
原
理
』
の
根
幹
で
詳
し
く
論
述
し
て
い
る
近
代
社
会
展
開
の
方
法
と
全
く
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
と
。

A
拙
稿
「
ス
テ
ュ

ア
ー
ト
研
究
に
関
す
る
二
つ
の
文
献
」
（
『
関
西
大
学
経
済
論
集
』
第
十
二
巻
第
三
号
所
収
）
九
三

-
1
0
一
ペ
ー
ジ
参
看
＞

こ
れ
ま
で
の
節
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
が
有
効
需
要
の
創
出
・
維
持
の
た
め
の
政
策
体
糸
の
一
環
と

『
原
理
』
の
中
に
位
置
ず
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
故
に
こ
そ
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
が
主
と
し
て
公
債
の
経
済
的
機
能
，

の
分
析
に
終
始
し
、
こ
の
点
に
お
い
て
彼
の
公
債
論
に
特
徴
の
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
い
な
、
こ
の
事
に
就
い
て
は
ス
テ
ュ
ア

し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
な
お
看
過
さ
れ
て
い
る
問
題
が
の
こ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

l

)

 

わ
れ
わ
れ
が
別
稿
お
よ
び
こ
の
稿
の
第
二
節
で
一
八
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
展
開
と
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
公
債
史
の

変
遷
過
程
を
走
筆
し
た
の
は
、
な
に
も
奇
を
て
ら
っ
た
た
め
で
は
な
く
て
、
同
世
紀
に
お
け
る
財
政
問
題
、
と
り
わ
け
公
債
の
そ
れ
の

所
在
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
知
っ
た
こ
と
は
こ
う
で
あ
る
。
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
も
い
う
よ
う
に
、
公

(

2

)

 

債
の
累
増
は
戦
争
を
起
因
と
し
、
収
入
制
度
、
と
り
わ
け
租
税
制
度
の
未
整
備
で
あ
っ
た
一
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、
打
ち
続
く
戦

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）



658 

争
の
費
用
を
調
達
す
る
た
め
に
は
借
入
方
策
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ず
、
か
く
し
て
、
政
府
は
公
債
の
消
却
財
源
と
し
て
隔
設
し
た
減
債
基

金
で
す
ら
も
喰
い
つ
ぶ
す
程
の
財
源
難
に
苦
悩
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
後
半
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
事
情
が
存
在
し
て
い

(

3

)

 

た
け
れ
ど
も
、
世
紀
の
前
半
と
後
半
と
で
は
社
会
的
経
済
的
諸
条
件
を
可
成
り
異
に
し
て
い
た
。

”
公
債
か
租
税
か
“
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
場
合
、
た
と
え
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
自
身
は
両
者
が
共
に

(

4

)

 

経
済
発
展
に
大
い
な
る
寄
与
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
持
し
て
い
た
と
は
い
え
、
成
熟
段
階
に
達
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
経
済

ー
ー
と
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
認
識
し
て
い
た
＇
~
で
ヨ
リ
一
層
そ
の
経
済
的
機
能
を
発
揮
す
る
公
債
を
彼
が
推
奨
し
た
と
し
て
も
決
し
て

不
思
議
で
は
な
い
。
事
実
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
公
債
が
戦
時
財
政
の
必
要
手
段
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
戦
時
に
お
い
て
は
、
公
債
を
発
行
し
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
国
の
人
民
も
支
弁
し
得
な
い
程
の
巨
額
の
貨
幣
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と

(vol. 
II 
,
 p. 

1
5
 
&
 p. 
371n.) 

こ
の
よ
う
に
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
あ
っ
て
は
、
公
債
の
戦
時
資
金
調
達
手
段
と
し
て
の
適
合
性
と
そ
れ
の
経
済
機
能
的
有
効
性
と
の
一

(

5

)

 

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
政
治
経
済
学
の
目
的
を
人
民
と
国
家
の
両
方
の
致
富
に
求
め
た
。
他
方
、

の
場
合
、
政
治
経
済
学
の
目
的
は
、
現
存
す
る
人
々
だ
け
で
な
く
、

エ
ン
プ
ロ
イ
メ
ン
ト

の
必
需
品
お
よ
び
仕
事
を
供
給
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。

す
る
と
い
う
目
的
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、

致
ゆ
え
に
、
公
債
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

は
全
く
確
実
で
あ
る
。
」

そ
の
よ
う
な
時
期
に
臨
ん
で
、

こ
れ
か
ら
生
れ
て
く
る
社
会
の
す
べ
て
の
人
々
に
「
食
料
そ
の
他

I

,

 

p. 
1
4
9
.
)
 

そ
こ
に
は
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト

ス
ミ
ス
の
よ
う
に
国
家
財
政
を
豊
か
に

(

6

)

 

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
あ
っ
て
は
、
国
家
の
存
在
と
そ
の
維
持
は
、
彼
が
ス
テ
イ
ツ
マ

(vol. 

ン
の
任
務
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
と
照
ら
し
て
も
、
自
明
の
事
柄
で
あ
り
、
潤
沢
な
る
国
家
収
入
の
唱
道
は
む
し
ろ
そ
の
経
済
理
論
か

(

7

)

 

ら
ス
ミ
ス
よ
り
遥
か
に
強
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

閥
西
大
學
『
網
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

ニ
八
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こ
の
国
家
収
入
の
潤
沢
化
の
方
法
は
、

そ
れ
ら
は
共
に
原
理
的
に
は
同
一
の
経
済
的
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
、

一
般
的
に
は
”
公
債
か
租
税
か
“
と
い
う
よ
う

(

8

)

 

な
形
で
提
起
さ
る
ぺ
き
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
た
だ
戦
時
財
政
問
題
に
関
連
し
て
の
み
起
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
見
解
は
、
窮
極
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
初
期
プ
ル
ジ
ョ
ワ
国
家
の
財
政
要
求
と
一
致
す
る
も
の
で

(

9

)

 

あ
り
、
そ
れ
に
経
済
理
論
的
な
根
拠
を
与
え
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ィ
ス
カ
リ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
た
、

(

1

0

)

 

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
国
の
経
済
に
お
い
て
、
流
通
が
停
滞
し
、
遊
休
貨
幣
が
~
え
、
ト
レ
イ
ド
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
の
不
振
な
時
期1

こ
れ

の
顕
著
な
の
が
国
内
交
易
の
段
階
ー
に
公
債
の
経
済
的
機
能
が
最
高
度
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
は
既
に
関
説
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
逆

に
、
流
通
が
十
分
で
あ
り
、
遊
休
貨
幣
が
少
く
、
ト
レ
イ
ド
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
が
調
和
し
な
が
ら
発
展
し
て
い
る
時
期
1

外
国
貿

易
の
段
階
に
お
い
て
特
に
著
し
い
ー
に
は
国
家
は
国
内
で
の
借
入
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
だ
し
、
そ
れ
が

利
子
率
を
引
き
上
げ
、
ト
レ
イ
ド
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
に
好
ま
し
く
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お

れ
も
あ
る
の
で
、

借
入
の
必
要
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
外
債
を
発
行
す
れ
ば
よ
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
外
債
は
、
公
信
用
の
安
定
と
い
う
観
点
か
ら
、
国

(

1

1

)

 

際
収
支
と
利
子
負
担
の
問
題
に
常
時
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
外
債
の
累
積
は
低
利
借
換
政
策
の
施
行
を
阻
害
す
る
恐
｀

(

1

2

)

 

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
そ
れ
の
発
行
に
制
約
を
も
う
け
、
そ
の
乱
用
を
予
防
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
時

期
に
、
ト
レ
イ
ド
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ィ
を
損
わ
ず
し
て
、
内
債
、
外
債
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
公
債
に
よ
っ
て
財
政
資
金
を
調
達
す
る
こ

(

1

3

)

 

ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
と
る
べ
き
措
置
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
あ
っ
て
は
、

と
は
不
可
能
で
あ
り
、

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
お
い
て
は
、
公
債
、
租
税
い
ず
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
。

公
債
の
発
行
に
は
前
提
条
件
が
あ
り
、
無
制
限
に
何
時
で
も
借
入
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
て
、

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）

二
九
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(
1
4
)
 

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
国
の
内
外
に
突
発
的
な
変
革
の
起
り
う
る
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
い
ま
か
り
に
、

国
の
経
済
に
お
い
て
仕
事
と
需
要
が
調
和
し
な
が
ら
発
展
し
つ
つ
あ
る
時
期
に
、
換
言
す
れ
ば
完
全
雇
傭
の
時
期
に
公
債
を
発
行
せ
ざ

る
を
得
な
い
政
治
的
事
態
に
直
面
し
た
と
き
、
あ
ら
ゆ
る
政
策
手
段
を
社
会
の
最
高
目
標
た
る
「
仕
事
と
需
要
の
調
和
」
の
下
僕
と
い

(

1

5

)

 

一
体
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
に
ど
の
よ
う
な
目
標
を
選
択
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
こ

の
と
き
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
次
の
よ
う
な
問
を
な
げ
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ー
ー
ー
ー
＇

註

(
1
)
拙
稿
、
前
掲
「
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
其
の
一
）
」

(
2
)
 Vol. 
11 
,
 p. 4

4
4
.
 

(
3
)
前
掲
の
ジ
ョ
ン

A
•
H. J
o
h
n
は
、
一
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
戦
時
中
の
政
府
需
要
の
拡
大
が
軍
需
関
連
産
業
以
外
の
経
済
活
動
を
阻
害
し

な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
を
次
の
三
点
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
資
源
の
問
題
ー
ー
＇
政
府
需
要
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
新
資
源
の

開
発
を
招
来
し
、
現
存
の
経
済
活
動
と
の
重
大
な
競
合
を
惹
起
し
な
か
っ
た
こ
と
。
口
労
働
力
の
問
題
ー
同
世
紀
前
半
の
戦
争
で
は
、
ナ
ポ
レ

オ
ン
戦
争
や
そ
の
後
の
近
代
戦
の
と
き
と
比
べ
、
軍
隊
へ
の
動
員
率
が
低
か
っ
た
（
五
彩
以
下
）
。
兵
員
は
主
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
比

べ
、
人
口
増
加
が
展
傭
機
会
を
圧
迫
し
て
い
た
王
国
の
各
地
方
か
ら
徴
集
さ
れ
た
。
ま
た
入
隊
の
条
件
で
放
免
さ
れ
た
犯
罪
人
や
借
財
人
が
大
き

な
要
素
を
し
め
て
い
た
。
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
に
よ
っ
て
造
出
さ
れ
た
過
剰
人
口
の
存
在
を
考
え
れ
ば
「
前
半
の
戦
争
は
な
ん
ら
労
働
問
題
を
生

み
だ
し
は
し
な
か
っ
た
」
。
国
資
本
の
問
題
—
ー
ー
ロ
ン
ド
ン
と
地
方
の
金
融
的
結
び
つ
き
は
部
分
的
か
つ
希
海
で
あ
っ
た
。
建
築
や
運
河
、
道
路

の
改
修
お
よ
び
産
業
拡
張
の
金
融
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
た
地
方
の
投
資
家
は
、
一
七
七

0
年
以
前
に
は
政
府
の
貨
幣
需
要
に
よ
っ
て
影
響

を
蒙
っ
た
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
戦
時
財
政
の
調
達
は
、
主
と
し
て
①
海
外
資
本
市
場
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
信
用
、
②
捕
獲
賞
金

prize

m
o
n
e
y

の
形
を
と
っ
た
多
額
の
意
外
の
利
益
｝
↑
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
た
め
-
↑
、
国
内
の
資
本
市
場
は
あ
ま
り
影
響
を
う
け
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
一
八
世
紀
後
半
の
戦
争
で
は
、
戦
時
中
の
産
業
発
展
に
可
成
り
の
相
殺
要
因
が
存
在
し
、
そ
れ
が
恐
ら
く
戦
争
の
進
行
を
と
ど
め

た
で
あ
る
う
と
。

(John,
op. 
cit., 
p
p
.
 3
4
0
 |
 3
4
2
.
)
 

;
 Qu

o
 V
a
d
i
s
,
 
S
t
e
u
a
r
t
 ?
 

う
地
位
に
お
く
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
、

胴
西
大
學
『
鯉
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号

゜
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(
4
)
最
低
生
活
費
を
超
え
た
部
分
（
い
わ
ゆ
る
奢
修
）
か
ら
支
払
わ
れ
、
か
つ
利
潤
蓄
積
を
阻
害
し
な
い
よ
う
な
租
税
（
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の

pro-

portional taxes)
を
雄
＃
突
す
る
彼
は
、
租
税
徴
収
額
に
等
し
い
通
貨
量
が
増
加
さ
れ
る
な
ら
ば
、
租
税
が
支
出
を
通
じ
て
卜
＞
イ
ド
と
イ
ン
ダ

ス
ト
リ
イ
を
剌
激
し
、
仕
事
を
供
給
す
る
効
果
の
あ
る
こ
と
を
認
め
、

(vol.Il• 

p. 
5
5
4
.
)

次
の
よ
う
に
い
う
。
租
税
は
「
改
善
の
た
め
の
新

ら
し
い
建
築
物
に
投
賓
さ
れ
た
費
用
に
似
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
租
税
は
、
そ
れ
が
課
徴
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
適
切
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
民
全
体
の
繁
栄
と
安
寧
を
増
す
か
ら
で
あ
る
。
」

(vol.Il• 

p. 6
4
3
.
)

な
お
、

proportio
品
l

t
a
x
e
s
 J,[
つ
い
て
は
、
大
川
政
一
―
-
「
重
商
主
義
に
お
け
る
消
費
税
の
諸
論
拠
|
|
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
所
論
を
中
心
と
し
て
ー
|
'
」

＾
『
茨
城
大
学
文
理
学
部
紀
要
（
社
会
科
学
）
』
第
九
号
＞
参
看
゜

(
5
)

『
国
富
論
③
』
大
内
兵
衛
訳
（
岩
波
書
店
）
六
ペ
ー
ジ
。
後
者
の
湯
合
、
「
公
共
の
職
務
を
行
う
に
十
分
な
」
と
い
う
制
約
条
件
が
つ
い
て

い
る
こ
と
に
注
意
。

(
6
)

「
思
慮
あ
る
国
民
は
正
義
の
精
神
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
。
社
会
の
成
員

inhabitants
は
階
級
や
宗
派
を
こ
え
て
善
政

g
o
o
d
g
o
v
e
r
n
-

m
e
n
t

を
ま
も
る
権
利
が
あ
る
。
」

(
V
o
l
.
I
•
p. 
5
8
9
.
)
 

バ
ブ

9
9
9

(
7
)

「
国
家
の
澗
沢
は
そ
の
危
急
に
順
応
さ
せ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
」

(vol.Il• 

p. 
444.)

＇ 

「
国
家
の
手
中
に
あ
る
収
入
が
増
加
す
れ
ば
、
ト
レ
イ
ド
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
を
剌
激
し
、
仕
事
を
供
給
す
る
こ
と
の
で
き
る
経
費
を
形
成
す

る
。
」

(vol.Il• 

p. 
554.) 

(
8
)
”
公
債
か
租
税
か
“
と
い
う
問
題
は
、
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
ス
カ
リ
ズ
ム
の
下
で
の
択
一
方
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
が

必
ら
ず
し
も
公
債
至
上
主
義
者
で
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
事
情
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

(

9

)

彼
に
よ
る
公
債
お
よ
び
租
税
の
経
済
的
機
能
の
強
調
は
、
フ
ィ
ス
カ
リ
ズ
ム
に
経
済
理
論
的
根
拠
を
示
す
た
め
の
指
標
と
し
て
取
り
挙
げ
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
原
理
』
の
絶
対
的
目
標
で
あ
り
価
値
判
断
基
準
た
る
卜
＞
イ
ド
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
の
「
調
和
」
と
「
発
展
」
の

派
生
物
で
あ
っ
た
。

(10)
こ
の
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ィ
ス
カ
リ
ズ
ム
は
、
一
八
世
紀
全
般
に
わ
た
っ
て
貫
徹
さ
れ
た
国
家
の
原
理
で
あ
っ
た
が
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
形

骸
化
」
に
着
手
し
た
そ
の
対
象
も
他
な
ら
ぬ
こ
の
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ィ
ス
カ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。

(11) 
Vol. 
Il. 
p. 
4
6
3
.
 
さ
ら
に
、
借
入
れ
た
貨
幣
を
国
外
で
費
消
す
る
場
合
に
は
、
富
の
バ
ラ
ン
ス
が
外
国
に
有
利
な
状
態
に
な
る
。

I• 

p. 
511.)
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
当
然
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o,

イ
ギ
リ
ス
公
債
思
想
の
一
典
型
（
戒
田
）

(vol. 
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(12)

「
も
し
も
貨
幣
の
不
足
か
ら
、
す
な
わ
ち
流
通
が
十
分
で
な
く
て
、
利
子
の
高
い
状
態
が
国
内
で
つ
づ
く
場
合
、
流
通
を
ふ
や
す
の
に
そ
れ

以
外
の
方
法
が
な
い
な
ら
ば
、
（
外
国
か
ら
の
1

引
用
者
注
）
借
入
れ
は
そ
の
国
の
利
益
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
が
十
分
で
な
い
限
り
、
あ

ら
ゆ
る
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
は
必
ら
ず
衰
退
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」

(vol.
II, 
p. 
4
5
1
.
)
 

• 

(13)

「
政
府
の
費
用
で
支
持
さ
れ
か
つ
維
持
さ
れ
る
常
備
軍
で
も
っ
て
、
避
け
難
き
戦
争
を
遂
行
す
る
た
め
に
軍
の
増
員
を
必
要
と
す
る
時
で
あ

れ
、
ま
た
平
和
の
回
復
に
よ
っ
て
減
員
を
必
要
と
す
る
時
で
あ
れ
、
い
ず
れ
の
時
期
に
あ
っ
て
も
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
を
損
う
よ
う
な
突
発
的
な

変
革
を
少
し
も
伴
わ
ず
に
、
社
会
を
外
敵
か
ら
十
分
に
守
る
方
法
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。
」

(vol.
I• 

p. 
3
2
0
.
)
 

(14)
突
発
的
な
変
革
の
最
大
の
も
の
が
戦
争
で
あ
る
。
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
、
戦
争
が
交
易
圏
拡
大
の
手
段
と
な
り
う
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、

戦
争
の
主
た
る
原
因
を
君
主
の
領
土
拡
張
欲
な
ど
な
ど
、
心
理
的
諸
要
因
に
求
め
て
い
る
。

(vol.
I
 
,
 

p
p
.
 4
8
8
 |
 9.
)

こ
れ
は
、
「
人
間
は
理

性
よ
り
も
偏
見
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
」

(vol.
I
 
,
 

p. 
4
4
6
.
)

と
い
う
彼
の
人
間
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
戦
争
と
近
代
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
彼
は
、
「
戦
争
は
近
代
社
会
の
繁
栄
に
相
反
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(vol.
I• 

p. 
4
4
8
.
)
 

(15)
ト
レ
イ
ド
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
イ
を
損
う
も
の
は
す
ぺ
て
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
の
対
策
が
一
時
的
に
そ
れ
ら
を
阻
害

す
る
と
し
て
も
、
ま
ず
何
よ
り
政
治
を
経
済
に
優
先
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
躍
動
す
る
の
は
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
フ
ィ
ス
カ
リ
ズ
ム

で
あ
る
。

付
記
こ
の
拙
論
は
、
昨
年
十
一
月
大
阪
府
立
大
学
で
行
な
わ
れ
た
経
済
学
史
学
会
第
二
十
八
回
大
会
で
の
報
告
に
用
い
た
草
稿
に
加
筆
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
会
員
各
位
よ
り
数
々
の
有
益
な
御
批
判
や
御
教
示
を
頂
戴
し
た
が
、
討
論
者
と
い
う
わ
ず
ら
わ
し
い
役
を
い
と
わ

ず
お
引
き
う
け
下
さ
っ
た
西
南
学
院
大
学
の
川
島
信
義
氏
に
は
、
と
り
わ
け
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
わ
す
次
第
で
あ
る
。

鵬
西
大
學
『
編
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
六
号




