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一　

は
じ
め
に

一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
半
ば
前
後
の
時
期
い
わ
ば
産
業
革
命
前
夜
の
時
期
は
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
中
世
を
支
配
し
て
き
た

教
会
権
力
に
対
す
る
「
人
間
的
反
抗
の
時
代
」
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
封
建
的
諸
特
権
に
対
す
る
「
理
性
の
抵
抗
の
時
代
」
で
あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
（
１
）

。
別
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
時
期
は
ま
た
、
中
産
層
（
２
）

が
次
第
に
台
頭
し
て
き
て
、
彼
ら
の
力
と
言
動
が
無
視
で
き
な
く

な
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
徐
々
に
世
俗
化
さ
れ
て
き
て
、
経
済
的
な
目
で
眺
め
ら
れ
だ
し
た
時
代
で
も

あ
っ
た
（
３
）

。
新
し
い
社
会
層
で
あ
る
中
産
層
の
台
頭
と
そ
の
社
会
的
地
位
の
上
昇
、
こ
れ
が
こ
の
時
代
の
顕
著
な
社
会
的
現
象
で
あ
っ
た
こ

と
は
特
記
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
中
産
層
が
封
建
社
会
以
来
の
特
権
階
級
で
あ
っ
た
地
主
、
貴
族
、
教
会
人
、
宮
廷
人
、

貿
易
商
人
な
ど
の
旧
支
配
権
力
に
対
し
て
、
急
速
に
そ
の
発
言
力
を
増
し
、
社
会
的
影
響
力
を
も
ち
は
じ
め
た
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
新
興
の
中
産
層
の
立
場
に
立
っ
て
、
彼
ら
に
目
を
向
け
、
そ
の
役
割
に
期
待
を
か
け
た
人
物
に
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
が
い

る
。
こ
の
中
産
の
人
々
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
の
繁
栄
を
支
え
る
最
強
の
支
柱
で
あ
る
と
彼
は
信
じ
て
い
た
（
４
）

。
デ
フ
ォ
ー
は
『
イ
ギ
リ
ス
経
済

の
構
図
』
の
中
で
、
他
国
に
比
べ
て
イ
ギ
リ
ス
で
は
中
産
層
が
非
常
に
繁
栄
し
て
い
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
、
こ
の
中
産
層
こ
そ
が
今
イ

ギ
リ
ス
の
国
富
を
そ
の
双
肩
に
担
っ
て
い
る
中
堅
グ
ル
ー
プ
な
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
当
時
イ
ギ
リ
ス
は
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の

列
強
を
抑
え
て
、
ま
さ
に
七
つ
の
海
に
制
灞
を
成
し
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
そ
の
原
動
力
は
ほ
か
な
ら
ぬ
中
産
層
の
繁
栄
で
あ
り
、
そ
し
て

こ
の
中
産
層
の
繁
栄
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
さ
ら
に
輝
か
し
い
将
来
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
（
５
）

。
事
実
、
一
八
世
紀
半
ば
前

後
か
ら
本
格
化
す
る
産
業
革
命
（
６
）

で
、
イ
ギ
リ
ス
は
「
世
界
の
工
場
」
と
し
て
君
臨
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
的
な
制
灞
を
完
全
な
も
の
に

す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
産
業
革
命
の
原
動
力
に
な
っ
た
人
々
の
中
堅
グ
ル
ー
プ
も
ま
た
、
中
産
層
の
中
か
ら
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
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デ
フ
ォ
ー
は
中
産
層
の
立
場
に
立
ち
、
も
の
0

0

を
言
っ
て
い
た
が
、
も
ち
ろ
ん
デ
フ
ォ
ー
以
外
に
も
、
当
時
中
産
層
の
立
場
に
立
つ
人
は

数
多
く
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ほ
ど
透
徹
し
た
史
眼
を
も
っ
て
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
繁
栄
と
中
産
層
の
役
割
と
の
関
連
を

見
極
め
た
人
は
ご
く
稀
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
デ
フ
ォ
ー
の
中
産
層
の
役
割
へ
の
評
価
は
、
や
が
て
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
連
な
っ
て
い
く

と
い
う
意
味
で
、
は
な
は
だ
重
要
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
も
中
産
層
に
目
を
向
け
、
産
業
革
命
と
い
う
経
済
発
展
の
基
盤
と
な
っ
た
も
の
0

0

が
、

中
産
層
に
由
来
し
、
そ
う
し
た
も
の
0

0

が
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
を
準
備
し
た
の
だ
と
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
デ
フ
ォ
ー
や
ス
ミ
ス
が
産
業
革
命
を
準
備
し
た
と
高
く
評
価
し
た
も
の
0

0

、
つ
ま
り
中
産
層
の
属
性
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
中
産
層

の
も
つ
宗
教
倫
理
、
徳
性
、
価
値
観
や
思
考
、
さ
ら
に
中
産
層
の
日
々
の
生
活
態
度
、
行
動
様
式
な
ど
は
、
一
体
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
（
７
）

。
ま
た
中
産
層
の
属
性
は
、
上
層
お
よ
び
下
層
の
階
級
の
属
性
と
比
較
し
て
、
ど
の
よ
う
な
点
に
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
さ
ら
に
経
済
論
の
視
点
か
ら
、
彼
ら
が
中
産
層
を
評
価
し
た
理
由
は
、
ど
ん
な
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
８
）

。

小
論
で
は
、
こ
う
し
た
点
を
主
と
し
て
デ
フ
ォ
ー
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
漂
流
記
』、『
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
構
図
』、
ス
ミ
ス

の
『
道
徳
感
情
論
』、『
国
富
論
』
を
取
り
上
げ
、
紙
幅
の
許
す
限
り
、
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

（
１
）	

大
河
内
一
男
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（『
人
類
の
知
的
遺
産
』
42
）、
講
談
社
、
昭
和
五
四
年
、
四
一
三
頁
。

（
２
）	

中
産
層
に
関
し
て
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
中
産
層
理
解
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
応
、
上
流
の
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
・
地
主
層

が
土
地
所
有
と
そ
こ
か
ら
あ
が
る
地
代
収
入
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
中
産
層
は
土
地
所
有
で
は
な
く
、
専
門
職
を
含
む
と
は
い
え
、

主
と
し
て
商
工
業
に
そ
の
基
礎
を
置
く
階
層
で
あ
っ
て
、
被
雇
用
者
と
し
て
の
職
人
や
労
働
者
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
社
会
層
と
し
て
お
こ
う
。

尚
、
関
口
尚
志
「
中
産
層
文
化
と
デ
フ
ォ
ー
の
世
界
」、
道
重
一
郎
「
イ
ギ
リ
ス
中
産
層
の
形
成
と
消
費
文
化
」（
関
口
尚
志
・
梅
津
順
一
・
道
重
一

郎
『
中
産
層
文
化
と
近
代
─
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
の
世
界
か
ら
─
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
九
年
、
所
収
）
を
み
よ
。
中
産
層
は
、
ミ
ド
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ル
・
ク
ラ
ス
、
中
産
階
級
、
中
産
市
民
層
、
中
産
身
分
層
な
ど
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
名
で
言
わ
れ
て
い
る
。

（
３
）	

野
沢
敏
治
「
ス
ミ
ス
に
お
け
る
教
育
と
学
問
」（
上
）『
経
済
科
学
』
×
×
Ⅲ
─
2
、
名
古
屋
大
学
経
済
学
部
、
三
一
頁
を
み
よ
。

（
４
）	
デ
フ
ォ
ー
『
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
構
図
』（
山
下
幸
夫
・
天
川
潤
次
郎
訳
）、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
、
解
説
、
四
一
〇
頁
。

（
５
）	
大
塚
久
雄
『
社
会
科
学
に
お
け
る
人
間
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
七
頁
。

（
６
）	

留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
産
業
革
命
は
、
国
会
か
ら
経
済
的
援
助
の
風
を
送
っ
て
も
ら
う
必
要
も
な
く
、
自
力
で
邁
進
し
た
。
だ

が
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
高
い
関
税
障
壁
が
国
内
産
業
に
長
い
間
息
つ
く
暇
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。
流
動
資
本
と
利
潤
の
両
方
が
直
接
課

税
を
免
れ
て
い
た
。
資
本
は
自
由
に
運
用
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。」（R

oy	P
orter,	 E

n
glish

 S
ociety in

 th
e E

igh
teen

th
 C

en
tu

ry

（R
evised	

E
dition

）,	1982.

ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
18
世
紀
の
社
会
』（
目
羅
公
和
訳
）、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
六
年
、
四
六
六
頁
。

（
７
）	

佐
伯
宣
親
『
産
業
革
命
の
思
想
と
文
化
』
成
文
堂
、
平
成
三
年
を
み
よ
。

（
８
）	C

f,	E
.R
oyston	P

ike,	 H
u

m
an

 D
ocu

m
en

ts of A
d

am
 S

m
ith

’s T
im

e,	1974,	pp.187-216.

二　

中
産
層
の
台
頭
と
階
級
の
流
動
化

産
業
革
命
前
夜
に
お
け
る
著
し
い
社
会
的
現
象
は
、
中
産
層
の
台
頭
と
そ
の
社
会
的
地
位
の
上
昇
、
つ
ま
り
封
建
社
会
以
来
の
特
権
階

層
に
対
し
て
、
中
産
層
が
急
速
に
そ
の
発
言
力
を
増
し
、
社
会
的
影
響
力
を
も
ち
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
中
産
層
は
、
前

述
の
よ
う
に
、
上
流
階
層
と
も
労
働
者
層
と
も
区
別
さ
れ
、「
資
本
の
充
用
と
労
働
者
の
雇
用
」
な
ら
び
に
「
蓄
積
と
向
上
」
を
本
質
的

特
徴
と
す
る
、
主
と
し
て
商
工
業
に
そ
の
基
礎
を
置
く
新
興
の
社
会
層
で
あ
っ
（
１
）

た
（
２
）

。

他
方
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
上
流
階
層
の
一
角
を
占
め
る
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
層
が
そ
の
経
済
的
没
落
と
窮
乏
を
深
め
、
彼
ら
が

生
き
延
び
る
た
め
中
産
層
と
の
金
力
目
当
て
の
政
略
結
婚
を
し
た
り
、
貴
族
や
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
の
地
位
を
売
買
し
た
り
し
て
、
そ
の
没
落
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を
食
い
止
め
よ
う
と
さ
ま
ざ
ま
な
妥
協
を
試
み
た
時
代
で
あ
っ
た
。
デ
フ
ォ
ー
は
、
こ
の
辺
の
事
情
を
『
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
構
図
』
の
中

で
数
多
く
述
べ
て
い
る
。
い
く
つ
か
を
引
用
し
よ
う
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
階
層
の
流
動
化
の
一
端
が
よ
く
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
今
や
貴
族
や
古
く
か
ら
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
が
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
の
所
領
を
売
り
払
い
、
庶
民

や
商
工
業
者
ら
が
そ
れ
ら
を
買
い
取
っ
た
の
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
は
今
や
貴
族
よ
り
豊
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま

た
商
工
業
者
ら
は
、
彼
ら
す
べ
て
よ
り
も
さ
ら
に
豊
か
で
あ
る
（
３
）

。」

「
商
工
業
者
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
メ
ン
に
な
れ
な
い
と
彼
ら
は
言
う
け
れ
ど
も
、
し
か
も
な
お
、
商
工
業
者
は
今
日
、
こ
の
王
国
の
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
地
方
で
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
メ
ン
の
資
格
を
買
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
（
４
）

。」

「
贅
沢
と
高
級
な
生
活
に
よ
り
、
土
地
財
産
を
浪
費
し
消
尽
し
た
た
め
に
、
そ
の
家
運
が
衰
え
、
衰
微
し
て
し
ま
っ
た
古
い
家
柄
が
、

他
方
で
は
富
み
栄
え
て
は
い
る
が
息
子
が
な
く
、
そ
の
た
め
に
財
産
を
女
系
の
孫
に
残
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
よ
う
な
商
工
業
者
の
娘

と
縁
組
し
、
侮
ら
れ
て
い
た
商
工
業
者
と
血
を
交
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
回
復
し
、
立
直
っ
て
い
る
〔
数
多
く
の
例
が
あ
る
（
５
）

〕。」

こ
の
よ
う
に
し
て
「
貴
族
お
よ
び
地
主
層
の
衰
微
し
た
土
地
財
産
が
回
復
さ
れ
、
ま
た
そ
の
家
族
の
傷
が
よ
り
豊
か
な
商
工
業
者
の
娘

に
よ
っ
て
癒
さ
れ
た
よ
う
に
、
他
方
で
は
商
工
業
者
自
身
の
手
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
息
子
た
ち
の
援
助
を
え
て
、
地
主
層
の
中

の
多
く
の
家
族
が
そ
の
身
分
を
全
く
失
う
ほ
ど
に
没
落
し
、
貧
し
さ
と
困
窮
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
い
た
と
き
に
、
彼
ら
は
そ
の
気
力
を
回

復
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
６
）

。」

「
商
工
業
は
一
言
で
い
え
ば
、
古
い
家
々
が
没
落
し
、
衰
退
し
た
と
き
こ
れ
を
引
き
上
げ
る
。
そ
し
て
古
い
家
々
が
失
わ
れ
、
消
滅
し

た
と
こ
ろ
に
新
し
い
家
を
植
え
つ
け
る
（
７
）

。」

「
家
運
の
傾
き
つ
つ
あ
る
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
は
、
彼
ら
の
身
代
が
失
わ
れ
て
ゆ
く
の
を
見
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
息
子
た
ち
を
商
工
界
へ
と
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押
し
出
し
て
や
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
次
に
息
子
た
ち
の
努
力
に
よ
り
、
し
ば
し
ば
そ
の
家
の
身
代
を
回
復
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

商
工
業
者
は
ジ
ェ
ン
ト
ル
メ
ン
と
な
り
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
メ
ン
は
商
工
業
者
と
な
る
（
８
）

。」

こ
う
し
た
引
用
文
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
上
流
の
貴
族
層
と
中
産
層
の
間
で
階
級
間
の
移
動
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
や
思

惑
な
ど
で
、
か
な
り
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
（
９
）

。

と
こ
ろ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
中
産
の
市
民
層
に
と
っ
て
の
交
流
の
場
は
「
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
」
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
彼
ら
は
コ
ー

ヒ
ー
ハ
ウ
ス
に
集
合
し
、
社
交
し
、
固
有
の
文
化
を
創
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
上
層
の
特
権
階
級
の
人
々
が
も
っ
ぱ
ら
「
茶
」
を
社
交
の

用
具
に
使
用
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
中
産
の
市
民
層
は
好
ん
で
「
コ
ー
ヒ
ー
」
を
飲
み
、
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
に
集
合
し
た
。
で
は
コ
ー

ヒ
ー
ハ
ウ
ス
と
は
、
具
体
的
に
は
如
何
な
る
場
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
と
は
一
杯
一
ペ
ニ
ー
の
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
、
人
々
が
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
話
題
に
つ
い
て
論
じ
あ
い
、
語
り

あ
っ
た
情
報
セ
ン
タ
ー
の
こ
と
で
あ
り
、
暇
つ
ぶ
し
の
場
の
こ
と
で
あ
り
、
反
政
府
陰
謀
の
震
源
地
で
あ
り
、
商
品
や
株
の
取
引
所
で
、

は
た
ま
た
新
思
想
の
醸
成
の
場
で
も
あ
っ
た
（
10
）

。
そ
の
上
、
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
は
新
聞
・
週
刊
誌
な
ど
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
生
み
、
小
説

と
い
う
文
学
の
大
ジ
ャ
ン
ル
と
文
筆
を
も
っ
て
生
計
を
た
て
る
人
々
の
サ
ー
ク
ル
、
す
な
わ
ち
文
壇
を
生
み
、
さ
ら
に
は
王
立
学
士
院
を

も
育
ん
だ
の
で
あ
る
（
11
）

。
一
八
世
紀
初
期
に
は
、
二
千
軒
以
上
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
が
ロ
ン
ド
ン
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
12
）

。
上
田
辰
之

助
は
「
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
の
繁
盛
と
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
勃
興
と
は
、
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
（
13
）

」
と
書
い
て
い
る
。

さ
ら
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
市
民
た
ち
は
自
分
の
行
き
つ
け
の
店
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
も
市
民
の
日
課
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
訪
問
客
な
ど
は
、
決
ま
っ
た
時
間
に
彼
の
な
じ
み

0

0

0

の
店
へ
行
け
ば
必
ず
と
い
う
ほ
ど
当
人
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

何
で
も
、
連
中
は
出
掛
け
に
「
誰
か
が
訪
ね
て
来
た
ら
、
例
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
に
行
っ
て
い
る
か
ら
ね
」
と
徒
弟
に
言
い
渡
し
て
い
く
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の
を
常
と
し
て
い
た
ら
し
い
（
14
）

。
上
流
の
特
権
階
級
が
「
茶
」
の
会
を
中
心
に
怠
惰
で
非
生
産
的
な
時
間
の
浪
費
を
や
っ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
中
産
の
市
民
層
は
、
上
述
の
よ
う
に
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
に
集
合
し
て
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
、
評
論
を
行
な
い
、
知
見
を
広
め
、
商
品
や

株
の
取
引
を
し
た
の
で
あ
る
（
15
）

。

以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
上
流
の
特
権
階
級
が
依
然
社
会
的
に
優
位
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
中

産
層
と
の
格
差
は
一
七
世
紀
後
半
以
来
か
な
り
縮
ま
っ
て
き
て
い
た
。
大
地
主
や
貴
族
の
中
に
も
、
商
工
業
に
従
事
す
る
者
が
出
現
し
、

中
産
の
市
民
層
と
手
を
結
び
、
そ
の
結
果
、
中
産
層
も
肩
書
き
を
得
て
、
下
院
に
議
席
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
社
会
的
地
位
を
向
上
さ

せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
今
や
中
産
層
は
一
団
と
な
っ
て
社
会
的
・
経
済
的
発
展
を
遂
げ
、
独
自
の
文
化
を
創
り
出
し
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
役
立
っ
た
の
が
、
上
述
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
の
流
行
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
中
産
層
の
も
つ
日
常
生
活
に
お
け
る
宗
教
倫
理
、
徳
性
、
思
考
、
さ
ら
に
彼
ら
の
生
活
態
度
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
な
ど
は
、

一
体
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
れ
を
見
よ
う
。

（
１
）	

関
口
尚
志
、
前
掲
論
文
、
三
二
頁
。

（
２
）	D

aniel	D
efoe,	 A

 P
lan

 of th
e E

n
glish

 C
om

m
erce,	 bein

g a C
om

pleat P
rospect of th

e T
rad

e of th
is N

ation
, as w

ell th
e 

H
om

e T
rad

e as th
e F

oreign,	S
econd	E

dition,	1730,	R
eprints	of	E

conom
ic	C
lassics,	1967,	p.50.　

邦
訳
、
六
〇
頁
。

（
３
）	

Ibid. ,	p.81.　

邦
訳
、
八
六
頁
。

（
４
）	
Ibid.,	p.81.　

邦
訳
、
八
六
頁
。

（
５
）	

Ibid.,	pp.81-2.　

邦
訳
、
八
六
頁
。

（
６
）	

Ibid.,	p.83.　

邦
訳
、
八
八
頁
。



五
二
〇

（
７
）	

Ibid.,	pp.12-3.　

邦
訳
、
二
八
─
九
頁
。

（
８
）	

「
娘
に
持
参
金
を
た
っ
ぷ
り
つ
け
れ
ば
、
貧
乏
貴
族
の
若
い
息
子
を
網
に
捕
ら
え
て
自
分
の
娘
と
結
婚
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
そ
れ
が

ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
息
子
と
商
人
の
娘
と
の
縁
組
み
、
土
地
持
ち
が
金
持
ち
を
抱
き
込
む
、「
当
世
風
結
婚
」
で
あ
っ
た
」
と
ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
は

記
し
て
い
る
。（
ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
、
前
掲
訳
書
、
七
四
─
五
頁
。）

（
９
）	

角
山
栄
・
村
岡
健
次
・
川
北
稔
『
産
業
革
命
と
民
衆
』（『
生
活
の
世
界
歴
史
10
』）、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
二
年
、
九
五
─
六
頁
。

（
10
）	

同
書
、
九
六
頁
。

（
11
）	

上
田
辰
之
助
『
蜂
の
寓
話
─
自
由
主
義
経
済
の
根
底
に
あ
る
も
の
─
』（『
上
田
辰
之
助
著
作
集
4
』）、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
七
年
、
六
八
頁
。

（
12
）	

同
書
、
六
八
頁
。

（
13
）	

落
合
幸
二
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
世
界
』
彩
流
社
、
一
九
八
四
年
、
二
四
二
頁
。

（
14
）	

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
、
大
河
内
一
男
編
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
味
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年
、
一
四
八
頁
。

（
15
）	

櫻
庭
信
之
『
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
と
絵
画
』
大
修
館
書
店
、
一
九
八
三
年
、
一
五
四
頁
。

三　

中
産
層
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
旧
教
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
が
社
会
の
隅
々
ま
で
侵
透
し
て
お
り
、
人
々
の
思
考
、
慣
習
、
生
活
態
度
を

規
定
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
的
な
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
に
お
い
て
は
、
営
利
の
追
求
、
利
潤
の
動
機

な
ど
経
済
生
活
の
領
域
は
、
道
徳
的
に
は
卑
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
１
）

。

と
こ
ろ
が
一
六
世
紀
に
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
宗
教
改
革
の
結
果
、
旧
教
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
と
制
度
が
否

定
さ
れ
、
こ
れ
に
代
っ
て
人
々
に
新
し
い
教
義
と
新
し
い
積
極
的
な
生
活
態
度
が
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
的
禁
欲
主
義
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の
よ
う
に
日
常
生
活
か
ら
逃
避
し
、
離
脱
す
る
こ
と
で
神
に
接
近
す
る
の
で
は
な
く
、
世
俗
の
内
部
で
日
常
生
活
を
聖
化
し
、
神
に
接
近

す
る
こ
と
が
唱
え
ら
れ
た
。
世
俗
的
活
動
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

人
は
俗
世
間
か
ら
逃
避
す
る
の
で
は
な
く
て
、
俗
世
間
の
中
に
あ
っ
て
、
神
に
仕
え
る
た
め
に
俗
世
間
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
、

こ
れ
は
そ
れ
ま
で
奨
励
さ
れ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
、
す
な
わ
ち
現
世
的
な
も
の
か
ら
の
隔
絶
・
逃
避
の
教
義
と
相
反
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
日
常
生
活
に
お
け
る
勤
労
と
節
約
こ
そ
が
、
す
べ
て
の
人
の
な
し
う
る
最
高
の
禁
欲
で
あ
り
、
無
為
と
休
息
と
奢
侈
こ

そ
が
神
授
の
使
命
・
天
職
に
背
く
宗
教
的
悪
徳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
が
織
り
な
す

日
常
の
現
世
的
活
動
を
是
認
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
欲
望
の
解
放
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
逆
の
「
世
俗
内
的
禁
欲
」
を
通
し

て
で
あ
っ
た
。
自
分
の
職
業
を
神
の
「
お
召
し
」（calling

）
と
聖
化
し
て
考
え
、
そ
の
職
業
（
天
職
）
に
忠
実
に
、
禁
欲
的
に
尽
く
す
こ

と
に
よ
っ
て
神
に
奉
仕
す
る
の
が
人
間
の
使
命
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
（
２
）

。
こ
の
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
職
業
倫
理
が
近
代
資
本
主
義

を
準
備
し
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
名
著
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精

神
』（
以
下
、『
精
神
』
と
略
記
）
の
中
で
詳
細
に
語
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
３
）

。
こ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
教
義
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
中
産

層
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

さ
て
『
精
神
』
の
中
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ク
ス
タ
ー
の
宗
教
観
が
イ
ギ
リ
ス
の
中
産
階
級
の
経
済
倫
理
に
与
え
た
影

響
の
大
き
さ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
道
徳
神
学
の
も
っ
と
も
包
括
的
な
綱
要
（
４
）

」
と
言
わ
れ
た
バ
ク
ス
タ
ー
の
『
キ
リ

ス
ト
教
指
針
』（
以
下
、『
指
針
』
と
略
記
）
は
、
一
貫
し
て
怠
惰
を
戒
め
、
真
面
目
に
働
く
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
直
接
神
へ

の
礼
拝
を
行
っ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
自
分
の
合
法
的
な
職
業
（
コ
ー
リ
ン
グ
）
で
あ
る
仕
事
（
ビ
ジ
ネ
ス
）
に
専
念
す
る
よ
う
に
努
め
ね
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ば
な
ら
な
い
。」「
自
分
の
天
職
（
コ
ー
リ
ン
グ
）
で
あ
る
勤
労
に
は
げ
み
な
さ
い
。」「
あ
な
た
方
は
そ
れ
ぞ
れ
絶
え
間
な
く
働
く
べ
き
職

業
（
コ
ー
リ
ン
グ
）
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
働
き
を
止
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
直
接
神
に
礼
拝
を
し
て
い
る
と
き
だ
け
だ
、
と
い
う

こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
（
５
）

。」
と
。
ま
た
「
労
働
と
勤
勉
は
精
神
を
合
法
的
な
仕
事
に
向
け
、
そ
れ
故
、
多
く
の
危
険
な
誘
惑
か
ら
遠

ざ
け
、
虚
飾
と
罪
か
ら
守
り
ま
す
（
６
）

」
と
も
説
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
バ
ク
ス
タ
ー
の
『
指
針
』
に
は
、
間
断
の
な
い
き
び
し
い
労
働
へ

の
教
え
が
繰
り
返
し
、
時
に
は
激
情
的
な
ま
で
に
、
一
貫
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
以
下
の
よ
う
に
、
時
間
の
浪
費
を
せ
ぬ
よ
う
に
忠
告
し
て
い
る
。「
常
に
時
間
を
大
切
に
し
、
毎
日
自
分
の
時
間
を
な
く
さ
ぬ
よ

う
に
も
っ
と
注
意
す
れ
ば
、
あ
な
た
方
は
自
分
の
金
銀
を
な
く
さ
ぬ
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
無
駄
な
気
晴
ら
し
や
衣
服
、
御
馳
走
、
無

駄
話
、
無
益
な
交
友
、
そ
れ
に
睡
眠
な
ど
の
ど
れ
か
が
、
あ
な
た
方
に
誘
惑
と
な
っ
て
時
間
を
奪
い
そ
う
に
な
っ
た
ら
、
よ
く
よ
く
注
意

し
な
さ
い
（
７
）

。」
こ
の
引
用
文
に
は
、「
時
は
金
（
カ
ネ
）
な
り
」
と
い
う
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
格
言

を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
格
言
は
、
バ
ク
ス
タ
ー
の
時
間
に
関
す
る
指
針
の
世
俗
化
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
８
）

。

バ
ク
ス
タ
ー
の
『
指
針
』
に
よ
っ
て
「
貧
し
い
こ
と
を
願
う
の
は
、
…
…
神
の
栄
光
を
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
…
…
神
に
い
っ
そ
う
喜

ば
れ
る
よ
う
な
天
職
を
、
つ
ま
り
、
い
っ
そ
う
多
く
を
利
得
し
う
る
よ
う
な
有
益
な
職
業
（
９
）

」
を
選
ぶ
の
が
義
務
と
さ
れ
た
。「
神
の
た
め

に
あ
な
た
方
が
労
働
し
、
富
裕
に
な
る
と
い
う
の
は
よ
い
こ
と
な
の
だ
（
10
）

。」
バ
ク
ス
タ
ー
に
と
っ
て
営
利
活
動
と
信
仰
と
は
互
い
に
相
容

れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
両
者
は
自
然
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
11
）

。

バ
ク
ス
タ
ー
の
教
え
を
受
け
容
れ
て
い
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
（
清
教
徒
（
12
）

）
た
ち
は
、
自
分
の
職
業
を
天
職
と
考
え
、
怠
惰
を
戒
め
て
勤
勉

に
働
い
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
彼
ら
に
と
っ
て
勤
勉
、
節
約
、
慎
慮
と
い
っ
た
新
し
い
徳
性
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ピ
ュ
ー
リ

タ
ン
に
は
、
浪
費
や
奢
侈
は
害
悪
で
あ
り
、
節
約
を
心
が
け
、
不
正
を
行
わ
ず
、
日
々
、
正
直
な
生
活
を
実
践
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
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こ
の
宗
教
倫
理
上
の
教
え
は
、
や
が
て
節
約
を
実
行
し
勤
勉
で
規
律
あ
る
経
済
人
の
育
成
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
言
う
。

「
こ
う
し
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
観
は
近
代
の
経
済
人

0

0

0

の
揺
籃
を
守
っ
た
の
だ
っ
た
（
13
）

」
と
。
こ
の
点
が
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム

（
清
教
主
義
）
が
、
中
産
層
の
市
民
に
与
え
た
影
響
の
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
（
14
）

。

さ
ら
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
が
後
に
与
え
た
影
響
の
今
一
つ
の
重
要
な
点
は
、「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
人

生
観
は
、
…
…
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
市
民
的
な
、
経
済
的
に
合
理
的
な

0

0

0

0

生
活
態
度
へ
向
か
お
う
と
す
る
傾
向
に
対
し
て
有
利
に
作
用

し
た
（
15
）

」
こ
と
で
あ
る
。「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
担
う
エ
ー
ト
ス
は
、
合
理
的
・
市
民
的
な
経
営
0

0

と
労
働
0

0

の
合
理
的
組
織
の
そ
れ
だ
っ
た
（
16
）

。」

こ
の
エ
ー
ト
ス
は
、
主
と
し
て
商
工
業
に
基
礎
を
お
き
、
労
働
者
を
雇
用
し
て
商
品
生
産
を
行
な
い
利
潤
の
極
大
化
を
追
求
す
る
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
中
産
層
な
い
し
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
出
身
の
近
代
的
企
業
家
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
。
こ
の
近
代
的
企
業
家
は
、「
徹
底
し

て
国
家
的
特
権
の
上
に
立
つ
商
人
・
問
屋
・
植
民
地
的
資
本
主
義
に
対
す
る
激
烈
な
反
対
者
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
（
17
）

。」「
こ
う
し
て
─
─
イ

ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
国
家
的
特
権
の
上
に
立
つ
独
占
企
業
が
、
ま
も
な
く
す
べ
て
消
滅
し
て
し
ま
う
の
に
ひ
き
か
え
─
─
ピ
ュ
ー
リ
タ

ニ
ズ
ム
の
創
造
し
た
心
理
的
起
動
力
は
、
政
府
の
権
力
に
た
よ
ら
な
い
、
部
分
的
に
は
、
む
し
ろ
そ
れ
に
抵
抗
し
て
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た

産
業
に
、
決
定
的
な
助
力
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
（
18
）

。」
上
述
の
こ
と
か
ら
、
中
産
層
出
身
の
近
代
的
企
業
家
の
経
済
人
と
し
て
の
目
覚

め
が
、
実
は
当
時
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
観
と
う
ま
く
融
合
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
経
済
を
融
合
し
た
こ
の
新
し
い
人
間
像
つ
ま
り
経
済
人
は
、
当
時
の
中
産
層
の
特
質
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
中
産
層
は
、
資
本
主
義
精
神
の
担
い
手
で
あ
っ
て
、
や
が
て
世
間
の
信
頼
を
も
得
て
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
主
流
を
な
す

の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ト
ー
ニ
ー
は
、
以
下
の
よ
う
に
的
を
射
た
言
葉
で
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
清
教
主
義
の
旗
手
と
な
っ
た
の
は
、

ど
こ
で
も
こ
う
し
た
中
産
階
級
の
人
々
で
あ
っ
た
。」「
清
教
主
義
は
、
英
国
の
中
産
階
級
の
教
師
で
あ
っ
た
（
19
）

」
と
。
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（
１
）	

梅
津
順
一
『
近
代
経
済
人
の
宗
教
的
根
源
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
九
年
、
二
〇
〇
頁
。

（
２
）	

安
藤
英
治
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
』（『
人
類
の
知
的
遺
産
』
62
）
講
談
社
、
昭
和
五
四
年
、
二
一
八
─
二
四
四
頁
を
み
よ
。

（
３
）	
安
藤
英
治
編
『
ウ
ェ
ー
バ
ー　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
有
斐
閣
新
書
、
一
九
九
五
年
を
み
よ
。

（
４
）	M

ax	W
eber,	D

ie	protestantische	E
thik	und	der

》G
eist

《des	K
apitalism

us,	 G
esam

m
elte A

u
fsätze zu

r R
eligion

ssoziologie,	

B
d.1,	1920,	S

.164.

（
以
下
、G

A
zR

S

と
略
記
）、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』（
大
塚

久
雄
訳
）
岩
波
文
庫
（
ワ
イ
ド
版
）、
一
九
九
一
年
、
二
九
〇
頁
。

（
５
）	

G
A

zR
S
,	S
.169.　

邦
訳
、
三
〇
一
頁
。

（
６
）	

梅
津
順
一
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
牧
師
バ
ク
ス
タ
ー
─
教
会
改
革
と
社
会
形
成
─
』
教
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
二
六
七
頁
。

（
７
）	

G
A

zR
S
,	S
.168.　

邦
訳
、
二
九
七
─
八
頁
。

（
８
）	

梅
津
順
一
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
牧
師
バ
ク
ス
タ
ー
』、
一
〇
九
─
一
〇
頁
。

（
９
）	

G
A

zR
S
,	S
.176.　

邦
訳
、
三
一
〇
─
一
頁
。

（
10
）	

G
A

zR
S
,	S
.175.　

邦
訳
、
三
一
〇
頁
。

（
11
）	

日
本
に
お
い
て
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
思
想
は
、
た
と
え
ば
曹
洞
宗
の
禅
僧
、
鈴
木
正
三
（
一
五
七
九
─
一
六
五
五
）
の
『
万
民
徳
用
』
の
中

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。『
万
民
徳
用
』
の
特
色
は
、「
世
法
則
仏
法
」
の
倫
理
思
想
を
展
開
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
世
の
生
活
の
中
に
仏

道
修
行
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
正
三
は
、
現
世
の
職
業
生
活
が
仏
教
と
矛
盾
し
な
い
の
で
は
な
く
、
仏
教
そ
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
換

言
す
れ
ば
、
現
実
生
活
に
お
け
る
職
業
労
働
の
実
践
の
う
ち
に
仏
教
の
本
質
が
あ
る
と
い
う
。（
芹
川
博
通
『
い
ま
な
ぜ
東
洋
の
経
済
倫
理
か
─
仏

教
・
儒
教
・
石
門
心
学
に
聞
く
─
』
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
五
年　

五
七
頁
。）

（
12
）	

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
を
い
う
。
世
俗
の
職
業
を
重
視
し
、
禁
欲
や
勤
勉
を
説
き
、
絶
対
王
政
の
支
柱
で
あ
っ
た
イ

ギ
リ
ス
国
教
会
派
や
特
権
を
も
つ
大
商
人
と
対
立
を
深
め
た
。
尚
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
さ
ら
に
、
組
合
派
（
会
衆
派
）、
長
老
派
、
バ
プ
テ
ス
ト
、

ク
エ
ー
カ
ー
な
ど
の
宗
派
に
分
か
れ
た
。

（
13
）	

G
A

zR
S
,	S
.195.　

邦
訳
、
三
五
一
頁
。
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（
14
）	

天
川
潤
次
郎
・
寺
本
益
英
『
社
会
経
済
史
講
義
』
学
文
社
、
二
〇
〇
四
年
、
四
六
─
七
頁
。

（
15
）	

G
A

zR
S
,	S
.195.　

邦
訳
、
三
五
〇
─
一
頁
。

（
16
）	

G
A

zR
S
,	S
.186.　

邦
訳
、
三
二
〇
頁
。

（
17
）	

G
A

zR
S
,	S
.201.　

邦
訳
、
三
六
一
頁
。

（
18
）	

G
A

zR
S
,	S
.201.　

邦
訳
、
三
六
一
頁
。

（
19
）	R

ichard	H
enry	T

aw
ney,	 R

eligion
 an

d
 th

e	 R
ise of C

apitalism
: A

 H
istorical S

tu
d

y,	w
ith	A

	P
refatory	N

ote	by	D
r.C
hales	

G
ore,	P

elican	B
ooks,	1948,	p.202.	

ト
ー
ニ
ー
『
宗
教
と
資
本
主
義
の
興
隆
』（
出
口
勇
蔵
・
越
智
武
臣
訳
）
岩
波
書
店
、（
下
）、
一
九
九
三
年
、

一
〇
〇
─
一
頁
。

四　

デ
フ
ォ
ー
の
中
産
層
の
評
価

前
述
の
よ
う
に
、
バ
ク
ス
タ
ー
に
と
っ
て
営
利
活
動
と
信
仰
と
は
互
い
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
両
者
は
自
然
に
一
致
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
神
の
た
め
に
労
働
し
、
富
裕
に
な
る
こ
と
は
善
で
あ
っ
た
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
で
あ
っ
た
デ
フ
ォ
ー
は
、
こ
の
バ
ク

ス
タ
ー
の
教
義
を
継
承
し
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
経
済
観
の
神
髄
な
の
で
あ
る
（
１
）

。
や
が
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
中
産
層
な

い
し
彼
ら
出
身
の
近
代
的
企
業
家
（
経
済
人
）
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
営
利
活
動
＝
「
財
産
（
富
）
へ
の
道
」
が
、
そ
の
ま
ま
「
徳
性
へ
の

道
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
に
至
る
。
旧
教
の
支
配
す
る
封
建
社
会
で
は
、
経
済
人
と
し
て
の
行
動
は
、
む
し
ろ
蔑
視

す
べ
き
人
間
行
動
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
上
、
上
層
の
特
権
階
級
は
奢
侈
や
放
蕩
の
た
め

に
、
一
方
下
層
階
級
は
貧
困
の
た
め
に
、「
徳
性
へ
の
道
」
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
双
方
に
と
っ
て

「
財
産
へ
の
道
」
が
、
そ
の
ま
ま
「
徳
性
へ
の
道
」
に
つ
な
が
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
。
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デ
フ
ォ
ー
は
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
漂
流
記
』
の
中
で
、
こ
う
し
た
諸
階
層
の
人
間
像
を
鋭
い
洞
察
力
を
も
っ
て
見
抜
い
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
デ
フ
ォ
ー
は
資
本
主
義
の
精
神
の
担
い
手
と
し
て
の
中
産
層
に
対
す
る
賛
美
の
言
葉
と
と
も
に
、
上
層
お
よ
び
下
層
の

両
階
級
の
陥
り
易
い
悪
徳
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
目
せ
ら
れ
る
。『
漂
流
記
』
を
デ
フ
ォ
ー
が
出
版
し
た
頃
、
外
国
貿
易
に
は

ま
だ
多
分
に
一
か
八
か
の
冒
険
的
な
要
素
が
残
存
し
て
い
て
、
乾
坤
一
擲
の
投
機
的
性
格
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ロ
ビ
ン
ソ

ン
自
身
も
、
そ
う
い
う
冒
険
を
や
っ
て
み
た
い
。
自
分
も
兄
と
同
様
、
貿
易
商
人
と
し
て
海
外
で
活
躍
し
た
い
と
目
論
ん
で
い
た
（
２
）

。
そ
れ

を
察
知
し
た
父
親
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
止
め
る
。

「
運
を
賭
し
て
外
国
に
行
っ
て
一
旗
揚
げ
、
尋
常
一
様
で
な
い
仕
事
を
や
っ
て
名
前
を
あ
げ
よ
う
な
ん
て
い
う
連
中
は
、
ど
ん
底
生
活

に
喘
い
で
い
る
よ
う
な
連
中
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
ひ
ど
く
野
心
的
な
金
と
運
に
恵
ま
れ
た
連
中
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
な
の
だ
。
こ
う
い

う
こ
と
は
、
お
前
な
ど
の
手
の
届
く
こ
と
で
も
な
い
し
、
ま
た
そ
こ
ま
で
身
を
落
し
て
や
る
ま
で
も
な
い
こ
と
な
の
だ
（
３
）

。」

さ
ら
に
父
親
は
言
葉
を
続
け
、「
お
前
の
身
分
は
中
位
の
身
分
で
、
い
わ
ば
下
層
社
会
の
上
の
部
に
い
る
と
い
う
わ
け
な
の
だ
。
自
分

の
長
年
の
経
験
に
よ
る
と
、
こ
の
位
い
い
身
分
は
な
い
し
、
人
間
の
幸
福
に
も
一
番
ぴ
っ
た
り
あ
っ
て
も
い
る
。
身
分
の
い
や
し
い
連
中

の
惨
め
さ
や
苦
し
さ
、
血
の
に
じ
む
よ
う
な
辛
酸
を
な
め
る
必
要
も
な
い
。
身
分
の
高
い
連
中
に
つ
き
も
の
の
驕
り
や
贅
沢
や
野
心
や
妬

み
に
悩
さ
れ
る
必
要
も
な
い
。
こ
う
い
う
身
分
が
ど
ん
な
に
幸
福
な
も
の
か
、
ほ
か
の
連
中
が
ど
れ
程
羨
ま
し
が
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
た
だ
け
で
も
分
か
り
そ
う
な
も
の
だ
。
偉
い
地
位
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
に
昔
か
ら
ど
れ
程
多
く
の
王
様
が
そ
の
悲
し
み
を
味

わ
っ
て
き
た
こ
と
か
。
二
つ
の
極
端
の
、
つ
ま
り
貴
賤
の
中
間
に
生
ま
れ
て
き
て
い
た
ら
、
と
願
っ
て
き
た
こ
と
か
。
貧
も
富
も
避
け
た

い
と
願
っ
た
賢
者
は
、
中
位
の
身
分
こ
そ
本
当
の
幸
福
の
基
準
で
あ
る
こ
と
を
証
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
４
）

」
と
説
得
す
る
。

こ
の
引
用
文
に
は
、
人
間
に
つ
い
て
の
豊
か
で
細
や
か
な
観
察
に
基
礎
を
置
い
た
多
く
の
人
間
的
真
実
が
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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さ
ら
に
父
親
は
、
中
産
層
へ
の
賛
美
の
言
葉
を
続
け
る
。

「
中
位
の
生
活
は
実
際
、
あ
ら
ゆ
る
美
徳
、
あ
ら
ゆ
る
楽
し
み
の
源
泉
と
い
え
る
。
こ
の
ち
ょ
う
ど
頃
合
い
の
暮
ら
し
に
は
、
い
わ
ば

平
和
と
豊
か
さ
と
い
う
侍
女
が
か
し
ず
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
祝
福
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
節
制
や
中
庸
や
平
静

や
健
康
や
社
交
が
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
こ
こ
ち
よ
い
娯
楽
、
あ
ら
ゆ
る
望
ま
し
い
楽
し
み
が
あ
る
。
こ
う
や
っ
て
こ
そ
、
人
間
は
静
か
に

穏
や
か
に
世
間
を
渡
っ
て
ゆ
き
、
ま
た
楽
し
く
世
を
去
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
（
５
）

。」　

引
用
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
産
層
の
み
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
祝
福
を
享
受
し
、
安
ら
か
な
生
活
を
営
み
な
が
ら
静
か
に
世
の
中
を
渡
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

と
し
て
の
デ
フ
ォ
ー
の
人
生
訓
が
如
実
に
語
ら
れ
て
い
る
（
６
）

。

ま
た
デ
フ
ォ
ー
に
よ
れ
ば
経
済
的
視
点
、
つ
ま
り
消
費
購
買
力
の
視
点
か
ら
も
、
中
産
層
は
地
主
・
貴
族
な
ど
の
上
流
階
級
よ
り
も
す

ぐ
れ
て
い
る
と
言
う
。
デ
フ
ォ
ー
は
中
産
層
、
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
健
全
な
消
費
を
強
調
す
る
と
と
も
に
重
視
し
、
富
裕
な
上
流
層
の
悪
徳

に
由
来
す
る
浪
費
に
著
し
く
批
判
的
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
に
あ
っ
て
は
、
産
業
活
動
は
富
裕
な
上
層
階
級
の
悪
徳
に
由
来
す
る
浪

費
に
依
存
し
て
発
展
す
る
と
考
え
た
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
経
済
認
識
に
は
批
判
的
で
あ
り
、
一
方
中
産
階
級
と
広
汎
な
勤
労
者
階
級
の
堅
実

な
消
費
こ
そ
産
業
発
展
を
支
え
る
主
要
な
要
因
で
あ
る
と
主
張
し
た
ハ
チ
ス
ン
の
立
場
に
組
す
る
も
の
で
あ
る
。
デ
フ
ォ
ー
も
ハ
チ
ス
ン

も
大
衆
的
国
内
市
場
に
対
す
る
確
信
に
立
ち
、
上
流
層
の
奢
侈
に
頼
ら
ぬ
経
済
建
設
を
自
然
で
現
実
的
な
イ
ギ
リ
ス
の
姿
と
考
え
た
（
７
）

。

デ
フ
ォ
ー
は
そ
れ
故
、
一
部
の
中
産
層
の
中
に
、
富
裕
な
上
流
層
の
よ
う
に
「
見
せ
よ
う
見
ら
れ
よ
う
」
と
す
る
模
倣
0

0

と
い
う
空
虚
で

低
俗
き
わ
ま
る
思
い
上
が
り
に
熱
中
し
て
耳
を
か
さ
な
い
風
潮
が
あ
る
こ
と
を
自
省
を
込
め
て
批
判
し
、
そ
う
し
た
浪
費
と
虚
栄
は
道
徳

を
腐
敗
さ
せ
る
と
と
も
に
、
商
工
業
者
の
破
滅
へ
の
近
道
だ
と
警
告
し
た
の
だ
。
商
工
業
者
は
、
本
来
、
上
流
層
と
教
育
や
価
値
体
系
を

異
に
し
て
い
る
。
職
業
生
活
に
は
「
勤
勉
と
節
約
」
が
必
要
で
、「
怠
惰
と
浪
費
」
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
上
流
層
の
行
動
を
見
習
う



五
二
八

の
は
困
難
で
あ
り
、
危
険
で
す
ら
あ
る
、
こ
う
デ
フ
ォ
ー
は
考
え
て
い
た
（
８
）

。
デ
フ
ォ
ー
は
ま
た
、
上
流
の
富
裕
層
の
奢
侈
や
浪
費
が
国
内

経
済
の
産
業
構
造
を
歪
め
、
国
際
収
支
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
を
厳
し
く
指
摘
し
た
。
上
流
の
富
裕
層
の
破
滅
的
な
愚
行
に
依
存
す
る
不
自

然
で
信
用
で
き
な
い
新
産
業
が
は
び
こ
り
、
奢
侈
品
の
輸
入
で
貿
易
収
支
が
赤
字
に
な
っ
て
、
健
全
な
国
民
経
済
の
繁
栄
と
そ
の
支
柱
で

あ
る
国
民
的
製
造
工
業
が
損
わ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
デ
フ
ォ
ー
は
、
中
産
層
が
上
位
の
社
会
層
の
生
活
様
式
を
模
倣
0

0

し
て
有
害
な
奢
侈
に
感
染
す
る
こ
と
を
強
く

懸
念
し
戒
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
デ
フ
ォ
ー
に
と
っ
て
、
消
費
と
は
あ
く
ま
で
も
勤
労
と
節
約
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
、
中
産

の
市
民
層
と
広
く
勤
労
大
衆
の
健
全
な
消
費
行
動
（
大
衆
的
国
内
市
場
）
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
産
層
の
「
勤
勉
に
よ
る
利

得
」
と
と
も
に
勤
労
大
衆
（
労
働
者
層
）
の
「
購
買
力
と
し
て
の
賃
金
」
を
重
視
す
る
デ
フ
ォ
ー
の
大
衆
的
消
費
市
場
論
は
、
彼
の
『
イ

ギ
リ
ス
経
済
の
構
図
』
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
二
つ
の
階
層
、
つ
ま
り
製
造
業
者
と
商
店
主
の
…
…
労
働
、
な
い
し
は
取
引
上
の
勤
勉
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
彼
ら
の
利
得
と
、
そ
し

て
ま
た
信
じ
難
い
ほ
ど
の
彼
ら
の
数
に
よ
っ
て
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
産
物
と
、
ま
た
当
地
に
輸
入
さ
れ
た
他
国
民
に
よ
る
産
物
の
国

内
消
費
は
並
は
ず
れ
て
大
き
い
の
で
あ
る
し
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
取
引
は
、
…
…
驚
く
べ
き
大
き
さ
に
ま
で
達
し
て
い
る
の
だ
。
…
…
彼

ら
は
よ
く
食
べ
、
十
分
に
飲
む
。
彼
ら
の
食
事
、（
つ
ま
り
）
肉
類
に
つ
い
て
言
え
ば
、
た
と
え
ば
牛
肉
や
羊
肉
、
ま
た
ベ
ー
コ
ン
な
ど
の

消
費
は
、
彼
ら
の
生
活
環
境
に
応
じ
て
気
前
が
よ
く
、
そ
れ
は
極
端
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
浪
費
的
で
す
ら
あ
る
（
９
）

。」

イ
ギ
リ
ス
国
民
の
生
活
水
準
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
中
で
も
断
ト
ツ
で
あ
っ
た
。
デ
フ
ォ
ー
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
民
は
「
中

産
の
身
分
で
商
工
業
に
従
事
し
、
か
な
り
よ
い
暮
ら
し
を
し
て
い
る
勤
勉
な
国
民
な
の
で
、
彼
ら
の
暮
ら
し
向
き
の
よ
さ
が
、
国
内
の
生

産
品
と
同
様
、
外
国
品
の
巨
大
な
消
費
に
対
し
て
も
機
会
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
世
界
の
い
か
な
る
国
も
こ
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れ
に
匹
敵
す
る
も
の
が
な
（
10
）

い
（
11
）

。」

こ
の
よ
う
な
生
活
水
準
の
高
さ
は
、
中
産
層
の
み
に
限
ら
れ
ず
、
勤
労
大
衆
（
労
働
者
層
）
に
お
い
て
も
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。
彼
ら

の
生
活
水
準
の
高
さ
は
、
具
体
的
に
は
賃
金
の
高
さ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
労
働
者
層
の
暮
ら
し
向

き
が
良
く
て
「
彼
ら
は
温
か
い
と
こ
ろ
で
休
み
、
豊
か
に
暮
ら
し
、
激
し
く
働
き
、
そ
し
て
欠
乏
を
知
ら
ず
（
ま
た
知
る
必
要
も
な
い
。）

…
…
あ
な
た
方
の
消
費
の
大
半
を
引
き
受
け
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
人
々
な
の
で
あ
る
。
…
…
彼
ら
の
賃
金
に
よ
っ
て
彼
ら
は
豊
か
な
暮

ら
し
が
で
き
、
ま
た
彼
ら
の
贅
沢
な
上
に
大
ま
か
で
、
自
由
な
の
び
の
び
と
し
た
生
活
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
産
物
と
同
様
、
外
国
の
産

物
の
消
費
を
こ
の
よ
う
な
大
き
さ
に
ま
で
引
き
上
げ
た
（
12
）

。」

悪
徳
に
陥
り
易
い
富
裕
層
と
貧
困
層
に
批
判
的
で
あ
る
一
方
、
さ
ま
ざ
ま
な
祝
福
を
享
受
し
、
安
ら
か
な
生
活
を
営
み
な
が
ら
静
か
に

世
間
を
渡
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
中
産
層
を
高
く
買
っ
た
デ
フ
ォ
ー
、
そ
し
て
富
裕
層
の
奢
侈
的
消
費
に
著
し
く
批
判
的
で
あ
る
が
、

中
産
層
の
商
工
業
者
と
勤
労
大
衆
の
堅
実
な
消
費
に
基
礎
を
置
い
た
大
衆
的
消
費
市
場
を
重
視
し
た
デ
フ
ォ
ー
、
こ
う
し
た
デ
フ
ォ
ー
の

見
解
は
、
の
ち
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
そ
れ
を
見
よ
う
。

（
１
）	

天
川
潤
次
郎
「
一
八
世
紀
初
頭
の
社
会
経
済
倫
理
の
起
源
─
デ
フ
ォ
ー
の
著
作
に
つ
い
て
─
」『
経
済
学
論
究
』
第
一
七
巻
第
一
号
、
関
西
学

院
大
学
経
済
学
研
究
会
を
み
よ
。

（
２
）	

大
塚
久
雄
『
社
会
科
学
に
お
け
る
人
間
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
四
頁
。

（
３
）	D
aniel	D

efoe,	 R
obin

son
 C

ru
soe,	introduction	by	G

uy	N
.P
ocock,	M

.A
.E
verym

an ’s	L
ibrary,	1966,	p.5.　

デ
フ
ォ
ー
『
ロ
ビ
ン

ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』（
平
井
正
穂
訳
）、（
上
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
一
二
頁
。

（
４
）	

Ibid.,	pp.5-6.　

邦
訳
、
一
二
─
三
頁
。



五
三
〇

（
５
）	

Ibid.,	p.6.　

邦
訳
、
一
三
頁
。

（
６
）	

天
川
潤
次
郎
「
産
業
革
命
前
夜
に
お
け
る
経
済
倫
理
の
継
承
と
展
開
㈡
」『
社
会
経
済
史
学
』
4
・
5
、
有
斐
閣
を
み
よ
。

（
７
）	
関
口
尚
志
、
前
掲
論
文
、
五
九
─
六
〇
頁
。

（
８
）	
同
論
文
、
四
〇
頁
。

（
９
）	D

aniel	D
efoe,	 A

 P
lan

 of th
e E

n
glish

 C
om

m
erce,	p.101.　

邦
訳
、
一
〇
二
─
三
頁
。

（
10
）	

Ibid.,	p.79.　

邦
訳
、
八
四
頁
。

（
11
）	

ジ
ョ
サ
イ
ア
・
タ
ッ
カ
ー
は
、
家
庭
用
備
品
や
装
飾
品
に
対
す
る
消
費
需
要
の
旺
盛
さ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
は
「
オ
ラ

ン
ダ
を
別
に
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
の
国
に
見
ら
れ
る
よ
り
も
、
家
の
中
に
よ
り
便
利
な
設
備
を
有
し
、
清
潔
で
品
の
よ
い
家
具
の
数
を
さ

ら
に
増
や
そ
う
と
し
、
絨
緞
、
衝
立
、
窓
の
カ
ー
テ
ン
、
家
内
用
呼
び
り
ん
、
磨
か
れ
た
真
鍮
製
錠
前
、
炉
格
子
な
ど
な
ど
─
外
国
の
同
じ
身
分
の

人
々
の
間
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
物
─
の
種
類
を
豊
富
に
し
よ
う
と
す
る
。」（
ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
、
前
掲
訳
書
、
四
六
六
頁
。）

（
12
）	D

aniel	D
efoe,	 A

 P
lan

 of th
e E

n
glish

 C
om

m
erce,	pp.101-2.　

邦
訳
、
一
〇
三
─
四
頁
。

五　

ス
ミ
ス
の
中
産
層
の
評
価

デ
フ
ォ
ー
と
同
様
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
も
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
中
産
層
な
い
し
彼
ら
出
身
の
近
代
的
企
業
家
こ
そ
、
経
済
人
と
し
て
の
営

利
活
動
つ
ま
り
「
財
産
（
富
）
へ
の
道
」
が
、
そ
の
ま
ま
「
徳
性
へ
の
道
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
ら
こ
そ
新
し
い
徳
性

と
し
て
の
勤
勉
、
節
約
、
慎
慮
な
ど
を
生
み
だ
す
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
大
河
内
一
男
は
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
勤
勉
・

節
約
を
も
っ
て
次
第
に
自
己
の
資
本
を
蓄
積
し
つ
つ
社
会
的
に
興
隆
し
は
じ
め
て
い
た
中
産
階
級
に
あ
っ
て
は
、
営
利
活
動
は
何
ら
軽
蔑

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
内
に
宗
教
的
な
救
い
さ
え
見
出
す
に
い
た
っ
た
こ
と
、
す
で
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
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研
究
の
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
営
利
活
動
の
是
認
も
ま
た
同
様
な
根
拠
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
（
１
）

。」

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
上
流
の
富
裕
層
は
豪
奢
な
生
活
を
送
り
、
破
倫
に
陥
り
易
い
た
め
に
、
貧
困
層
は
窮
乏
生
活
に
よ
っ
て
経
済
人

と
し
て
の
徳
性
を
生
み
だ
す
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
富
裕
層
も
貧
困
層
も
、「
財
産
（
富
）
へ
の
道
」

が
そ
の
ま
ま
「
徳
性
へ
の
道
」
に
つ
な
が
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
は
『
道
徳
感
情
論
』
の
中
で
、
中
産
層
の
も
つ
徳
性
、
生
活
態
度
、
行
動
様
式
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
中
流
お
よ
び
下
流
の
、
生
活
上
の
地
位
に
お
い
て
は
、
徳
性
へ
の
道
と
財
産
へ
の
道
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
地
位
に
あ
る
人
々
が
、

獲
得
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
も
妥
当
で
あ
る
よ
う
な
財
産
へ
の
道
は
、
幸
福
な
こ
と
に
、
た
い
て
い
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
。

す
べ
て
の
中
流
お
よ
び
下
流
の
職
業
に
お
い
て
は
、
真
実
で
堅
固
な
職
業
的
諸
能
力
が
、
慎
慮
、
正
義
、
不
動
、
節
制
の
行
動
と
結
合
す

れ
ば
、
成
功
し
そ
こ
な
う
こ
と
は
、
め
っ
た
に
あ
り
え
な
い
。
…
…
そ
の
う
え
、
中
流
お
よ
び
下
流
の
、
生
活
上
の
地
位
に
あ
る
人
々
は
、

け
っ
し
て
法
律
を
越
え
る
に
十
分
な
ほ
ど
偉
く
は
あ
り
え
ず
、
法
律
は
、
少
く
と
も
正
義
の
諸
法
則
の
う
ち
の
重
要
な
も
の
に
対
し
て
は
、

あ
る
種
の
尊
敬
を
も
つ
よ
う
に
、
彼
ら
を
威
圧
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
々
の
成
功
は
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
常
に
、
彼
ら
の
隣

人
と
同
輩
と
の
、
好
意
と
好
評
と
に
依
存
す
る
し
、
か
な
り
規
則
正
し
い
行
動
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
め
っ
た
に
得
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
直
は
最
良
の
方
策
だ
と
い
う
昔
か
ら
の
諺
は
、
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
完
全
な
真
理

と
し
て
当
て
嵌
ま
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
、
か
な
り
の
程
度
の
徳
性
が
あ
る
こ
と
を
期
待

す
る
の
だ
し
、
社
会
の
最
良
な
道
徳
に
と
っ
て
幸
運
に
も
、
こ
れ
ら
の
境
遇
が
、
人
類
の
う
ち
の
は
る
か
に
大
き
な
部
分
の
も
の
な
の
で

あ
る
（
２
）

。」
引
用
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
産
層
の
生
活
状
態
に
あ
る
人
々
に
つ
い
て
言
え
ば
、
彼
ら
の
大
多
数
に
あ
っ
て
は
、「
財
産
（
富
）
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へ
の
道
」
と
「
徳
性
へ
の
道
」
と
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
。
慎
慮
、
正
義
、
節
制
な
ど
の
諸
徳
性
に
基
づ
い

て
、
彼
ら
が
有
し
て
い
る
職
業
的
諸
能
力
を
、
た
ゆ
ま
ず
鍛
え
、
発
揮
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
彼
ら
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
成
功
へ
の

も
っ
と
も
確
実
な
道
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
、「
隣
人
や
同
輩
の
好
意
と
好
評
」
を
も
得
る
こ
と
に
な
る
、
こ
う
ス
ミ
ス
は
言

う
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
デ
フ
ォ
ー
と
同
様
、
ス
ミ
ス
の
中
産
層
も
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
倫
理
観
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
で
あ
ろ
う
。
水
田
洋
は
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
の
精
神
を
生
み
だ
し
た
も
の
と
さ
れ
た
新
教
と
く
に

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
も
、
民
衆
（
中
産
層
─
─
引
用
者
）
の
宗
教
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
（
３
）

」
と
言
っ
て
い
る
。

梅
津
順
一
は
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
の
原
点
に
お
い
て
は
、
人
間
行
動
は
道
徳
感
情
に
か
か
わ
ら
せ
て
理
解
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
そ
の
倫
理
的
資
質

0

0

0

0

0

は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
世
俗
内
的
禁
欲

0

0

0

0

0

0

の
刻
印
を
帯
び
て
い
た
（
４
）

」
と
言
う
。
し
か
し
水
田
洋
が
言
う
よ
う
に

「
ス
ミ
ス
の
時
代
に
は
、
資
本
主
義
の
精
神
は
初
期
の
宗
教
的
性
格
を
か
な
り
失
っ
て
、
職
業
に
お
け
る
成
功
を
神
の
道
と
し
て
で
な
く
、

成
功
そ
の
も
の
と
し
て
、
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
（
５
）

。」
こ
の
点
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
て
中
産
層
と
は
対
照
的
に
、
上
流
の
富
裕
層
に
あ
っ
て
は
、
不
幸
に
し
て
事
情
は
異
な
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
富
裕
層
の
間
で
は

「
成
功
と
昇
進
」
と
は
、
中
産
層
の
間
で
重
視
さ
れ
る
、
前
述
の
諸
徳
性
や
諸
能
力
に
依
存
し
な
い
。
そ
こ
で
は
「
へ
つ
ら
い
と
偽
り
」

と
が
、
賞
賛
に
値
す
る
諸
徳
性
と
諸
能
力
に
対
し
て
優
位
を
占
め
る
（
６
）

。
そ
の
成
功
と
昇
進
は
「
理
解
力
が
あ
り
豊
富
な
知
識
を
も
っ
た
同

等
者
た
ち
の
評
価
で
は
な
く
、
無
知
高
慢
で
誇
り
高
い
、
上
長
者
た
ち
の
気
ま
ぐ
れ
で
ば
か
げ
た
好
意
（
７
）

」
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
だ
。「
王

侯
た
ち
の
宮
廷
」
や
「
上
流
の
人
々
の
応
接
室
」
と
い
っ
た
「
腐
敗
し
た
社
会
」
に
お
い
て
は
、「
傲
慢
で
く
だ
ら
な
い
へ
つ
ら
い
者
た

ち
」
が
幅
を
き
か
せ
、「
戦
士
、
政
治
家
、
哲
学
者
、
ま
た
は
立
法
者
の
、
堅
固
で
男
性
的
な
諸
徳
性
」
と
か
、「
す
べ
て
の
偉
大
で
畏
怖

す
べ
き
徳
性
」
と
か
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
「
最
大
の
軽
蔑
と
嘲
笑
」
す
ら
受
け
る
（
８
）

。
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問
題
は
、
こ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
く
て
、
も
っ
と
大
き
な
害
悪
を
中
産
の
市
民
層
の
人
々
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
ス
ミ
ス
は
言
う
。

ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、「
富
裕
な
人
々
と
上
流
の
人
々
に
感
嘆
し
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
を
模
倣
す
る
、
わ
れ
わ
れ
の
性
向
の
た
め
に
（
９
）

」、
そ

こ
か
ら
も
っ
と
重
大
な
新
た
な
憂
慮
す
べ
き
道
徳
感
情
な
い
し
倫
理
観
の
腐
敗
が
発
生
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
産
層
が
も
つ
、

こ
の
模
倣
す
る
と
い
う
性
向
の
た
め
に
、
彼
ら
の
間
に
お
い
て
さ
え
、
上
層
の
富
裕
階
級
と
同
様
の
憂
慮
す
べ
き
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
が

は
び
こ
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
上
流
の
富
裕
層
の
「
流
行
の
衣
服
」「
流
行
の
語
体
」
な
ど
の
生
活
様
式
を
模
倣
し
、
い
っ

そ
う
悪
い
こ
と
に
は
、
上
流
層
の
行
う
悪
徳
愚
行
さ
え
、
中
産
の
市
民
層
の
心
中
で
は
是
認
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
富
裕
層

を
模
倣
し
彼
ら
に
類
似
す
る
こ
と
を
誇
る
の
で
あ
る
（
10
）

。」　

ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
面
で

…
…
こ
の
国
の
中
流
階
級
の
人
々
は
目
上
の
人
々
の
ま
ね
を
し
よ
う
と
懸
命
で
あ
っ
た
（
11
）

。」

さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
は
、「
多
く
の
貧
乏
人
は
富
裕
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
誇
り
と
し
、
…
…
こ
の
羨
望
さ
れ
る
境
遇
に
到
達
す
る
た

め
に
、
財
産
へ
の
志
願
者
た
ち
は
余
り
も
し
ば
し
ば
、
徳
性
へ
の
道
を
放
棄
す
る
（
12
）

。」　

貧
困
者
た
ち
に
あ
っ
て
も
「
へ
つ
ら
い
と
偽
り
」

と
が
、
ま
た
「
高
慢
と
虚
栄
」
と
が
、
や
が
て
「
堅
固
で
男
性
的
な
諸
徳
性
」
や
「
偉
大
で
畏
怖
す
べ
き
諸
徳
性
」
に
代
っ
て
そ
の
地
位

を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
上
流
の
富
裕
層
の
み
な
ら
ず
、
社
会
の
屋
台
骨
を
背
負
っ
て
立
つ
中
産
層
の
人
々
の
間
に
さ
え
起
こ
り
う
る
、

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
道
徳
感
情
な
い
し
倫
理
観
の
腐
敗
の
危
険
性
に
ス
ミ
ス
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
の
で
あ
る
。

道
徳
感
情
な
い
し
倫
理
観
の
腐
敗
ゆ
え
に
、
中
産
層
の
経
済
人
と
し
て
の
新
し
い
徳
性
つ
ま
り
慎
慮
、
勤
勉
、
節
約
と
い
っ
た
倫
理
的

資
質
が
涵
養
し
え
ず
、
そ
の
結
果
、
経
済
的
視
点
つ
ま
り
経
済
発
展
に
必
要
な
資
本
蓄
積
と
そ
れ
に
基
づ
く
国
民
的
富
裕
の
達
成
は
楽
観

的
に
進
行
し
え
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
や
抵
抗
に
遭
遇
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
（
13
）

。
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
中
産
層
の
新

し
い
徳
性
つ
ま
り
勤
勉
、
節
約
と
い
っ
た
資
本
主
義
の
精
神
が
涵
養
さ
れ
ず
、
そ
の
結
果
、
国
民
的
富
裕
の
社
会
の
実
現
は
不
可
能
に
な
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り
、
し
た
が
っ
て
「
政
治
経
済
学
は
、
国
民
と
主
権
者
の
双
方
を
と
も
に
富
ま
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
（
14
）

」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
富
裕

の
達
成
を
実
現
で
き
な
い
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
経
済
発
展
に
必
要
な
資
本
蓄
積
に
関
し
て
言
え
ば
、
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
貯
蓄
の
主
要
な
主
体
を
ど
こ
に
見
た
か
と
言

う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
ス
ミ
ス
は
一
方
に
お
い
て
「
勤
勉
で
は
な
く
節
約
が
、
資
本
増
加
の
直
接
の
原
因
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど

勤
勉
は
節
約
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
る
対
象
物
を
提
供
す
る
。
だ
が
、
勤
勉
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
多
く
が
獲
得
さ
れ
よ
う
と
、
も
し
節
約
が

そ
れ
を
貯
蓄
し
貯
蔵
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
、
資
本
は
け
っ
し
て
大
き
く
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
15
）

」
と
言
っ
て
、
貯
蓄
の
主
体
が
、
勤
勉

の
主
体
に
も
な
り
う
る
雇
用
生
産
的
労
働
者
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
富
裕
な
上
流
層
は
「
怠
惰
な
客
人
や

家
事
使
用
人
（
16
）

」
に
支
出
し
、
高
い
利
潤
を
む
さ
ぼ
る
大
貿
易
商
人
は
「
節
約
と
い
う
真
面
目
な
美
徳
（
17
）

」
を
こ
と
ご
と
く
破
壊
さ
せ
る
傾
向

が
強
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
ス
ミ
ス
が
、
節
約
を
実
践
し
、
貯
蓄
の
主
体
と
な
る
典
型
的
な
階
層
と
し
て
考
え
て
い
た
の
は
、

中
産
層
に
属
す
る
人
々
で
あ
っ
た
と
言
え
る
（
18
）

。

別
言
す
れ
ば
、
ス
ミ
ス
が
『
国
富
論
』
で
強
く
主
張
し
た
、「
個
人
が
自
己
の
境
遇
の
改
善
を
め
ざ
す
営
々
と
し
て
行
う
努
力
（
19
）

」
こ
そ
、

経
済
発
展
に
必
要
な
資
本
蓄
積
と
そ
れ
に
基
づ
く
国
民
的
富
裕
の
社
会
を
め
ざ
す
推
進
力
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
推
進
力
の
担
い
手
が
、

中
産
層
に
属
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
デ
フ
ォ
ー
の
み
な
ら
ず
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
も
、
中
産
層
の
人
々
へ
の
評
価

は
高
く
、
信
頼
も
厚
く
、
こ
れ
か
ら
到
来
す
る
本
格
的
な
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
社
会
に
と
っ
て
必
要
な
人
材
と
し
て
、
そ
の
成
熟
を
期
待
し

た
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
中
産
層
の
人
々
の
繁
栄
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
さ
ら
に
輝
か
し
い
将
来
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
（
20
）

。
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（
１
）	

大
河
内
一
男
『
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
』（『
大
河
内
一
男
著
作
集
』
第
三
巻
）
青
林
書
院
新
社
、
一
九
七
〇
年
、
一
〇
三
頁
。

（
２
）	A

dam
	S
m
ith,	 T

h
e T

h
eory of M

oral S
en

tim
en

ts,	edited	by	D
.D
.R
aphael	and	A

.L
.M
acfie,	G

lasgow
	edition,	O

xford,	1976,	p.63.
（
以
下
、T

M
S

と
略
記
）
水
田
洋
訳
『
道
徳
感
情
論
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
九
六
─
七
頁
。

（
３
）	
水
田
洋
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
』
未
来
社
、
一
九
七
五
年
、
一
九
三
頁
。

（
４
）	

梅
津
順
一
『
近
代
経
済
人
の
宗
教
的
根
源
』、
二
四
四
─
五
頁
。

（
５
）	

水
田
洋
、
前
掲
書
、
一
九
三
─
四
頁
。

（
６
）	

T
M

S
,	p.63.　

邦
訳
、
九
七
頁
。

（
７
）	

T
M

S
,	p.63.　

邦
訳
、
九
七
頁
。

（
８
）	

T
M

S
,	p.63.　

邦
訳
、
九
七
頁
。

（
９
）	

T
M

S
,	p.64.　

邦
訳
、
九
八
頁
。

（
10
）	

T
M

S
,	p.64.　

邦
訳
、
九
八
頁
。

（
11
）	

ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
、
前
掲
訳
書
、
一
〇
七
頁
。

（
12
）	

T
M

S
,	p.64.　

邦
訳
、
九
八
頁
。

（
13
）	

川
島
信
義
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
諸
国
民
の
富
』
の
成
立
と
『
道
徳
感
情
の
理
論
』
の
改
訂
」『
経
済
学
論
集
』
第
一
六
巻
第
三
号
、
西
南
学

院
大
学
を
み
よ
。

（
14
）	A

dam
	S
m
ith,	 A

n
 In

qu
iry in

to th
e N

atu
re an

d
 C

au
ses of th

e W
ealth

 of N
ation

s,	edited	by	R
.H
.C
am
pbell,	A

.S
.S
kinner,	

G
lasgow

	edition,	O
xford,	1976,	V

ol.Ⅰ
,	p.428.

（
以
下
、W

N
と
略
記
）、
大
河
内
一
男
監
訳
『
国
富
論
』
中
央
公
論
社
、
Ⅱ
、
七
五
頁
。

（
15
）	

W
N
.Ⅰ
,	p.337.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
五
二
八
─
九
頁
。

（
16
）	

W
N
.Ⅰ
,	p.338.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
五
二
九
頁
。

（
17
）	

W
N
.Ⅱ
,	p.612.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
三
八
一
頁
。

（
18
）	

岡
田
純
一
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和
五
二
年
、
一
六
八
頁
。



五
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（
19
）	

W
N
.Ⅰ
,	p.343.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
五
三
六
頁
。

（
20
）	

大
塚
久
雄
、
前
掲
書
、
三
七
頁
。

六　

結
び
に
か
え
て

今
ま
で
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
半
ば
前
後
の
時
期
、
い
わ
ば
産
業
革
命
前
夜
の
時

期
は
、
社
会
現
象
と
し
て
見
れ
ば
、
新
し
い
社
会
層
で
あ
る
中
産
層
の
台
頭
と
そ
の
社
会
的
地
位
の
上
昇
の
時
代
で
あ
っ
た
。

「
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
背
骨
」
と
言
わ
れ
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
た
、
こ
の
新
興
の
中
産
層
の
立
場
に
立
ち
、
彼
ら
の
革
新
性
を
評
価
し
、

そ
の
役
割
に
期
待
を
か
け
て
い
た
人
物
に
デ
フ
ォ
ー
と
少
し
後
に
ス
ミ
ス
が
い
た
。
他
国
に
比
べ
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
中
産
層
が
非
常
に
繁

栄
し
て
い
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
、
こ
う
い
う
中
産
の
市
民
層
こ
そ
が
、
今
イ
ギ
リ
ス
の
国
富
を
そ
の
双
肩
に
担
っ
て
い
る
中
堅
な
の
だ

と
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
こ
の
中
産
層
こ
そ
、
将
来
の
イ
ギ
リ
ス
の
繁
栄
を
支
え
る
最
強
の
支
柱
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
（
１
）

。

資
本
主
義
の
精
神
を
も
つ
経
済
人
と
し
て
の
中
産
層
の
人
々
は
、
産
業
革
命
と
い
う
経
済
発
展
の
基
盤
と
な
っ
た
社
会
的
・
文
化
的
・

倫
理
的
な
諸
変
化
、
た
と
え
ば
封
建
社
会
に
あ
っ
て
は
価
値
の
低
い
下
賤
な
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
利
潤
動
機
、
競
争
倫
理
な
ど
を
積
極

的
に
是
認
す
る
心
性
、
そ
の
上
利
己
心
か
ら
生
ず
る
慎
慮
、
勤
勉
、
節
約
と
い
っ
た
新
し
い
徳
性
を
身
に
つ
け
て
い
た
（
２
）

。
そ
れ
に
加
え
て

デ
フ
ォ
ー
も
ス
ミ
ス
も
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
教
義
で
育
っ
た
中
産
層
の
人
々
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
営
利
活
動
＝
「
財
産
へ
の
道
」
の
み
が
、

そ
の
ま
ま
「
徳
性
へ
の
道
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
中
産
層
お
よ
び
勤
労
大
衆
層
（
労
働
者
層
）
の
健
全
な
消
費
行
動
が
、



産
業
革
命
前
夜
に
お
け
る
中
産
層
の
役
割
（
山
口
）

五
三
七

国
内
の
消
費
市
場
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

中
産
層
と
は
対
照
的
に
、
上
流
の
富
裕
層
の
行
動
は
、
主
と
し
て
浪
費
そ
の
も
の
、
そ
し
て
背
徳
と
退
廃
と
に
だ
け
結
び
つ
く
こ
と
を

特
徴
と
す
る
の
で
、
国
民
大
衆
の
富
裕
を
も
た
ら
す
資
本
の
蓄
積
に
つ
な
が
る
こ
と
な
ど
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。
一
方
貧
困
層
は
、
窮

乏
生
活
に
よ
っ
て
経
済
人
と
し
て
の
徳
性
を
生
み
出
す
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
た
。

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
牧
師
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ク
ス
タ
ー
が
説
い
た
経
済
倫
理
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
し
て
の
教
義
を
身
に
つ
け
た
中
産
層
こ

そ
が
、
禁
欲
・
勤
勉
・
節
約
・
資
本
蓄
積
に
全
力
を
注
ぐ
資
本
主
義
の
精
神
を
発
揮
し
、
国
民
的
富
裕
も
成
し
遂
げ
、
来
る
べ
き
産
業
革

命
を
順
調
に
達
成
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
デ
フ
ォ
ー
と
ス
ミ
ス
は
、
新
興
の
中
産
層
の
人
々
に
イ
ギ
リ
ス
の
未
来
を
託

し
た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
ま
さ
に
中
産
層
の
立
場
に
立
っ
て
来
る
べ
き
イ
ギ
リ
ス
社
会
を
見
据
え
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
益
に
と
っ
て

的
確
な
判
断
を
人
々
に
示
し
た
人
物
こ
そ
、
デ
フ
ォ
ー
と
ス
ミ
ス
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
（
３
）

。

（
１
）	

デ
フ
ォ
ー
『
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
構
図
』、
前
掲
訳
書
、
解
説
、
四
一
〇
頁
を
み
よ
。

（
２
）	

関
口
尚
志
、
前
掲
論
文
、
二
八
頁
。

（
３
）	

大
塚
久
雄
、
前
掲
書
、
三
七
頁
。




