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設
展
的
枇
舎
に
於
て
貨
幣
が
生
産
物
の
増
加
に
伴
ひ
て
増
愛
せ
ら
る
白
誌
を
要
す
る
か
否
か
は
、

必
や
し
も
新
し
い
問
題
で
は
な
い
。

周
知
の
如
く
一
千
八
百
七
八
十
年
代
の
本
位
制
を
繰
る
論
争
の
焦
結
は
と
も
L
に
置
か
れ
て
ゐ
る
。
乙
の
論
争
は
表
問
的
に
は
草
に
金

又
は
銀
革
本
位
制
、
金
銭
復
本
位
制
の
何
れ
が
貨
幣
制
度
と
し
て
遁
首
な
る
か
の
問
題
に
閥
聯
し
て
ゐ
る
か
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も

根
本
的
に
は
何
れ
が
採
用
せ
ら
れ
る
か
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、
骨
同
然
期
待
せ
ら
れ
る
物
使
へ
の
影
響
が
論
併
の
核
心
を
な
ぜ
る
こ
と
は

否
認
せ
ら
る
べ
〈
も
左
い
。
常
時
復
本
位
論
者
の
誇
張
、
会
本
位
論
者
の
故
意
の
樫
械
に
も
拘
ち
ゃ
、

一
般
物
使
水
準
の
下
落
は
動

か
す
ぺ
か
ら
ざ
る
事
賓
と
し
て
厳
存
し
て
ゐ
た
。
前
者
の
多
く
が
物
慣
下
落
の
現
象
を
貨
幣
測
か
ら
説
明
し
、
金
本
位
へ
の
移
行
、

銀
の
流
出
、

一
言
に
し
て
い
へ
ば
貨
幣
量
の
減
少
を
主
要
原
因
と
看
倣
す
に
反
し
、
後
者
の
多
く
が
経
済
の
発
展
、
特
に
生
産
技
術

の
進
歩
、
著
し
き
生
産
横
張
に
随
伴
す
る
生
直
費
低
下
の
如
き
非
貨
幣
的
側
面
芳
く
は
財
貨
側
か
ら
間
明
せ
ん
と
企
て
る
。
物
侵
下

経
済
策
展
と
信
用
捌
張

第
四
十
七
巻

占/、

第

量語

五
五



経
済
資
展
と
信
用
横
援

第
四
十
七
餐

事事

銑

五
六

ーノ、

落
の
原
因
を
貨
幣
側
に
求
め
る
も
の
が
、
そ
の
針
策
と
し
て
貨
幣
増
設
の
必
要
を
強
制
す
る
は
山
口
同
然
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
物
領
下
落

を
財
貨
側
の
諸
現
象
に
基
凶
す
る
と
見
る
も
の
L
針
策
は
一
つ
に
限
ら
れ
た
い
。
或
は
俄
令
財
貨
側
上
旬
禁
生
す
る
に
し
て
も
、

般
物
債
の
下
落
は
有
害
在
る
が
故
に
貨
幣
増
加
の
必
要
守
読
者
、
或
は
生
十
斉
摘
張
、
生
旅
費
低
下
の
結
果
粛
さ
れ
る
物
債
下
落
は
、

読
通
貨
幣
量
減
少
の
震
に
悲
超
さ
れ
る
も
の
と
は
具
り
、
会
〈
自
然
的
に
し
て
日
つ
撃
ま
し
き
も
の
た
る
が
故
に
貨
幣
を
増
加
す
ペ

舎
で
た
い
と
主
張
す
る
。

貨
幣
増
設
そ
必
要
と
す
る
の
が
復
本
位
論
者
で
あ
り
、

と
れ
に
反
し
物
債
を
下
落
す
る
ま
L

に
放
任
せ
ん

と
す
る
の
が
金
本
位
論
者
な
る
こ
と
は
い
ふ

t
で
も
な
い
。

こ
の
金
本
位
論
者
の
主
張
が
後
至
斉
に
上
H
種
々
の
ム
止
場
か
ら
湘
一
論
的

に
某
礎
づ
け
ら
れ
し
と

と
』土
知
ら
る

如
〈
で
あ
る

ハ
イ
エ
ク
は
そ
の
理
論
展
開
に
於
て
一
般
物
償
水
準
の
概
念
を
排
撃
し
、
生
産
財
と
消
費
財
の
相
針
的
債
格
を
貴
闘
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る

由主J

と
れ
と
共
に
彼
は
生
産
の
増
減
に
平
行
し
て
貨
幣
量
を
鍵
化
ず
べ
し
と
す
る
設
を
峻
拒
す
る
。
蓋
し
彼
に
よ
れ
ば
、
生

産
の
培
減
に
平
行
し
て
貨
幣
の
流
通
量
を
増
減
せ
友
け
れ
ば
た
ら
む
と
い
ふ
見
解
の
設
協
と
し
て
普
通
皐
げ
ら
れ
る
現
由
が
全
く
根

擦
に
乏
し
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
生
産
方
法
が
よ
り
高
度
資
本
主
義
的
若
〈
は
迂
同
的
と
な
る
と
と
か
ら
生
産
が
増
加
し
て
も
、

そ
の
こ
と
は
彼
に
於
て
は
貨
幣
量
手
鑓
化
せ
し
む
べ
き
現
由
と
は
友
り
得
ぬ
の
で
あ
る
。
尤
も
有
殻
貨
幣
支
を
一
定
不
慶
に
維
持
ナ

よ
り
高
度
資
本
主
義
的
生
産
へ
の
推
移
は
、
生
産
が
完
全
に
垂
直
的
に
結
び
つ
い
て
ゐ
友
い
限
り
、
貨
幣
所
得
を
不
可
避

る
結
果
、

的
に
減
少
せ
し
め
る
に
至
る
ぺ
き
は
彼
も
認
め
て
ゐ
る
。
然
る
に
持
賃
の
有
名
左
同
定
性
か
ら
起
る
確
か
に
好
ま
し
か
ら
ぬ
こ
の
必

然
的
結
果
は
、
或
る
特
殊
の
揚
ム
ロ
に
於
て
の
み
生
産
の
訣
導
を
惹
起
す
る
こ
と
た
し
に
岡
越
せ
ら
れ
得
る
。
そ
の
特
殊
の
揚
合
と
は

生
産
に
必
要
た
貨
幣
量
を
経
済
枇
舎
に
注
入
し
、
而
も
そ
れ
に
よ
っ
て
消
費
財
に
封
ず
る
需
要
と
生
産
財
に
到
す
る
需
要
と
の
割
合

A. Marshall・。伍cialPapers， 1926， p. 91. 

F. Y. Edgeworth: Pape四 :relatingto Political Economァ， 1925， Vo1. 1， 
p. 421白.

F. W. Tau出 ig: The Silver Situation in the Un'itt:d St~te:;_~ 1893， p. 104・
A. C. Pigou: Indu討trialFluetuation~ ， 2 ed.， I9.2:9・p.182 J1. 2~5 11. 
L. Mise.s目 Geldwert語tabili~.ienlng u. Kηnju:nkturpolitik， 1928， S. 30 ff. 



を
掛
変
化
せ
ざ
る
如
〈
す
る
こ
と
が
可
能
な
る
場
合
を
指
ず
。
と
こ
ろ
が
か
か
る
状
態
の
賓
現
し
難
き
は
疑
ふ
べ
く
も
左
い
。
従
っ
て

消
費
財
、
生
産
財
に
針
す
る
需
要
の
割
合
を
携
飢
せ
ざ
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
貨
幣
量
を
不
獲
に
維
持
す
る
と
と
が
要
請
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
彼
は
貨
幣
量
不
時
党
の
原
則
が
ま
た
不
利
問
の
収
態
に
あ
る
資
源
を
生
産
過
程
に
吸
収
す
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
得
べ
き
も

の
と
見
る
。
加
之
、
更
に
進
み
て
彼
は
人
口
の
増
加
、
新
附
然
資
源
の
稜
見
等
の
結
果
生
産
の
増
加
す
る
場
合
に
も
亦
、
根
本
的
に

は
右
蓮
の
こ
と
が
安
官
す
る
と
考
へ
る
。
と
t

誌
に
至
っ
て
貨
幣
量
不
時
現
維
持
に
就
い
て
の
彼
の
要
請
は
最
高
頂
に
達
す
る
内
た
だ
彼

の
貨
幣
量
不
竣
の
岡
山
川
に
封
し
て
は
、
二
つ
の
例
外
の
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
知
ら
る
ミ
如
く
で
あ
る
。
帥
ち
一
は
貨
幣
取
引
係
教

の
鍵
化
で
あ
り
、
他
は
流
通
蓮
tK
の
緑
化
で
あ
る

9

ハ
イ
エ
ク
の
流
を
汲
む
コ

1
プ
マ
ン
も
亦
、
貨
幣
査
を
生
産
若
〈
は
取
引
の
桝
減

K
相
肱
し
一
判
決
化
せ
し
め
ん
と
す
る
安
求
を
枚

本
的
に
否
定
す
る
。
惟
ふ
に
械
に
於
て
は
生
産
の
榊
加
白
慌
は
、

セ
イ
の
均
衡
明
論
を
破
壊
す
る
も
の
で
左
い
。

従
っ
て
そ
れ
は
貨

幣
創
設
に
よ
っ
て
督
さ
れ
る
イ
ン
フ
レ

l
シ
ョ

ン
的
作
用
を
相
殺
す
べ
き
も
の
と
見
ら
れ
や
、
同
様
に
戦
争
‘
地
震
壮
一
寸
に
基
悶
す
る

ン
的
作
間
を
是
正
す
る
に
足
ら
泊
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
山
市
註
一

生
産
減
少
は
貨
幣
同
牧
に
よ
る
デ
フ
レ

1
シ
ヨ

ハ
イ
ヱ
ク
が
自
ら
の
中
立
貨
幣
論
と
何
程
か
の
類
似
性
を
も
っ
と
考
へ
る
所
得
安
定
説
、
詳
-
一
泊
す
れ
ば
消
費
者
の
貨
幣
所
得
安
定

の
現
論
は
果
し
て
如
何
な
る
黙
に
於
て
鮪
似
し
、
如
何
在
る
識
に
於
て
呉
れ
る
か
を
附
言
し
て
ゐ
き
た
い
。
所
得
安
定
設
が
消
費
材

債
格
を
生
経
費
の
下
落
に
伴
ひ
て
下
落
せ
し
め
、
勝
貨
に
臨
応
じ
て
騰
貴
せ
し
め
る
如
く
に
、
所
得
或
は
生
際
諸
要
素
の
債
格
を
安
定

せ
し
め
る
と
と
を
内
容
と
す
る
叫
に
於
で
は
中
立
管
幣
論
と
貯
似
し
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
と
の
こ
と
が
所
得
安
定
設
に
於
て
容
認
せ

ら
れ
る
の
は
、
た
Y
技
術
の
進
歩
が
生
産
増
加
を
資
し
た
揚
合
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
生
産
要
素
の
増
加
特
に
人
口
の
増
加
、
資
本
の

紹
済
資
展
と
信
用
機
長

第
四
十
七
巻
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経
済
俊
民
と
信
用
備
張

第
四
十
七
谷

五
八

一
六
回

事事

抗

増
加
に
基
く
生
産
増
加
に
封
し
で
は
、
後
に
開
設
す
る
で
あ
ら
う
如
く
適
営
な
貨
幣
査
の
増
加
が
必
妥
と
せ
ら
れ
る
。

の
如
く
消
費
者
の
線
鰐
的
貨
幣
所
得
の
安
定
を
市
立
請
す
る
も
の
も
、
グ
l
ビ
ン
の
如
く
個
別
的
貨
幣
所
得
の
安
定
を
必
安
と
す
る
も

の
も
、

ホ

l
ト
レ

l

こ
の
馳
に
於
て
は
全
く
同
断
で
あ
る
。

こ
t
A

に
所
得
安
定
設
の
中
立
貨
幣
論
と
異
れ
る
賄
を
見
出
す
。
加
之
、
中
立
貨
幣
追
加

に
於
て
は
貨
幣
の
総
長
が
考
察
の
針
象
と
な
れ
る
に
反
し
、
所
得
安
定
設
に
亡
は
所
間
管
業
貨
幣
と
所
得
貨
幣
と
が
識
別
せ
ら
れ
、

統
制
の
目
的
止
し
て
荒
川
帆
せ
ら
れ
る
も
の
が
後
者
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
亦
一
刷
者
の
臭
る
恥
と
し
て
指
摘
せ
ら
れ
友
け
れ
ば
な
ら

ll;1. 
o 

本
稿
の
主
た
る
目
的
は
ハ
ロ
ツ
ド
に
よ
り
展
開
せ
ら
れ
た
護
展
的
枇
舎
に
於
け
る
信
用
械
張
論
若
〈
は
物
憤
安
定
論
の
批
判
に
あ

ハ
イ
エ
ク
及
び
つ

1
プ
マ
ン
の
中
立
貨
幣
論
に
針
し
て
は
、
虹
叫
に
多
く
の
批
判
が
加

へ
ら
れ
て
を
り
、
筆
者
も
嘗
て
或
る
限
ら
れ
た
脱
角
か
ら
こ
れ
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
然
し
ハ
ロ
ツ
ド
の
現
論
を
理
解
し
批
判
す

っ
て
、
中
立
貨
幣
論
の
吟
味
自
踏
に
は
な
い
。

る
前
に
一
一
院
中
立
貨
幣
の
理
論
が
包
賊
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
快
陥
を
間
明
し
て
ゐ
〈
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
先
づ
こ
の
問
題
か
ら
姶

め
や
う
。

( 

註

) 

コ
ー
プ
マ
ン
は
貨
幣
量
と
生
産
量
と
の
平
行
関
係
の
存
す
る
限
P
、
貨
幣
供
給
の
安
門
品
性
を
容
認
せ
ん
と
す
る
銀
行
主
義
的
若
く
は
ペ
ン
デ
イ

ク
セ
y
流
の
貨
融
市
創
設
論
を
非
難
し
て
い
ふ
0

(

一
)
生
産
せ
ら
れ
た
る
財
貨
が
事
質
上
消
費
者
に
提
供
せ
ら
れ
、
消
費
者
に
よ
っ
て
支
抑
は
れ
る
揚
合

に
は
、
如
何
な
る
信
用
需
要
も
起
P
符
な
い
。
(
一
ご
生
産
せ
ら
れ
た
財
貨
が
な
ほ
分
配
過
程
、
即
ち
品
開
刊
誌
の
途
上
若
〈
は
小
買
業
者
の
倉
庫
中
に
・
布
墨

場
合
に
は
、
生
産
は
技
術
的
に
は
兎
も
角
、
絞
情
的
に
は
完
了
し
て
ゐ
る
と
は
い
ひ
難
い
。
従
っ
て
(
一
)
の
場
合
と
根
本
的
相
違
が
あ
る
と
は
い
へ
向
。

(
=
一
)
財
貨
が
消
費
者
に
提
供
せ
ら
れ
で
は
ゐ
る
が
未
だ
支
抑
が
行
は
れ
て
ゐ
な
い
場
合
、
こ
の
場
合
に
於
て
は
貨
は
消
費
信
用
(
岡
山
。
E
ロ
E
E
E
N再
宮
口
町
)

が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
後
の
こ
つ
の
場
合
に
於
て
は
貸
際
上
信
用
需
要
は
起
り
得
る
。
然
し
何
れ
の
場
合
に
於
て
も
、
何
故
に
こ
の
信
用
需
要

が
経
済
枇
舎
に
於
け
る
他
の
信
用
需
英
と
同
様
に
純
粋
貯
蓄

(
E
E
E
田
宮
古
ロ
)
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
な
い
か
、
或
は
何
故
に
こ
の
信
用
需
要
が
他
の

1'. A. Ii:ayek: op・cit.，p. 121， 1:23-4・主要崎氏課、一七九、ーへ一一一一二頁0
J. G. Koopmans: "Zum Problem rle.':i neutrale:n \~ld(~5 勺 Beitrãge j'，ur 

Gelrltheorie， 1933， S. 260. 
R. G. I-Iawtrey ~ The Art of Central Banking， 1933， p. 32.5". 
Trade Depresf'ion and the '¥¥-'可 Out，new eo.， 19日ヲ p.100. 
~H!稿、中立貨幣再論、銀行研究、三O巻五焼、ニ一二 一 118二頁。
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信
用
需
要
と
共
に
、
北
川
湿
の
方
法
に
於
て
、
即
ち
何
等
か
の
資
本
支
配
カ
を
獲
得
す
る
錫
の
人
然
的
手
段
を
講
ず
る
こ
と
な
し
に
充
足
さ
れ
ぬ
か
を
捌

o
 

M

肝
ナ
る
を
得
な
い
と
『

(
討
ニ
)
こ
誌
に
い
ー
山
中
立
貨
幣
諭
が
ハ
イ
エ
ク
普
〈
は

2

1
プ
マ
ン
的
の
も
の
を
意
味
し
、
エ
グ
レ
流
の
中
立
貨
幣
諭
を
合
主
な
い
こ
と
は
注
意
せ
ら

る
べ
き
で
あ
る
。
蓋
し
ヱ
グ
レ
に
於
て
ほ
人
口
増
加
、
資
本
噌
加
に
叶
弔
問
す
る
主
主
内
心
噌
加
に
却
し
貨
幣
量
の
適
，
H
な
る
噌
加
が
必
要
と
せ
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

一一
中
立
貨
幣
論
の
観
描

中
立
貨
幣
山
一
世
仏
劃
し
て
は

そ
れ
が
貨
幣
H
R
若
く
は
品
川
一
略
放
卒
の
不
地
維
持
の
必
然
性
を
立
読
す
る
刈
論
的
北
川
礎
に
就
き
殻
請
な

る
批
判
を
必
裂
と
す
る
こ
と
い
ふ
ま
で
も
訟
い
が
、
下
」
h

で
は
専
ら
稜
展
酎
枇
舎
に
於
て
同
定
貨
特
H
E
が
粛
す
と
想
定
噌
ら
れ
る
結

果
を
吟
味
の
封
象
と
仁
、
そ
の
紋
陥
を
刻
挟
ず
る
こ
と
に
し
ゃ
う
。
生
産
物
の
榊
加
す
る
愛
展
的
批
舎
に
於
て
、
若
し
貨
幣
殻
率
が

一
定
不
愛
に
維
持
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
他
の
事
情
に
し
て
同
一
注
る
隈
り
、
油
価
寅
物
所
得
の
榊
加
に
伴
ひ
て
物
債
水
準
は
下
落
の

傾
向
を
辿
る
べ
き
空
白
で
あ
る
。
然
ら
ば
か
L
L

る
貨
幣
供
給
、
従
っ
て
物
債
下
本
は
処
し
て
何
等
の
撹
飢
を
惹
起
す
る
こ
と
友
〈
、
経

措
何
枇
舎
の
調
和
的
変
展
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。

周
知
の
如
〈
現
代
経
済
枇
舎
に
於
て
は
、
長
期
に
亙
り
契
約
若
く
は
法
規
に
基
き
て
確
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
貨
幣
制
の
債
権
債
務
、

又
は
槽
利
義
務
が
一
仔
在
す
る
。
例
へ
ば
利
子
、
地
代
、
弁
賃
、
俸
給
、
恩
給
年
金
、
租
税
そ
の
他
の
公
課
の
如
き
こ
れ
で
あ
る
。

れ
ら
の
他
に
尚
一
定
貨
幣
瀬
を
以
て
表
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る
債
権
債
務
関
係
の
存
す
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

か
く
の
如
〈
、
所

得
の
一
部
が
同
定
的
た
る
限
り
、
物
債
稼
(
動
若
く
は
貨
幣
の
慣
値
の
坊
決
動
が
た
ピ
に
常
事
者
聞
の
公
王
闘
係
を
棄
す
に
止
ま
ら
十
、

経
済
資
展
と
信
用
繍
強

第
四
卜
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援
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信
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椀
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害事

就

経
済
枇
合
会
館
を
酬
明
飢
朕
態
に
陥
る
べ
き
は
想
像
に
難
く
な
い
。
け
れ
ど
も
所
得
の
同
定
性
は
必
や
し
も
同
一
で
な
い
か
ら
、
そ
の

程
度
の
異
る
に
従
ひ
で
物
慣
が
一
動
の
新
寸
結
川
市
も
亦
相
注
廿
一
宮
る
を
得
友
い
。

必
や
し
も
同
一
の
深
刻
さ
を
も
つ
も
の
で
・
た
い
と
い
ふ
。

ヱ
グ
レ
も
亦
と
の
問
題
は
総
て
の
所
得
類
却
一
に
於
て

ハ
ロ
ソ

F
は
更
に
進
み
て
物
傾
向
蛇
動
が
所
得
の
上
に
質
す
均
飢
を
一
一
つ
に

国
別
す
る
。
彼
に
於
て
は
長
期
投
資
の
利
子
の
如
く
、
そ
の
貨
幣
所
得
が
如
、
約
に
土
っ
て
久
し
き
に
一
札
り
同
定
し
て
ゐ
る
と
と
に
闘

聯
し
て
生
中
る
も
の
は
第
一

J
X
m
m
飢
と
糾
せ
ら
れ
る
。

ぜ
ん
え
-
一

2
1
f
見

tト
L
h
M
1
川
」
見
勺

F
こ
守
ご
土
、

Lド

I
J
h
d
J
A
Z
K
平
叱
，

f
m
g
p川刊
!
L
U
-
-ふ
h

M

v

l
町

と
れ
そ
消
去
す
る
こ
と
殆
ん

戸
〕
不
可
能
一
た
り
と
児
ら
れ
る
た
ら
で
あ
る
。

」
れ
に
反
し
同
日
山
貨
の
川
く
法
律
上
地
ぐ
は
叩
一
論
卜
ば
持
併
特
宇
一
説
伏
し
て
鏑
常
怠
る
修

正
を
加
へ
、
物
償
援
動
に
順
肱
せ
し
め
る
と
と
の
可
能
怒
る
に
も
拘
ら
や
、
事
賢
一
上
弊
働
者
が
と
れ
に
同
意
せ
ぎ
る
と
と
か
ら
生
十

る
も
の
は
第
一
一
宍
撹
乱
と
昭
ば
れ
る
ロ
尤
も
こ
の
間
別
は
必
や
し
も
そ
の
発
展
の
可
能
性
及
び
軍
要
性
の
相
違
を
表
示
す
る

-u

も
の
で

は
友
い
。
弊
働
者
が
弊
貨
の
引
下
を
本
目
却
に
れ
円
ぜ
ざ
る
と
と
か
ム
第
二
弐
期
飢
は
汲
生
し
易
〈
、
而
も
そ
れ
が
第
一
吹
帆
町
飢
に
比
し

重
要
性
に
於
て
劣
る
も
の
で
た
い
こ
と
は
銘
記
せ
ら
れ
友
肘
れ
ば
な
ら
む
。

右
の
如
き
撹
乱
現
象
は
川
市
し
て
如
何
に
し
て
生
す
る
か
。

い
ま
そ
の
依
件
を
考
へ
て
見
ゃ
う
。
一
応
来
、
管
、
物
則
行
の
榊
加
は
生
産

諸
要
素
(
資
源
、
資
本
、
労
働
)
の
数
回
月
若
く
は
そ
の
能
率
の
仰
れ
か
の
的
加
に
よ
っ
て
資
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
貨
幣
奴

率
の
不
時
現
一
維
持
の
下
に
於
て
は
納
賓
物
所
得
の
増
加
は
物
債
下
落
に
導
か
や
に
は
た
か
友
い
。

い
ま
生
産
者
は
姿
本
支
配
力
来
く
は

貨
幣
資
本
の
総
て
を
他
よ
り
借
入
れ
る
も
の
と
想
定
す
る
。
第
一
吠
問
問
飢
は
如
何
に
し
て
生
や
る
か
、
俄
に
資
本
と
労
働
と
が
比
例

的
に
増
加
す
る
揚
合
に
は
質
物
所
得
は
榊
加
す
る
で
あ
ら

H

つ
が
、
既
存
資
本
の
草
枕
生
丙
力
は
普
通
桝
加
せ
た
い
。
資
本
が
叫
労
働
よ

り
も
大
な
る
割
合
を
以
て
榊
加
ず
る
揚
九
口
に
も
貨
物
所
得
は
品
川
川
加
す
る
で
あ
ら
う
が
、
既
存
資
本
の
単
位
生
産
力
は
寧
ム
不
利
友
影

""'7". Egle: Das nel1traJe Geld， _1933・5.39:
R. F'. Harrod;“The Expansion of Crcdit in nn Advancing Comrnunitア'1
:Economica， Aug. 1934， p. '277. 



響
を
受
け
る
。
山
労
働
が
資
本
よ
り
大
な
る
制
ム
口
を
以
て
榊
加
す
る
場
合
に
は
恐
ら
〈
右
と
反
針
の
仙
川
引
を
貸
す
で
あ
ら
ろ
が
、
こ
れ

は
護
展
的
枇
舎
の
想
定
に
反
す
る
が
放
に
除
く
σ

従
っ
て
一
般
的
に
い
っ
て
生
産
嬰
素
の
数
長
の
附
加
に
基
く
質
物
所
得
の
榊
加
は

第
一
安
撹
乱
を
惹
越
す
る
可
能
性
を
有
す
る
も
の
と
い
ひ
得
る
。
邸
ち
債
務
音
た
る
生
漆
者
の
賓
質
的
負
捲
は
過
重
と
な
り
、
債
権

背
た
る
資
本
家
は
ぷ
設
な
る
利
盆
を
享
受
す
る
こ
と
・
誌
な
る
。
次
に
生
産
要
素
の
能
率
の
榊
進
、
郎
ち
生
産
技
術
の
進
歩
は
賓
物
所

得
を
増
加
せ
し
め
る
。
生
産
技
術
の
進
歩
が
既
仔
資
本
の
生
注
力
を
高
め
る
こ
と
は
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
技
術
進
歩
の

本
性
は
寧
ろ
既
存
資
本
の
排
壌
陀
あ
る
と
見
ら
る
ミ
か
ら
、
既
存
資
本
の
生
産
力
を
全
く
榊
加
せ
ざ
る
と
と
も
あ
り
得
る
。
従
っ
て

既
存
資
本
の
生
底
力
は
川
合
金
慌
の
生
活
力
の
同
日
加
す
る
程
に
噌
川
ず
る
の
で
は
な
い
。
第
一
火
山
町
乱
務
生
の
可
能
性
は
と

L
K
も

先
出
さ
れ
お
c

正
常
酌
殻
民
川
命
M
K
於
け
る
貨
物
川
相
刊
の
桝
加
は
ホ
の
二
円

J

の
脈
問
わ
鮎
ム
口
に
必
〈
喜
一
市
と
す
る
か
ら
、

T
子

ιli

4
5肘
叶
匪
一
一

q
u

不
鈴
維
持
は
必
然
的
に
第
一
次
撹
乱
惹
起
の
可
能
性
を
も
つ
も
の
と
い
ひ
得
る
。

特
じ
て
第
二
弐
撹
乱
現
象
に
閥
角
を
向
け
や
う
。
先
づ
生
産
袋
一
系
の
数
量
の
問
題
か
ら
。
若
し
崎
町
働
と
資
本
と
が
同
一
歩
調
を
以

て
増
加
す
る
と
す
れ
ば
、
均
衡
買
物
持
貨
は
普
通
増
加
す
べ
き
で
な
い
。
然
る
に
若
し
貨
幣
且
章
一
制
定
の
潟
に
物
侵
下
落
す
れ
ば
第
二

安
撹
乱
は
惹
越
せ
ら
れ
る
。
然
し
資
本
が
持
働
よ
り
も
大
い
に
情
加
す
る
場
合
に
は
均
術
賞
物
持
賃
も
若
干
榊
加
す
べ
〈
、
従
っ
て

物
債
が
下
落
し
て
も
械
労
働
の
限
界
生
産
力
の
増
加
の
程
度
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
第
二
失
明
乱
の
費
生
を
見
守
に
や
む
で
あ
ら
う
。
生

産
要
素
の
能
率
榊
準
が
労
働
の
限
界
生
産
力
を
榊
加
せ
し
め
る
場
合
に
於
て
、
物
慎
下
落
が
そ
の
科
，
反
に
止
ま
る
と
き
は
兎
も
角
、

と
れ
を
超
ゆ
る
と
き
は
第
二
次
撹
乱
を
惹
起
す
る
と
と
に
な
ら
う
。
要
す
る
に
右
の
撹
乱
現
象
は
生
町
諸
要
素
の
獲
得
す
る
賞
物
所

そ
れ
ら
の
間
単
位
寅
物
生
産
力
よ
り
大
と
左
り
し
際
に
禁
生
す
る
と
い
び
得
る
内

ヨ
手

f

、

岩
a
古

加
料
荷
役
肢
と
信
川
伸
明
去

第
四
十
七
巻

一
六
七

第

盟主
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八

停

骨上

有
述
の
撹
飢
現
象
は
共
に
所
得
の
同
定
性
に
関
聯
せ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
慢
に
所
得
の
同
定
性
が
消
去
せ
ら
れ
た
と
し
て

也
、
所
得
以
外
に
一
定
貨
幣
舗
を
以
て
表
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る
償
模
債
務
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
は
撹
飢
に
陥
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

生
産
費
の
低
下
を
期
す
る
必
要
か
ら
弊
賃
が
引
下
げ
ら
れ
た
と
し
て
も
、

一
定
貨
幣
紙
を
以
て
表
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る
生
産
者
の
資
本

債
務
の
賓
質
偵
値
は
収
減
せ
ら
る
べ
き
一
℃
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
不
務
貨
幣
主
の
下
に
於
て
長
期
的
に
考
祭
す
れ
ば
、
投
下
資
本
の

野孔
vF4雪
之
阿
見
、
〉

ι山
内

h''
、

M
官
長
時
P
E
E
p
h付

υ
h
H
“nν
品川
V

P
ト
ノ

邸
中
っ
資
本
減
偵
(
同
七
三

D
E
E
E
f
)

ト
J
h

，下帯与
J
f
3
手
、
P
7
ν
E
4
0

じ
桐
班
、
『
型

z
F
寸
ー
と

U

、

〈

予

t
t
J
一

-
3
2足
，
一

ノ
l

'

f

l
じ
立
ノ
ド
こ

0
2
F蓮

E

ハ
イ
ヱ
ク
、

然
し
こ
の
J
H
本
枕
慌
が
お
〈
的
揚
九
一
日
に
於
亡
企
業
右
岐
路
に
陥
れ

i
}

十
七
-

と
と
は
否
認
せ
ら
る
べ
く
も
な
い
び
言
-

紅
一
例
叫
称
、
ど
拘
飢
寸
る
可
能
性
b
L

匂
減
ナ
る

jl<~ 

」

J，) 
J} 

ハ
イ
エ
ク
は
貨
幣
A

一
旦
不
唆
附
作
品
の
下
に
可
能
友
る
べ
き
物
債
下
落
は

註
二

生
産
の
迂
同
化
に
件
ム
物
債
下
落
と
正
に
一
致
す
る
如
く
考
へ
て
ゐ
る
。
然
し
雨
者
の
一
致
は
到
底
期
待
し
得
べ
き
で
な
〈
、
寧
ろ

更
に
い
ま
一
つ
の
撹
飢
現
象
を
指
摘
せ
友
け
れ
ば
注
ら
ね
。

前
者
は
後
者
よ
り
遥
か
に
大
た
り
と
考
へ
ら
れ
る
。
仮
に
生
時
費
低
減
の
問
的
を
以
て
勢
貨
が
引
下
げ
ら
れ
る
揚
合
に
、

そ
れ
は
た

だ
に
生
産
費
の
低
減
を
意
味
す
る
の
み
で
た
く
、
同
時
に
同
じ
強
さ
に
於
て
生
町
物
の
眺
引
に
向
け
ら
る
べ
き
所
得
の
一
減
少
を
結
川
市

す
る
が
放
に
、
物
僚
は
遥
か
に
激
し
〈
下
落
せ
ざ
る
を
得
む
こ
と
L
た
る
。
蓋
し
野
賃
引
下
に
よ
り
節
約
せ
ら
れ
た
貨
幣
は
所
得
部

両
の
何
庭
か
で
財
貨
購
買
の
岬
胞
に
使
用
せ
ら
れ
る
の
で
は
友
く
、
話
γ

ら
営
業
部
聞
に
吸
収
せ
ら
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
?
ち
る
。

貨
幣
量
若
く
は
貨
幣
殻
率
の
不
愛
維
持
を
理
想
と
す
る
中
立
貨
幣
論
を
貫
け
ば
、

モ
の
結
果
と
し
で
一
方
に
於
て
正
常
利
潤
卒
獲

得
の
困
難
友
る
企
業
の
増
加
と
破
産
の
増
加
を
惹
起
し
、
他
方
に
於
て
弊
賃
引
下
の
敢
行
せ
ら
れ
ざ
る
限
り
捗
働
者
の
全
完
雇
備
を

不
可
能
た
ら
し
め
る
・
。
従
っ
て
粧
済
枇
曾
の
調
和
的
環
展
は
阻
止
辛
口
せ
ら
れ
ざ
る
を
符
左
い
。
新
し
こ
れ
を
同
魁
ぜ
ん
と
す
れ
ば
上
述

W. Egle: a. a. O. S. 40. 
W， Egle; a. u. O. S・42-3・

5) 
6) 



の
撹
乱
現
象
を
排
除
せ
注
げ
れ
ば
友
ら
ぬ
。
而
し
て
こ
れ
が
震
に
は
中
立
貨
幣
論
の
容
認
す
る
如
き
程
度
の
物
債
下
落
は
到
底
許
さ

る
べ
き
で
な
い
。
買
物
所
得
の
増
加
に
某
悶
す
る
物
領
下
落
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
た
ピ
生
産
技
術
の
進
歩
に
よ
る
揚
ム
口
に
限
ら
れ

る
。
換
言
す
れ
ば
物
侵
下
法
の
容
認
ぜ
ら
れ
る
最
大
限
度
は
資
本
の
車
位
生
産
力
の
増
加
率
と
、
持
働
の
車
位
生
産
力
の
増
加
率
の

何
れ
か
小
友
る
方
で
あ
る
。
特
に
何
等
か
の
純
料
貯
蓄
の
務
生
し
つ

L
あ
る
揚
合
陀
於
て
、
撹
飢
を
閉
止
ぜ
ん
と
す
れ
ば
、
中
立
貨

幣
政
策
の
到
底
途
行
せ
ら
る
べ
く
も
た
い
こ
と
は
想
像
に
難
く
た
い
で
あ
ら
う
。

ハ
ロ
ヅ
ド
は
正
常
的
に
規
則
正
し
く
殻
展
せ
る
枇

舎
に
於
け
る
理
畑
山
的
貨
幣
供
給
が
、
或
る
深
度
の
物
侵
下
落
を
誘
導
す
ぺ
き
こ
と
あ
る
は
認
め
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
中
立
貨
幣
論

の
要
請
す
る
同
定
貨
幣
量
の
下
に
賀
さ
れ
る
が
如
き
税
皮
の
も
の
で
は
決
し
て
た
い

3

物
債
の
下
落
が
綿
貫
物
所
得
の
増
加
と
殆
ん

ボ
町
田
司

J
品

3
h
A
V
乙

w
f
'
D
1
J
J
:
道

、

t
R
一

F
H
V
T
4
2
3
カ

一
人
蛍
り
質
物
所
得
の
増
加
と
同
様
に
大
寸
あ
る
と
い
ふ
如
き
は
、

あ
り
得
ぺ
か
ら
山
口
あ
と
と
に
風
ず

る
と
推
断
す
る
。

(
註
一
)
ハ

1
パ
ラ
ー
は
中
立
貨
幣
の
問
題
を
取
扱
ふ
に
際
し
、
貸
融
市
の
生
産
に
及
ぼ
す
影
響
を
前
庭
に
持
ち
出
し
、
債
槽
債
務
の
公
正
開
係
を
背
後
に

押
込
め
て
ゐ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
債
権
債
務
の
食
質
債
仮
の
費
動
が
債
権
債
務
関
係
の
上
に
費
す
傍
観
は
過
度
に
重
組
せ
ら
れ
で
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

何
故
な
れ
ば
生
産
信
用
関
係
に
闘
す
る
限
り
、
債
権
者
群
と
債
務
者
群
と
に
椛
別
ず
る
こ
と
は
至
難
で
あ
り
、
債
様
債
務
は
同
ピ
企
業
家
に
蹄
属
す
る

こ
と
に
な
る
と
考
へ
ら
れ
畠
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
料
抑
枇
合
が
周
期
的
に
深
刻
な
る
失
業
に
脅
か
2
れ
、
分
配
せ
ら
る
べ
古
枇
曾
生
産
物
が
純
桝
椀

構
の
周
期
的
規
範
の
鴛
に
、
何
等
の
摩
擦
な
き
制
和
的
砕
旧
民
の
場
合
に
比
し
著
し
く
小
な
る
際
に
、
向
H
勺
債
摂
債
務
の
公
正
関
係
を
維
持
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
、
守
フ
か
と
借
問
す
る
。

(
註
一
一
)
ハ
イ
ヱ
ク
は
周
知
の
如
〈
同
定
貨
幣
量
は
そ
れ
白
怜
利
盆
を
有
ナ
る
と
見
る
o

彼
に
よ
れ
ば
中
立
穴
幣
政
策
は
安
本
の
誕
導
と
い
ふ
意
味
の
捷

飢
を
避
け
し
品
る
の
で
あ
る
。
加
ち
同
定
貨
幣
最
の
下
に
於
て
確
か
に
塊
は
和
る
財
貨
債
格
の
下
落
a
A
I
ι

張
家
を
し
て
貯
菩
を
出
来
る
ば
け
合
間
的
に

利
用
せ
し
め
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
物
領
下
落
は
生
産
過
程
が
更
に
迂
同
化
し
、
生
産
費
の
低
下
を
促
し
物
情
下
落
を
可
能
な
ら
し
め
る

F
故
に
必
然
的

に
資
生
ず
る
も
の
と
見
て
ゐ
る
。

経
済
品
川
民
と
信
川
概
張

第

5虎

第
四
十
七
巻

ノ、

プし

/、

Wirt-der 
R. F. Harrod: op. cit.， p. 296 
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事存

続

/、

凶

鞄
展
的
世
曾
に
於
け
る
信
用
揖
張
の
必
要

• 
中
立
貨
幣
に
必
然
的
に
随
伴
す
る
前
漣
の
如
き
伊
証
現
象
を
確
認
す
る
ハ
ロ

v
ド
は
、

生
産
増
加
に
相
官
畑
じ
て
信
用
を
摂
張
ず
る

必
要
に
就
き
、
新
た
な
る
瑚
論
的
裁
礎
そ
問
へ
ん
と
企
て
る
。

先
づ
貨
幣
は
総
て
銀
行
法
及
び
預
金
銭
寸
の
銀
行
債
務
か
ら
な
り
、
債
務
に
射
し
保
有
せ
ら
れ
る
資
産
は
悉
く
生
産
信
用
段
り
と
恕

定
す
る
。
正
常
的
稜
展
過
程
に
あ
る
経
済
吐
舎
に
於
て
は
貨
幣
の
流
通
速
度
が
一
定
な
る
限
り
、
貫
物
所
得
の
増
加
率
に
膝
じ
て
随

時
そ
の
貨
幣
保
有
量
の
増
加
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。

い
支

X
を
以
て
・
一
説
る
時
貼
に
於
け
る
貨
幣
存
在
量
、

x
を
以
て
吹

の
期
間
に
注
入
せ
ら
る
べ
き
新
貨
幣
量
を
示
す
と
す
れ
ば
.

X

一X
は
総
貨
物
所
得
の
増
加
率
そ
表
は
す
。
と
こ
ろ
が
経
済
枇
舎
は
潜

業
部
聞
と
所
得
部
聞
に
裁
断
せ
ら
れ
得
る
。
前
者
は
後
者
に
封
し
消
費
財
、
有
償
設
中
亦
を
提
供
し
、
後
者
ば
前
者
に
到
し
生
産
一
要
素

と
し
て
の
用
役
を
提
供
し
、
各
部
副
は
そ
の
針
債
と
し
て
貨
幣
を
受
取
る
。

こ
の
他
侍
業
部
耐
に
於
て
生
産
者
、
貰
買
業
者
の
聞
に

財
貨
の
賓
山
貝
取
引
の
行
は
る
べ
き
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
か
く
て
経
済
枇
舎
に
於
け
る
各
個
人
は
生
産
者
若
く
は
衰
買
業
者
及
び
所

得
者
の
二
一
由
一
一
資
格
を
兵
へ
て
岡
部
町
に
所
属
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
貨
幣
晶
一
息
の
雨
部
阿
へ
の
配
分
は
不
暖
か
可
鎚
か
の
敦
れ
か
で

あ
る
。
そ
の
勃
れ
た
る
を
問
は
や
¥
去
を
以
て
日
営
業
部
面
が
一
車
位
期
間
に
必
要
と
す
る
増
加
量
と
し
、
(
同

ι)
民
を
以
て
同
一
期

聞
に
於
け
る
所
得
者
の
要
求
す
る
榊
加
量
と
す
る
。
帥
営
業
部
耐
に
於
て
過
剰
支
出
の
行
ば
れ
る
場
合
は

q
は
零
と
左
り
得
る
。

所
得
者
は
単
位
期
間
に
営
業
部
商
よ
り
受
取
っ
た
貨
幣
量
よ
り
、
そ
の
必
要
と
す
る
(
同
i
ニ)
M

だ
け
少
き
貨
幣
量
を
財
貨
及
び
有

耐
胴
誇
券
の
買
入
の
震
に
山
営
業
部
両
に
支
梯
ふ
で
あ
ら
う
。
そ
の
結
某
何
れ
か
の
方
耐
よ
り
補
充
が
行
は
れ
た
け
れ
ば
営
業
部
副
の
貨



幣
量
は
(

H

4

)

同
だ
け
小
と
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
。
と
こ
ろ
が
営
業
部
面
も
亦
ヨ
だ
け
貨
幣
増
加
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
従
っ
て
管

業
部
面
は
何
れ
か
よ
り

2

4

)
同

+
f
H
M
だ
け
貨
幣
量
の
新
供
給
を
必
要
と
す
る
に
至
る
ゼ
あ
ら
う
。

吠
に
翠
位
期
聞
に
於
け
る
貯
蓄
を

S
と
す
る
。
所
得
者
は
布
憤
誰
北
悼
の
賀
入
に
よ
っ
て
∞
1
2
l
£
x

を
支
出
す
る
。
若
し
替
業

部
面
が
S
だ
け
寅
物
資
本
を
増
加
せ
ん
と
す
れ
ば
、
消
費
財
版
責
に
よ
っ
て
所
得
者
か
ら
受
取
る
貨
幣
量
よ
り
も
S
単
位
だ
け
多
〈

を
所
得
者
に
支
沸
は
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。
而
し
て
有
償
詮
生
悼
の
販
寅
に
よ
っ
て

S

単
位
獲
得
す
る
を
裂
す
る
。
然
し
管
業
部
副
の

必
要
企
す
る
の
は
こ
れ
に
止
ま
ら
た
い
。
何
故
在
れ
ば
偉
業
部
闘
の
資
本
は
た
ピ
に
寅
物
資
本
表
く
は
同
定
資
本
の
み
た
ら
や
、
貨

幣
保
有
量
よ
り
形
成
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
貨
物
資
本
を

S

同
単
位
榊
加
ぜ
ん
と
す
れ
ば
、
羽
慣
設
な
の
販
管
陀
よ
っ
て

的
士
山
同
を
獲
得
せ
政
け
れ
ば
た
ら
泊
。
然
る
に
有
償
詑
鮮
の
政
責
に
よ
円
一
て
桃
山
薬
剤
耐
の
狼
枠

L
得
る
の
い
山

1
4
0
(

同
|
よ
J
M
K
泊

r

た
い
。
従
っ
て
替
業
部
副
は
賞
物
資
本
S
を
榊
加
す
る
潟
に
は
、
所
得
者
か
ら
受
取
る
貨
幣
量
以
上
に
文
章
位
を
更
に
何
れ
か
よ
h
り

獲
得
せ
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
吋
い
ま
一
歩
考
察
を
深
め
ゃ
う
。

ハ
ロ
岬

J
F
の
い
ふ
と
こ
ろ
の
貫
物
所
得
の
増
加
に
件
ひ
て
営
業
、
所
得
の
二
部
闘
に
保
布
せ
ら
る
べ
き
貨
幣
量
の
増
加
と
は
、
後

に
も
詳
説
す
る
で
あ
ら
う
如
く
寅
物
所
得
の
増
加
が
保
有
貨
幣
の
上
に
費
す
慎
値
増
加
を
意
味
す
る
に
他
友
ら
ね
。
蓋
し
貨
幣
の
流

通
謹
皮
は
一
定
な
り
と
前
提
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
保
有
貨
幣
の
懐
値
増
加
は
資
本
市
場
に
現
は
れ
友
い
。
換

言
す
れ
ば
貯
蓄
の
一
部
が
こ
、
に
吸
牧
せ
ら
れ
る
の
で
る
る
。
従
っ
て
経
済
社
舎
に
於
け
る
貸
付
資
本
は
線
貯
蓄
よ
り
保
布
貨
幣
の

増
加
債
値
だ
け
小
と
左
ら
ざ
る
を
得
由
。
乙
の
保
布
貨
幣
の
増
加
償
値
に
等
し
き
信
用
が
銀
行
に
よ
っ
て
撲
張
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

機
貯
蓄
H

貸
付
資
本
と
な
る
。
従
っ
て
若
し
銀
行
が
管
業
部
隔
を
し
て
X

同
単
位
借
入
れ
し
め
る
如
き
水
準
に
利
子
を
維
持
す
る
左
ら

組
済
抽
出
展
と
信
用
擁
張

第

涜

ノ、
主乙

第
四
十
七
巻

七

R. F. Harrod: op. cit.， pp. 29ι8. 



制
腕
務
時
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七
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六

第
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第
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十
七
巻

ば
そ
れ
は
自
然
利
子
に
一
致
す
べ
く
、
銀
行
は
管
業
部
面
を
し
て
S
に
相
賞
す
る
賓
物
資
本
を
増
加
せ
し
め
る
こ
と
に
な
ら
う
。

れ
に
反
し
銀
行
が
信
用
を
扱
張
せ
ざ
る
と
き
は
貸
付
安
本
は
貯
蓄
よ
り
小
と
お
り
、
市
揚
利
子
は
一
不
常
に
騰
貴
す
る
で
あ
ら
う
。

の
揚
合
に
於
て
は
前
述
の
如
き
経
過
を
辿
り
、
貯
蓄
の
一
部
が
吸
牧
せ
ら
れ
て
資
本
市
場
に
現
は
れ
友
い
こ
と
L
た
る
。

貸
付
資
本
と
貯
蓄
の
不
均
衡
が
右
の
暁
飢
を
惹
起
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
均
衡
の
砂
保
が
闘
ら
れ
た
け
れ
ば
な
ら
む
。
而
し
て
と

の
岨
腕
に
は
信
用
搬
張
が
必
要
と
た
る
。

披
張
せ
ら
る
べ
き
信
用
は
ハ
ロ
ド
v

に
従
へ
ば
、
貨
幣
形
態
に
於
付
る
附
加
的
債
値
保
有
v
d

し
て
片
附
K
押
込
め
ら
れ
て
は
ゐ
る
が
、
資
質
上
貯
誌
の
一
郎
を
形
成
ナ
ペ
直
営
部
分
の
債
依
に
等
し
〈
校
け
れ
ば
な
ら
ね
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
と
の
均
衡
は
た
Y

一
つ
の
僚
件
の
下
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
剖
ち
そ
れ
は
銀
行
が
附
加
信
用
を
物
債
安
定
の
潟
に
完

分
た
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
寅
現
せ
ら
れ
得
る
。
蓋
し
物
債
が
安
定
し
て
た
れ
ば
附
加
信
用
は
保
有
貨
幣
の
慎
値
増
加
に
等

と
れ
に
反
し
物
僚
が
騰
貴
す
れ
ば
附
加
信
用
は
保
有
貨
幣
の
債
他
的
加
よ
り
大
た
る
べ
〈
、
物
債
下
市
附
す
れ
ば

前
者
は
後
者
よ
り
小
た
る
べ
き
を
示
す
に
他
な
ら
血
。
町
φ
h，F

彼
の
貯
蓄
と
貸
付
資
本
の
均
等
と
い
ふ
意
味
の
焚
展
枇
舎
に
於
け
る
貨

し
い
か
ら
で
あ
る
。

幣
的
均
衡
は
、
銀
行
の
信
用
捺
張
に
よ
っ
て
粛
さ
る
ぺ
き
物
債
水
準
の
安
定
と
全
く
一
目
立
す
る
の
で
あ
る
。

生
産
情
加
に
相
隠
し
て
信
用
披
張
を
行
ふ
と
き
は
、
(
ご
財
貨
の
相
劃
的
債
格
の
均
衡
が
破
壊
せ
ら
れ
・
合
一
)
均
衡
維
持
の
気
に

必
要
な
る
生
産
諸
要
素
の
所
得
の
上
昇
が
妨
げ
ら
れ
、
所
謂
利
潤
イ
ン
フ
レ

1
シ
ヨ
ン
の
残
生
す
ぺ
き
は
、
多
数
の
皐
者
に
よ
っ
て

既
に
指
摘
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
と
ろ
で
あ
る
。

と
れ
に
就
い
て
ハ
ロ
ッ
ド
は
如
何
に
考
へ
る
か
。
前
者
に
勤
し
彼
が
否
定
的
態
度
を
採

る
こ
と
は
、
上
漣
の
彼
の
行
論
よ
り
し
て
想
像
に
難
く
な
い
。
紋
に
よ
れ
ば
生
産
増
加
に
際
し
行
へ
る
信
用
按
張
が
財
貨
の
相
劉
的

債
格
の
均
衡
を
破
壊
す
る
と
い
ふ
見
解
は
、
関
民
待
記
(
Z
P戸

E
E
}
g
c
r
l
r
s
Z】
民
)
に
於
て
必
要
友
複
式
記
入
(
円

3Eass-)
の
制 と

Economi~， t ， 

'C 
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度
、
部
ち
営
業
部
聞
及
び
所
得
部
副
の
双
方
若
く
は
敦
れ
か
の
一
方
が
必
要
と
す
る
貨
幣
増
加
を
宥
崩
せ
る
結
果
に
他
な
ら
ぬ
の
す

あ
る
。
尤
も
貨
幣
の
流
通
認
度
が
買
物
所
得
の
増
加
と
同
巳
割
合
を
以
て
テ
ン
ポ
を
平
め
る
及
ら
ば
、

乙
の
複
式
記
入
が
必
裂
で
友

く
、
従
っ
て
信
用
横
張
が
物
慣
安
定
の
潟
に
必
要
で
な
い
と
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

後
者
は
い
は
ピ
中
京
貨
幣
の
場
合
に
生
A
Y
ペ
き
凱
巡
の
第
二
次
撹
飢
の
逆
現
象
で
あ
る
コ
彼
は
と
の
設
生
の
可
能
性
字
経
認
す
る
の

遣
し
物
債
安
定
政
策
の
下
に
於
て
生
産
者
が
努
賃
の
修
正
的
引
上
を
肯
ぜ
ざ
る
場
合
に
、
例
町
乱
現
象
は
必
然
的
化
利
潤
イ
ン
フ
レ
l

シ
ヨ
ン
の
形
態
を
と
っ
て
現
ば
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
持
質
向
修
正
的
引
上
は
、
中
立
貨
幣
の
同
叫
ん
u
に
撹
乱
山
川
止
の
協
に
必
梨
、
と

せ
ら
れ
る
そ
の
引
ド
に
比
し
也
か
に
費
一
現
性
に
常
む
と
彼
は
凡
る

3

特
に
修
正
的
引
上
が
正
常
利
潤
h

也
被
作
せ
る
生
保
帆
引
の
取
u
u
f
1
P

一

矛
防
せ
ざ
る
場
合
に
於
て
は
、

人
波
止
去
の
可
能
性
は
v
X
た
る
べ
し
と
椎
偲
せ
ら
れ
る
つ

街
中
次
氏
幣
九
際
に
敬
介
一
す
ぺ
き
第
一
失
政

飢
の
逆
現
象
に
就
い
て
は
、
彼
は
第
二
次
撹
乱
の
逝
現
象
よ
り
も
そ
の
一
可
能
性
忙
於
て
温
か
に
小
な
り
と
断
や
る
。
悦
ふ
に
寅
際
上

か
L
る
現
象
の
一
殻
生
す
る
の
は
技
術
の
進
歩
が
既
存
資
本
の
生
産
力
を
榊
逃
せ
し
め
た
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

と
と
は
殆
ん
ど
期
待
せ
ら
れ
得
ぺ
く
も
恋
い
か
ら
で
あ
る
。

か
や
う
左

要
す
る
に
ハ
ロ
ッ
ド
は
抗
述
の
如
〈
第
二
次
山
町
乱
特
に
そ
の
逆
現
象
は
、
そ
の
克
服
比
絞
的
存
易
及
る
も
、
第
一
次
開
乱
は
現
代

枇
舎
制
度
下
に
於
て
は
側
め
て
困
難
と
見
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
弊
害
の
程
度
か
ら
い
へ
ば
第
二
中
川
舵
飢
叫
刊
に
そ
の
逆
現
象
は
第
一
次

撹
乱
に
比
し
必
中
し
も
劣
る
も
の
で
た
い
の
み
か
、
更
に
激
し
い
場
合
さ
へ
あ
り
得
る
。
従
っ
て
彼
は
金
融
統
制
の
手
駒
は
と

L
に

置
か
れ
友
け
れ
ば
な
ら
ね
と
す
る
の
で
る
る
吋

経
済
務
肢
と
伝
川
被
張

事3

抗

J、

~ 
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四
↓
七
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制
机
抑
俊
民
と
い
川
献
町
出

第
凶
十
七
各

七
V--'I 

第

披

』、，、
」
ノ
-
/

四

結
一
冨

l
l信
用
構
張
論
批
判

生
産
一
域
加
に
相
臆
せ
る
信
用
時
開
張
の
必
要
左
説
く
ハ
ロ
ッ
ド
の
理
論
が
、
中
立
貨
幣
諭
に
針
し
一
つ
の
反
動
的
意
義
を
も
て
る
こ

と
は
石
山
ふ
せ
ら
れ
件
な
い
。

何
故
な
れ
ば
生
産
技
術
の
匙
歩
に
必
〈
刷
新
合
は
勿
論
、

茨
木
及
び
人
口
の
榊
加
に
よ
る
生
産
相
加
に
際

し
で
も
、

原
則
的
に
貨
幣
放
や
の
不
便
利
持
を
ぼ
か
と
す
る
中
立
品
川
特
古
川
の
包
合
ず
る
誤
謬
位
指
摘
し
、

h
c
E
f
F品
川
一
」
庁
ご
て

H

守
二
人
ヤ
ノ
備
は
一
一
一
伊

i
功湾、

7
・九

nv

論
的
義
礎
を
興
へ
ん
と
試
み
て
ゐ
る
か
ら
で
る
る
。
け
れ
ど
も
彼
の
こ
の
金
附
は
そ
の
行
論
の
中
に
多
〈
の
紋
陥
を
布
す
る
が
放
に

所
詮
中
立
貨
幣
諭
に
到
す
る
一
つ
の
反
動
的
所
時
以
外
の
重
姿
た
立
義
を
も
ち
訓
げ
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。

7
.
F少
し

J
-
J
 

〈
詳
細
に
被
の
則
論
を
吟
味
し
て
み
や
う
。

ハ
ロ
ッ
ド
に
従
へ
ば
殻
民
的
枇
合
に
於
て
は
、
保
止
日
貨
幣
の
使
値
を
問
加
す
る
必
叫
が
あ
る
。

と
の
こ
と
は
貯
裕
の
一
部
が
資
本

市
場
に
現
は
れ
た
い
で
、
保
布
貨
幣
の
偵
値
品
川
川
加
と
し
て
、
所
得
部
刷
、
営
業
部
耐
に
止
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
銀
行
が

何
税
か
の
附
加
的
信
用
慣
張
を
行
は
ざ
る
限
り
、
機
貸
付
資
本
は
枇
舎
の
抽
出
貯
蓄
よ
り
小
な
ら
ざ
る
を
件
ぬ
と
せ
ら
れ
る
。

と
の
論

却
一
に
於
て
設
展
的
批
舎
が
保
布
貨
幣
の
債
依
の
附
加
を
必
裂
と
す
る
と
い
ふ
と
と
は
一
暢
何
を
意
味
す
る
か
む

一
見
す
る
と
そ
れ
は

退
臓
の
帯
民
生
、
郎
、
貨
幣
の
流
組
速
度
の
減
少
を
意
味
す
る
か
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

ハ
ロ
ヴ
ド
の
同
県
立
が
と
h

に
あ
る
と

は
忠
は
れ
な
い
の
彼
の
い
は
ん
と
欲
す
る
と
と
ら
は
正
に
か
う
で
あ
ら
う
。

一
時
制
に
於
け
る
貨
幣
所
得
は
従
来
と
同
一
で
あ
り
、

一
時
期
の
貨
幣
の
流
れ
‘
貨
幣
の
タ

1
ム
に
於
け
る
財
貨
に
針
す
る
需
裂
は
悉
く
不
穏
友
り
と
す
る
。

か
h

る
想
定
の
下
に
於
て
貧

品
判
所
得
が
増
加
し
た
と
す
れ
ば
、
同
一
貨
幣
所
得
が
従
来
よ
り
多
量
の
財
貨
を
民
入
れ
得
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
物



慨
が
下
落
し
て
貨
幣
の
倒
値
が
騰
貴
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
枇
命
日
の
保
れ
貨
幣
債
依
に
附
加
が
行
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
何

を
意
味
す
る
か
。
枇
舎
が
物
倒
下
活
に
叶
帯
同
す
る
既
存
柑
川
崎
市
の
償
値
騰
貴
の
鮎
川
市
資
さ
れ
る
特
殊
偵
値
を
貨
幣
形
態
に
於
て
獲
得
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
換
一
7

一
目
す
れ
ば
既
存
貨
幣
の
賓
質
的
償
値
の
騰
坑
を
意
味
す
る
に
他
な
ら
ね
。

ハ
ロ
ッ
ド
が
貯
蓄
の
概
念
に
刺
し
泊
淀
し
し
著
し
く
具
る
内
容
を
興
へ
て
ゐ
る
こ
と
は
司
汀
設
す
べ
き
で
£
る
。
彼
は
泊
設
に
於
て
貯

者
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
以
外
に
、
右
の
貨
幣
の
債
悦
の
騰
貴
を
貯
請
の
一
部
に
加
へ
、

い
は
ピ
貯
蓄
を
賓
物
の
タ
ー
ム
に
於
て
規
定

し
て
ゐ
る
。
仮
に
彼
の
貯
請
の
概
念
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
既
存
貨
幣
の
倒
値
の
騰
A
A
は
そ
れ
だ
け
貯
蓄
を
吸
牧
し
、
貸
付
資
本
を

抽
山
貯
品
開
よ
り
も
小
な
ら
l
め
る
こ
と
が
容
必

L
Nら
れ
や
う
。

け
れ
ど
も
か
弘
、
る
立
味
に
於
け
る
保
訂
品
川
悦
山
内
倒
値
晴
加
が
生
じ

貨
幣
の
法
政
ボ
く
は
流
一
泊
沫
一
ん
伎
の
減
少
が
惹
起
さ
れ
な
い
の
は
、

4
4
1
川
附
加
が
佼
術
の
進
歩
に
慕
〈
判
明
ム
口
に
山
山
ら
れ
る
。
生
京
一
身
案

t
f
:
k
1
・キ

f
H
〉

4
6
λ
U

ト
九

4
1
k
'
1
x、
J
1
1
3
F
山
川
日
川
、

千
七
/
下
が
勺

1

川M
H
V

品
物
モ
ド

hhr品川
H
H
f
i
r
q
d
H
'万

絞
っ
て
派
組
述
th
此の

MJV
を
闘
相
川
刊
す
べ
き
も
の
と
巧
〈
ら
れ
る
c

と
と

λ
が
こ

の
貨
幣
の
債
値
騰
坑
は
、
ロ
バ

l
ト
ソ

ン
も
い
へ
る
如
仁
川
人
か
の
欲
望
断
念
の
仙
川
市
に
基
く
も
の
で
友
く
、
如
何
在
る
方
法
を
以
て

し
で
も
他
に
利
用
せ
ら
れ
難
き
も
の
で
る
る
。
こ
の
こ
と
は
物
債
の
騰
貴
す
る
揚
合
に
‘
貨
幣
の
債
値
の
下
茶
が
非
貯
議
室
昂
号
E
同
)

と
看
倣
さ
れ
な
い
の
と
全
く
同
断
で
あ
る
。
従
っ
て
と
れ
を
貯
蓄
の
一
部
に
加
へ
一
る
と
と
は
明
か
に
不
営
で
あ
る
。

ハ
ロ
ッ
ド
の
貯

蓄
及
び
所
得
概
念
に
劃
し
て
は
、

ボ

1
デ
も
非
難
し
て
ゐ
る
。

、1
く

-
7
i

、

S
F
1
i

ノ
一
4

J

司

t

貯
蓄
の
意
義
を
通
説
の
如
く
解
す
る
限
り
、
技
術
の
進
歩
に
基
く
生
産
榊
加
の
結
拠
資
さ
れ
る
貨
幣
の
債
依
の
勝
賞
は
如
何
友
る

貯
蓄
を
も
吸
牧
し
た
い
。
蓋
し
貨
幣
は
，
少
し
も
退
蔵
せ
ら
れ
左
い
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
同
量
の
貨
幣
が
今
や
よ
り
多
〈
の
財
貨
を
賀

入
れ
得
る
に
し
て
も
、

一
時
期
に
於
て
は
同
量
の
貨
幣
が
支
同
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
仮
令
何
人
か
ピ
そ
の
所
得
の
一
部
を
貯
蓄
せ
ん
と

欲
し
た
と
し
て
も
、
上
述
の
意
味
に
於
け
る
保
有
貨
幣
の
債
値
が
騰
貴
し
た
と
い
ふ
事
貨
に
よ
っ
て
、
貨
幣
が
川
正
し
て
資
本
市
場
か

税
措
阿
波
肢
と
信
川
按
腹

第
四
十
七
巻

一
七
五

費五

銃

/ 、

プし
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経
済
俊
肢
と
信
用
機
間
以

第
四
十
七
巻

-i:; 

O 

一
台
六

第

競

ら
退
減
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
否
か
は
決
せ
ら
れ
難
い
。

ハ
ロ
ッ
ド
は
二
つ
の
全
く
具
れ
る
事
賞
、
即
ち
財
貨
の
タ
ー
ム
で
計

ら
れ
た
保
有
貨
幣
の
債
値
と
、

ケ
ム
ブ
リ
ッ
ヂ
交
換
方
程
式
に
於
け
る
k
、
即
ち
祉
舎
が
貨
幣
形
態
に
於
て
保
有
せ
ん
と
欲
す
る
賓

物
所
得
の
割
合
と
を
混
同
し
て
ゐ
る
。

k
が
不
援
な
る
に
保
有
貨
幣
の
債
値
が
騰
貴
す
る
と
と
は
あ
り
得
る
。

と
こ
み
が
k
は
貨
幣

の
流
通
遁
・
皮
の
逆
教
に
相
九
百
す
る
。

k
の
増
加
は
V
の
減
少
に
他
な
ら
ね
。
而
し
て
そ
れ
は
一
時
制
に
於
け
る
旬
幣
の
返
曲
川
公
く
は

消
費
者
支
出
の
減
少
を
意
味
し
て
ゐ
る
。

k
の
明
加
は
貯
蓄
の
吸
収
を
意
味
す
み
が
、

品
八
幣
の
伏
仙
の
総
υ
一川は
k
の
川
川
リ
加
在
出
品
味
し

、-、，
i
，
 

時

Ih--u

「礼I
J
r
-
F
u
t
z字
、
ノ
刊

L
U
-
-器
札
ー
と
・

1
;

4

川

l
E平
T
仙
円
ぽ
点
ぃ
，
引
い
L
E仙
V
一一

EJFJ〈
泊

J、

ノ、

〆

別
人
刊
の
質
物
所
得
は
同
い
レ
剖
ム
U
L
T
以
:
附
加
し
ご
ね
一
心
か
ら
で
あ
乙
。

ー
は
ハ
口
ッ
ド
が
凶
民
簿
記
に
於
け
る
J

復
式
記
入
を
誤
っ
て
ゐ
る
ど
こ
ろ
か
、
事
責
上
存
心
仕
せ
ざ
る
退
職
を
宛
も
賞
在
す
る
も
の
h
A

こ
れ
を
相
殺
す
る

H
的
を
以
て
信
用
の
横
張
を
要
請
す
る
も
の
と
非
難
し
て
ゐ
る

L

如
〈
看
倣
し
、

ハ
ロ
ッ
ド
は
技
術
の
進
歩
に
基
く
生
産
一
増
加
に
針
し
て
は
、
貨
幣
H

瓦
た
噌
加
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
如
〈
で
あ
る
守
と
こ
わ
が
彼

の
理
論
む
突
き
進
む
れ
ば
と
の
場
合
に
の
み
貨
幣
量
が
増
加
せ
ら
る
べ
き
と
と
と
た
る
コ

こ
れ
は
彼
の
会
〈
川
山
ひ
も
つ

J

か
ね
結
必
で

あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。
更
に
ハ
ロ
ッ

F
が
摘
張
を
必
要
と
す
る
信
加
は
、
そ
れ
が
総
て
の
依
存
生
産
要
素
の
貨
幣
所
得
を

一
定
率
に
於
て
抜
大
す
る
に
役
立
つ
の
み
な
ら
や
、
そ
の
一
部
は
同
定
資
本
、
流
動
資
本
の
形
成
を
結
局
に
於
て
粛
す
べ
き
も
の
と

推
想
せ
ら
れ
得
る
。
旧
点
し
て
然
ら
ば
彼
の
い
ふ
物
債
の
安
定
は
財
貨
の
桐
淵
的
侭
格
の
均
衡
、
従
っ
て
経
桝
枇
命
日
の
調
和
的
高
町
民
を

保
障
す
る
も
の
止
は
い
ひ
難
い
。

生
産
増
加
が
技
術
の
進
歩
の
み
に
よ
っ
て
驚
さ
れ
る
揚
ム
口
は
ハ
ロ

v

ド、

エ
グ
レ
の
い
ふ
如
く
怖
で
あ
る
。
正
常
的
褒
展
枇
命
日
に

於
け
る
生
産
増
加
は
、
技
術
の
進
歩
、
人
口
及
び
資
本
の
増
加
の
結
合
の
結
川
取
に
基
く
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
技
術
の
進
歩
の
み
に

よ
る
生
産
増
加
に
針
し
貨
幣
を
増
加
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
生
産
増
加
が
人
口
及
び
資
本
の
増
加

に
基
凶
ず
る
畑
割
合
に
は
争
が
あ
る
。
先
づ
人
口
の
増
加
か
ら
、

ハ
1
パ
ラ

l
は
人
口
増
加
に
基
く
生
産
増
加
に
割
し
貨
幣
主
を
不
鑓

1934， G. 1-laberIer: The Economist， Monthly Book Supplemcnt， ~:N。、. 10， 
p. 8. 
G. I-Iaberler: Der Sinn der Inc1exzahlen， 1927， S.日，.
A. C. Pigou; The Theory ()f lJ r ì(~mploymenl，工 933， 1中・ 20，1)-6.
A. C. Pigou・op.Clt.， P・209・
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に
維
持
す
る
と
き
は
、
デ
フ
レ

l
シ
ヨ
ン
に
近
き
弊
害
の
質
さ
る
べ
き
こ
と
乞
州
袋
し
て
ゐ
る

0
5

ピ
グ
l
は
更
に
進
み
て
人
口
特
に

労
働
者
数
の
増
加
に
雌
じ
て
貨
幣
量
を
増
加
す
べ
き
必
妥
を
認
め
吋
且
っ
そ
の
貨
幣
増
加
が
物
債
騰
貴
を
誘
導
す
べ
し
と
す
る
見
解

を
反
駁
し
、
そ
の
然
ら
ざ
る
所
以
を
悶
明
し
て
ゐ
る

Q

そ
の
他
ホ

1
ト
レ

1
、
ダ
l
ピ
ン
が
貨
幣
供
給
に
際
し
人
口
増
加
を
顧
慮
せ

る
と
と
は
銃
述
の
如
く
で
あ
る
。
惟
ふ
に
人
口
の
増
加
に
伴
ひ
新
生
産
者
、
新
持
働
者
は
正
常
的
手
許
貨
幣
の
保
有
を
希
望
す
る
結

果
、
寅
物
所
得
を
貨
幣
形
態
に
於
て
支
配
せ
ん
と
す
る
割
合
は
増
加
す
る
。
而
し
て
こ
の
と
と
は
生
産
増
加
抗
技
術
の
進
歩
に
よ
る

場
合
と
異
り
欲
望
の
断
念
を
伴
ふ
。
こ
ミ
に
附
加
信
用
提
供
の
必
裂
が
見
出
さ
れ
る
。
而
し
て
信
用
指
張
の
限
反
は
(
一
〕
人
口
増
加

へ
一
三
銀
行
の
資
産
欣
態
等
に
依

ιす
る
と
い
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。

理区

〈
一
一
〉
各
人
の
手
持
貨
幣
設
、

次
に
資
本
の
増
加
、
印
ち
人
口
不
援
な
る
に
資
本
が
増
加
す
る
か
、
資
本
増
加
が
人
口
増
切
よ
り
大
な
る
か
に
よ
り
生
産
増
加
が

測
さ
れ
た
揚
合
K
、
相
品
特
設
を
如
何
に
す
ペ
さ
か
の
問
題
の
研
究
は
米
だ
た
分
ー
が
め
ら
れ
て
ゐ
た
い
。

vr
グ
セ
ル
は
貨
幣
此
一
息
己
資

本
蓄
積
若
く
は
移
持
と
の
聞
の
必
然
的
問
聞
係
を
否
認
し
、
如
何
に
少
量
の
貨
幣
を
以
て
し
て
も
資
本
の
蓄
積
移
牌
は
可
能
友
り
と
主

張
し
て
ゐ
る
。
彼
の
思
相
ゅ
の
影
響
の
下
に
あ
る
申
立
貨
幣
論
に
於
て
貨
幣

ω増
設
を
拒
否
す
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
。
然
し
ピ
グ
l

ホ
l
ト
レ

l
、
ダ
I
ピ
ン
が
こ
れ
に
封
し
貨
幣
量
噌
加
の
必
要
を
認
め
針
脈
的
立
場
に
る
る
。
問
題
は
決
し
て
簡
単
に
決
し
去
ら
る

べ
き
で
は
た
い
。
結
局
は
新
増
加
資
本
の
所
布
者
が
貨
幣
形
態
に
於
て
支
配
せ
ん
と
す
る
貨
物
所
得
の
制
合
を
増
加
す
る
筒
勤
に
臓

ら
れ
る
か
否
か
、
若
く
は
貨
幣
保
有
量
を
増
加
せ
ん
と
す
る
か
否
か
(
貨
幣
保
有
量
は
賃
借
市
嬰
を
決
す
る
か
ら
)
を
吟
味
し
、
若
し
然
る

場
合
に
於
て
は
如
何
な
る
時
に
如
何
な
る
割
合
に
於
て
生
や
る
か
を
洞
察
し
、
そ
れ
に
法
い
て
貨
幣
量
の
調
整
を
企
つ
べ
き
で
友
い

か
と
思
ふ
。

山
ロ
ツ
ド
は
技
術
の
遜
歩
に
伴
ふ
生
産
噌
加
に
謝
す
る
貨
幣
噌
加
に
就
い
て
は
一
腹
否
定
的
立
場
を
採
る
。
然
し
掬
償
安
定
政
策
が
修
始
一
貫
し

て
採
用
せ
ら
れ
る
と
き
ほ
こ
叩
場
合
に
於
て
も
信
用
祷
張
が
必
要
に
な
る
と
い
・
山
叫

(
註
)

一
九
三
八
、
六
、

四
稿

経
済
設
展
と
信
用
披
長

七
-1:; 

七
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第
四
十
七
巻
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