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経
済
串
干
の
悲
哀

一足
一士一回

JE l 

経
済
皐
の
悲
哀

けI

有，

11i 

月ド

ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
を
共
の
父
と
す
る
英
国
経
済
事
は
、
共
の
歴

史
的
強
展
過
程
に
於
て
多
少
の
消
長
を
売
が
れ
な
か
っ
た
が
、

共
の
聞
に
於
て
分
析
は
愈
K

精
市
街
と
た
り
依
然
経
済
撃
の
主
流

を
占
む
る
の
み
な
ら
や
、
近
来
「
古
典
派
復
興
」

ω旗
印
の
下
に

共
の
再
認
識
が
窃
拝
と
し
て
墜
界
を
風
擁
す
る
事
と
な
っ
た
。

然
る
に
他
方
、

認
数
年
来
の
世
界
に
於
け
る
粧
情
情
勢
の
動

揺
が
古
典
紙
総
樹
事
に
劃
し
て
幾
多
の
批
判
を
喚
起
し
、
従
前

の
経
済
理
論
を
以
亡
し
で
は
今
日
の
経
済
を
把
握
し
得
友
い
と

の
撃
が
高
ま
り
来
っ
た
事
も
亦
否
定
し
得
友
い
の
で
あ
る
。
斯

か
る
折
柄
、

古
典
準
沃
稜
鮮
の
地
た
る
英
図
に
於
て
出
版
さ

れ
た
る
ウ
ツ
ト
ン
夫
人
の
著
「
経
済
撃
の
悲
哀
」
ヨ
・
ぞ
き

5
了

第
四
十
七
巻

七

回

第
五
説

四

円

E
5
2己
宮
】
山
内

2
5
E
E
)
は
、
古
典
仮
経
済
迎
論
の
恭
礎
を

た
す
均
衡
政
論
に
痛
烈
な
る
批
判
を
加
へ
、
経
済
町
駅
無
用
1

一酬を

高
唱
し
た
る
が
矯
め
に
、
同
国
評
論
界
に
多
大
の
七
Y

セ

I
シ

ヨ
ン
を
喚
起
し
、
極
右
極
左
の
雨
方
問
よ
り
は
「
経
済
皐
へ
の

有
殺
に
し
て
最
終
的
反
る
的
禁
た
り
」

2
言
は
れ
、

又
「
粧
品
新

思
ナ
品
刊
の
一
危
機
」
が
呼
ば
れ
る
に
五
っ
た
。

勿
論
島
一
-
徒
と
し
て
皐
問
上
無
償
値
友
る
批
判
に

-

h

耳
を
傾

け
る
必
要
は
友
い
が
、

さ
り
と
で
此
れ
を
全
然
無
腕
す
ら
事
も

亦
間
早
徒
の
執
る
可
き
態
度
で
は
無
く
、
此
れ
を
検
討
す
る
事
に

よ
っ
て
科
袋
す
る
所
大
た
る
も
の
が
存
す
る
で
あ
ら
う
。
肢
に

以
下
ウ
ツ
ト
ン
夫
人
の
主
張
差
出
来
得
る
限
り
簡
単
に
和
介
し

此
れ
が
批
判
を
加
へ
る
事
と
す
る
。

ウ
ツ
ト
シ
夫
人
の
批
判
項
目

経
済
問
題
が
総
ゆ
る
他
の
諸
問
題
に
比
し
て
重
要
問
せ
ら
れ

る
事
今
日
程
甚
だ
し
き
時
代
の
左
か
っ
た
事
は
今
夏
言
ふ
迄
も

な
い
所
で
あ
る
が
、
斯
か
る
時
代
に
於
て
粧
品
何
製
特
に
古
典
抵

経
済
墜
研
究
の
現
献
が
英
一
し
く
危
殆
に
源
し
且
逆
説
的
な
る
所

Action， Saturda.y Reyie鳩 Raynolu語 Ne杭，.



ウ
ツ
ト
ン
夫
人
は
台
裂
の
形
式
を
執

っ
て
、
先
づ
次
の
五
項
目
を
拳
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
部
ち
一

現
今
一
般
に
研
究
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
如
き
経
済
撃
は
吐
合
に
と

っ
て
無
用
怠
る
事
、
二
共
の
研
究
が
素
人
に
と
り
て
甚
だ
理
解

し
難
き
事
、
三
経
済
忠
一
a
k
於
て
は
事
者
聞
に
北
ハ
の
所
説
の
一
致

を
求
め
得
ざ
る
事
、
四
経
済
撃
の
内
容
が
現
賓
の
実
情
よ
り
徐

り
に
も
懸
け
離
れ
て
ゐ
る
事
、
五
経

J

問
事
者
は
白
づ
と
資
本
主

義
(
呪
m
m
)

擁
護
品
川
に
陥
り
易
き
事
、
等
が
共
の
主
要
項
目
で
あ

以
を
強
調
す
る
矯
め
に
、

め
。
以
下
此
れ
佐
簡
単
此
説
明
し
ゃ
う
。

先
づ
最
初
の
項
目
に
就
い
て
は
、
夫
人
は
、
奇
し
く
も
経
済

撃
の
研
究
が
傘
重
せ
ら
れ
ん
が
矯
め
に
は
そ
れ
が
枇
舎
の
進
歩

帯
四
展
の
矯
め
に
貢
献
す
可
き
も
の
で
友
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
を
高

調
し
、
経
済
問
事
者
に
し
て
、
共
の
研
究
が
枇
舎
の
進
展
に
寄
輿

せ
ざ
る
事
を
意
に
介
せ
ざ
る
が
如
き
も
の
を
排
撃
す
る
の
で
あ

る
。
勿
論
夫
人
と
て
も
経
済
皐
の
研
究
が
直
接
に
現
賓
に
役
立

つ
可
き
事
を
要
求
す
る
の
で
は
な
い
が
、

ピ
グ

l
の
所
謂
「
道

具
製
作
人
」
と
「
道
具
使
用
人

J

一
と
の
聞
に
聯
闘
の
保
た
る
司
き

事
を
要
求
し
、
自
己
の
製
作
し
た
る
鍬
が
何
人
か
に
よ
っ
て
耕

組
済
皐
の
悲
哀

作
に
用
ひ
ら
れ
ん
事
を
期
待
す
る
。
印
ち
純
粋
理
論
経
済
政
十
者

と
雄
も
共
の
製
作
し
た
る
道
具
が
使
用
せ
ら
れ
る
事
に
謝
し
て

責
を
負
ふ
可
き
も
の
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。

突
に
第
二
の
項
目
に
就
い
て
見
る
に
、
キ
ヤ
ナ
ン
の
言
を
援

用
し
て
、
現
今
の
終
消
印
畢
研
究
が
徐
り
に
も
複
雑
に
し
て
専
門

化
し
世
人
に
珂
併
せ
し
め
得
ざ
る
黙
を
維
や
る
の
で
あ
る
。
邸

ち
現
貨
の
経
内
問
遁
解
決
の
矯
め
に
事
者
に
意
見
を
求
め
て
も
.

北
パ
の
解
叫
ん
口
が
素
人
に
解
せ
ら
れ
や
従
っ
て
利
用
せ
ら
れ
難
き
貼

主
高
唱
す
る
。
然
ら
ば
素
人
に
川
崎
仰
附
さ
れ
雑
き
事
が
絞
倒
曜
に

と
っ
て
仰
放
に
許
さ
れ
符
た
い
の
か
。
夫
人
は
共
の
説
的
と
上

て
、
経
済
事
が
他
の
諸
科
目
翠
に
比
し
て
共
の
歴
史
未
だ
に
浅
〈

見
る
可
き
殺
旧
対
を
挙
げ
居
ら
ざ
る
事
を
主
張
す
る
の
で
あ
も

更
に
第
=
一
の
項
目
に
閲
し
て
は
、
夫
人
は
寸
六
人
の
経
済
撃
者

が
集
れ
ば
七
つ
の
説
が
唱
へ
ら
れ
共
の
中
二
つ
は
何
某
氏
の
設

で
る
る
」
と
一
エ
ふ
の
が
現
欣
で
あ
る
と
諸
ぺ
て
ゐ
る
。
而
し
て

経
済
事
の
護
展
の
矯
め
に
は
異
設
の
仔
在
も
此
れ
を
認
め
泣
い

誇
で
は
無
い
が
、
唯
共
の
中
心
に
於
て
意
見
の
一
致
が
な
け
れ

ば
利
息
十
で
は
な
い
と
断
言
し
て
ゐ
る
の
で
あ
守
的
。

第
四
十
七
巻

七

互王

第
五
旗

五

for Simpl口 EC:OIl(l)1ilCSヘEconOI】】Ic J ol1rnal V 01. 

R.苛Vootlun; l..ament for Econorni.c:i， ch.. 1" 

ibid. pp. 16-7・
ibid. P・ 18.
Cannan; “The Need 
XLIII， No. 17I. 
¥Vootton; ibid. p. 20. 
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置
済
阜
の
悲
哀

命
ウ
ツ
ト
ン
夫
人
は
、
前
惑
の
第
四
第
五
の
論
結
を
詳
細
に

論
述
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
此
等
は
最
も
重
要
な
る
問
題
た

る
が
故
に
項
を
改
め

τ更
に
詳
細
に
説
明
す
る
必
要
が
る
る
。

先
づ
右
の
三
項
目
の
闘
係
に
つ
い
て
の
み
筒
車
た
る
考
察
を
加

へ
ょ
う
。
帥
ち
此
等
三
羽
目
の
主
張
に
つ
い
て
見
る
に
、

az 

〉

h
r作正

T
T
2

ιゴ
プ
州
問
問
，
刀
d
a，

の
非
難
の
選
礎
に
な
れ
る
事
は
巴
に
前
週
の
所

で
あ
れ
ν
、
又
第
三
の
非
難
は
次
に
辿
ぶ
可
き
第
四
の
項
目
に
そ

の
原
因
を
求
め
得
る
で
あ
ら
う
。
而
も
此
等
の
非
難
は
左
程
重

要
た
る
も
の
で
は
一
泣
く
・
唯
経
済
撃
が
科
撃
た
る
が
矯
め
に
は

現
寅
に
有
用
な
る
を
妥
ず
る
や
否
や
が
問
題
と
し
て
残
る
の
で

あ
る
か
ら
、
突
に
此
れ
が
解
答
を
試
み
る
事
と
す
る
。

経
済
患
の
現
賓
よ
リ
の
議
離

ウ
ツ
ト
シ
夫
人
が
現
今
の
粧
品
阿
部
一
者
に
謝
し
て
誹
誘
を
加
へ

る
矯
め
に
採
り
た
る
最
大
の
武
器
は
、
共
の
告
衰
の
第
四
項
に

掲
げ
た
る
所
の
「
現
時
の
経
済
皐
が
現
賓
よ
り
遠
ざ
か
る
事
が

徐
り
に
も
甚
だ
し
い
」
と
言
ふ
鄭
で
あ
り
、
此
の
事
の
矯
め
に

粧
済
嵐
一
・
が
現
貨
を
説
明
し
得
十
又
無
用
の
も
の
で
あ
る
と
言
ふ

第
四
十
七
巻

七
二
六

第
五
銃

ムノ、

の
で
あ
る
。
然
ら
ば
如
何
な
る
理
由
に
よ
り
て
此
れ
を
主
張
す

る
か
。
先
づ
北
(
の
所
設
を
述
べ
て
此
れ
が
絞
黙
を
指
摘
す
る
事

と
し
た
い
。

夫
人
は
先
づ
、
経
済
撃
が
如
何
左
る
も
の
で
あ
る
か
を
規
定

ーふ-
q 

Jる

I~ 」一

佳作
Iま1

4こ》
与亡
、

二

J

F

山
山
町
村
山
「
丸
立

一i

人
類
の
普
起
の
生
活
業
務

l
i特

る l亡
個詩
人の
ヌ字
は 品目
市i: Iこ
舎必
c.:;. ~~ 

frfi )';: 
叡1 る
をも
研の
ヲピ を
す 長珂
可法
きし
も使

ε9〉!l
とる
す事
るに
マ開
1 ・r

シ
ヤ
ル
の
定
義
を
考
慮
し
れ
J
L
も
、
賓
は
専
ら
ロ
ビ
ン
ス
に
従

っ
て
、
経
済
裂
の
研
究
範
国
を
ば
「
不
充
分
な
る
資
源
を
選
揮

的
(
最
も
経
済
的
)
に
底
分
す
可
き
人
間
活
動
の
形
態
〕
に
局
限
せ

ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
印
ち
、
各
人
は
経
済
原
則
の
命
中
る
ま

L

に
活
動
す
る
事
を
前
提
す
る
所
の

i
(換
言
す
れ
ば
市
揚

理
論
の
上
に
立
つ
所
の
)
債
値
理
論
特
に
均
衡
謹
論
的
分

析
を
ぽ
経
済
皐
そ
の
も
の
と
な
し
、
此
れ
に
批
判
の
メ
ス
を
加

へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
夫
人
に
土
れ
ば
‘
現
賓
の
市
揚
現

象
は
、
経
済
現
象
が
特
異
恋
ユ
ニ
ー
ク
友
性
質
を
有
す
る
が
矯

め
に
限
り
な
〈
複
雑
錯
綜
し
、
且
つ
偶
然
の
事
情
や
各
市
場
開

の
影
響
に
支
配
吐
ら
れ
て
襲
特
極
旬
左
き
も
の
で
あ
る
に
拘
は

ibio. p. 14・
ibid・P.25・
A. Marshall; P口nciple.sof Economics， 6th. ed. p. 1 
¥Vootton; ibid. P・44・
Robbins; Nature and Significance of Economic Scieηce， p. 12;・

Wootton; ibid・F・46.
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ら
や
川
、
経
済
事
は
共
の
研
究
を
市
場
内
の
現
象
に
局
限
し
、
諸

々
の
影
響
を
「
他
の
事
情
に
し
て
愛
り
左
け
れ
ば
」
と
云
ふ
前
提

に
押
し
込
め
て
、
強
ひ
て
共
の
一
般
的
立
論
を
な
す
が
故
心
、

訟
に
経
済
皐
が
現
賓
の
貧
情
よ
り
事
離
す
可
き
原
凶
を
求
め
得

る
と
ι
一
日
ふ
の
で
あ
る
。
斯
〈
て
経
済
壊
の
有
用
性
を
否
定
す
る

論
擦
も
亦
右
の
事
情
よ
り
演
緑
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、

他
の
技
術
の
方
面
等
と
異
っ
て
、
特
殊
事
情
の
特
殊
研
究
は
被

雑
錯
綜
吃
る
-
般
的
資
情
よ
日
池
宮
か
る
事
誕
だ
し
き
矯
め

に
、
道
具
製
法
人
と
道
具
使
用
人
と
の
聞
の
間
隙
を
充
し
得

守
、
或
は
猫
占
が
登
達
し
た
り
又
は
権
力
的
統
制
の
強
化
に
よ

っ
て
市
揚
理
論
の
諸
問
範
圏
が
著
し
く
狭
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
が

事
買
で
あ
恥
、
更
に
現
貨
の
経
済
問
題
の
解
決
に
は
量
的
な
る

抽
出
測
を
要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
る
に
拘
は
ら
や
経
椀
撃
が
単
に
具
、
の

方
向
の
み
を
答
へ
て
量
的
解
容
を
輿
へ
得
左
い
と
一
一
員
ふ
の
で
あ

る
。
殊
に
夫
人
は
、
均
衡
理
論
に
針
す
る
新
ら
し
き
批
判
と
し
て

先
づ
ウ
イ
Y

ズ
の
雇
傭
の
理
論
を
挙
げ
、
此
れ
が
従
来
の
市
場

理
論
と
具
っ
て
「
よ
り
多
く
消
費
す
る
事
に
よ
り
、

よ
り
多
く

経
済
皐
の
悲
側

の
財
を
獲
得
せ
し
め
得
る
L

と
論
や
る
所
よ
り
、
此
れ
を
以
て

ロ
ピ
ン
ス
流
の
「
不
禿
分
な
る
資
源
の
港
揮
的
底
分
」
と
云
ふ

原
則
へ
の
克
服
と
な
し
、
更
に
ハ
イ
エ
ク
を
位
し
来
っ
て
、
彼

が
一
つ
の
均
衡
よ
り
吹
の
均
衡
へ
の
移
行
過
程
を
説
明
す
る
に

際
し
て
取
り
た
る
完
全
雇
傭
の
原
則
(
却
ち
不
充
分
資
源
白
原
則
}

hr一
現
賓
に
印
せ
さ
る
も
の
と
痛
論
し
、
而
も
此
等
の
雨
理
論
さ

へ
も
均
衡
理
論
の
適
用
範
闘
を
決
め
得
な
い
と
云
ふ
理
由
に
よ

っ
て
此
れ
を
排
斥
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
出
同
又
夫
人
は
、
此
れ

と
州
問
併
し
て
結
情
接
の
科
山
中
性
を
も
論
究
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る

が
、
此
れ
と
て
も
、
絞
消
息
が
経
験
的
観
察
的
た
も
の
で
た
〈

従
っ
て
此
れ
に
腕
納
的
具
惜
的
な
る
定
義
が
た
く
、
化
製
や
動

物
島
?
と
共
の
科
率
性
を
異
に
す
る
と
言
ふ
の
み
で
あ
る
の
r

然
ら
ば
此
れ
に
到
し
て
如
何
な
る
批
判
が
加
へ
ら
る
可
き
で

あ
る
か
。
先
づ
ウ
ツ
ト
ン
夫
人
の
紘
一
桝
墜
に
劃
す
る
解
緋
よ
り

吟
味
す
る
に
、
彼
女
は
前
週
の
如
く
に
ロ
ビ
ン
ス
の
定
義
を
執

っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
此
れ
に
劃
し
て
共
の
批
判
者
の
一
人

た
る
7

レ
ー
ザ
ー
は
売
の
如
き
鮮
樽
を
下
し
て
ゐ
る
。
削
ち
ロ

ピ
ン
ス
が
経
品
判
事
を
右
の
如
〈
に
解
し
た
の
に
は
こ
う
の
意
圃

第
四
十
七
巻
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経
済
阜
の
悲
哀

が
存
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
共
の
一
つ
は
、
自
己
が
経
済
事

の
中
心
問
題
と
考
ふ
る
も
の
を
高
調
し
て
然
ら
ざ
る
問
題
と
の

限
界
を
明
確
左
ら
し
め
以
で
経
済
阜
の
組
成
を
後
展
し
明
確
な

ら
し
め
ん
と
し
た
事
で
あ
り
、

北
日
の
一
一
は
、

斯
か
る
経
消
息
十

(
備
値
理
論
不
充
分
資
源
の
選
岬
略
的
底
分
)
の
八
刀
析
に
よ
り
、
仮
令

枝
葉
の
具
惜
的
粧
品
川
問
題
に
つ
い
て
は
摂
符
問
忙
異
論
が
存
し

て
も
此
の
中
心
的
結
論
に
於
て
は
一
致
す
可
き
事
を
一
不
さ
ん
と

せ
し
所
で
あ
る
。
従
っ
て
、

ロ
ビ
ン
ス
の
定
義
よ
り
債
佑
理
論

の
均
衡
論
的
分
析
の
み
が
経
済
皐
の
全
部
な
り
と
考
ふ
る
事
は

誤
り
で
あ
り
、
他
の
批
判
者
ハ
ロ
ツ
ド
の
如
き
も
、
経
済
撃
の

範
園
内
に
、
債
値
及
び
分
配
瑚
論
、
動
態
的
経
済
開
宇
並
び
に
寅

詮
的
研
究
を
包
含
せ
-
し
め
て
、
そ
の
然
ら
古
る
所
以
を
強
調
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
又
均
衡
明
論
が
所
謂

h
z
E
一ω
}
V
E
-
-
v
E
僚

項
に
一
切
の
特
殊
事
情
を
押
し
込
め
て
唯
直
接
的
な
る
原
因
の

み
に
着
目
し
、
従
っ
て
現
賓
の
市
揚
現
象
よ
り
遠
ざ
か
る
懐
あ

る
事
は

E
K
ウ
ツ
ト
ン
夫
人
の
言
の
如
く
で
あ
る
。
然
し
乍
ら

此
の
事
は
経
済
事
者
自
ら
が
充
分
自
覚
せ
る
所
で
あ
っ
て
、

ロ
ツ
ド
も
、
俄
令
最
近
に
K
M
け
る
経
済
壊
が
此
の
諸
前
提
の
推

第
四
十
七
巻
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現
に
霊
黙
を
置
く
山
林
に
た
っ
て
も
街
蓄
来
の
需
要
の
法
則
に
関

す
る
瑚
論
が
北
ハ
の
償
値
を
失
は
ざ
る
所
以
を
強
調
し
、

フ
レ

l

ザ
l
の
如
き
も
、
斯
か
る
快
知
は
枇
舎
生
活
白
日
酷
に
本
来
的
左

る
複
雑
性
の
存
す
る
結
旧
別
で
あ
り
、
経
持
率
が
此
れ
を
創
出
し

Hーた
dつる

ても
?訟の
お:!JIで
。 も

市な
も〈
、又

り共
ツの
1. 1支
ンを
ヲミ 日E
人め
7うセ
喜一 る
らも
此の
O~) さ‘

tlI'も
は1 な
よい
りと

経
済
事
の
無
用
性
を
主
張
せ
る
貼
は
犬
い
に
一
反
省
社
要
求
す
可

き
で
あ
っ
て
、
彼
女
は
半
片
の
パ
ン
を
得
る
よ
り
も
全
然
パ
シ

を
得
ざ
る
揚
合
を
選
ぶ
も
の
と
言
は
れ
ね
ば
友
ら
自
の
で
あ
る
。

五

A
7
7

レ
ー
ザ
ー
の
皐
げ
る
例
を
引
用
し
て
、
外
岡
震
替
の
統

制
に
よ
っ
て
一
閥
貨
幣
の
針
外
債
値
が
維
持
せ
ら
れ
而
も
其
の

園
内
債
値
が
低
下
せ
る
揚
合
に
、
自
由
貿
易
を
恢
復
し
た
友
ら

ぽ
共
の
結
川
市
は
如
何
に
な
る
か
を
考
察
す
る
。
此
の
際
経
済
謬

を
知
ら
ざ
る
者
は
、
或
は
破
壊
的
な
る
鶏
替
相
揚
の
下
落
を
考

へ
、
園
際
貿
易
闘
係
の
破
綻
に
次
い
で
圏
内
物
債
の
暴
騰

|
l

撹
飢
l

飢
餓
と
云
ふ
が
如
き
無
謀
在
る
容
器
を
な
す
か
も
知

.>、

れ
た
い
。
然
る
に
経
桝
聞
学
者
は
、

一
方
に
偽
替
相
場
下
落
の
反

作
用
を
考
へ
、
貨
幣
営
局
が
無
謀
た
る
靖
世
に
出
で
ざ
る
限
り

Keynes; General Theory of五mployment，Inte悶 51:and .Money， 19f6. 
Wootton; .ibid. pp. 96-98. 
ibid. pp. IOI-IO~7， 109. IIO. 
ibid. ch. 3. 
L. M. Fr田町， “EcononiIst and their critics "， Econom:lC Jnurnal， Vol 
XLVIJJ， No. 190， p. 120. 
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は
封
内
的
貨
幣
償
値
が
零
に
迄
は
下
り
得
な
い
事
を
数
ふ
る
で

あ
ら
う
。
印
ち
経
済
嬰
者
は
仮
令
自
由
貿
易
恢
復
の
措
置
を
直

接
に
決
定
す
可
き
資
格
を
持
た
左
い
と
し
て
も
、
少
く
共
賢
明

な
る
裁
断
を
友
ナ
可
き
素
材
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
右

の
理
由
を
以
て
直
ち
に
粧
品
何
壌
の
無
川
を
論
十
る
は
営
ら
な
い

の
で
あ
り
、
経
済
事
が
科
墜
と
し
て
そ
の
作
用
性
を
必
要
と
し

て
も
向
此
れ
に
よ
り
て
経
済
成
十
の
一
科
型
性
を
否
定
し
得
な
U

の

で
あ
る
。
時
ウ
ツ
ト
ン
夫
人
の
云
ん
が
如
く
、
経
済
事
は
徐
り

に
も
現
論
的
な
る
迫
具
の
製
作
げ
九
年
λ

お
し
た
絡
め
に
、

再主

近
な
質
問
的
な
る
道
具
の
制
説
法
医
弁
力
を
費
し
得
な
か
っ
た
と

一
一
日
ふ
事
だ
け
は
与
へ
得
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

叉
経
済
事

は
他
の
自
然
利
息
?
と
同
じ
意
味
に
於
て
は
利
息
?
で
は
な
い
か
も

知
れ
友
い
が
、

さ
り
と
て
債
値
迎
論
均
衡
理
論
を
以
て
料
問
中
に

非
や
と
た
し
従
っ
て
研
究
の
慣
他
な
ぎ
も
の
と
論
四
閣
を
飛
躍
せ

し
め
る
事
は
此
れ
を
詳
し
得
た
い
の
で
あ
る
。

四

経
涜
筆
者
の
資
本
主
義
擁
護

最
後
に
ウ
ツ
ト
ン
夫
人
は
.
経
内
山
学
研
究
を
排
撃
す
る
手
段

組
済
製
の
悲
哀

と
し
て
、
経
済
事
者
は
段
正
中
立
的
立
揚
を
襟
傍
し
乍
ら
不
知

不
識
の
閣
に
現
存
の
枇
命
日
組
織
印
ち
資
本
主
義
の
経
済
組
織
を

擁
護
す
る
に
至
る
却
を
指
摘
し
、
更
に
今
後
の
経
済
撃
の
進
む

可
き
動
向
を
も
指
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
此
庭
で

は
此
れ
が
詳
細
左
る
紹
介
を
避
け
、
共
の
主
張
の
根
競
を
指
摘

す
る
と
共
に
此
れ
が
批
判
を
加
へ
る
に
止
め
た
い
。

先
づ
夫
人
は
、
所
謂
限
界
牧
徒
均
等
の
法
則
が
規
範
的
内
容

を
持
つ
事
を
指
筒
し
で
、
領
傭
川
4
4
晴
均
衡
叩
川
一
論
に
捉
へ
ら
れ
た

上 --C'て立民
つオ i/;J 1土
てプる必
枇チの有者
fド1) "7で i;::::
しんあ日社

てなる~(，
ゐる iJ{白紙1
る:?!l)状 ....."ii持
。態回i持組
然との織
し見際そ
乍る 、持任
ら期経諜
ーを 71ヰす
般五感る
的つ者 vC
原の，j，五
止巴1Y1) j勾る
にタト f亀rJj肘
封的 if足以
す設 1患を:
る1YO i~ 0.1， 
個に以"'::

々
の
例
外
的
事
例
は
枇
合
科
壌
に
と
り
て
不
可
避
の
事
な
れ

ば
.
此
底
で
は
此
等
の
個
々
に
つ
い
て
は
批
評
を
差
控
え
、
此

ω
 

れ
に
針
し
て
7

レ
ー
ザ
ー
の
在
し
て
ゐ
る
主
張
を
率
げ
る
事
と

す
る
。
印
ち
一
慣
値
論
の
分
析
に
は
規
範
的
在
る
側
と
賃
設
的

た
る
側
と
が
存
寸
る
が
、
少
〈
共
他
の
事
情
に
し
て
等
し
け
れ

ば
均
衡
欣
態
は
不
均
衡
の
欣
態
よ
り
笠
ま
し
い
と
一
式
ふ
限
り
に

第
四
十
七
巻

七

九

第
五
裁

九
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経
済
問
申
D
悲
哀

そ
れ
は
規
範
的
性
質
を
有
し
て
ゐ
る
。
こ
と
は
一
吉
へ
此

の
規
範
的
性
質
は
一
の
偲
定
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

於
て
、

れ
は
現
存
の
趣
味
・
機
命
日
・
制
』
反
・
及
び
分
配
闘
係
の
構
成
的

保
件
の
下
に
於
て
の
み
オ
プ
チ
7

1
げ
で
あ
る
。
然
し
此
の
構
成

的
保
件
自
館
は
必
宇
し
も
オ
プ
チ
マ
ル
と
は
考
へ
ら
れ
左
い
の

で
あ
る
。
一
一
一
メ
山
市
の
如
芳
一
定
の
僚
件
の
ト
ド
於
付
る
オ
。
ノ
チ

(
 

マ
リ
テ

l
ト
で
あ
O
て
も

z

そ
れ
が
制
限
的
左
る
が
矯
め
に
貫

際
上
の
意
義
を
失
ふ
も
の
で
は
た
く
、
此
の
制
限
的
保
件
の
不

判
決
友
る
限
り
、
競
争
に
よ
る
均
衡
献
態
は
縞
占
や
不
均
衡
の
献

態
よ
り
も
笠
ま
し
い
。
四
か
く
て
均
衡
論
的
分
析
は
夫
れ
自
慌

が
経
済
に
K
M
け
る
理
想
を
一
不
す
も
の
で
は
な
い
が
、

一
定
の
資

源
の
使
用
法
を
批
判
す
可
き
標
準
を
興
へ
る
事
は
明
ら
か
で
あ

る。
出
阿
ウ
ツ
ト
ン
夫
人
は
、
経
済
皐
者
に
劃
し
て
今
後
経
済
問
題

以
外
の
諸
種
の
領
域
に
渡
っ
て
研
究
を
進
む
可
き
事
を
要
望
し

て
ゐ
る
が
、
斯
か
る
事
は
個
人
と
し
て
の
経
済
事
者
に
此
れ
を

強
要
す
可
き
も
の
で
は
友
く
、

ハ
ロ
ツ
ド
も
極
力
此
れ
を
痛
論

し
て
暗
愚
に
し
て
酬
明
笑
す
可
き
概
念
と
言
っ
て
ゐ
る
。
又
夫
人

第
四
十
七
巻
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は
、
枇
合
主
義
の
下
に
於
て
は
傾
値
問
題
が
直
ち
に
解
決
す
る

事
を
迎
由
と
し
て
均
衡
迎
論
を
拾
っ
可
き
旨
を
暗
示
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
が
、
此
れ
又
経
誠
判
事
よ
り
共
の
仕
事
を
一
年
ふ
も
の
で

あ
っ
て
、
経
済
的
号
無
加
の
前
提
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
る
曲
論
に

目

過
ぎ
友
い
。

最
後
に
ウ
ツ
ト
ン
夫
人
山
川
町

経
済
山
引
を
以

τ社
合
改
良
の
漏

め
の
研
究
と
見
る
立
揚
よ
り
、
従
来
の
経
済
事
よ
り
編
み
出
さ

れ
た
る
政
策
目
標
が
皐
に
一
人
の
政
策
目
棋
で
る
り
一
一
次
の
政

策
同
様
で
あ
る
と
た
し
、
寧
ろ
枇
合
主
義
又
は
統
制
主
義
の
政

策
に
此
の
困
難
の
存
せ
ざ
る
事
を
高
唱
し
て
ゐ
る
が
、
更
に
彼

女
が
最
善
山
方
策
と
し
て
、
富
裕
階
級
に
針
し
て
所
得
の
卒
等

止
な
る
分
配
の
最
も
オ
プ
チ
マ
ル
で
あ
る
所
以
を
信
ぜ
し
む
可
し

と
言
ふ
に
至
つ
て
は
、
彼
女
こ
そ
正
に
現
賞
よ
り
議
ざ
か
る
事

引

甚
だ
し
き
も
の
と
言
は
ね
ば
左
ら
ね
の
で
あ
る
。

五

結

び

以
上
に
於
て
ウ
ツ
ト
ン
夫
人
の
絞
隣
接
研
究
知
則
論
を
紹
介

し
且
つ
そ
の
検
討
を
加
へ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
此
れ
を
一
言

ibid. pp. 132-136. 
ibid. pp. 1]6-138. 
ibid. pp. 168-'75. 
Frascr; ibid. p. 203・
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に
し
て
一
一
一
日
へ
ば
、
彼
女
は
、
現
時
の
経
済
事
研
究
l

特
に
市

相
場
理
論
を
前
提
と
す
る
均
衡
割
論
的
分
析
は
、
無
数
の
僚
件
の

上
に
立
つ
・
も
の
な
る
が
故
に
現
賓
の
賓
情
と
一
致
せ
や
従
つ
で

現
賓
の
経
済
問
題
を
解
明
し
得
守
、
矯
め
に
経
済
壌
の
研
究
は

無
用
左
り
と
一
一
昌
ふ
に
翠
き
る
。
勿
論
共
の
所
誌
の
中
に
は
正
に

肯
援
に
中
る
所
も
あ
り
好
意
あ
る
忠
言
と
し
て
受
け
入
れ
ね
ば

友
ら
ね
部
分
も
存
し
て
は
ゐ
る
が
、
抑
も
そ
の
態
度
が
半
片
の

パ
ン
を
得
る
よ
り
も
此
れ
を
拾
っ
可
き
事
を
奨
め
る
が
如
き
も

日〉

寸了

あ
り

同
単
に
反
対
ぜ
ん
が
筋
め
の
反
剣
論
に
過
ぎ
宏
い
。

我
々
は
現
時
の
終
消
阜
の
術
引
が
必
や
し
も
高
会
な
る
も
め
と

考
へ
な
い
の
で
あ
り
、
均
衡
現
論
的
研
究
の
前
提
と
友
る
可
き

枇
曾
的
構
成
自
植
が
検
討
さ
る
可
き
重
要
問
題
た
る
事
を
も
認

め
る
の
で
あ
る
が
、

さ
り
と
て
現
時
の
経
神
的
学
研
究
を
否
定
ナ

る
事
は
断
じ
て
評
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

封
鎖
貨
幣
制
度
下
の
国
際
的
再
保
険

第
四
十
七
巻

七

ibid. pp・302-320.
Fruser; ibid. pp. 206-7・
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