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印
度
経
済
撃
の
成
立
と
そ
の
方
向

第
二
審

四
八
六

第

二
雛

二

六

印
度
経
済
学

の
成
立

jヾ
そ

の
方
向

島

恭

賓

一

英
断
経
済
嬰
と
印
度
経
済
撃

十
九
世
紀
に
放
て
漏
乙
経
解
が
自
己
の
後
進
性
を
自
覚
し
'
英
園
的
段
階
に
ま
で
到
達
し
ょ
う
と
し
た
時
に
､
そ
の
努
力
が
イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
的
に
は
経
輯
尊
の
固
民
的
傍
系
JJ
な
-
猫
乙
経
済
尊
と
凌
っ
て
現
れ
た
の
は
周
知
の
専
管
で
あ
る
｡
リ
ス
ト
等
が
あ
-
忠

で
英
国
経
済
を
目
板
に
お
き
.
掲
乙
経
済
を
其
魔
に
達
す
る
ま
で
の
過
渡
的
段
階
と
し
た
鮎
に
お
い
て
'
彼
の
経
済
単
が
果
し
て
国

民
的
自
筆
に
徹
し
て
ゐ
た
か
ど
う
か
の
問
題
は
残
る
ガ
れ
ど
も
'
と
に
か
-
共
棲
の
碍
乙
経
碑
串
が
英
囲
経
済
峯
に
封
し
て
猫
特
の

性
格
を
持
っ
て
ゐ
た
事
葦
に
庚
払
な
い
｡
斯
様
に
民
族
的
自
覚
が
国
民
主
義
的
経
済
拳
を
生
み
'
叉
国
民
的
経
解
輿
が
民
族
経
預
の

_

自
主
性
を
反
映
す
る
と
云
つ
た
様
な
事
情
は
必
ず
し
も

十
九
世
紀
の
弼
乙
に
限
る
吾
い
.
｢
そ
れ
白
鰭
世
界
で
あ
っ
た
｣
英
国
の
経

済
及
び
経
済
単
か
ら
東
正
の
諸
民
族
が
次
第
に
解
放
さ
れ
て
行
か
う
と
す
る
現
代
に
於
い
て
も
同
様
な
事
情
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な

か
ら
う
か
.
そ
し
て
こ
1
に
例

へ
ば
日
本
経
緯
草
'
印
度
経
怖
畢
'
支
部
経
済
笹
と
云
つ
た
様
な

l
聯
の
民
族
的
粒
塀
串
の
成
立
を

期
待
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡

勿
論
十
九
世
紀
の
狗
乙
粧
併
齢
と
現
代
の
東

韮
諸
民
族
の
経
済
草
､
特
に
こ
1

に
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
LuJ=
旋
経
済
率
と
の
間
に



背

恩

濫
首

里
純
な
類
似
を
考

へ
る
事
は

十
九
世
紀
の
澗
乙
経
済
と
現
代
の
印
度
欝
碑
と
の
類
似
を
見
出
さ
う
と
す
る
の
と
同
様
に
誤
謬
で
あ

る
｡
十
九
世
紀
の
弼
乙
経
済
峯
は
英
団
的
資
本
主
義
経
済
を
目
標
に
お
き
つ
1
自
己
の
後
進
性
を
自
費
し
た
｡
現
代
の
印
度
経
済
拳

に
も
さ
う
云
っ
た
後
進
性
の
白
壁
と
前
進
の
欲
求
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
.け
れ
ど
も
'
そ
れ
は
例

へ
ば
リ
ス
ト
経
済
笹
に
見
ら
れ
る
も
の

と
単
純
に
同

一
視
す
る
事
は
出
来
な
い
.
更
に
現
代
印
度
の
英
国
に
封
す
る
後
進
性
と
栽
展
性
と
は
十
九
世
紀
の
掲
乙
の
英
国
に
封

す
る
関
係
と
比
較
に
な
ら
な
い
o
党
づ
何
よ
-
も
明
か
な
事
は
印
度
は
英
国~
の
植
民
地
で
あ
る
と
云
ふ
事
.
そ
し
て
こ
の
所
謂
植
民

地
的
性
格
が
印
度
の
産
業
'
金
融
.
貿
易
其
他
印
変
経
済
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
濃
厚
に
現
れ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
｡
そ
れ
ぼ
か
-
で
は

鞍
-/

英
樹
に
年
々

多
故
の
留
擢
生
む
法
-
英
観
的
教
葬
を
身
に
つ
け
て
ゐ
る
即
変
人
の
観
念
そ
の
も
の
が
多
分
に
植
民
地
的
性
格

猫
特
の
カ
メ
ラ
り
ス
テ

イ
･･ブ
紅
満
て
あ
げ
て
碑
た
猫
乙

と

興

る
('

斯
梼
恕
頚
管
を
食
感
に
宗
い
｢
み
る
しく
itau
tEr
b
l目
盛
打
席
ー
J
r
L

民
族
的
経
済
串
の
成
立
す
る
駿
地
あ
-
や
疑
は
し
い
o
併
し
乍
ら
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
第

1
次
欧
洲
大
磯
の
前
後
よ
-
印
度
の
控
塀
聾

者

の
問
で

｢
印
度
経
済
笹
｣
の
主
張
が
生
れ
て
来
た
事
は
.
お
よ
そ
そ
の
常
時
よ
-
印
度
経
済
が
あ
る
程
変
の
自
主
性
を
獲
得
し
た

薯

葦
の
一
指
標
で
も
あ
-
'

又
そ
れ
故
に
こ
の
印
度
経
演
単
の
方
向
こ
そ
某
更
共
栄
圏
の
指
導
者
日
本
と
印
度
と
の
関
係
が
い
よ

-

緊
密
の
慶
を
加

へ
つ
1
あ
る
現
代
に
於
て
重
大
な
関
心
を
呼
び
お
こ
す
問
題
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
G

｢
印
度
経
済
峯
｣
は
ま
づ
印
度
人
白
身
の
経
済
串
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
｡
け
れ
ど
も
英
国
の
印
度
に
封
す
る
支
配
的

関
係
よ
-
し
て
'
さ
う
云
ふ
民
族
的
経
緯
尊
が
起
る
前
に
ま
づ
英
国
人
の
印
度
経
摘
草
が
あ
っ
た
｡
事
賛

)
n

di
a
n

E
con
omi
c
s

と
云
ふ
言
葉
は
E
c
n

om
ic
s
o

〓
n

d
ia
と
云
ふ
横
窒

息
味
に
於
て
ゼ
ポ
ン
ス
や
ケ
-
,1.ズ
等
の
近
代
英
国
経
済
嘩
者
に
よ
っ
て
用

印
度
経
済

聾

の
成
立
と

そ

の
方
向
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二
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七
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七



印
度
経
済
野
の
成
立
と
そ
の
方
向

第
l
壷

四
八
八

第

二
折

二

八

払
ら
れ
て
ゐ
る
｡
英
は
勿
論
民
族
的
経
解
峯
で
は
な
-
.
印
度
の
支
配
者
の
立
場
よ
-
す
る
印
度
経
済
の
研

究
で
あ
-
'
其
魔
で
何

か

｢
民
族
性
｣
と
云
ふ
零
が
問
題
に
な
っ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
草
に
印
度
経
済
の
筏
進
性
堅

不
す
諸
特
徴
を
意
味
す
る
に
過

ぎ
冶
レ
T,･で
車
′ん
-
併
し
ま
/ノ柑
満
た
渋
味
の
印
鑑
粁
桝
輿
'
換
軍
l,U･
れ
ば
英
樹
結
締
蝉
譜
の
印
鑑
把
輯
観
を
昆
U
お
く
客
は
.
印

¶
∠～
yr-
ト⊥
ヱ…
Tlr-
,

の
性
格
を
鮮
明
に
す
る
事
が
出
奔
る
か
ら
で
あ
る
C

そ
れ
で
は
英
国
粁
併
串
は
印
慶
を
ど
う
見
て
ゐ
た
か
.

一
般
に
英
国
の
古
典
経
済
単
に
は
印
度
の
み
な
ら
ず
東
洋
社
食
を
そ
の
内

部
よ
-
深
く
把
捉
す
る
態
度
に
炊
け
て
ゐ
た
o
印
度
其
他
東
洋
の
諸
国
は
云
は
Ẑ
そ
の
外
部
よ
-
商
人
や
投
資
家
の
隈
を
以
て
見
ら

れ
.
商
品
流
通
や
境
木
投
下
に
ょ
つ
て
解
れ
ら
れ
た
部
分
の
み
が
問
題
に
な
る
O
盲
血
壷

渡
が
自
由
端
商
を
東
洋
語
国
に
奨
め
た
の

は
､
彼
等
が
自
由
貿
易
た
る
も
の
を
そ
の
基
礎
か
ら
切
離
し
て
抽
象
的
忙
し
か
理
解
し
て
ゐ
な
か
っ
た
1
め
で
あ
-
､
ま
た
同
時
に

東
洋
諸
民
族
の
粍
碑
が
個
性
的
に
は
つ
き
-
つ
か
ま
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
1
め
で
も
あ
ら
う
.
斯
様
た

東
洋
評
国
の
表
面
的
な
理
解
は

古
典
沢
の
経
済
単
著
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く

現
代
の
英
国
綻
碑
単
著
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
.
例

へ
ば
廿
世
紀
に
入
つ
て

か
ら
印
度
の
通
貨
.
金
融
制
定
の
研
究
が
郎
例
的
仁
多
い
が
'
英
は
こ
れ
ら
の
制
匿
が
英
本
国
よ
り
す
る
印
度
の
搾
取
と
支
配
の
最

も
有
効
考
手
段
だ
か
ら
で
あ
-
'
又
同
時
に
他
の
経
桝
緒
制
慶
に
此
し
て
地
方
的
差
遣
少
-
移
植
的
部
分
多
-
'
外
部
よ
-
研
究
し

や
す
い
た
め
で
も
あ
ら
う
｡
乍
併
か
う
云
ふ
理
由
と
鋭
角
か
ら
す
る
即
産
経
僻
の
研
究
は
到
底
そ
の
中
接
の
把
捉
に
ま
で
達
し
な
い

事
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
O
例

へ
ば
ケ
-
ソ
ズ
の

｢
印
藍
通
貨
及
金
融
論
｣
を
見
よ
う
｡
其
中
で
印
度
の
所
謂
金
環
替
本
位
制
が
特
記

賞
荷
さ
れ
て
ゐ
る
.
こ
の
制
定
に
於
て
は
通
貨
は
銀
貸
及
び
紙
幣
で
金
貨
は
原
則
と
し
て
国
内
に
流
通
せ
ず
､
英
本
国
に
慮
替
準
備

Perr()t,EconomlCJournal.γol.18.p.625.1)
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1

1

資
金
と
し
て
保
有
さ
れ
､
こ
の
準
備
に
封
し
て

1
定
の
相
場
で
章
渡
さ
れ
た
金
環
蕃
手
形
を

基
礎
に
通
貨
の
封
外
債
値
の
安
定
を
は

か
る
の
で
あ
る
が
'

こ
れ
は
金
の
国
際
的
節
約
と
利
用
の
形
で
あ
-
1

金
本
位
制
の
最
も
進
歩
せ
る
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
の
で
あ

る
｡
乍
併
茸
は
こ
の
制
度
は
印
度
経
済
の
相
民
地
的
性
格
を
硯
は
す
も
の
で
あ
-
'
英
本
国
の

一
方
的
な
通
商
上
の
利
益
の
た
め
に

利
用
さ
れ
･
又
ロ
ン
ド
ン
金
融
市
場
に
保
有
さ
れ
て
ゐ
る
準
備
金
は
英
木
組
の
流
盟

主

と
こ
ろ
と
な
っ
て
ゐ
毎

さ
う
で
あ
れ
ば

I;?

こ
そ
印
度
の
民
族
的
紳
輔
単
著
は
JJ
の
金
が
印
度
自
身
の
産
柴
閑
蟹
に
利
用
さ
れ
る
事
を
望
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
o
ケ
ー
ン
ズ
の
金

男
春
本
位
相
に
封
す
る
讃
酢
は
こ
の
制
度
を
印
度
紋
所
の
相
民
地
的
性
格
の
側
よ
-
把
握
し
な
い
で
､
抽
象
的
'
純
桂
術
的
に
理
解

/
こ
匡
L
T土
il
(
〓
rb
rr)
.
7〓
rJ
土
合
L
U
LJT
-j
tliJlg,:年
築
lTkT
つ
∃
.白
h
JrT.B
小鞄
地は
静
.11司
票
トFI6呉
羽挙
ELJう
り芯
｡

瀬
等
の
白
山
貿
易
論
S
Sl伺
筏
に
め
る
困
際
分
光
の
説
に
,Li
れ
ば
元

に
通
蘭
す
る
醒
火
は
例

へ
ば

一
方
が
工
業
､
他
il7
が
遮
光
J
J
dfFi.
ふ

風
に
そ
れ
′
川＼
臭
っ
た
産
兼
を
持
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
C
英
国
と
即
定
と
の
貿
易
で
あ
れ
ば
常
然
前
者
は

｢
エ
米
国
｣
で
あ

-
後
者
は

｢
農
業
固
｣
で
あ
る
D
斯
様
に
胴
囲
の
雲

完
の
相
違
は
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
'
こ
の

｢
工
業
閑
｣
;
U
｢
農
光
囲
｣
と
は
互

に
平
等
な
賓
格
に
放
て
同
等
な
利
亮
を
穫
緒
し
合
ふ
と
云
ふ
フ

ィ
ク
シ

ョ
ン
が
こ
の
理
論
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
｡
乍
併
｢農
業
閲
｣

と

｢
工
業
国
｣
と
は
激
し
い
閲
際
間
の
歳
等
袖
に
あ
っ
て
到
･1L,g
午
等
な
地
位
を
保
ち
得
る
も
の
で
な
-
'
必
然
的
に
前
者
の
後
者
に

封
す
る
隷
属
関
係
が
深
ま
っ
て
行
-
o
典
故
に
第

1
次
大
仙磯
以
後
東
洋
の

｢
農
菜
園
｣
に
於
て
工
美
化
蓮
勤
が
焼
烈
忙
な
っ
て
禿
た

の
で
あ
る
.
併
し
JJ
れ
は
首
然

｢
世
界
の
工
場
｣
を
も
っ
て
白
任
し
て
ゐ
た
英
国
の
地
位
を
脅
か
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O

こ
1
に
再
び
古
め
か
し
い
国
際
分
業
論
と
比
較
生
産
費
説
が
英
国
醒
擦
尊
者
の
側
か
ら
提
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
O

印
度
経
済
単
の
成
立
と
そ
の
方
向

第

二
審

四
八
九

第

二
班

1
1
九
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印
度
経
済
学
の
成
立
と
そ
の
方
向

第
二
巻

E
九
〇

第

二
批

1
二
〇

昔
々

は
JJ
l

で
再
び
ケ
-
ン
ズ
を
引
合
仏
に
出
さ
う
｡
彼
に
よ
れ
ば
農
業
国
印
度
が
工
業
化
せ
ん
と
し
て
其
の
民
族
賓
本
を
相
封

的
利
益
の
多
き

い
農
光
よ
-
利
益
の
少
い
工
業

へ
移
動
さ
せ
る
と
云
ふ
事
は
印
庶
経
輯
繁
栄
の
大
き
な
障
害
に
な
る
だ
ら
う
｡
印
度

が
英
朗
と
接
関
し
て
以
額
競
業
驚
本
主
轟
が
即
度
の
渡
居
た
偶
語
す
や

LJ
l(ム
ふ
嫌
た
寄
紅
党
酎
的
執
庸

S=
屯
え
レノ岸

紫

に倍
i
J込
せ

せ
た
Lo1
は
不

幸
た
鞍
LJrJ
め
っ
た
O

印
庶
民
山爪
S
L
A
/に
に
ポ
ン
ペ
イ

や

刀

ハ

カ

り

夕

の

エ
坊
統
計
が
あ
車
石

大
き
く
順
り
㌻
ぎ
LJ
ゐ

a

;
そ
し
て
彼
等
は
某
等

の
工
｡-T.Th
の
中
に
何
か
印
鑑
氏
根

の
令
嗣
む
稲
供
す
る

楳
た

那

鮮
蹄
的
利
爺
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
も
の
と
信
じ

て
ゐ
る
｡
い
ま
ケ
･
･
ン

ズ
の
理
論
が
正
し
い
か
.
印
度
民
衆
の
信
念
が
正
し
い
か
を
詮
索
す
る
事
は
止
め
よ
う
｡
た
ゞ
ケ
-
ン
ズ
の

主
張
は
印
変
の
進
歩
と

工
業
化
に
関
す
る
あ
ま
り
に
契
観
的
な
見
解
に
封
し
て
は
多
少
の
批
判
的
意
義
を
持
ち
得
る
が
.
そ
れ
は
あ

-
ま
で
か
の
7

-
-
ド
リ

ツ
ヒ

･
リ
ス
ト
の
所
謂

｢
生
産
力
の
理
論
｣
に
封
す
る

｢
交
換
偶
作
の
理
論
｣
で
あ
る
薯
に
注
意
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
O

そ
し
て
こ
の

｢
交
換
偵
伯
の
理
論
｣
は
如
何
に
表
面
的
な
債
格
現
象
に
固
執
し
て
民
族
経
仰
の
内
面
的
な
欲
求
を
葬

-
さ
る
も
の
で
あ
る
か
攻
の
ケ
-
ン
ズ
の
主
張
を
見
る
が
よ
い
.
｢
･･-

･･･
交
通
の
改
善
は
諸
民
族
の
問
に
あ
る
程
度
の
特
殊
化
を

引
き
を
こ
し
た
｡
そ
れ
故
に
も
し
印
度
の
風
土
的
使
件
と
印
度
民
衆
の
生
括
態
度
や
慣
習
に
注
意
が
沸
は
れ
る
な
ら
ば
､
工
業
製
品

を
自
分
で
生
産
す
る
た
め
に
民
放
資
本
と
農
民
と
を
地
方

の農
場
か
ら
ボ
ン
ベ
イ
に
移
す
･Li
･sl
も
'
印
度
が
い
ま
獲
得
し
て
ゐ
る
様

な
工
業
製
品
の
多
く
を
日
輪
の
原
始
生
産
物
と
交
換
に
西
洋
か
ら
手
に
入
れ
る
事
に
よ
っ
て
l
暦
多
-
の
富
を
獲
得
す
る
だ
ら
う
と

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

云
ふ
事
は
容
易
に
倍
す
る
事
が
出
釆
よ
う
｡

印
度
の輸
出
品
の慣
柊
が
輸
入
品
の償
格
よ
り
も
す
っ
と早
-
騰
貴
し
て
ゐ
る
と
云
ふ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

事
菅
は
'

印
度
に
と
っ
てま
す
-
有
利
な
比
率
で斯
様
な
交
換
を
な
さ
し
め
る或
る
気
道
が動
き
始
め
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
株
に

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

息
は
れ
る｡
又
工
業
観
が
も
う
相
封
的
利
益
の
最
高
鮎
に
到
達
し
て
し
ま
っ
て
.
将
来
は
土
地
の
肥
沃
さ
と
席
さ
の
中
に
長
所
を
持



つ
て
ゐ
る
国
々
に
有
利
な
棟
に
貿
易
尻
が
動
い
て
行
く
か
も
知
れ
な
い
と
頚

ふ
事
は
あ
り
得
な
い
寄
で
は
な

い
.
｣

(
傍
鮎
､
蟹
竺

英
関
と
印
度
と
の
問
に

｢
工
業
幽
｣
と

｢農
業
国
｣
と
云
ふ
皮
相
な
層
別
以
上
の
も
の
を
見
ず
'
両
も
交
換
慣
値
上
の

｢
利
益
｣

以

外
の
も
の
を
考

へ
よ
う
と
し
な
い
英
醒
経
済
串
の
支
配
者
的
視
野
の
眼
界
は
こ

ゝ
セ
明
か
に
さ
れ
て
ゐ
る
｡

〓

印
度
経
済
壁
の
成
誰

以
上
で
私
は
ケ
I

ン
ズ
に
現
代
英
国
洋
輯
翠
を
代
表
さ
せ
て
'
彼
の
印
産
経
痢
串
を
考
察
し
た
が
.
そ
れ
は
印
度
支
配
の
経
済
車

以
外
の
何
物
で
も
な
い
等
が
明
か
に
な
つ
電

蓄
々
が
こ
れ
か
ら
取
上
よ
う
と
す
る
固
有
の
民
族
的
印
変
経
禰
草
は
勿
論
こ
の
印
度

支
離
CVl舶
憐
層
と
対
抗
的
絹
係
忙
お
い
て
考

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
,,fj
い
.
ILlこ
ろ
で
吾
4:
は
こ
1
で
郡
安
結
滞
畢
怒
る
も
の
が

｢
方
法

の
中
に
控
痢
孝

的
思
惟
と
墨
守
1J
な
さ
し
め
る
地
盤
が

あ
rrdか
ど
う

か

を

知
っ
て
お
-

事
が
先
決
閃
韻
で
k
rh3
0

民
衆
の
大
牢
が
豊
菜
や
幼
稚
な
手
工
業
に
得
事
し
上
骨
部
は
宗
教
的
院
想
に
ふ
け
っ
て
ゐ
た
古
い
印
変
に
は
経
桝
輿
的
思
惟
の
割

込
む
飴
地
は
な
い
｡

印
度
民
衆
の
牢

L･.=
概
念
を
調
杢
し
た

P
e
r

r
o
t
t

の
範
i.ru
に
よ
rい
ぼ
'
敦
薄
い
lrJ
!諾
莞

iJ
は
十
,
べ
て
敢
Az=
の雪

い
慣
習
に
よ
っ
て
紅
僻
活
動
に
た
づ
ru
は
る
軍

釘]さ
け
'
こ
れ
に
関
係
し
た
の
は
た
ゞ
穀
物
の
資
質
や
甥
幣
の
領
付
を
営
ん
で
来
た

M

a
r
w

a
r
i

の
階
級
の
み
で
あ
っ
た
と
云
ふ
｡
併
し
こ
の
金
貨
業
者
は
貨
幣
受
木
の
袋
付
業
務
に
は
精
通
し
て
ゐ
て
も
.

貨
幣
に
関

す
る

t
般
的
知
識
に
炊
け
､
例

へ
ぼ

1
八
九
三
年
銀
の
自
由
鋳
造
が
停
止
さ
れ
て
か
ら
通
牒
に
起
っ
た
壁
化
の
意
義
を
解
し
な
か
っ

た
｡
文
金
銀
の
素
材
低
値
に
執
着
し
て
ゐ
る
民
衆
に
ル
ピ
ー
賃
が
銀
の
慣
伯
よ
り
/離
れ
て
津
定
貨
幣
と
し
て
流
通
し
始
め
た

二
八

印
度
擢
滞
嬰
の
成
立
と
そ
の
方
向

第
二
潜

四

九
一

第

二
拙

〓
l
l

4) J.M.Xeynes.EconomlCJoLlr】lalVol.21.p.427



印
度
経
清
華
の
成
｣止
と

その
方
向

第
二
審

四
九
二

第

二
光

1二
二

三
五
年
)
等
箕
を
曲
解
し
て
'

モ
ガ
ー
ル
皇
帝
の
鋳
造
し
た
純
良
な
銀
貨
は
時
代
を

絞
る
ほ
ど
不
良
に
な
っ
て
行
く
と
云
ふ
頑
固
な

盛

迷
信
を
い
だ
い
て
ゐ
た
と
云
ふ
.
こ
れ
ら
の
賛
例
は
印
度
の
民
衆
が
自
国
の
紅
碑
制
定
に
起
11
つ
1

あ
る
新
し
い
壁
化
に
無
智
で
あ

っ
た
事
を
物
語
っ
て
ゐ
る
｡

/

斯
様
な
状
態
の
坤
に
新
た
経
折
的
乃
至
経
所
轄
的
知
識
を
持
込
ん
だ
屯
の
は
誰
か
｡
ノ
ー
ル
ス
等
の
言
ふ
椋
に

(.経
妃
及
宗
教
に

祁
ル

さ
か

,
花
車
上々
､Hl
討
て

1広
/l･穴
と
≡
ハ
エ
芹ノ
.
伊

(
は
ヰ刀
に
‥辺
へ
ユ八
Lllh
tEB
東
山タ
til整
‖1L
に
/
/レ
て
月
か
T1

!娼
小声
bl弄
わ
‥僧
侶
に
/メ

い
て
耐
秘
な
観
念
を
持
ち
こ
れ
を
退
托
し
て
ゐ
た
階
級
も
'
肇

や
豪
的
産
米
の
勃
瓜
写

共
に
貸
幣
資
本
と
し
て
括
滋
に
道
用
し
頼
め

l､.

し
'
富
裕
な
ラ
イ
ヤ
ツ
ト
(
段
丘
)
は
土
柵
を
買
払
.
彼
の
費
し
い
隣
人
に
貸
付
け
る
だ
ら
う
.
か
-
し
て
即
庶
民
柴
の
間
に
新
し
い

経
済
的
知
識
が
植
え
つ
け
ら
れ
る
｡
そ
れ
と
同
時
に
印
度
の
知
識
階
款
の
中
に
英
国
の
荘
碑
峯
が
輸
入
さ
れ
る
C

吾
カ
は
か
く
て
印
変
人
の
経
済
拳
的
知
識
を
ま
づ
移
植
さ
れ
た
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
が
､
併
乍
ら
さ
う
で
あ
る
限
り
は
其
庭
に

何
等
民
族
的
粁
所
単
の
後
生
す
る
地
架
は
た
い
O
経
折
串
が
虞
に
印
度
民
族
の
も
の
と
な
-
民
族
的
白
壁
に
よ
っ
て
充
貰
yTjれ
る
要

件
と
し
て
'
吾

J(
は
第

1
次
大
敵
前
後
よ
-
喪
冥
す
る
印
度
の
民
族
的
産
糞
賛
本
と
国
民
退
勤
を
考

へ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
ラ
.

十
九
世
紀
の
終
り
よ
り
生
長
す
る
印
度
紡
緯
資
本
'
国
民
退
勤
の
中
心
勢
力
を
な
す
圃
場
合
議
沢
の
成
立
'
英
管

器

ボ
イ
コ
ッ
ト

と
印
度
の
自
給
経
済
を
目
指
す
ス
ワ
デ
シ
蓮
勤
の
展
開
､
大
戦
後
の
関
税
自
主
権
の
掩
得
等
の
形
で
印
度
経
僻
は

1
つ
の
自
主
的
な

定
怖
単
位
と
し
て
外
部
に
向
つ
て
語
-
主
張
し
は
じ
め
た
.
そ
し
て
こ
の
躍
動
の
背
後
に
あ
る
雀
本
家
､
地

主
'
手
工
英
軍

工
場

51 Perrott,EconomicJournal.Vnl.18.
6) Knowles.TheEconomicDevelopmentofBrlLishCIvCISC3LSEmplre.

p.297.
7) Perrott,ibid.



l

･
墨

書

労
働
者
'
知
識
階
級
等
の
雑
多
た
欲
求
と
感
情
が
印
庄
㌍
僻
皐
の
中
に
反
映
す
る
の
で
あ
る
が
'

吾
は々
こ
の
場
合
印
度
の
民
族
的

産
業
資
本
の
意
欲
が
特
に
張
-
前
面
に
出
て
禿
る
の
を
知
る
で
あ
ら
う
｡

印
度
の
国
民
退
勤
及
び
紋
所
的
自
覚
と
民
族
的
印
度
粧
碑
皐
と
の
関
係
は
決
し
て
私
の
単
な
る
想
像
で
は
な
い
C
硯
に
印
度
の
民

族
連
動
の
指
導
者
.
民
族
賓
本
の
自
由
の
主
張
者
に
し
て
同
時
に
印
度
紋
所
単
の
琵
設
者
で
あ
っ
た
数
名
の
人
々
を
教

へ
る
事
が
出

葬
る
か
ら
で
あ
る
O
例

へ
ぼ

R
a
n
aLle
.
M
a
lta
d
c
v
G
o
v
in
d
(1842-
)

90
))
'
裾
は
印
定
国
民
昏
試
演
の
創
設
者
の

1
人
で
､
早

婚
.
カ
ス
1､
制
度
の
磨
止
等
の
社
骨
改
良
的
方
面
に
槽
躍
す
る
と
同
暗
に
印
度
の
偉
競
保
持
に
も
努
め
た
.
舷
の
印
度
工
業
及
び
農

コ
ク
ハ
レ

柴
に
関
す
る
著
苔
は
現
代
の
抑
圧
準
附
串
に
も
尚
精
導
的
彬
縛
を
蕗

っ
∪
ゐ
る
D
或
は
r中言
八
G

o
k

h
a

!
e
,

G
o
t)a
l
K
r
lSh
m

ハlSS
r,

財
政
の
痛
烈
た
批

判
講

で
め

仁

か
つ
L㌔

フ

-

ナ

/
-
-
･
l
L
L
,

♂
‥

ノ

ブ
､
､〉

､
D

,
ノ̂
.･1ノ
)

7
L

､フ

ノ

/

･
カ

レ

ツ

ナ

の

致

技
と

し

て

瑞

揮
.
購

兜

.

軽

折

甥

I

を
講
じ
て
ゐ
た
.
後
に
問
題
に
L
L
i
う

と

す
る
K

a

t

c
は
同
じ
カ
レ
ソ
デ
に
任
め
た
等
あ
り
t

Gokha
le

の
僧
記
の
著
者
で
'

現

代
印
定
に
於
け
る
彼
の
後
根
者
と
も
見
る
革
が
出
来
よ
う
0

斯
様
に
LLIE=
度
粧
解
尊
が
民
族
退
勤
に
採
択
し
'
そ
れ
と
絡
み
あ
っ
て
獲
展
し
た
JJ
1千

が
事
情
は
綻
新
築
照
系
の
巷
備
に
と
つ
て
必

ず
し
も
有
利
で
は
あ
る
ま
い
O
あ
る
批
評
家
が
指
摘
し
た
通
り
､
印
度
紅
僻
単
著

の
張
い
政
治
的
感
情
は
彼
等
の
著
書
を
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
や
プ

ロ
パ
カ
ン
ダ
に
ま
で
望
橋
さ
せ
る
原
因
に
な
っ
て
ゐ
る
と
も
言

へ
よ
う
O
事
聾
印
度
躍
碑
輿
の
多
-
の
も
の
は
展
に
料

率
的
内
容
を
も
つ
経
碑
串
よ
り
へ
だ
た
る
等
迷

い
の
で
あ
る
｡
乍
併
凡
そ
民
族
的
感
情
を
校
き
に
し
た
印
変
だ
瀦
単
な
る
も
の
は
'

茸
は
印
産
経
騨
撃
で
あ
る
よ
り
も
.
む
し
ろ
印
度
の
英
国
に
封
す
る
舟
展
の
現
状
よ
り
考

へ
て
英
国
経
済
串
の
縮
少
再
生
産
以
上
の

印
度
経
済
学
の
成
立
と
そ
の
方
向

第
二
番

四
九
111

第

二
誠

二
二
二

8) SeT_1gmanSEncyclopdlaOfSLll,ialSc]rence,
9) Thatcher,Econornl(IJourna;LVo135_



印
度
経
済
学
の
成
立
と
そ
の
方
向

第
二
審

四
九
四

第
二
批

〓

西

も
の
に
な
-
得
な
い
だ
ら
う
｡
英
国
経

釈
尊
の
注
文
に
ぴ
つ
た
-
あ
っ
た
例

へ
ば

フ
イ
ン
ド

レ
-
･
シ
ツ
ラ

ス
の
如
き

紋
所
単
著
が

印
度
に
少
い
と
云
ふ
事
は
必
ず
し
も
LLI
El
産
経
解
峯
の
前
途
を
曙
-
す
る
も
の
fJ
は
な
い
で
あ
ら
う
.

両
も
硯
代
の
印
度
紅
潮
鞍
は
そ
の
こ
と

ノ川-
く
が
政
治
の
暗
幌
の
中
か
ら
生
れ
つ
･J
あ
る
も
の
で
は
た
く

綬
折
峯
の
正
常
な
敬

委
コ
.∈
L
Tノつ
:
i:,.T
.折
JJ
した
｣卜
rjl
･t/11ソ
:
･bd.)
一
二
</
=
)
I
l･J二
■･

の
拙
信
に
ょ
乙
と
即
藍
の
+
'壷

で
は
笹

竹
昏

霊
冊
壁

か

｣莞
卵

に

人

気

む
錠
め
て
お
る
と
の
事
で
あ

る
｡
規
萩
で
は
即
慶
に
十
二
の
i(

拳
が
あ
-
､
共
等
の
i(
尊
に
於
て
招
請
生
の
数
か
ら
云
へ
ば
紅
鮪
峯
は
英
語

(大
批
の
大
壁
に
於
T
は
必
修
語
甲
呈
,れ
て
ゐ
る
)'
匿
史

に
次
い
で
ゐ
る
o
又
大
草
や
畢
門
単
校
の
挫
折
峯
､
社
食
輿
の
教
授
は
約

1
四
〇
名
に
及
び
'
英
甑
や
米
国
の
涜
遭
教
授
を
除
い
て

約
七
八
名
の
印
度
人
の
紋
所
単
著
を
数

へ
る
事
が
出
死
る
.
印
鑑
の
大
草
の
固
書
館
も
亦
最
近
十
年
間
に
大
い
に
充
質
し
､
英
国
の

新
し
い
地
方
の
大
草
に
此
敵
す
る
も
の
が
あ
る
o
更
に
印
度
催
所
畢
協
骨
も
聾

且
せ
ら
れ
'
大
草
の
経
碑
畢
部
と
共
同
で
経
済
単
に

関
す
る
定
期
刊
行
物

(T
h
e
lnd
lAn
JOu
rnal
of
E
c

.
nom
ics)
を
出
し
て
ゐ
る
.

そ
れ
ぼ
か
-
で
は
な
く

あ
ら
ゆ
る
方

面
に

印
産

経
僻
に
関
す
る
研
究
熱
が
高
ま
っ
て
ゐ
る
事
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
o
例

へ
ぼ
最
近
･TiE
い
経
怖
尊
徳
の
間
に
即
産
経
蹄
の
菅
態
調
査
を
し
よ
う
と
す
る
強
い
退
勤
の
如
き
'
幾
組
か
の
拳
生
が
其
の
近
達
の
紡

嘩

製
粉
'
製
紙
'
製
糖
工
場
等
を
訪
ね
'
企
業
豪
と
協
力
し
て
賓
料
を
集
め
.
叉
地
方
の
農
村

へ
旅
行
し
て
墓
業
の
研
究
を
な
し

手
工
業
の
現
存
し
て
ゐ
る
も
の
や
衰
退
し
っ
1
あ
る
も
の
を
見
革
す
る
o
他
の
方
面
に
於
て
は
経
済
上
の
問
題
が
印
度
の
中
央
政
府

や
地
方
政
府
の
注
意
を
惹
い
て
ゐ
る
.
長
江
の
譲
骨
で
印
度
人
の
代
議
士
が
政
府
は
仝
随
的
な
経
怖
調
査
を
な
す
べ
き
事
を
要
求
し

た
｡
こ
の
要
求
は
uJL
E
産
内
部
の
経
憐
事
情
が
複
碓
多
岐
で
あ
る
た
め
に
菅
規
同
姓
で
あ
る
が
'
地
方
諸
州
の
政
府
の
中
に
は
相
昔
の



成
果
を
収
め
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
O
例

へ
ぽ
ポ
ン
ペ
イ
州
政
府
の
努
働
局
が
フ

イ
ン
ド

レ
-

･
シ
ツ
ラ
ス
の
指
導
の
下
に
立
派
な
経

済
上
の
仕
事
を
成
途
げ
た
如
き
~
パ
ン
ジ
ャ
ッ
プ
の
政
府
が
経
済
調
査
機
関
を
設
け
て
生
計
費
騰
貴
の
調
査
や
村
落
生
宿
の
詳
細
な

研
究
を
賓
行
し
た
如
き
で
あ
る
Io

以
上
私
は
セ
ポ
ン
ス
の
報
昔
に
基
い
て
印
度
に
於
け
る
経
済
峯
研
究
の
現
状
を
紹
介
し
た
｡
青
々
は
斯
様
な
地
盤
の
上
に
於
て
こ

そ
LllE
産
経
塀
串
の
成
立
を
期
待
す
る
事
が
出
葬
る
｡
そ
し
て
ulE=
度
経
済
尊
が
英
国
経
済
翠
の
単
な
る

｢
移
植
｣
で
は
な
く

既
に
印

度
民
族
の
も
の
･に
な
-
つ
J
あ
る
等
賓
を
知
る
事
が
出
凍
る
O

≡

印
度

経
済
畢

L3
合
誰
iil
議
的
傾
向

雷
カ

は
軌
に
En
盛
杵
柄
串
の
地
盤
と
し
て
即
密
民
族
資
本
の
捺
朗
と
云
ふ
草
炭
を
指
摘
し
て
お
い
た
O
併
し
民
族
的
東
光
賓
本
の

成
長
の
た
め
に
は
其
の
障
害
と
な
る
様
な

l
切
の
和
宏
の
嘗
秩
序
､
例

へ
ぽ
労
働
力
の
集
中
と
移
動
を
さ
ま
た
げ
る
カ
ス
ト
制
度
､

国
内
市
場
の
鏡
大
を
制
約
す
る
地
方
的
慣
習
風
俗
の
多
様
性
.
更
に
資
本
豪
的
'
合
理
的
精
神
の
護
達
を
卿

へ
る
印
度
民
族
特
有
の

宗
教
的
､
非
現
世
的
傾
向
等
止
が
排
倹
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
其
故
に
民
族
硬
木
の
自
覚
を
深
-
そ
の
経
摘
草
の
慣
系
に
織
込

ん
だ
印
度
経
済
皐
の
先
覚
者
達
は
又
同
時
に
社
食
改
良
豪
で
も
あ
っ
た
の
だ
o

現
代
の
印
変
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
見
ら
れ
な
い
膏
統
合
制
度
の
TV強
い
桂
椎
が
存
在
す
る
o
其
故
に
現
代
の
印
度
経
済
率
も
亦

革
に
英
聞
流
の
資
本
主
義
的
紅
碑
理
論
に
終
始
す
る
事
は
出
来
な
い
｡
そ
れ
は
必
然
的
に
揮
塀
と
杜
骨
'
経
済
と
倫
理
等
の
関
係
を

問
題
に
す
る
庭
草
王
義
的
傾
向
を
持
っ
て
ゐ
る
o
乍
併
そ
の
産
史
主
義
と
は
進
歩
主
義
的
意
慾
に
貫
か
れ
た
も
の
で
あ
り
'
古
い
社

印
産
経
済
学
の
成
立
と
そ
の
方
向

第

二
審

四
八
五

第
1
J抗

7
二
五

S.Jevons,Notesfrom I】1diaリ EEc{)】10micJournaL Vol･35･p･148-
150.
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｣

印
度
経
清
華
の
成
立
と
そ
の
方
向

第
二
番

四
九
六

第

二
就

一

二

六

骨
と
倫
理
と
の
取
払
に
於
て
経
緯
の
勝
利
を
確
信
す
る
柴
野
Hl薫
で
あ
る
.
其
故
に
ま
た
共
は
印
度
経
済
の
西
欧
経
済

へ
の
接
近
を

期
待
し
'
民
帖.S
的
経
緯
埠
に
し
て
LLL
l
髭
の
倖
祝
と
民
族
性
を
香
定
す
る
襟
な
皮
内
た
結
果
に
な
る
.
併
し
斯
様
な
傾
向
も
亦
後
進
国

印
度
の
民
放
資
本
の
立
場
に
立
つ
限
-
避
け
が
た
.い
欝
で
あ
ら
う
｡

-
-
1

-

,

-

･･…

-

.
C
F
LLiJ諦

el宣

.1
-

-
く
…

･-
L･.､l
l

LL,
L
ilC

tL
j

i

u

l

L
I

C
I

l
n

C
L
l
a

n
l
t

c

o
llO
ln
lC
S
.

1
9

1
S
)

む
か
げ
よ
:
B
か

ギ
外

佑

朝
作
判

｣三
l

^
d

墜

料

の

倍

化
狂
信
す

る
も

の
で
あ
る
｡

い
や
む
し
ろ
粁
桝
の
純
度
的
倭
越
を
信
ず

る

が
故
に
倫
理
と
綻
鮪
､
精
.洞
と
物
質
と
の
間
に
何
等
の
矛

盾

を
も
感
じ
な
い
｡
彼
は
近
代
の
物
質
主
義
が
人
間
性
を
墜
落
ilJせ
た
と

云
ふ
様
な
懐
古
主
義
者
の
説
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
.
｢
斯
様
な
倫
聖
と
経
緯
の
間
の
相
克
は
賛
在
し
な
い
｡

物
質
的
状
態
を
改
善

し
ょ
う
と
す
る
冨
慾
や

'-
段
主
局
い
れ
倉
的
地
位
に
昇
ら
う
と
す
る
野
心
や
現
世
的
財
貨
を
併
有
す
る
た
め
の
寄
仏
は
草
に
近
代
に

叉
近
代
文
明
に
特
華

盟
総
和
で
は
な
い
.
い
や
む
し
ろ
近
時
に
打
け
る
人
間
性
の
進
歩
は
'
人
間
が
い
よ
-

棺
々
自
然
力
を
征
服

L
t
こ
れ
を
人
間
の
.TEE
融
の
増
進
の
た
め
に
利
用
し
た
と
云
ふ
事
賓
の
中
に
見
ら
れ
る
.
｣
斯
様
に
信
す
る
が
故
に
'
K
a
】e
は
近
代

の
賛
本
主
義
鰹
碑
に
背
を
同
け
過
去
に
黄
金
席
代
を
求
め
る
と
云
つ
た
様
な
傾
向
に
封
し
て
張
-
反
射
す
る
o
窓
際
さ
や
う
た
見
地

か
ら
は
慾
聖
も
少
-
そ
の
慾
空
撮
足
に
殆
ん
ど
努
力
を
し
な
か
つ
た
原
始
人
が
最
も
串
間
で
あ
り
徳
性
の
高
い
人
間
で
あ
っ
た
JJ
i石

は
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
O
其
故
に
彼
の
結
論
は

｢
物
的
富
は
唯

1
の
福
祉
の
疲
泉
で
は
た
い
け
れ
ど
も
'
そ
れ
は
決
し
て
軽
ん

LT;

す
べ
き

も

の
で
は
な
い
o
け
'LU
L
そ
れ
は
叉
人
間
を

l
そ
う
高
い
水
準
に
向
上
さ
せ
る
事
に
貢
献
す
る
か
ら
で
あ
る
O｣

さ
て
斯
棟
な
見
解
か
ら
し
て

I(
a
te
は
又
所
洋
の
物
質
主
義
と
印
度
の
精
榊
主
義
と
を
封
立
さ
せ
る
考

へ
方
に
抗
議
す
る
o

こ

の
二
つ
の
特
徴
は
四
&
J
文
化
と
印
度
文
化
の
本
質
的
な
相
違
と
し
て
皮
相
な
観
察
者
の
隈
に
映
す
る
の
で
あ
る
｡
併
し
乍
ら
印
度
の

Kale,Indla.aEconomics.p.17
Kale,ibid.p 21.



事

1
1
-
･･･

精
神
主
謀
が
強
調
さ
れ
る
時
t
K
a
le
に
と
っ
て
英
は
印
変
民
族
に
封
す
る
讃
齢
で
は
た
く
て
侮
辱
で
替
る
と
考

へ
ら
れ
る
.

け
だ

し
さ
う
云
ふ
言
葉
を
以
て
'
現
代
印
度
の
貧
し
い
苛
や
盛
業
が
そ
の
主
要
な
産
業
で
あ
る
事
や
人
民
の
欲
望
が
限
ら
れ
て
ゐ
る
事

等

が
.
印
度
民
族
の
嘉

教
的
'
抜
想
的
傾
向
'

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
激
闘
的
性
格
に
止
し
て
即
変
人
の
性
格
的
な
弱
き
に
蹄
せ
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
o
こ
れ
は

結
局
印
鑑
氏
族
が
先
天
的
に
劣
等
な
民
放
と
し
て
近
代
資
本
主
義
経
済
の
環
境
に
封
す
る
適
魔
性
を
も
た
ぬ
事

を
意
味
す
る
O
併
し
印
度
民
族
が
今
ま
で
非
現
世
的
な
生
活
の
み
を
遥
っ
た
と
云
ふ
の
は
事
賛
で
は
な
い
.
印
度
民
族
の
匪
史
は
過

去
の
印
度
が
精
柵
文
化
の
方
面
に
劣
ら
ず
現
世
的
財
貨
の
方
面
に
富
ん
で
ゐ
た
と
云
ふ
事
賓
を
物
語
り
'
印
鑑
民
族
と
経
も
現
世
的

.河
1iRJ勺
畦
はド
ニ
り汀

/
〓
穀
山ju
こ
賢
い･t/い.r
l七丁
つ
LJ
r･b
.LJ]昇
tL
l琵
月
トヲ
5
0

し
き
う
云
へ
は
敵
洲
の

キ
-
ス
ト
教
に
つ
い
て
も
､

こ
の
数
理
に
滋
野
ru
れ
た
中
世
の
搬
洲
人
に
も
同
じ
よ
う
た

事
が
青
ほ
れ
よ

う
0

ヒ
ン
ズ
I
教
が
禁
慾
主
義
的
理
想
を
持
っ
て
ゐ
る
の
は
事
葦
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
た
Z,
理
想
と
し
て
高
-
禍
げ
ら
れ
た
Ẑ
け
で
'

茸
は

ヒ
ン
ズ
ー
教
ほ
ど
現
世
に
封
し
て
貸
協
的
な
融
通
の
き
く

宗
教
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

ヒ
ン
ズ
ー
教
は
決
し
て
退
去
の
印

度
の
現
世
的
経
済
的
葡
展
を
妨
害
し
な
か
っ
た
｡
過
去
に
於
て
印
度
が
優
秀
な
技
術
と
工
垂
と
を
持
ち
､
強
大
な
帝
国
が
脚
ハ-
'
繋

柴
せ
る
商
業
が
遠
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
こ
の
国
の
海
岸

へ
多
数
の
商
人
を
引
き
つ
け
た
事
は
こ
の
事
茸
を
語
明
す
る
.
十
八
世
紀
の

技
術
革
命
や
工
壕

工
業
の
開
始
せ
ら
れ
る
以
前
に
於
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
的
状
態
は
印
度
に
此
し
て
秀
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
は

決
し
て
な
か

っ

た
｡

そ
の
時
期
以
後
に
於
て
も
印
変
の
較
術
と
工
業
と
は
英
国
の
機
械
製
品
に
頑
張
に

抵
抗
す
る
等
が
出
来
た
の

で
あ
る
｡

印
度
経
済
学
の
成
立
と
そ
の
方
向

第
二
審

四
九
七

第

1
1鮮

1
二
七



印
度
経
折
壁
の
成
立
と
そ
の
方
向

第
二
懸

四
九
八

第
二
戟

1
1
1八

問
題
は
印
変
人
が
･ヒ
ン
ズ
ー
勤
徒
で
あ
る
か
香
か
と
云
ふ
事
に
あ
る
の
で
は
な
い
.
ヒ
ン
ズ

ー
教
徒
で
JtIi
い
印
慶
の
民
衆
が
経
蹄

的
に
佃
気
力
で
あ
-
'
英
国
流
の
高
い
教
委
を
う
け
た
人
間
が
生
産
に
殆
ん
ど
閲
興
し
て
ゐ
な
い
o
他
方
で
古
い
宗
教
の
信
奉
者
で

あ

-
占

い
慣
習

の

墨
守
者

で
あ
る

M
a
r
w
a
r
is

出
身
の
告
発
家
が
西
洋
流
の

銀
′口
実
'

エ
発
'

商
柴
の
第

i
紙
に
活
躍
し
て
ゐ

ハり

lluLtJ
レ-

L･-ワー
トー亡
Illノ一
1
ノー
｢:
-
,I/
､1
-
_

頚

は
談

-

と

め
る
G

そ

れ
で

13
謝
小
訓
点

i
i

郎
げ

¢

乍
粥
乍
_い
小
Si
誠

-
.
′
-
■J

H

rへ
は

tL

/:が
に

祁
h

刈

粥

恨

L
〓
L..
…
リ
輔
円
舞

制
度
を
あ
げ
る
以
外
に
競

l
的
な

説
明
は
興

へ
ら
れ

な
い
o
K
a
ie

は
た

印ゞ

鑑

の

一
部
に

見

ら

れ

る

改
代

工
業

や

i(
都
市
の
TT,T
d
ざ

ま
し
い
襲
展
に
注
目
し
て
､
印
変
経
解
の
沈
滞
は

1
つ
の
融
合
経
怖
よ
-
他
の
社
食
軽
折

へ
喪
展
す
る
耗
過
的
様
相
で
あ
-
'
将
木

は
印
度
も
亦
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
因
と
同
様
な
襲
展
段
階
を
辿
る
で
あ
ら
う
と
云
よ､難
敵
的
な
結
論
を
打
出
す
の
み
で
あ
る
.

K
ate
は
又
カ
ス
ト
別
荘
に
つ
い
て
も
同
株
た
見
解
を
い
だ
い
て
ゐ
る
.

成
程
JJ
の
制
定
は
現
代
の
印
医
に
も
佃
効
力
を
も
っ
て

ゐ
る
｡
そ
し
て
組
先
俸
束
の
職
巣
か
ら
他
の
職
業

へ
移
る
事
を
妨
げ
て
ゐ
る
こ
の
剤
皮
の
拘
束
は
粁
軒
的
浪
費
と
能
率
の
減
退
を
意

味
し
-
労
働
力
の
自
由
な
移
動
を
妨
げ
て
こ
の
園
の
生
産
力
に
意
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ら
う
｡
併
し
他
面
か
ら
考

へ
れ
ぽ
こ
の
制
度

は
経
済
生
活
に
射
し
て
絶
封
的
な
制
約
と
な
っ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
近
代
経
済
の
離
カ
と
生
存
の
た
め
の
闘
争
の
裡
に
カ
ス
1

的
偏
見
は
次
第
灯
油
滅
し
て
行
く
で
あ
ら
う
｡
例

へ
ぽ
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
中
の
高
i,身
分
の
考

プ
ラ
ー
マ
ン
が
仕
立
屋
や
大
工
を

始
め
允
-
'
製
品
に
封
す
る
需
要
が
液
温
し
て
停
葬
の
技
術
を
ふ
る
う
に
よ
し
な
き
職
人
が
少
数
の
富
者
の
美
術
的
趣
味
を
満
足
ytJ

せ
る
た
め
に
働
い
て
ゐ
ウQ
等
｡
叉
回
教
徒
や
他
の
ヒ
ン
ズ
ー
徽
徒
で
な
い
者

は
も
と
-

何
等
カ
ス
ト
制
に
妨
げ
ら
れ
す
に
自
由
に

そ
の
時
々

の
経
塀
状
勢
に
達
磨
す
る
事
が
出
葬
る
.
更
に
カ
ス
ト
制
の
最
下
位
に
お
か
れ
た
所
謂

｢
不
可
鴨
｣
の
汚
れ
た
人
民
達
は

Kale,ibid.p.34.13)



i

高
い
身
分
の
者
を
制
約
し
て
ゐ
る
宗
教
的
考
膚
か
ら
自
由
に
極
め
て
遠
隔
の
地
に
'
例

へ
ば
セ
イ
ロ
ン
や
ビ
ル
マ
や
マ
レ
ー
聯
邦
等

に
出
稼
ぎ
す
る
等
が
出
来
る
.
其
故
に
印
度
の
民
族
産
蓋
は
こ
れ
ら
の
人
口
の
中
か
ら
尤
大
な
努
働
人
口
の
供
給
を
受
け
る
事
が
出

乗
る
.
こ
J
で
も

K
2
1e
は
又
過
去
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
職
柴
の
自
由
選
樺
を
妨
げ
る
身
分
的
制
約
の
あ
っ
た
事
を
指
摘
し
.
現
代

J

の
印
度
は
将
に
こ
の
段
階
を
経
過
し
ょ
う
と
し
て
ゐ
る
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
｡

斯
様
に

撞
,.3
'す
る
民
族
頚
木
の
牌
碑
に
確
信
を
持
っ
て
ゐ
る

It
a
7.e
は
首
然
ま
た
印
度
を
古
い
農
禁
固
の
状
態
に
お

か
う
と
す
る

主
張
や
印
度
の
工
芸
化
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
政
策
に
封
し
て
も
抗
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
確
に
最
近
の
印
度
の
状
勢
は
農
業
人

口
の
増
加
を
示
し
て
ぬ
る
ひ
こ
れ
は
+白
い
手
工
業
者
の
没
落
JJ
い
よ
-

多
-
の
民
衆
が
農
業
に
依
存
し
つ
1
あ
る
寄
茸
を
示
し
て

ゐ
る
の
で
昏

11
0
常
し
苅
横
な
運
賃
を
似
て
印
安
の
濃
紫
..
裸
に
海
外
iE
場
に
於
て
騰
貴
し
て
ゐ
る
商
柴
鞘
作
物
の
耕
作
が
有
利
に

む
し

ろ
侍
杭

的
鵬

菜

に
よ

っ
て

生
計
を
立
て
Ii
わ

た

手

工

柴

者
や
職
人
が
外
甜
工
業
の
競
尊
に
よ
っ
て
袖
等
の
組
兜
博
雅
の
寝
業
が

･-1

衰
退
レ
た
た
め
に
農
耕
に
追
払
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
事
が
立
謹
さ
れ
る
J
｣
梢
や
小
番
や
ジ

ュ
ー
ト
に
封
す
る
海
外
か
ら
の
需
嬰

が
増
大
し
英
等
の
農
産
物
の
借
上
l,
に
よ
っ
て

1
部
の
耕
作
者
が
利
益
を
得
て
ゐ
蔓
草
は
確
か
で
あ
る
.
併
し
印
度
の
農
民
は
英
国

フ
7
-
て
1

の
農
業
会

葬
森
と
異
る
｡
資
本
を
炊
き
把
皆
上
の
知
識
に
乏
し
い
彼
等
は
商
業
用
作
物
の
伯
上
-
に
充
分
均
請
す
る
啓
な
く

利
益

の
大
部
分
を
#
主
や
高
利
貨
に
吸
ひ
放
ら
れ
る
.
斯
様
に
考

へ
れ
ば
'
農
業
上
の
利
潤
が
高
い
た
め
に
印
度
の
民
衆
の
多
-
が
農
業

を
営
ん
で
ゐ
る
の
で
は
な
く
､
尤
大
な
人
口
が
利
益
の
少
い
農
業
に
追
払
た
て
ら
れ
人
口
過
剰
を
宛
た
し
周
期
的
に
激
列
妄

餓
健
を

引
起
し
LrI.ゐ
る
と
云
ふ
の
が
現
状
で
あ
る
o
こ
の
規
茸
に
封
し
て
国
際
分
業
の
理
論
か
ら
濃
集
に
尊
心
す
る
事
が
印
度
の
利
益
で
あ

印
度
経
済
撃
の
成
立
と
そ
の
.方
向

第
二
巻

四
九
九

第
二
郎

1
二
九

ノ

14) Kale,ibid.p49.



印
度
経
済
挙
の
成
立
と
そ
の
方
向

第
二
審

五
〇
〇

第
二
拡

1

三
〇

る
と
か
'
民
族
性
の
見
地
か
ら
LllE変
人
に
は
大
工
業
を
起
す
能
力
が
な
い
と
か
云
ふ
の
は
誤

-
で
あ
る
O
現

在
で
は
即
症
民
族
の
エ

葉
上
の
能
力
と
技
術
と
は
殆
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
る
が
'
過
去
の
印
度
は
工
業
生
産
の
方
面
で
輝
し
い
戒
具
を
収
め
た
の
で
あ
る
｡

･･

.,

∴

/;
:
1;
肘
1..,
∴

'.:.∴

･･
:
.-

.
日
.た
.ト
[:
J.
(-
=･HJ
∴

∵
.I
j＼
斗
i;
∴
‥
i1
.

.1(..rJif
[∴
‥ト
七
.
∴
･･
.'
∵
∵
誹

.
1]‥
∴
i
卜

iI:I,
際
一十薮

JR.!

,]

敬

達

に
と

っ

て
必

要

で

あ

る
O.J
Yi
ai
e
は
印
鑑
の
整

芋

工
業
の
均
衡
を
希
望
し
て
ゐ
る
が
-

工
業
化
に
富
鮎
を
お
い
で
ゐ
る
事
は

確
か
で
あ
る
｡

彼
は
又
印
度
の
工
業
化
の
主
張
と
並
行
し
て
印
度
経
済
に
於
け
る
生
産
問
題
の
重
要
性
を
強
調
す
る
｡
印
度
に
於
け
る
富
の
分
配

に
つ
い
て
も
改
善
す
べ
き
飴
紺
は
多
い
け
れ
ど
も
'
こ
れ
は
結
局
印
度
の
農
業
及
び
工
業
生
産
力
が
低
度
で
あ
る
と
云
ふ
事
貰
に
か

1

つ
て
ゐ
る
｡
Ei慶
民
衆
の
貧
困
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
産
業
資
本
主
義
の
結
果
生
れ
た
社
骨
問
題
と
質
を
異
に
し
多
分
に
前
資

本
主
義
的
特
質
を
持
っ
て
ゐ
る
｡
JJ
の

K
a
le
の
説
は
或
意
味
に
於
て
は
正
し
い
｡
そ
し
て
又
現
代
の
印
度
に
と
っ
て
そ
の
工
業
化

と
生
産
力
の
増
大
と
が
重
要
問
題
で
あ
る
事
も
疑
ひ
な
い
｡
乍
併
産
業
賓
本
主
義
の
弊
害
か
ら
現
代
の
印
度
が
免
れ
て
ゐ
る
か
と
云

ふ
と
決
し
て
さ
う
で
は
な
い
o
賃
銭
労
働
者
の
貧
困
'
家
内
工
業
'
手
工
業
の
没
落
等
々

は
印
度
固
有
の
控
特
性
制
の
映
格
と
結
び

つ
い
て
事
態
を

1
そ
う
悪
化
し
て
ゐ
る
o
K
al
e
も
JJ
の
問
題
を
見
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
'

印
度
経
済
の
襲
展
の
た
め
に
は
避
け

が
た
い
と
す
る
の
で
あ
る
｡

｢
プ

El
レ
ク
リ
ア
ー
ト
の
更
生
が
望
ま
し
い
か
ど
う
か
を
考

へ
る
の
は
重
要
な
事
柄
で
あ
る
｡

併
し
常

面
の
状
態
に
於
て
は
JJ
の
乾
巌
は
不
可
避
的
で
あ
る
棟
に
思
は
れ
る
｡｣
又
彼
は
印
度
固
有
の
家
内
工
業
を
維
持
す
る
必
要
を
認
め

る
が
､

資
本
と
努
力
の
集
中
と
機
械
的
生
産
の
利
益
は
明
か
で
あ
-
､

産
業
資
本
主
義
の
害
悪
を
匡
正
す
る
必
要
は
あ
る
が
'

又

Kale.ibid,p 139.
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聾

H貰蔓
貰

.

｢
こ
の
閲
の
国
民
は
先
進
国
の
線
に
滑
ふ
て
最
小
の
費
用
を
も
っ
て
富
の
生
産
に
努
め
ざ
る
を
得
な
い
O
｣
と
す
る
の
で
あ
る
｡

か
う
云
ふ
主
張
の
中
に

K
a
te
特
有
の
立
場
と
見
解
が
窺
は
れ
る
O
某
は
あ
る
郡
で
今
日
の
印
度
の
問
題
を
正
し
く
把
握
し
て
ゐ

る
と
云
へ
る
が
､
問
題
の
解
決
策
と
し
て
十
九
世
紀
以
布
厭
米
の
歩
ん
で
釆
た
同
じ
道
を
歩
ヰ
弓

と
す
る
の
は
印
度
白
身
に
と
っ
て

具
し
て
適
切
な
方
法
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
は
し
い
｡

四

印
度
経
済
華
の
浪
漫
主
義
的
傾
向

吾
々
は
既
に

K
a
te
の
印
度
粧
解
凍
の
中
空
止
ち
上
ら
う
と
す
る
民
族
資
本
の
慾
求
と
骨
学
王
案
的
な
傾
向
を
見
た
｡
そ
し
て
彼

の
意
鳳
は
大
関

ヨ
ー
｡
ソ
バ
賛
祷
語
蝿
の
方
式
社
印
淀
に
通
用
し
'
そ
れ
に
よ
っ
て
現
代
の
印
駐
控
婿
の
問
題
を
解
決
し
ょ
う
と
す

る

と

l
n

ふ

損

な
間
男
恵
良
相
即
な
も
に
1

月
i
J

qは

浦
上上
し
積
な
い
し
.
ヌ
十
力
世
範
｡
壱
適
匝
準
Z
に
H
繋
滋
野
福
に
u
1-庄
作
そ
til

ま
1
適
用
さ
れ
る
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
.
リ
ス
pl
が
猫
乙
に
育
成
し
ょ
う
と
し
た
も
の
は
若
い
純
粋
無
垢
の
資
本
主
義
で
あ
っ
た
が
､

現
代
の
印
皮
が
迎

へ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
も
の
は
棟
々
の
矛
盾
を
露
呈
し
て
ゐ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
賓
本
主
義
で
あ
る
｡

加
之
斯
様
な

賓
本
主
義
を
埼
取
す
る
事
に
対
し
て
印
度
融
合
の
内
部
の
多
-
の
因
子
が
反
擬
す
る
で
あ
ら
う
.
例

へ
ば
印
度
に
於
け
る
急
速
な
産

莞
資
本
主
義
の
勃
興
に
よ
っ
て
段
落
し
っ
1
あ
る
博
親
的
な
手
工
業
者
の
群
は
ガ
ン
デ
ー
に
指
導
さ
れ
て
所
謂
｢
サ
チ
ャ
グ
ラ
ハ
｣
な

る
精
神
運
動
を
超
こ
し
て
ゐ
う
.
其
他
に
も
印
度
に
は
欧
米
資
本
主
義
の
唯
物
的
傾
向
に
働
抗
し
て
民
族
的
精
神
的
文
化
を
保
有
し

よ
う
と
す
る
根
強
い
遊
動
が
存
在
し
て
ゐ
る
o
従
っ
て
印
度
に
欧
米
の
資
本
主
義
が
移
植
さ
れ
た
と
し
て
も
､
そ
の
成
長
は
tT=]
常
な

印
度
経
済
学
の
成
立
と
そ
の
方
向

第

二
審

五
O
l

第

二
折

二
二
1

Kale.ibid.p.121.17)



蒼

一
･･L

印
度
経
滞
単
の
滋
立
と
そ
の
方
向

第
二
番

五

〇
二

第
二
洗

7

三二

コ
ー
ス
よ
り
か
た
-
偏
抑
す
る
で
あ
ら
う
L
t
叉
印
度
妊
蒋
唾
の
中
に
は
民
放
的
転
業
資
本
の
意
慾
以
外
に
手
工
業
者

'弊
働
者
'

県
民
'

知
識
陪
観
等
々

の
非
賓
十
T
T蒜
訪

'

乃
至
反
賀
本
主
蕪
的
慾
求
が
相
首
に
も
り
込
ま
れ
る
可
能
性
が

考

へ
ら
れ
i′な
の
で
あ

･二
=,･1
.

｣

る
｡
苅
得
た
準
同
-
-

｣
土

､-は
依
-
に
m

斑
㌍
解
餌
の
浪
革

ま

和
郎
仰
Li
と
呼
ぼ
う
-

･
を
代
襲
す
る
も
の
と
し
て
私
は

P
.

>

lV
L
=-
/(.

･

T

J
5

.-

-
…

-
.ぐ

･1ノ
=,二

g
.
Jr
H
髭
の
富
｣
L/T
訂

lYV
e

d

l

L11
巳

lr
"
i.Ll
TON
jJ
を
あ
げ
よ
う
｡

ft,.
a
d
!Ei
の

如

け

軽

に

ii
い
-

つ

か
の
基
本
的
た
前

出
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
〕

第

一
に
彼
に
よ
れ
ば
人
間
皇
居
は
宥
槙
的
粂
悼
む
な

し
て
ゐ
る
.

そ
し
て
経
机
空

行
は
有
機
的
杢
鮭
と
考

へ
ら
れ
る
人
間
生
活
の
中
の
不
可
分
の

l
環
を
な
し
て
ゐ
る
O
従

っ
て
人
間
の

経
済
的
動
機
な
る
も
の
は
そ
れ
白
鴨
場
立
し
て
作
用
す
る
も
の
で
は
た
く

又
物
質
的
慾
聖
を
充
足
し
ょ
う
と
す
る
畢

1
の
紋
所
的

勤
枚
に
よ
っ
て
勤
-
経
lS
人
な
る
も
の
は
革
た
る
抽
象
に
過
ぎ
な
い
.
同
様
に
ま
た
富
と
云
ふ
概
念
も
外
界
の
事
物
を
支
配
す
る
力

と
し
て

はゞ
た
く
'
人
間
生
宿

へ
の
方
向
に
於
て
人
間
の
硝
祉
と
の
開
塀
に
於
て
と
ら

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
O

第
二
の
前
提
は
経
済
･仕
宿
の
諸
過
程
'
即
ち
吐
産
､
分
配
､消
費
等
も
亦
有
機
的
仝
鰻
紅
な
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
で
あ
る
O
雷
が
人

間

の
隔
融
と
の
閲
聯
に
放
て
考

へ
ら
れ
ね
ば
た
ら
ぬ
と
云
ふ
第

1
の
前
提
よ
り
し
て
'
富

3
生
産
も
分
配
.
治
費
よ
-
切
離
す
事
の

出
来
ぬ
概
念
で
あ
る
｡
全
駅
と
滑
撃

か
ら
遊
離
し
た
生
軍

で
れ
自
慢
の
増
大
と
云
ふ
楳
墓

守
は
聖

恩
義
で
あ
上

宝

LnLP
あ
る
｡
又
逆

に
宙
の
滑
饗
も
早
た
る
個
人
的
問
題
で
は
な
く

消
費
0
状
態
如
何
は
直
に
生
産
に
影
響
を
及
ぼ
す
鮎
か
ら
し
て
穀
倉
的
な
問
題
で

あ
る
.
以
上
二
つ
の
前
枝
の
他
に

W
a
d
ia
の
主
張
の
輿
に
満
ん
で
ゐ
る
第
三
の
前
提
が
あ
る
JJ
Bejrは
れ
る
.
そ
れ
は
民
族
の
経
済

生
宿
も
亦

7
つ
の
有
杖
的
金
閣
で
あ
る
と
云

ふ
思
想
で
あ
る
o
即
ち
民
族
の
控
稗
は

1
の
濁
立
の
準
かTE単
位
･甘言

綻
畔
問
と
し
て
そ

の
内
部
に
生
産
分
配
摘
.許
の
過
程
を
統

一
し
て
居
ら
ね
ば
た
ら
す
'
又
農
業
'
工
業
其
他
の
産
菜
を
試
和
的
に
含
ん
で
わ
な
け
れ
ば



守

.

二
･,･

な
ら
た
い
｡
W
ad
仙a
は
JJ
の
三
つ
の
有
姥
牒
概
念
を
印
度
絵
柄
の
根
底
に
お
-
の
で
あ
る
O

と
こ
ろ
が
こ
の
有
松
的
全
憤
た
る
経
済
些
柿
は

1
股
に
徽
米
資
本
主
誌
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
o
富
は
人
間
の
福
祉
か
ら
'
重
雄

は
拍
饗
か
ら
'
エ
柴
は
農
業
か
ら
切
断
さ
れ
る
O
そ
し
て
こ
の
有
機
鰹
の
破
壊
は
資
本
主
兼
の
帝
甲
王
義
的
支
配
が
根
を
下
し
て
ゐ

る
EU
慶
に
於
て
壁
掛
盤
に
達
す
る
.
｢
英
帝
閥
の
支
配
の
世
紀
は
そ
の
結
果
と
し
て
こ
の
国
に
大
英
帝
国
の
生
活
を
特
色
づ
け
て
ゐ

る
綻
解
離
純
の
或
る
読
本
的
様
相
即
ち
硬
木
､三
流
を
も
た
ら
三
番
と
な
っ
た
.
･･

･･･効
用
の
た
め
で
は
な
-
て
利
潤
の
た
め
の
生

産
'
貨
幣
的
尺
変
に
よ
る
帽
砧
の
測
定
､
個
人
や
園
腔
の
法
律
上
の
梓
利
を
保
護
す
る
た
め
の
規
定
､
こ
れ
ら
の
も
の
は
外
国
の
支

配
者
の
設
立
し
た
政
円
空
L
に
い
TL6-
1
カ
を
増
し
て
釆
た
っ
｣

印
塞
政
府
は
投
下
賓
本
の
利
蒜
と
有
傾
在
韓
の
傾
格
を
守
-
国
民

の
一
そ
う
1
(

…

心fT=
J.tliと
3
/税
し
て
接
辞
J三
ネ
苗
的
桔
カ
を
以
て
回
内
F
国
外
だ
fEE本
家
の
如
(約
の
輔
梨

を
維
持
し
よ
う
と
す
7
3秒

･i:･･LL
‥
･L.I::
‥

･･I
･･
p｣
∵

..

..
∴

∵､lJl-;7Eu

W
ad
ia
に
よ
れ
ば
'

か
つ
て
印
鑑
の
軍
m
生
槽
は
貨
幣
的
埠
位
で
測
定
さ
れ
た
濯
僻
的
両
経
と
は
粂
-
異
る
人
間
的
福
祉
の
理

想
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
来
た
O
専
革
ま
だ
外
観
資
本
家
の
利
益
の
た
め
に
輸
出
さ
れ
る
十
ル
ピ
ー
の
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
や
マ
ン
ガ
ン

や
鉄
鎖
の
慣
伯
と
)J
の
国
の
貧
民
に
よ
っ
て
消
費
さ
れ
る
十
ル
ピ
ー
の
米
や
小
藩
の
慣
佃
と
は
同
様
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
｡

｢
普
観
の
思
想
家
や
政
治
的
指
導
者
は
現
時
の
影
響
力
か
ら
披
け
出
て
人
間
福
祉
の
古
い
理
想
と
貨
碑
を
人
生
の
最
大
事
米
と
考

へ

る
事
に
封
す
る
貰
瓶
の
念
と
を
印
度
に
復
痛
さ
せ
る
で
あ
ら
う
か
O
そ
れ
JJ
も
曹
々
は
こ
の
歌
百
年
間
外
国
人
に
よ
っ
て
書
園
に
試

せ
ら
れ
た
新
し
い
生
緒
状
態
空
恩
情
に
受
け
入
れ
二
相
融
を
犠
牲
と
し
て
財
貨
を
作
-
出
す
両
党
文
明
の
た
め
に
昔
々
の
生
命
の
血

汐
が

吸
龍
さ
lれ
る
の
む

許
す
で
あ
ら
う
か
｡｣
,LJ
れ
は
印
庶
経
済
導
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
問
題
で
あ
る
o

印
度
経
雷

苗

成
菅

そ
の
方
向

竺

巷

五

〇

nT
1
1

竺

班

三
三
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印
度
経
帝
壁
の
成
立
と
そ
の
方
向

第
二
番

五

〇
四

第

〓
教

1三
g
I

有
機
的
杢
鰭
と
し
て
の
印
度
経
済
の
破
疫
は
鼻
糞
と
工
業
の
分
離
'
印
度
の
単

一
農
業
園

へ
の
韓
落
と
lh/
ふ
亭
賓
に
貴
も
明
か
に

現
れ
て
ゐ
る
｡
両
も
印
慶
に
輿

へ
ら
れ
た
巣
業
は
英
国
に
食
料
及
び
原
料
を
供
す
る
た
め
の
耕
作
で
あ
る
か
ら
'
こ
･.
に
ま
た
生
産

と
油
費
の
分
裂
と
云
ふ
現
象
が
起
こ
る
｡
賢
に

｢
崇
美
観
｣
印
鑑
の
住
民
は
常
に
飢
餓
に
さ
ら
TJu
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
O

､
た
/

ALL..～
で
は

｢放

課
稲
｣

印
雌
が
何
か
悲
排
し
r
m
u
か
･Jt･LTf
㌻
il的
L1
.I1･Td
L
.i"
i

･7
1

1=1]
T

･j賢
=:･
や
.-
バ
ー
1-
㌔

二
日
.I"
J･.

I
L
Ei

]TTTJ
]
一

丁仁/1
1二

1｣
/

下
ノ｣

一~

~

~

~

~

q

~

~

t

I

I

l
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義

一I

I

一I

t一
■
t
l

農
産
物
の
生
産
JJ
誰
行
し
て
増
大
す
る
輸
出
は
何
皇

息
味
す
る
で
あ
ら
う
か
｡
そ
れ
は
支
配
者
の
自
由
貿
易
論
よ
-
す
る
と
い
よ

く

増
大
し
つ
1
あ
る

｢
印
度
の
富
｣
-
･
聖

1S
L
'
印
度
が
ま
す
/
1

生
産
的
剰
飴
を
持
つ
棟
に
な
っ
た
事
を
意
味
す
る
.
勿
論
所

謂

｢
剰
飴
｣
は
相
封
的
観
念
で
あ
っ
て
個
人
に
於
て
は
そ
の
生
活
水
準
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
棟
に
t

l
国
の
場
合
に
は
そ
の
経
済

変
展
の
段
階
に
よ

っ

て
決
定
さ
れ
る
｡
併
し
企
業
家
が
剰
飴
を
獲
得
し
て
ゐ
る
の
に
｢
努
働
者
は
賃
銀
を
切
下
げ
ら
れ
'
辛
う
じ
て

飢
餓
繰
上
に
生
存
せ
し
め
ら
れ
る
事
が
あ
-
得
る
棟
に
'

又

1
国
も
外
国
政
府
の
支
配
の
下
に
産
柴
的
驚
展
の
横
倉
を
否
定
せ
ら

れ
'
｢
剰
飴
｣
の
輸
出
を
強
制
さ
れ
る
様
な
地
位
に
お
か
れ
る
事
が
あ
-
得
る
.

国
民
の
正
常
な
慾
望
が

充
足
せ
ら
れ
健
全
な
生
宿

が
維
持
さ
れ
て
後
､
始
め
て
虞
の
捌
飴
.nL
l問
題
に
㌻
IP,l
事
が
出
滞
5
.
冥
観
は
そ
の
間
実
が
冬
期
に
火
の
気
な
し
に
生
痛
し
て
ゐ
る

ノ
.

.
-
''P
lJJT.a
)
lL)口L
T,
:
.つ
-J
ロ
IrJ
･4･i
片
栗
三
㌢
,.i.や
つ

｢
引
.火
新
一

L1血耶
小u

を

張
刺
さ
れ
.r
lゐ
る

の

LP

L
あ

る
O

か
-
て

印
度

の
遵
唐
物

の

輸
出
は
飢
餓
締
出
ItJ
あ
-

=

桝
詳
e(
o
n

o
m
ic
d
ra

i
n

を

覇

倒
し
て

ゐ
る
｡
併
し
又
他
の
論
者
は

｢
印
度
に
は
食
料
が
不
足
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
が
'

1
部
の
者
は
こ
れ
を

貰
ふ
事

が
出
奔
な
い
位
貧

し
い
の
で
あ
る
｣
と
主
張
し
て
ゐ
る
O
併
し
も
し
食
用
農
産
物
の
碩
制
的
輸
出
が
な
か
っ
た
ら
'
そ
の
慣
格
は
こ
の
貧
し
い
人
口
の

購
買
力
に
よ
っ
て
も
購
払
得
る
程
度
に
下
落
す
る
で
あ
ら
う
｡
要
す
る
に
種

々
な
る立
場
か
ら
印
度
の
輸
出
.
を
制
静
生
産
物
の
輸
出

と
し
て
群
明
し
よ
う
と
云
ふ
説
は
恰
も

｢
こ
の
国
が
自
己
の
経
済
政
策
を
規
制

し
得
'
剰
飴
生
窪
物
を
自
由
に
輸
出
し
得
る
弼
立
の

軸

経
済
単
位
で
あ
る
と
云
ふ
仮
定
｣
に
基
い
て
ゐ
る
と
云
へ
よ
う
0
硯
章
の
印
度
経
済
は
不
幸
に
し
て
猫
立
の
経
牌
単
位
で
も
な
く
有

機
腰
と
し
て
の
統

1
を
保
っ
て
ゐ
る
も
の
で
も
な
い
o

印
度
を
斯
様
な
現
状
に
隠
れ
た
の
は
.

W
a

di
a

に
よ
れ
ば

欧
米
の
諸
国
で
盲
目
的
に
糞
尿
し
た

｢
過
度
の
工
菓
化
｣
(O
ver･

印
度
躍
野
草
の
成
立
と
Ti,の
方
向

第
二
審

五
〇
五

第

二
鍛

二
二
五

Wadia,lbld.p 220.20)



印
度
郎
野
単
の
成
立
と
そ
の
方
向

第

二
審

五

〇
六

第
二
鮒

二

二

六

i
n
d
u
s
tn

al

is
a
tio
n
)

で
あ
る
｡
JJ
の
た
め
に
工
業
組
は
必
然
的
に
原
料
や
食
料
を
工
業
国
以
外
の
未
設
蓮
の
団
か
ら

淡

め
ね
ば
た
ら

す
'

過
剰
に
生
産
し
た
工
業
製
品
を
又
と
の
囲
以
外
に
衰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

｡
こ
1
に
工
業
品
･L
農
産
物
と
の
交
換
が
行
は
れ
る
が
､

こ
れ
は
S･
等
な
立
場
に
立
っ
た
相
互
的
た
交
綿
で
は
な
-＼

工
叱rX
観
望

血
税
1
8.-
す
㌣
.d

:
プ
即
を

夕
据
て
あ
-
"
必
然
的
に
農
業
国

｢ノ
窮
皇
む
レし
′
二人＼
′=

)
]
r
､ノ
J
O

IL-

r
l
-
r･L〝二
｡､
1.L･
LT.j
…
､"
′7､｣
I

さ

れ
h㌔

そ
L
,
て

..1
T/y

a

,

1i

!a

リ
､F
l張

は

｢
過

炭

の

二
崇
化

｣

の
匡
正
で
あ
-
､
崇
=業
JJ
エ
紫
器

物
街
の
よ
れ
た
襲
巌
で
あ
る
o
勿

論
過
度
に
農
業
人
口
の
増
上人
し
た

印
定
の

立
切
か
ら

云

へ
ぼ

'

逆
に
粁
爽
工
業
化

へ
の
相
互
が
か
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら

ラ
.
併
し
JJ
の
場
合
特
に
考

へ
ね
ば
な
ら
な
い
葛
は
'
こ
の
工
業
化
を
.E
鞍
的
な
方
式
に
よ
っ
て
連
行
す
る
か
ど
う
か
と
云
ふ
事
で

あ
る
.
所
謂
印
度
工
業
化
の
代
群
者
達
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
進
ん
だ
道
に
滑
ふ
て
偉
流
的
な
手
工
柴
や
豪
円
工
柴
を
革
命
的
に
機
械
的

大
量
生
産
に
お
き
か
へ
'

梅
外
市
場
を

目
指
し
て
国
際
的
な

荒
事
に
入
る

事
に
よ
っ
て
の
み

印
度
は

救
ば
れ
る
と
主
張
す
る
｡

W

ad
ia
は
併
し
こ
の
主
張
に
封
し
て
娼
-
反
封
す
る
.

彼
の
謂
ふ
と
こ
ろ
は
か
う
で
あ
る
｡
も
し
も
印
変
経
碑
の
護
展
が
国
際
市
場
で
競
尊

す
る
能
力
に
か
1

つ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
印
度

の
牌
罪
は
甚
だ
心
細
い
o
例

へ
ぽ
企
業
経
獣
や
安
食
や
技
術
の
鮎
か
ら
見
て
印
度
は
恐
ら
-
日
本
と
封
競
出
来
な
い
だ
ら
う
｡
更
に

t

そ
う
重
大
垂
皐
は
こ
の
方
向

へ
の
喪
展
は
駄
米
と
同
様
な
悲
劇
を
印
度
も
亦
経
験
す
る
事
に
な
る
だ
ら
う
と
云
ふ
事
で
あ
る
.
英
国

に
ラ
ン
カ
シ
ャ
の
綿
製
品
を
拍
費
す
る
苗
の
出
釆
た
い
英
国
人
が
多
数
見
ら
れ
.
備
瀧
田
に
リ
ヨ
ン
の
絹
製
品
を
希
な
い
悌
蘭
四
人

が
多
数
に
居
る
棟
に
､
欧
米
車
本
章
託
へ
の
追
随
は
印
度
の
富
と
生
産
と
を
LllE変
人
の
隔
祉
か
ら
切
離
す
結
果
に
な
る
だ
ら
う
｡
｢
印

度
仕
組
民
的
自
滅
の
政
策
の
盲
目
的
な
迫
陪
者

と
な
る
棟
な
産
柴
的
膨
脹
を
必
要
と
し
な
い
o
rLi-
均
衡
の
と
か
た
人
口
と
職
業
の



｢

･

-

･
･

I.L

l

配
分
に
基
礎
を
お
く
も
つ
と
健
全
な
窪
川学
王
義
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
.
JJ
の
整
準
H義

に
於
て
は
利
潤
の
た
め
な
ら
剰
飴
生
産
物
を

外
聞
市
場

へ
投
資
-
せ
ん
と
す
る
様
な
劃

一
的
機
械
製
品
の
生
産

へ
の
熱
病
的
な
突
進
は
存
し
な
い
｡
そ
れ
は
先
づ
自
国
民
の
慾
聖

を
充
足
し
ょ
う
と
す
る
要
求
に
基
礎
を
お
い
て
ゐ
る
｡
そ
し
て
も
し
も
国
際
貿
易
が
行
は
れ
る
な
ら
ば
'
そ
れ
は
他
国
を
犠
牲
に
し

て

一
国
が
利
拓
す
る
と
云
ふ
貿
易
で
は
な
-
'
関
係
国
の
相
rtll的
利
益
に
な
る
様
な
平
等
な
関
係
に
基
い
た
貿
易
で
あ
る
.
そ
し
て

∴

を
の
貿
易
は
種
々
な
る
完
成
品
の
交
換
で
あ
っ
て
'

原
料
と
完
成
品
の
交
換
で
は
な
い
｡
｣
吾
々
は
こ
･̂
で

W
a
d
ia
の
第
三
の
有

機
鰐
概
念
'
つ
ま
-
有
械
鱈
と
し
て
の
民
族
躍
碑
の
概
念
を

l
そ
う
具
照
的
に
す
る
尊
が
出
奔
た
0
枚
に
ょ
れ
ぽ
JJ
の
有
機
誰
の
中

に
は
親
米
と
エ
光
JJ
が
均
掬
を
取
っ
て
含
tf･,T･れ
-1
お
る
ば
,rn-:
P
L;lJ
な
-
'
抑
様
な
有
機
憎
に
し
て
細
め
七

･k/
工
場
工
業
と
た
ら
ん
で

そ
れ
は
澱
等
の
恐
怖
に

促
さ
れ
て
讐
上
し
た
日
給
縦

枠

で

は

た

い
-･-

を

封

的
･
1

1

う

り
CM
LiS
妖

野

竹

の

問

T

t.J
J(
告

臥

霊

.小
味

の

判

熊

･l

i
i

産
物
の
交
換
が
あ
り
.
ま
た
平
和
な
結
締
関
係
が
成
立
ち
得
る
の
で

あ
る
o

以
上
の

W
a
d
ia
の
主
張
は

K
ate
の
EiT
露
程
僻
峯
と
対
艦
的
な
珊
位
竺
止
っ
て
ゐ
る
0
枚
に
即
産
の
工
美
化
を
粥
蘭
的
な
方
式

に
碍
ふ
て
賛
現
し
ょ
う
と
す
る

K
al
e
の
観
念
の
統
括
を
指
摘
し
た
酢
は
甚
だ
示
唆
的
で
あ
る
｡
又
濃
集
周
JJ
工
業
師ー
と
の
牢
等
な

白
由
貿
易
を
考

へ
る
国
際
分
業
論
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
打
破
っ
て
こ
れ
を

.1
空
っ
硯
賓
的
た
盛
礎
に
お
か
う
と
し
た
鮎
も
文
相
常
評

債
し
て
よ
い
と
息
ふ
｡
但
し

W
a
d
ta
の
結
論
自
鰹
が
規
賓
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
｡
け
だ
し
彼
の
主
張
の
基
礎
と
な

っ
て
ゐ
る
民
族
有
械
髄
の
概
念
は
十
九
世
紀
的
民
族
国
家
の
観
念
と
中
世
的
自
給
輝
解
の
観
念
と
を
つ
き
曽
ぜ
た
も
の
で
あ
り
.
早

れ
は
例

へ
ぽ
現
代
の
間
肋
で
あ
る
療
域
紅
桝
の
概
念
に
ま
で
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
現
茸
の
事
態
に
封
し
て
適
感
性
を
炊
く
の
で
は
な

5,か
と
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
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印
度
経
済
単
の
成
立
と
そ
の
方
向

第
二
番

五

〇
七

第
二
抗

二
二
七



印
度
揮
済
撃
の
成
立
と
そ

の方
向

五

む

す

ぴ

第
二
番

五
〇
八

第
二
窮

二
二
･<

私
は
以
上
で
印
度
経
済
串
の
成
立
と
現
代
印
鑑
経
済
の
賢
樺
的
方
向
を

規
定
し
上
う
と
し
て
ゐ
る
二
つ
の
傾
向
に
つ
い
て
述
べ

た
O
乾
酪
陀
即
康
治
折
単
の
方
法
論
的
基
礎
に
つ
い
て
問
ふ
て
見
る
な
ら
ば
､
私
の
比
の
絞
扱
草
に
階
す
る
tN
し
い
知
識
の
範
圏
内

に
相
恩
す
る
部
分
が
あ
る
け
れ
ど
も
そ
れ
程
.ru
目
す
べ
き
主
張
も
見
嘗
ら
な
い
｡
例

へ
ば
リ

ス
ト
の
詮

に

従
っ
て
印

度経
済
導
は
観

民
的
政
治
控
僻
尊
で
あ
る
と
云
ふ
が
.
他
方
で
共
は

1
校
経
済
科
尊
の
1
部
で
あ
っ
て
何
等
新
し
い
理
論
を
形
成
す
る
も
の
で
な
い

と
云
ふ
鮎
を
見
る
と
､
印
度
経
済
単
は
草
に

｢
雁
用
経
解
畢
｣
(A
p
p
]Ied
E
con
.
m
】cs)
と
し
て
の
有
望

偲
蓑
し
か
な
い
様
で
あ
ゎ
､

そ
の
閲
民
的
性
格
は

1
般
経
僻
理
論
･･-

そ
れ
は
即
ち
英
国
経
済
嬰

で
あ
る

-

を
Lli慶
経
済
に
適
用
す
る
際
に
認
め
ら
れ
る
も
の

に
過
ぎ
な
い
様
で
あ
る
e
富
力
は

It
a
ieか
ら
こ
れ
以
上
の
事
を
明
か
に
し
得
な
い
が
'
た
ゞ
こ
の
程
庭
の
主
張
で
は
経
済
尊
の
民

族
性
に
関
す
る
問
題
自
鰹
が
果
し
て
把
接
さ
れ
て
ゐ
る
の
か
ど
う
か
さ
へ
も
疑
ほ
し
い
.

1
般
に
印
度
経
済
尊
の
特
色
は
甚
だ
断
片
的
で
あ
-
鱈
系
的
で
な
く

数
多
-
の
粧
怖
問
題
が
羅
列
さ
れ
て
そ
の
と
こ
ろ
′
付ト
に

著
者
の
政
治
的
意
見
が
散
見
せ
ら
れ
る
と
云
ふ
風
で
あ
る
O
即
庶
人
は
経
済
問
題
に
つ
い
て
い
-
ぽ
-
の
理
論
的
反
省
を
も
重
ね
な

い
中
に
突
然
め
ま
ぐ
る
し
い
政
治
の
舞
茎
に
引
出
さ
れ
た
ら
し
い
o
こ
れ
ま
た
経
滴
率
の
後
進
性
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
が
'
印
度
に

と
つ
て
は
止
む
を
得
な
い
と
JJ
ろ
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は

W
a
d
】a
自
身
の
言
葉
を
借
-
て
印
度
経
済
草

の
た
め
に
粁
解
し
て
お
こ
う
O
｢
多
年
の
間
誓
尊
と
神
秘
主
義
の
俸
紙
に
よ
っ
て
飽
和
耽
態

に
あ
っ
た
思
想
を

今
や
究
加
と
し
て
政

治
の
ゲ
ー
ム
の
中
に
孝
弘
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
様
な
国
民
に
封
し
て
は
あ
る
程
度
の
容
赦
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
o
｣
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