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田
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シ
ア
に
於
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設
達
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べ
P

古
典
涯
に
お
げ
る
恐
慌
論
ミ
動
態
論
ミ
の
閥
係

ノ弘、

ロー

彦

口

合口

目

二
、
問
題
由
意
味

攻
士
そ

F
カ
ア

r
ウ
に
剥
け
る
動
態
碗
究

(
五
、
グ
ヨ

y
・
ス
チ
ユ
ア
ト
・
さ
ん
の
動
議
論

ニ、
λ

E

R

に
お
け
る
動
態
研
究

問
、

7

ル
サ
ス
に
お
け
る
動
態
経
済

で

問

題

の

意

味

『
離
捕
胤
叩
は
再
ぴ
一
の
輔
換
期
に
れ
っ
て
ゐ
ろ
時
間
で
め
る
。
最
近
い
現
は
れ
る
多
〈
の
方
法
論
的
勢
作
は
町
そ
の

明
ら
か
な
る
謹
様
で
あ
る
。
経
持
田
学
の
多
数
の
代
表
者
こ
と
に
若
き
代
表
者
の
問
に
は
.
経
持
皐
は
静
態
現
象
か

、
、
、
、
‘
、
、
、
、
、
、

U

研
究
か
ら
超
脱
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
戚
情
が
醸
っ
て
ゐ
る
。
』
と
い
ふ
言
葉
は
.

た
し
か
に
戦
後
の
経
梼
皐
に

お
け
る
一

静
態
研
究
か
ら
動
鵡
研
究
へ
と
い
ふ
轄
向
は
、

謂
ふ
所
の
静
雄
ま

つ
の
動
向
を
一
一
一
一
一
円
ぴ
現
は
し
て
ゐ
る
。

た
は
動
態
の
意
義
知
何
に
拘
ら
宇
、
そ
れ
介
、
の
意
味
と
内
容
に
お
い
て
、
兎
・
も
か
〈
戦
後
の
粧
持
事
に
お
け
る

一
般
的
傾
向
の
一
っ
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
傾
向
の
操
っ
て
来
る
所
は
第
一
に
、
戦
後
経
捕
の
聾
草
よ
り
来
る
日
常
現
象
の
眼
ま
戸
、
る
し
き
費
動
と
、

第
二
に
、
従
来
の
経
梼
拳
の
極
端
な
る
静
態
偏
向
と
に
み
る
と
思
は
れ
る
。
蓋
し
資
本
主
義
の
順
調
な
る
向
上
期

に
あ
っ
て
は
、
こ
の
場
合
に
も
見
が
れ
が
た
き
恐
慌
で
き
へ
、
ほ
Y
規
則
正
し
き
週
期
性
に
お
い
て
現
は
れ
る
ほ

古
典
涯
に
お
け
る
恐
慌
論
と
動
態
論
と
の
関
係

第
三
十
八
巻

六
六

第一一一蹴
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古
典
涯
に
和
け
る
恐
慌
論
と
動
態
論
と
の
関
係

第
三
十
八
巻

六
六
四

問

第

競

ど
で
あ
る
か
ら
、
他
の
多
〈
の
一
麗
掛
現
象
は
、
ほ
Y

一
定
の
規
梓
性
に
・
お
い
て
準
行
し
、
今
日
の
如
き
眼
ま
ぐ
る

し
き
費
動
を
櫨
起
せ
し
む
る
こ
と
は
少
な
い
。
か
く
の
如
き
時
代
に
お
け
る
鰹
持
率
は
、
均
衡
版
態
の
偲
想
の
上

に
静
態
解
梼
を
観
念
的
に
構
想
し
て
、
現
賓
の
終
掛
か
ら
離
れ
、
貫
践
の
要
求
か
ら
遠
ふ
さ
か
つ
て
、
言
は
Y

一
種

の
有
閑
科
準
と
し
て
、
よ
く
存
績
し
畿
展
す
る
こ
と
が
出
来
七
わ
げ
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
枇
曾
麗
梼
の
状
態
が
永
療
し
う
る
な
ら
ば
、
粧
持
率
色
ま
に
従
来
の
如
き
静
鵠
研
究
を
も
っ
て
世

ん
す
る
こ
左
い
か
出
亦
る
。
反
現
じ
ま
十
い
世
曾
離
簡
の
覗
買
が
、
み
日
の
刺
虫
日
説
本
じ
硝
m-
地
し
ゃ
ー
と
よ
り
、
維
持
率

の
研
究
が
現
質
に
印
す
る
動
態
研
究
に
成
功
す
る
な
ら
ば
そ
こ
に
も
問
題
は
な
い
。
結
局
す
る
と
こ
ろ
今
日
の
問

題
は
、
粧
構
事
買
の
後
展
ま
た
は
襲
革
と
、
経
済
理
論
の
固
定
ま
た
は
腹
着
と
の
問
に
生
や
る
矛
盾
の
問
題
で
あ

り
、
事
賓
の
進
展
に
取
り
蔑
さ
れ
た
る
理
論
の
悩
み
で
あ
る
。

か
く
し
て
静
強
経
掛
か
ら
動
態
経
梼
へ
の
輔
換
と
い
ふ
最
近
の
動
向
は
、
す
べ
て
の
も
の
〉
脱
税
展
に
内
在
す
る

矛
盾
と
、
こ
の
矛
盾
の
克
服
に
よ
る
新
に
な
る
後
展
と
を
意
味
す
る
も
の
に
外
な
ら
払
。

然
ら
ば
謂
一
ふ
所
の
従
来
の
艦
蹄
皐
と
は
何
か
?

従
来
の
綿
て
の
経
持
皐
か
、

ま
た
は
そ
の
中
の
一
振
の
粧
掛

例
へ
ば

ω可
m-
一2
・
氏
の
如
き
は
、

『
古
典
汲
の
理
論
は
一
の
補
足
を
必
要
と
す
る
。
之
に
よ
っ
て
ぞ
の

:
古
典
棋
の
探
究
む
に
の
は
、
「
圃
民

皐
か
?

結
果
を
し
て
現
貫
に
罰
す
る
委
営
を
要
求
せ
し
め
る
ζ

と
が
出
来
る
。

骨
骨
ぶ
酔
」
や
か
示
。
古
典
振
が
「
自
然
」
債
格
・
「
自
然

l

葬
賃
・
「
自
然
」
利
子
等
に
つ
い
て
言
ふ
時
に
は
、
こ

の
「
自
然
」
を
軍
純
に
「
静
態
」
を
も
っ
て
取
り
か
へ
る
こ
と
が
出
来
る
』
と
い
ふ
。
部
ち
こ
の
主
張
に
従
へ
ば
、
従

拙著、恐慌に闘す苔諸準設(改造社版、経済事会115〉参w育
Streller， a. a. O. S. 2. 
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V
E
A
T品
車
山
ほ
噂

来

ω
静
態
維
持
撃
は
、
か
の
イ
ギ

y
ス
の
古
典
汲
経
済
亭
ま
た
は
そ
れ
以
来
の
す
べ
て
の
経
済
拳
を
包
合
す
名
こ

と
冶
な
る
。

併
し
な
が
ら
吾
々
の
見
る
所
で
は
、
こ
の
設
は
必
予
し
も
正
営
で
は
な
い
。
謂
は
ゆ
る
古
典
汲
艦
持
率
者
、
印

ら
ス
ミ
ス
よ
り
マ
M
F
+

ノ
ス
、
リ
カ
ア
ド
を
粧
て
ジ
ョ
ン
λ

・チ
z

ア
ト
・
ミ
w
y

に
至
る
諸
串
者
の
中
に
は
、
車
お
る

掛
肝
鵡
維
持
の
み
な
ら
中
、
動
態
経
蹄
の
研
究
を
誌
か
る
も
の
も
少
く
な
い
。
こ
の
こ
と
は
彼
等
の
恐
慌
理
論
を
通

観
し
て
特
に
戚
ぜ
ら
る
h

所
で
あ
る
。
蓋
し
後
に
も
論
Ar
る
如

t
、
均
街
蹴
識
を
蝦
想
す
る
静
雄
研
究
で
は
、
恐

慌
理
論
は
存
在
じ
得
な
い
。
恐
慌
は
均
衡
賦
態
の
破
壊
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

一
般
的
に
言
へ
ば
、
鰹
桝
咽
申

が
悲
し

t
神
線
偏
向
命
現
ば
し
て
米
だ
の
一
法
、

FJ
し
み
仁
r
E
拠
反
控
市
河
川
苧
f
)
河
川
出
品
戸
、

i

ー

;
;
I
H
-
-
J
(
)
j
j

〕
品
f
T
b
H
3
-
-
l
t
〉

介
J

是

Z
O
官
官
'
印
日
干
印
を

σ-F同
川

開
し
仁
、
め
で
あ
る
と
言
へ
る

Q

ぞ
れ
故
に
『
静
態
か
ら
動
態
へ
』

の
新
に
な
動
向
は
、

或
る
意
味
で
は

『
古
典

振
に
復
れ
』
の
聾
で
も
あ
る
。
に
す
併
し
古
典
涙
皐
者
の
動
態
論
は
、
必
4
7
し
も
今
日
の
意
味
に
お
け
る
動
態
で

は
な
い
。
そ
こ
で
問
題
は
、
古
典
振
動
態
論
の
再
吟
味
に
向
ふ
。
こ
の
小
論
の
目
的
と
す
る
所
は
、
こ
の
意
味
の

再
吟
味
営
彼
等
の
恐
慌
論
ι
と
の
関
聯
に
お
い
て
試
み
ん
と
す
る
に
あ
る
。
蓋
し
こ
れ
に
よ
っ
て
、
古
典
源
恐
慌
論

に
お
け
る
そ
れ
ト
¥
の
特
殊
性
の
由
っ
て
来
る
所
を
突
き
と
め
、
そ
の
存
在
理
由
を
方
法
論
上
に
求
め
る
こ
と
が

出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

動
態
ま
た
は
静
態
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
蕊
に
多
〈
論
ゃ
る
の
必
要
伝
見
な
い
。
彼
れ
ら
古
典
涙
諸
準
者
の
意

味
す
る
動
態
も
、
わ
れ
/
¥
の
意
味
す
る
動
態
も
、
同
様
に
h
L
V

「
時
の
涜
れ
一
』
を
そ
の
要
素
と
す
る
か
ら
で
あ

古
典
滋
に
お
け
る
恐
慌
論
主
動
態
論
と
白
閥
係

第
三
十
八
答

テ
六
ヨ

第
三
紋

ゴ1.



古
典
涯
に
お
け
る
恐
慌
論
と
動
態
論
と
白
閥
係

第
コ
ア
ヤ
八
巻

六
六
六

第
三
時
制

占
/、

る
。
時
の
流
れ
を
捨
象
し
た
る
考
へ
方
は
、
静
態
研
究
で
あ
り
、
現
買
の
時
間
的
経
過
に
印
す
る
考
へ
方
を
動
態

研
究
と
な
す
こ
と
は
、
今
日
で
は
殆
ん

E
通
説
と
も
言
ひ
う
る
で
あ
ら
わ
。
に
ヨ
問
題
は
、
こ
の
意
味
に
お
け
る

動
態
研
究
と
、
謂
は
ゆ
る
史
的
研
究
ま
に
は
歴
史
的
・
後
展
的
考
察
と
の
聞
に
は
、
如
何
な
る
匝
別
を
認
h
u
べ
き

か
に
め
る
。
殊
じ
こ
れ
は
古
典
振
の
動
態
論
を
見
る
上
に
重
要
で
あ
る
。
蓋
し
古
典
祇
皐
者
の
う
ち
で
も
、
ス
ミ

ス
そ
の
他
の
初
期
の
準
者
は
、
こ
と
に
歴
史
的
後
展
に
興
味
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
/ι
、
、
は
動
指
研
究
と

史
的
研
兇
L
L
P
f
悩
別
tdT叫
心
時
間
的
経
識
に
加
し
て
経
持
率
象
佐
把
幌
寸
る
貼
で
は
、
補
者
は
共
通
哨
し
め
る
。
h
1
1

日
〉
そ
の
時
間
的
経
過
が
、
史
的
研
究
に
お
い
て
は
異
な
る
粧
梼
組
織
の
下
に
麗
し
、
動
態
研
究
に
お
い
て
は
、
同

じ
極
構
組
織
に
属
す
る
。
例
へ
ば
今
日
に
お
い
て
徳
川
時
代
の
物
慣
錘
動
を
研
究
す
る
は
、
明
ら
か
に
史
的
研
究

で
あ
る
が
、
今
日
の
物
慣
跡
捜
動
を
研
究
す
る
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
動
態
研
究
に
属
す
る
。
動
指
研
究
に
お
け
る

『
時
の
疏
れ
』
は
、
同
一
の
鰹
持
組
織
の
範
圏
内
に
限
定
せ
ら
れ
、
異
な
る
離
掛
組
織
に
跨
り
得
な
い
。
こ
れ
鰹

隣
組
織
の
謹
革
は
、
そ
の
下
に
お
け
る
経
掛
事
象
の
性
質
を
一
韓
せ
し
め
る
か
ら
、
例
へ
ば
封
建
解
持
組
織
の
下

に
お
げ
る
物
債
現
象
を
引
延
し
て
、
ぞ
の
ま
う
今
日
の
物
債
現
象
と
接
績
せ
し
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
め

る
。
要
す
る
に
動
態
研
究
は
、
一
定
の
艦
持
組
織
の
下
に
お
け
る
艦
持
事
象
に
つ
い
て
、
そ
の
時
間
的
経
過
に
お

け
る
生
成
後
展
の
法
則
を
接
見
せ
ん
と
す
る
も
の
乍
あ
り
、
古
典
涙
鰹
梼
事
に
お
け
る
動
態
研
究
も
ま
亡
、
大
韓

に
お
い
て
こ
の
意
味
に
お
け
る
も
の
で
め
る
。

4) Streller， R.， Die Dynamik der theoretiscbun Nation<ilol刊 T川 nic.1928. S. 2-6. 
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二
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
動
態
研
究

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
持
率
が
歴
史
的
・
後
展
的
で
ゐ
る
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
で
あ
る
。
経
済
政
策
史
ま
た

は
経
梼
思
想
史
を
研
究
せ
る
「
岡
宮
論
』
の
第
三
宥
お
よ
び
第
四
篇
が
、
睦
史
的
研
究
に
属
す
る
こ
と
は
、
問
題

の
性
質
上
か
ら
営
熱
で
は
あ
る
が
、
そ
の
他
の
理
論
的
部
分
に
お
い
て
も
ま
た
、
著
し
く
歴
史
的
・
後
展
的
の
考

へ
方
を
な
し
、
後
代
の
準
者
の
如
き
思
排
的
・
観
念
的
の
考
へ
方
が
比
較
的
に
少
な
い
。
こ
れ
は
確
か
に
ス
ミ
ス

艇
掛
串
の
大
き
な
特
徴
の
一
っ
と
言
へ
る
の
例
へ
ば
最
初
の
『
n
卸
業
論
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
生
成
後
展
が
、
如

何
に
『
交
換
』
お
よ
び
『
市
場
』
と
離
る
べ
か
ら

F
る
関
係
に
あ
る
か
ヤ
考
察
ぃ
、
次
い
で
『
貨
幣
』
を
問
題
と

す
る
に
も
、
先
づ
少
々
の
臆
史
的
殺
風
ヤ
-
主
要
の
問
腿
と
し
と
ぬ
る
品
川
一
丸
に
背
羽
仁
は
最
も
阿
川
排
的
概
念
的
に
取
扱

は
る
〉
『
債
値
論
』
ま
た
は
「
債
格
論
』
で
さ
へ
、
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
著
し
く
歴
史
的
・
後
展
的
に
考
へ
ら
れ

て
ゐ
る
。
例
へ
ば
後
に
問
題
と
な
つ
に
ス
ミ
ス
の
『
勢
働
債
値
詑
』
の
如
き
色
、
後
代
の
皐
者
と
は
そ
の
趣
を
異

に
し
、
彼
れ
に
あ
っ
て
は
一
の
歴
史
的
事
費
と
し
て
主
張
さ
れ
て
ゐ
る
。
謹
ん
で
「
労
賃
』
『
利
潤
』
お
よ
び
『
地

代
』
を
論
や
忍
に
及
ん
で
、
彼
れ
の
考
へ
方
が
如
何
に
色
歴
史
的
・
接
展
的
で
あ
る
こ
と
を
確
め
得
る
で
あ
ら
う
。

こ
の
勤
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
何
人
も
問
題
は
な
い
で
あ
ら
う
。
た
J
3

ス
ミ
ス
に
お
け
る
歴
史
的
考
察
は
、
前
に
越

ぷ
る
が
如
き
粧
掛
組
織
の
盤
草
を
明
確
に
意
識
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
れ
は
た
Y
漠
然
と
、
在
有
制
度
の
未
H
L

行
は
れ
ゴ
り
し
原
始
時
代
か
ら
、
土
地
在
有
の
時
代
に
進
み
、
'
次
い
で
資
本
私
有
の
時
代
に
来
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
ゐ
右
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

古
典
涯
に
お
け
る
恐
慌
論
と
勤
態
論
と
の
関
係

第

Wt 

第
一
一
一
十
八
巻

六
六
七

七
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古
典
涯
に
お
け
る
恐
慌
論
と
劫
態
論
と
の
関
係

第
三
十
凡
巻

F、
~ 
y、
F ... 

j¥、

第
三
抗

然
ら
ば
か
く
の
如
き
歴
史
的
考
察
と
は
多
少
異
な
る
意
味
に
お
い
て
、
謂
は
ゆ
る
動
態
的
考
容
を
な
せ
る
部
分

ス
ミ
丸
一
維
持
事
に
お
い
て
接
見
し
得
な
い
か

E
う
か
、
換
言
サ
ぱ
，
ス
ミ
ス
に
従
っ
て
す
で
に
土
地
私
有
も

資
本
在
有
も
行
は
れ
た
今
日
の
艦
持
組
織
の
下
に
お
い
て
、
経
掛
事
象
の
後
展
し
時
四
化
す
る
事
宵
は
、
ス
ミ
ス
艦

梼
準
に
お
い
て
如
何
に
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
か
?
と
の
知
が
問
題
と
な
っ
て

t
る。

lま

ス
ミ
ス
の
分
配
論
は
、
す
で
に

こ
の
貼
eT
吟
味
す
る
た
め
に
、
こ
〉
で
ス
ミ
ス
の
「
分
配
論
』
を
問
題
と
す
る
。

仙
仙
の
機
舎
に
論
説
ぜ
る
如
ぃ
、
形
式
的
に
は
憤
格
論
の
部
l
崩
し
も
慌
ペ
ノ
て
丸
町
、
ス
に
は
本
来

ω一
分
問
論
?
快
一

如
す
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
貫
質
的
に
は
、
分
配
論
に
お
け
る
諸
問
題
即
ち
勢
賃
・
利
潤
お
よ
び
地
代
に
闘
す
る
諸

問
題
が
、
詳
細
に
論
究
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
炉
、

ス
ミ
ス
に
お
い
て
果
し
て
動
態

的
じ
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
か
、

ま
た
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
と
せ
ば
、

如
何
な
る
意
味
に
お
け
る
勤
躍
で
あ
る
か
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。

第
一
に
.
勢
賃
に
閲
す
る
己
の
酔
却
を
見
る
に
、
こ
う
で
は
明
ら
か
に
勢
賃
動
態
が
問
題
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

ス
は
勢
賃
の
高
低
が
勢
働
の
需
要
に
依
存
し
、
持
働
の
需
要
は
勢
質
基
金
に
依
存
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
謂
は

ゆ
る
努
賃
基
金
誌
を
創
唱
レ
た
る
後
、
こ
の
勢
賃
基
金
は
、
園
宮
の
増
進
と
共
に
増
進
す
べ
き
に
よ
り
、
勢
賃
は

ズ

ミ

圃
富
の
増
進
と
共
に
増
進
す
る
と
い
ふ
『
労
賃
逓
増
説
」
を
主
張
す
る
に
至
っ
て
ゐ
る
。

努
賃
に
よ
づ
て
生
活
す
る
人
々
に
到
す
る
需
要
は
、
必
然
的
に
各
圃
の
収
入
射
よ
ぴ
資
本
白
増
加
と
共
に
増
加
し
、
そ
れ
な
〈
し
て
は
増
加
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
地
入
お
よ
び
資
本
白
増
加
は
、
岡
民
の
常
の
増
加
で
あ
る
。
そ
れ
放
に
勢
働
に
ょ
う
て
生
活
す
る
人
々
に
劉
ナ
る
需
要
は
、
岡

氏
自
営
の
増
加
と
共
に
増
加
し
、

ζ

れ
な
〈
じ
で
は
増
加
し
得
な
刊
。

拙稿、スミスの債格論と分間論t本誌、文VIIJ:1，参照
討皿lth，.A...， 帆icaltIl-6-.. Nt.itiom:i， (Cann .n'~ cd.. VOJ.. 1，. p. '71') 
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第
二
に
、
利
潤
に
関
す
る
?
、
、
ス
の
動
態
的
考
察
は
、

13は
ゆ
る
「
利
潤
遮
滅
詑
』
に
到
達
し
て
ゐ
る
。
彼
れ
に

従
へ
ば
、
費
本
の
蓄
積
は
企
業
者
聞
の
競
争
を
刺
激
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
利
潤
は
衣
第
ド
低
下
す
る
と
い
ふ
。

『
勢
貨
を
引
上
げ
む
所
の
資
本
の
増
加
は
、
利
潤
を
低
下
す
る
傾
向
を
有
ナ
る
。
多
〈
の
宮
商
の
資
本
が
同
じ
事
業
に
投
下
さ
札
る
時
は
、
彼
ち
相

互
聞
の
競
争
は
、
白
然
に
利
潤
を
引
下
げ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
枇
曾
に
お
い
て
、
地
て
の
種
々
の
事
業
に
担
げ
る
同
様
の
資
本
の
増
加
が

お
こ
る
場
合
に
は
、
同
じ
競
争
は
同
じ
結
果
を
鴻
て
の
事
業
に
奮
し
さ
ね
ば
な
ら
制
。
』

第
三
に
、
地
代
の
動
態
に
闘
し
で
も
ま
に
、

ス
ミ
ス
は
そ
の
主
張
守
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
。
彼
れ
「
い
従
へ
ば
、

一
方
に
は
限
界
耕
地
を
慣
張
し
士
地
改
善
を
促
誰
す
る
か
ら
、
ぞ

一
耽
舎
の
進
歩
と
圃
富
の
増
越
す
る
に
従
っ
て
、

こ
か
ら
地
主
の
所
持
す
る
地
代
は
直
接
に
増
進
す
る
。
他
方
に
は
副
宮
の
増
進
は
工
産
物
の
債
格
を
引
下
げ
る
か

そ
こ
で
彼
れ
の
地
代
論
の
結
論
は
、
叶
一
地

()O 、

?
"
:
、
3

司
長
.
白
山

t
〕
寄
究
岡
町
在
ク

l
・“

T
P
J戸

♂

L

3

.

J

q
一J
O

丸
、
背

L
日ド

f
I
4
t
t
E
U
勾

J
u
q
L
P制
1
u
H
V
1
J
t
v〈

t

A

L

j

代
遁
増
設
』
と
な
る
。

日
く
、

『
社
曾
の
諸
事
情
の
あ
ら
ゆ
る
凌
逢
は
、
直
接
に
か
間
接
に
か
、
土
地
の
寅
質
地
代
を
引
上
げ
、
地
主
の
資
質
宮
力
を
増
加
し
、
他
の
人
々
白
品
労
働

主
た
は
勢
働
生
産
物
の
購
買
力
を
帯
準
す
る
傾
向
を
有
ナ
3
0
』

か
く
の
如
く
ス
ミ
ス
は
不
十
分
な
が
ら
も
、
勢
賃
遁
増
設
・
利
潤
遁
械
設
お
よ
び
地
代
遁
増
設
を
主
張
し
た
と

い
ふ
こ
と
は
、
郎
ち
彼
れ
に
お
い
て
は
、
車
な
る
歴
史
的
考
案
と
は
別
に
、
一
の
動
態
的
考
察
の
存
し
た
と
と
を

謹
す
る
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
ゴ
彼
れ
の
動
態
的
考
察
は
]
謂
は
ゆ
る
「
白
然
憤
格
』
の
動
趨
で
め
る
か

ら
、
そ
れ
は
車
な
石
一
一
般
傾
向
ま
た
は
今
日
の

ω内
2
U『
円

円

m
E
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
己
と
か
ら
重

要
な
る
二
つ
の
結
論
に
到
達
す
る
。

古
典
振
に
お
け
る
恐
慌
論
と
動
態
論
と
の
一
欄
係

第
三
十
八
巻

六
六
九

第
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九
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古
典
娠
に
お
け
る
恐
慌
輸
と
動
態
論
と
の
関
係

第
三
十
八
巻

六
七

O

第
三
毅

四
O 

ス
ミ
ス
そ
の
他
の
古
典
振
の
問
題
は
、
『
自
然
債
格
』
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
ぞ
れ
故

に
そ
れ
は
『
静
態
的
考
察
』
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
す
る
主
張
の
誤
れ
る
こ

k
是
で
あ
る
。
例
へ
ば
最
初
に
遮
べ
た
忍

第
一
は
、

盟
主
-
2
氏
の
如
く
、
『
古
典
振
が
「
自
然
」
債
格
・
「
自
然
」
勢
賃
・
「
自
然
」
刺
子
等
に
つ
い
て
言
ふ
時
に
は
、

「
白
熱
」
を
車
純
に
「
静
蔵
」
を
も
っ
て
取
ち
か
へ
る
こ
唱
と
が
出
来
ふ
』
と
い
ひ
、
ま
に
か
の

Q
R
r
敷
授
が
、
「
古

典
探
粧
湾
曲
申
者
一
か
債
値
。
持
賃
お
よ
び
利
子
の
標
準
と
し
て
用
ひ
に
「
自
然
的
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
無
意
識
的
に

「
静
献
し
i

ど
い
ふ
言
葉
と
同
議
仁
一
川
ひ
ら
れ
仁
」
と
一
一
一
日
へ
る
い
か
如
ち
こ
れ
で
め
る
。
こ
の

L
K
M
λ

ミ
ス
自
身
A
W

明

ら
か
に
否
定
す
る
所
で
あ
る
。
彼
れ
は
右
に
謹
ぷ
る
所
の
崎
町
賃
・
利
潤
お
よ
び
地
代
論
に
入
る
に
先
だ
ち
、
そ
れ
ら

こ
の

問
題
と
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
次
の
如
〈
一
言
っ
て
ゐ
る
。
が
何
を

『
自
然
債
格
そ
の
も
白
は
、
そ
の
構
成
要
素
た
る
持
賃
・
利
潤
前
よ
ぴ
地
代
の
各
々
の
自
然
率
に
従
う
て
費
動
ナ
る
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
社
曾

κ恥

い

τ
こ
の
自
然
寧
は
、
そ
れ
ら
祉
舎
白
諸
事
情
に
従
っ
て
、
そ
れ

b
?富
裕
か
貧
弱
か
、
進
歩
的
か
停
止
的
か
ま
た
は
退
歩
的
状
態
か
に
従
ワ
て
鐙

動
す
る
。
私
の
突
の
四
章
に
お
い
て
、
出
来
う
る
限
り
詳
細
に
明
瞭
に
、

ζ

れ
b
種
々
の
費
動
白
原
因
を
説
明
せ
ん
と
努
め
む

第
二
は
、

ス
ミ
ス
粧
梼
拳
が
動
態
的
考
擦
を
合
h
u
が
故
に
、
ぞ
れ
故
に
そ
れ
は
恐
慌
論
ま
に
は
景
気
論
を
合
ま

ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
ふ
る
こ
と
の
謀
れ
る
こ
と
是
で
め
る
。
動
態
論
印
ち
恐
慌
論
と
考
へ
、
ま
た
は
「
動
態
研
究
に

よ
っ
て
直
ち
に
『
現
貫
に
近
づ
く
』
と
考
ふ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ス
ミ
ス
の
動
態
論
を
理
解
せ
ぎ
る
も
の
と
言
へ
る
。

一
般
傾
向
ま
た
は

F
E
-
R
5
E
を
問
題
と
す
る
限
り
の
動
態
論
で
は
、

な
る
ほ
ど
多
少
は
現
買
に
近
づ
い
た

と
は
言
ひ
う
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
こ
に
は
ま
だ
景
気
麓
動
や
恐
慌
は
会
〈
捨
象
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
現
買
の
艦

梼
の
動
き
と
は
甚
だ
縁
遠
〈
、
ま

f
f・
-
一
の
観
念
的
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
に
け
〉
ス
ミ
λ

の
勢
賃
に
闘
す
る
論
議

Streller， R.， Statik und Dynamik in der theoretisc1wn Nationalokono回目. 19 
26， S. 2. 
Clark， J. B.， The Dis廿ibutionof Wealth， 1920. p， VI. 
S皿 itb，A.， Wea.1th ()f Nath:ms， (Can凶 n'.::io ed.， Vol. 1咽 P田 64・)
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に
は
、
多
少
は
こ
の
種
の
措
置
動
を
問
題
と
し
た
個
所
も
あ
る
抗
、

所
で
あ
っ
た
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
ス
ミ
λ

の
枇
舎
的
・
歴
史
的
存
在
は
、
今
日
の
意
味
仁
お
け
る
恐
慌
論
ま
た

は
景
気
盛
動
論
を
彼
れ
の
経
済
皐
か
ら
排
除
し
た
祉
曾
的
根
康
と
な
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
ま
た
か

く
如
き
方
法
論
上
の
根
擦
を
も
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
そ
れ
は
ス
ミ
ス
の
問
題
と
せ
玄
る

三
、
リ
カ
ア
ド
ウ
に
お
け
る
動
揺
研
究

古
典
源
的
の
静
鵡
諭
一
?
?
カ
ア
ド
ク
よ
り
出
援
す
る
か
の
如
く
考
ふ
る
-
B
の
も
あ
る
が
、
わ
れ

f
l
は
必
中
し

色
さ
う
は
考
へ
な
い
。
な
る
ほ
ど
?
カ
ア
「
内
ノ
の
考
へ
る
所
で
は
、
『
経
持
率
に
お
け
る
主
要
の
問
題
は
、
こ
の
八
7

u

、、、，
h
h
w
h
m

恥

け

間
h
r
v

注
お
寸
る
一
加
の
織
法
則
合
決
定
寸
三
引
に
め
る
。
い
そ
こ
?
拙
則
の
決
見
と
か
ふ
が
如
y
u
ぞ
間
期
l

，
し
す
る
限
h
、

問
題
は
何
と
な
く
観
念
的
と
な
り
、
同
時
に
静
態
的
に
考
へ
ら
れ
右
傾
向
が
強
い
。
け
れ
ど
も
賓
際
に
は
、
営
時

に
お
け
る
分
配
法
則
の
研
究
は
、
営
時
の
現
賓
の
分
配
問
題
に
根
接
す
る
か
ら
、
車
純
な
る
有
閑
科
血
中
の
封
象
で

は
な
く
、
ま
に
現
賓
の
貰
践
と
無
縁
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
同
様
に
詰
則
の
決
定
は
、
必
?
し
も
静
態
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
蓋
し
経
済
法
則
の
中
に
は
、
静
態
法
則
と
並
ん
で
動
態
法
則
が
存
在
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

先
に
越

然
ら
ば
リ
カ
ア
ド
ク
の
問
題
と
し
た
る
分
配
法
則
は
、
そ
の
静
態
法
則
か
購
又
そ
の
動
態
法
則
か
?

ぷ
る
が
如
〈
、
ス
ミ
ス
に
お
け
芯
分
配
論
は
、
債
格
の
構
成
部
分
と
し
て
の
勢
賃
・
利
潤
・
地
代
の
研
究
で
あ
っ
た
。

然
る
に
叫
ノ
カ
ア
ド
ヲ
に
及
ん
で
は
、
す
で
に
彼
れ
に
先
だ
っ
て
マ
ギ
ノ
ス
お
よ
び
ク
ェ
ス
ト
に
よ
之
、
ゆ
わ
の
異
の

古
典
振
に
お
け
る
恐
慌
論
と
動
態
論
と
の
一
関
係

第
三
十
八
巻

六
七

書草

書量

四
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古
典
涯
に
お
け
る
恐
慌
論
と
動
態
論
と
の
関
係

第
三
十
八
巻

第

.~~}t 

六
七

四

思
読
が
公
け
に
さ
れ
た
』
後
で
あ
る
か
ら
、
地
代
が
債
格
の
構
成
部
分
に
入
ら
。
さ
る
こ
と
は
、
障
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
ゐ
た
。
従
っ
て
η
ノ
カ
ア
ド
ヲ
に
課
せ
ら
れ
た
問
題
は
、
債
格
の
構
成
部
八
?
と
し
て
の
労
賃
と
利
潤
の
三
つ
が
、

如
何
な
る
闘
係
に
お
い
て
存
在
す
る
か
、
換
言
せ
ば
生
産
物
の
債
格
炉
、
如
何
な
る
関
係
に
・
お
い
て
、
ま
に
は
如

何
な
る
法
則
に
従
っ
て
、
勢
賃
左
利
潤
と
な
っ
て
分
配
さ
れ
る
か
に
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
之
は
一
の
静
態
研
究
で

あ
る
o

こ
の
静
指
研
究
の
結
果
と
し
て
、
ヲ
カ
ア
ド
ウ
ノ
の
到
達
し
た
る
結
論
は
、

第
一
に
、
勢
賃
と
利
潤
と
は
一
つ
の
債
格
を
構
成
す
る
ニ
勺
必
要
素
で
あ
ち
“
従
つ

τ
一
つ
め
所
相
加
の
二
部

分
で
あ
る
か
ら
、

一
方
が
大
な
れ
ば
他
方
は
小
、

一
方
が
小
な
れ
ば
他
方
は
大
と
い
ふ
反
比
例
関
係
が
、
雨
者
の

聞
に
存
在
す
る
こ
と
、

分、定
割き
され
れる
るこ
。と

是
で
あ
る。

ま
づ
勢
賃
が
積
極
的
に
先
決
さ
れ
、
利
潤
は
そ
の
結
果
と
し
て
消
極
的
に
決

彼
れ
の
言
葉
に
従
へ
ば
、
『
彼
等
の
商
品
の
会
慣
値
は
、
七
三
二
つ
の
部
分
に
の
み

第
一
一
に
、
労
賃
と
利
潤
の
う
ち
、

他
は
勢
働
者
の
勢
賃
を
構
成
す
る
。
若
し
も
穀
物
お
よ
び
製
造
品

川
か
、
常
に
同
じ
債
格
で
寅
ら
れ
る
も
の
と
せ
ば
、
利
潤
は
勢
賃
の
低
い
か
高
い
か
に
比
例
し
て
、
高
い
か
低
い
か

で
あ
ら
う
』
と
い
ふ
。

一
は
資
本
の
利
潤
を
構
成
し
、

然
る
に
リ
カ
ア
ド
ク
に
は
、
右
の
静
態
研
究
と
併
ん
で
、
そ
れ
の
必
然
の
後
展
と
し
て
の
動
態
研
究
が
あ
る
。

否
む
し
ろ
乙
の
動
態
研
究
こ
そ
、
り
ノ
カ
ア
ド
ク
の
よ
り
重
要
視
せ
る
所
で
あ
る
と
推
測
や
し
む
る
理
由
が
あ
る
。
一

彼
れ
は
ま
づ
『
序
言
』
に
お
い
て
、
分
配
論
一
般
の
問
麗
を
論
争
る
際
に
も
、
骨
ん
山
恥
町
一
秒
e
炉
、
朴
掛
か
・
門
誌
一
φ
ι
r
u

1) Ricardo.， ibid.， p. 87-88.堀氏課、前掲書、 p.110 

~). ，iQiq" p.， 1・嘱氏課、 p.1 

3) ibid目， p. 87・堀氏誇、 p.IlO. 



、

、

、

、

、

口

、

，

、

、

、

、

、

、

、

‘

.

、

、

、

、

及
ぽ
す
結
果
を
理
解
す
る
こ
と
を
重
要
と
し
、
地
代
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
『
官
お
よ
び
人
口
の
自
然
的
増
進
が
地

.

、

.

、

、

、

、

.

、

、

勺

、

、

、

、

、

、

、

、

代
に
及
ぽ
す
種
E
の
結
果
を
考
へ
』
、
ま
た
利
潤
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
『
利
潤
率
に
お
け
る
永
績
的
措
型
化
の
原
因

は
何
か
』
を
、
重
要
な
問
題
と
し
て
考
へ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

分
配
に
闘
す
る
動
指
研
究
の
結
論
は
、
そ
の
質
質
に
お
い
て
は
ス
ミ
ス
の
結
論
と
同
様
で
あ
る
。
卸
ち
勢
貸
の

逓
増
傾
向
と
、
利
潤
の
遁
滅
傾
向
と
、
地
代
の
逓
増
傾
向
こ
れ
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
こ
の
同
じ
結
論
に
到
達
す

る
過
程
、
卸
ち
是
等
の
動
態
傾
向
の
根
壊
に
至
つ
て
は
、
リ
ノ
カ
ア
ド
?
と
ス
ミ
ス
と
の
聞
に
甚
に
し
き
相
違
が
め

る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
常
時
に
お
け
る
枇
曾
経
済
現
象
の
一
致
せ
る
認
識
に
立
ち
な
が
ら
、
そ

ω理
論
的
根
擦
の
説

明
を
異
に
せ
る
が
だ
め
で
あ
ら
司
7
0

即
ち
右
の
動
鶴
、
的
諸
怯
則
は
、
決
し
て
概
念
的
論
理
の
所
産
で
は
な
く
、
反

劉
ド
ド
蹴
曾
的
所
産
mwt
亭
質
を
、
後
か
ら
説
明
せ
2

ハ
仁
め
仁
川
府
E
m
w
理
論
働
組
披
を
者
案
ゼ
石
も
の
L
L
ぜ
ば
、
拡

だ
興
味
あ
る
事
賓
と
忠
は
れ
る
。

第
一
に
勢
賃
遁
増
の
傾
向
は
、
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
宮
の
増
進
に
件
ふ
待
働
諒
一
嬰
の
増
加
、
印
も
勢
賃
基
金
の

逓
増
傾
向
に
蹄
せ
ら
る
〉
が
、
ナ
カ
ア
ド
ク
に
あ
っ
て
は
、
枇
舎
の
進
歩
と
官
の
増
進
は
、
時
労
働
者
の
食
物
お
よ

び
必
要
ロ
聞
を
騰
貴
せ
し
め
、
そ
こ
か
ら
勢
賃
騰
貴
の
傾
向
訟
誘
致
す
る
と
考
へ
る
。

第
一
一
に
利
潤
遁
減
の
傾
向
は
、

ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
主
と
し
て
資
本
増
加
に
伴
ふ
企
業
者
聞
の
競
争
の
増
大
に

蹄
せ
ら
れ
る
が
、

y
カ
ア
ド
ク
に
あ
っ
て
は
、
持
賃
趣
増
の
必
然
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
反
比
例
と
じ
て
の
利
潤
遁

誠
傾
陶
が
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
。
地
代
の
遁
増
傾
向
に
つ
い
で
も
、
雨
者
の
説
明
す
る
所
は
必
や
し
も
一
致
じ
な
い
4

古
典
源
問
お
ゆ
る
恐
慌
論
と
動
態
論
と
の
閥
係

第
二
一
十
八
巻

六
七
三

第
三
時
加

軍司
~ 

ibid.， p. 87 捌氏詩、 p.110 
ibid.， P・70.276 280. p. 92. 316. .l;!O 



古
典
涯
に
お
け
る
恐
慌
論
と
動
態
論
と
の
関
係

第
三
十
八
巻

第
三
時
蜘

問
問

六
七
回

か
く
し
て
明
ら
か
な
る
こ
と
は
、

リ
カ
ア
ド
ク
に
お
い
て
も
ま
に
、
歴
史
的
研
究
と
は
異
な
る
意
味
に
お
け
る

動
態
研
究
が
、
そ
の
分
配
論
に
お
い
て
重
要
な
る
地
位
を
占
h
u

る
こ
と
で
あ
石
。
た
い
〉
蕊
で
も
問
題
と
な
zω

は、

そ
の

y
カ
ア
ド
ク
の
動
態
研
究
が
、
如
何
な
る
意
味
で
の
動
態
で
あ
る
か
に
あ
る
。
リ
カ
ア
ド
ク
も
ま
允
恐
慌
ま

七
は
景
気
麗
動
の
現
象
ぞ
、
金
〈
看
過
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
の
『
産
業
部
門
の
急
慶
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
一

章
に
は
、
素
朴
な
が
ら
も
之
仁
鯛
れ
た
る
所
も
あ
る
が
、
併
し
大
韓
に
お
い
て
は
、
か
れ
の
動
態
論
も
ま
た
λ

ミ

見
じ
お
り
る
'
と
同
じ
〈
、
問
題
は
主

E
し
T
一
般
傾
向
I
限
A

わ
れ

zwu
即
も
時
々
心
突
耽
慨
す
る
部
臨
や
恥
鞍
年
配
吋

仁
動
揺
す
る
景
気
鍾
動
の
如
き
は
、
こ
の
一
般
傾
向
に
お
い
て
は
金
〈
捨
象
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
彼
れ
の
恐
慌
否

定
論
炉
、

k
y
に
歴
史
的
お
よ
び
論
理
的
根
擦
に
お
い
て
成
立
す
る
の
み
な
ら
や
、
ま
た
方
法
論
的
根
擦
に
お
レ

て
も
成
立
し
う
る
所
以
で
あ
る
。

回
、
マ
ル
品
リ
ス
に
お
け
る
動
態
鰹
漕

T

Y

サ
ス
の
研
究
方
法
が
、
現
賓
の
事
費
を
重
ん
じ
、
歴
史
お
よ
び
統
計
の
上
に
、
そ
の
理
論
を
立
て
た
る
こ

と
は
、
リ
カ
ア
ド
ヲ
の
抽
象
的
思
排
的
な
研
究
方
法
と
封
照
し
て
、
す
で
に
周
知
の
事
賓
で
あ
る
凶
而
し
て
抽
象

的
思
耕
的
な
ヲ
カ
ア

V
?
で
さ
へ
、
す
で
に
論
詰
す
る
が
如
〈
、
或
種
の
動
態
的
考
察
が
行
は
れ
て
ゐ
た
と
す
れ

1;( 

マ

Y
サ
ス
に
お
い
て
は
、
少
く
と
も
之
と
同
じ
意
味
の
動
態
論
が
存
在
し
う
べ
き
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、
併

も
爾
者
の
研
究
方
法
上
の
相
違
は
、
そ
の
動
態
研
究
の
上
に
、
何
程
か
の
相
違
を
驚
ら
す
に
至
ら
な
か
っ
た
か
、

Bonar. J.， Malthus ano h.i!:' Work 1924. P・2ロ-2，13
内田博土、まるさす先生略1専(本誌E・5，p. 12-<[6) 
財部博士、主るさす人口論ノ研究方法=就イテ(本誌][， 5. p. 11 3) 



従
っ
て
ま
た
そ
れ
は
雨
者
の
恐
怖
論
の
上
に
、
何
ら
か
の
相
遣
を
鷲
ら
す
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

題
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
お
よ
そ
三
つ
に
分
れ
る
。

こ
れ
が
問

第
一
に
、

マ
M
Y

サ
ス
に
お
け
る
一
般
傾
向
と
し
て
の
動
指
論
は
ど
う
か
。

第
二
に
、

一
般
傾
向
と
は
異
な
る
意
味
で
の
動
態
論
は
、

T

Y

サ
ス
に
お
い
て
は

E
う
か
、

第
三
に
、

守
山
戸
サ
只
の
恐
慌
論
と
そ
の
動
態
論
と
の
開
聯
は
ど
う
か
、

す
で
に
他
の
機
舎
に
遁
べ
た
る
如
〈
、
マ

Y
サ
ス
は
古
典
振
諸
皐
者
の
中
に
あ
っ
て
、
最
も
明
瞭
に
勤
鵡
的
研

究
を
意
識
し
た
る
最
初
の
曲
学
者
で
あ
る
叫
も
ち
ろ
ん
『
動
態
』
ま
た
は
『
静
雄
』
の
言
葉
は
、
ま
だ
彼
れ
の
用
ひ
ぎ
る

所
で
は
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
内
容
上
に
か
け
る
二
つ
の
匝
別
は
、
彼
れ
の
明
ら
か
に
意
識
せ
る
所
で
め
る
。
彼
れ

に
従
~
ぱ
、
縦
神
間
中
は
ス
ミ
ス
ド
お
け
る
と
同
り

p
¥
吋
諮
捌
民
の
寓
の
十
恥
片
山
川
よ
び
恥
川
町
に
闘
す
る
研
究
い
で
め

り
、
ぞ
れ
は
二
つ
に
分
れ
て
、
富
の
骨
骨
に
閲
す
る
第
一
の
研
究
と
宮
の
進
歩
の
貯
酌
に
闘
す
名
第
二
の
研
究
と

よ
り
成
る
。
従
っ
て
彼
れ
の
『
原
論
』
は
二
つ
の
部
分
よ
h
成
り
、
第
一
章
よ
り
第
六
章
に
至
る
宮
の
性
質
に
闘
す

る
部
八
?
と
、
第
七
章
の
官
の
増
進
に
関
す
る
部
分
か
ら
成
っ
て
ゐ
名
。
言
ふ
ま
で
も
な
〈
、
前
者
は
官
の
静
態
研

究
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
動
指
研
究
で
あ
る
。
こ
の
匝
別
は
?

Y

サ
ス
自
身
の
明
ら
か
に
意
識
し
た
所
で
あ
る
。

そ
れ
は
彼
れ
が
『
原
論
』
の
第
二
版
ピ
至
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
部
分
を
明
瞭
に
直
分
し
て
、
第
一
章
よ
り
第
六
章
ま

で
を
第
一
篇
と
し
.
第
七
章
を
第
二
篇
と
し
て
濁
立
せ
し
め
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
第

二
篇
郎
ち
動
態
研
究
の
部
分
は
、
た
Y

一
つ
の
章
で
は
あ
る
が
、
そ
の
分
量
に
お
い
て
は
会
韓
の
三
分
の
一
を
占

古
典
滋
に
お
け
る
恐
慌
論
と
動
態
論
と
の
関
係

第
三
十
八
巻

六
七
五

第

掠

四
五

指l著、恐慌に閲する諸墜説、第大i~主 ?ルサス白一般的過剰投参照。
Hergmann， E.， G出 chichteder nauDoalokonomischen Krisenlheurieen， 1895， S 
138 
Malthus， T. R.， Principles of Politieal Economy， ，820， p. 30 37・
lV1althu" T. R ， Principle. of Polil:ical Economy 1836. 
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古
典
振
に
布
け
る
惣
慌
論
と
動
態
論
と

m
欄
係

六
七
六

第
三
十
八
巻

第
三
披

同

め
、
旦
つ
被
れ
の
得
意
と
す
る
貫
語
的
の
研
究
方
法
皆
、
最
も
有
数
に
埴
用

ι仁
部
品
川
ど
し
て
、
彼
れ
の
鰹
情
皐

に
お
い
て
は
、
確
か
に
注
意
に
値
す
る
部
分
で
あ
る
凶

富
の
性
質
に
闘
す
る
被
れ
の
静
態
研
究
に
よ
れ
ば
、
官
に
は
分
量
と
慣
値
と
の
二
重
性
が
あ
る
。
宮
の
分
量
は

生
産
に
闘
し
、
債
値
は
分
配
に
閲
す
る
。
従
っ
て
富
の
増
進
に
闘
す
る
動
態
研
究
も
ま
た
、
富
の
分
量
の
増
進
に

闘
す
る
生
産
動
踏
の
研
究
と
、
官
の
憤
値
の
培
法
に
闘
す
る
分
配
動
態
の
研
究
と
の
こ
っ
に
岐
れ
る
。
而
し

τ富

め
分
量
を
相
誕
唱
し
む
る
生
産
上
の
原
回
以
、
土
地
の
豊
館
正
投
術
研
詑
歩
ム
」
費
率
。
蓄
積
主
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
三
要
素
の
接
展
す
る
と
共
に
、
少
く
と
も
宮
の
分
量
の
精
進
は
、
先
づ
或
程
度
ま
で
は
そ
の
進
展
を
つ
Y
け
る

こ
と
が
出
来
る
。

然
る
に
宮
の
翠
な
る
分
量
の
増
進
は
、
に
Y
そ
れ
行
け
で
は
遠
か
ら
や
そ
の
行
詰
り
に
逢
着
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
般
的
な
生
産
過
剰
こ
れ
で
あ
る
。

卸
ち
「
資
本
の
蓄
積
・
土
地
の
豊
能
お
よ
び
峠
労
働
を
節
約
す
る
諸
費
明
は
、
生

産
に
と
り
最
も
有
利
な
三
大
原
悶
で
は
め
る
o

'

が
こ
れ
ら
は
仲
作
も
骨
骨
山
一
骨
骨
hv
ぃ
骨
幹
hn-
骨
骨
わ
針

傾
向
を
有
す
る
か
ら
、
こ
れ
ら
が
別
々
に
し
て
も
協
同
す
る
に
し
て
も
、
官
の
が
静
伊
小
企
に
劃
し
て
遁
営
な
刺

激
を
輿
へ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
官
の
永
績
的
精
進
は
、
た
ヲ
商
品
に
制
到
す
る
需
要
の
永
頼
的
増
進
に
よ
っ
て

の
み
維
持
さ
れ
う
る
」
と
主
張
す
る
。

そ
れ
故
に
富
の
永
績
的
増
進
の
に
め
に
は
、
そ
の
分
量
と
同
時
に
債
値
の
増
進
を
必
要
と
す
る
。
然
る
に
債
値

の
増
進
は
、
宮
の
分
配
に
依
存
す
る
。
そ
こ
で
分
配
動
態
の
研
究
炉
問
題
と
な
っ
て
来
る
。
彼
れ
に
従
へ
ば
、
債

6) 拙著、前端書、 p.159・
7) Maltlru.. 量制.nt..'.iple民 p・4E3・



値
の
増
進
を
鷲
ら
す
原
因
は
、
土
地
財
産
の
分
割
と
内
外
商
業
の
瞭
張
と
不
生
産
的
消
費
の
維
持
と
の
三
要
素
で

あ
h
、
こ
の
う
ち
彼
れ
は
殊
に
第
三
の
要
素
を
重
要
組
す
る
。
か
く
し
て
不
生
産
的
消
費
の
増
加
す
る
限
り
、
需

要
の
増
加
と
債
値
の
増
進
を
来
た
し
て
、
さ
き
の
生
産
過
剰
は
そ
の
貫
現
性
を
失
ふ
。
け
れ
ど
も
飴
り
に
多
敷
の

不
生
産
的
階
級
の
存
在
は
、
そ
れ
だ
け
富
の
生
産
の
減
少
を
意
味
す
る
か
ら
、
こ
れ
ま
七
却
っ
て
宮
の
増
進
を
祖

害
す
る
。
結
局
す
る
と
こ
ろ
、
『
最
大
の
債
値
を
生
や
る
の
は
、
爾
者
の
聞
の
一
定
の
割
合
に
存
す
か
o
』
た
Y

こ

の
一
定

ω割
合
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
の
圃
ぞ
の
時
の
事
情
に
ょ
う
て
異
り
、

市
大
ず
る
に
人
的
お
よ
び
自
然
的
の
生
産
力
の
大
小
如
何
に
よ
っ
て
特
殊
的
具
臨
的
に
の
み
決
定
3
a
ぺ
き
問
題
で

め
る
。
何
れ
仁
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
要
件
む
備
ム
お
限
り
、
富
の
府
議
は
ホ
鏑
的
と
な
り
、
ま
に
現
買
に
お
い
て
も
も

生
産
力
の
費
展
す
る
に
従
っ
て
、
生
産
階
級
の
相
劃
的
減
少
と
、
不
生
産
階
級
の
相
罰
的
増
大
を
来
に
す
も
の
で

あ
る
と
い
ふ
。
こ
〉
に
彼
れ
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
の
動
態
論
が
成
立
す
る
こ
と
〉
な
る
。

然
ら
ぱ
第
二
の
問
題
印
ち
右
の
一
般
的
傾
向
と
は
異
な
る
意
味
で
の
動
態
研
究
は
、

7

U

F

+

ノ
ス
に
お
い
て
如
何

に
考
へ
ら
れ
る
〉
か
、
す
で
に
明
ら
か
に
せ
る
如
く
、

マ

Y
ナ
ス
の
動
態
論
に
は
、
資
本
の
蓄
積
そ
の
他
を
原
因

と
す
る
生
産
の
過
剰
に
よ
る
行
詰
り
と
、
不
生
産
的
消
費
そ
の
他
を
原
因
と
す
る
需
要
の
増
大
に
よ
る
生
産
過
剰

の
打
開
と
、
こ
の
二
つ
の
理
論
が
併
立
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
一
般
的
傾
向
と
し
て
は
、
結
局
す
る
と
こ
ろ
需
要
の

増
大
に
よ
る
生
産
、
過
剰
の
打
聞
を
結
論
す
る
・
も
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
現
賓
の
建
析
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の

関
係
は
如
何
に
進
展
す
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
、
例
へ
ば
資
本
の
蓄
積
に
よ
不
生
産
過
剰
が
、

一
定
の
程
度
以

古
典
涯
に
お
け
る
恐
慌
論
と
動
態
論
と
の
関
係

第
三
十
八
巻

第

E虎

ハ
七
七

t唱
-t: 

ibid. p. 489・8) 



古
典
波
に
お
け
る
恐
慌
論
と
動
態
論
と
の
閥
係

第
三
十
八
巻

第

E斑

六
七
八

四
i¥ 

上
に
蓬
す
る
と
き
は
、
生
産
は
行
詰
り
を
来
に
し
て
恐
慌
と
な
り
、
決
の
不
況
期
に
お
い
て
生
産
過
剰
は
打
開
さ

れ
、
再
び
衣
の
好
況
期
に
お
い
て
生
産
の
増
大
を
来
た
す
と
い
ふ
が
如
〈
に
、
彼
れ
の
生
産
動
態
と
分
配
動
態
が
、

現
買
に
お
い
て
も
交
互
に
代
り
あ
っ
て
出
現
し
つ
三
進
行
す
る
も
の
と
せ
ば
、
ぞ
れ
は
今
日
の
謂
は
ゆ
る
景
気
麓

動
と
相
近
、
き
も
の
で
あ
ら
う

J

も
ち
ろ
ん
営
時
の
枇
曾
に
あ
っ
て
は
、
か
〈
の
如
き
規
則
正
し
き
景
気
樺
動
は
、

ま

r現
は
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
、

7

Y

サ
ス
が
か
く
の
如
き
意
味
で
の
交
替
性
の
進
行
を
明
ら
か
に
認
め
て
ゐ
な
い

こ
と
は
困
よ
り
蛍
燃
で
は
あ
る
。
り
れ
ど
も
彼
れ
は
ま
た
、
決
し
て
抽
象
的
な
一
般
的
傾
向
論
を
も
っ
て
満
足
す

る
も
の
で
は
な
い
。
ぞ
の
動
鵡
論
の
最
後
に
お
い
て
、
『
以
上
に
通
ぶ
る
諸
原
理
の
或
る
も
の
う
通
用
」
V
意
闘
し

て
、
『
一
八
一
五
年
以
後
の
帥
労
働
階
載
の
困
難
]
に
つ
き
論
じ
て
ゐ
る
。
郎
ち
一
八
一
五
年
の
恐
慌
お
よ
び
英
後
の

不
況
は
、
普
通
に
考
へ
ら
る
う
が
如
き
、
資
本
の
不
足
ま
た
は
需
要
の
麗
化
に
よ
る
も
の
で
は
な
〈
、
り
し
ろ
資

本
の
過
剰
ま
に
は
需
要
の
減
退
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
凶
然
ら
ば
さ
き
の
二
つ
の
理
論
は
、
現
買
に
お
い
て

は
、
恐
ら
〈
交
互
に
進
訂
す
る
。
少
く
と
も
そ
の
一
方
の
生
産
過
剰
は
、
す
で
に
現
賓
の
祉
舎
に
現
は
れ
て
ゐ
る

-
と
見
る
も
の
、
様
で
あ
る
。

こ
の
貼
に
閥
聯
し
て
興
味
あ
る
事
買
は
、

7

Y

ナ
ス
の
人
口
法
則
に
劃
す
る
考
へ
方
に
あ
る
。
『
人
口
は
常
に
生

活
資
料
の
水
準
に
引
下
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
〕
と
い
ふ
人
口
法
則
は
、
併
し
な
が
ら
、
現
賓
の
人
口
が
常
に
生
活

資
料
の
水
準
と
一
致
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
買
に
は
寧
ろ
之
と
一
致
す
る
こ
と
な
〈
、
絶
え

や
そ
の
上
ま
に
は
ぞ
の
下
に
振
動
し
つ
う
一
進
行
す
る
。
現
賓
の
人
口
が
、
生
活
資
料
の
上
に
あ
る
時
代
印
ち
人
口

P
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過
剰
の
時
代
は
、
多
数
人
類
の
窮
迫
す
る
逆
境
期
で
あ
り
、
そ
の
下
に
あ
石
時
代
却
も
人
口
稀
薄
の
時
代
は
、
入

か
く
し
て

『
人
類
は
:
:
:
幸
頑
と
舎
窮
と
の
聞
に
、
永
久
に
振
動
す
べ
〈
宣
告

類
の
幸
一
珊
な
る
順
境
期
で
あ
り
、

さ
れ
て
ゐ
る
』
と
考
へ
石
。

‘
.
‘
，
、•. 

、
.
.
.
.
.
.
 

、、

..... 
、

、

、

、

、

『
:
・
が
〈
し
で
幸
踊
に
閥
ず
る
逆
行
的
判
よ
ぴ
順
行
的
忠
連
動
が
、
同
様
に
反
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
白
種
の
振
動
は
皮
相
の
破
察
者
に
は

治
意
き
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
且
っ
そ
の
撮
動
白
時
期
を
計
る
こ
と
は
、
最
も
洞
察
力
に
宮
め
る
智
力
で
も
、
困
難
と
す
る
所
で
あ
ら
う
。
併
も
ナ
べ

て
の
古
代
の
国
家
に
お
い
て
、
h
p

〈
の
知
事
或
る
交
替
が
、
た
と
ひ
と
を
妨
げ
る
種
-
々
の
原
因
の
た
め
に
、
余
の
漣
べ
た
る
よ
唱
も
惑
か
に
不
明
瞭

に
、
且
つ
噌
曜
か
に
不
規
則
な
態
僚
を
も
っ
て
現
は
れ
た
と
は
言
へ
、
な
ほ
そ
の
存
在
し
た
り
し
こ
と
は
、
己
の
問
題
を
深
〈
考
察
す
る
思
案
家
に
と

っ
て
は
疑
ひ
え
ざ
る
所
で
あ
る
。
』

た
ヲ
に
一
般
的
傾
向
と
し
て
の
動
態
の
み
な
ら
争
、

、.

さ
ら
に
よ

か
く
し
て
?
y
ナ
ス
に
か
け
る
動
態
研
究
は
、

、J士
、
臨
凪
均
二
五
世
，
、
.
3
J
n
b胤
H
づ
泊
四
宮
出
〉

h
h
τ
f
r
h
J
g昭
二
〉
柚

t

』
J骨
-
d
t
l
a】
臥
=
一
向
お
れ

T
J
E耳
E
T
-
-者
U

ヨ
l
-
J
t
u『
重
克
カ

明
ら
か
に
認
識

3
れ

πぬ
る
。
'
こ
れ

U
1

ミ
ス
こ
と
に
η
ノ
カ
ア

γ
ク
に
お
け
る
動
態
研
究
で
は
、
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
所
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
動
態
認
識
の
相
蓮
は
、
必
然
に
そ
の
恐
慌
論
に
影
響
を
及
ぽ
さ
ね
ば
措
か
ぬ
。

ス
ミ
ス
に
あ
っ
て

は
恐
慌
論
は
殆
ん
ど
存
在
せ
や
、

y
カ
ア

F
・7
は
部
分
的
恐
慌
争
認
め
た
け
れ

E
も
二
般
的
恐
慌
を
否
定
し
た
。

然
る
に
?

M

F

テ
ス
は
一
般
的
の
生
産
過
剰
に
よ
る
恐
慌
を
認
め
て
ゐ
る
賠
に
、
著
し

t
そ
の
特
異
性
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
.
か
、

こ
れ
は
主
と
し
て

?
y
サ
ス
の
認
識
態
度
ま
に
は
研
究
方
法
に
、
そ
の
根
擦
を
求
hv
べ
き
で
あ
ら

ぅ
。
蓋
し
恐
慌
ま
た
は
景
気
麓
動
の
如
き
は
、
車
な
る
一
般
傾
向
と
し
て
の
動
鵡
に
止
ま
ら
十
、
盤
勤
の
委
に
お

い
て
進
展
す
る
動
態
を
認
識
す
る
で
な
け
れ
ば
、
之
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
動
態

古
典
滋
陀
お
け
る
恐
慌
論
と
動
態
論
と
の
関
係

第
三
強

第
三
十
八
巻

宍
七
九

四
大A

S
3
2
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古
典
滋
に
お
け
る
恐
慌
論
主
動
態
論
と
の
闘
係

六
人

O

五

O

第
三
十
八
巻

第
三
都

論
と
恐
慌
論
と
は
、
始
め
て
結
び
つ
く
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。

五
、
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ユ
ア
ト
・
ミ
ル
の
動
態
論

ミ
山
川
に
勤
旗
艦
糟
論
の
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
で
あ
る
。
彼
れ
は
古
典
振
の
中
に
あ
っ
て
、
始
め
て

鵠
」
(
り
Y
E
B
K印
)
お
よ
び
『
静
鵡
』

(ω
白
色
門
出
)
の
文
字
を
用
ひ
た
準
者
で
あ
り

U
R
つ
彼
れ
の
叡
梼
撃
も
こ
の
二
つ

の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
ミ
U
F

の
静
態
・
動
態
は
コ
ム
ト
の
蕗
響
を
受
付
仁
あ
こ
と
勿
論
で
は
あ
忍
が
、 『

動

併
し
遮
べ
京
市
阿
る
如
〈
、
動
態
的
考
察
は
イ
ギ
リ
ス
古
典
振
に
早
〈
よ
り
存
し
、
こ
と
に
す

Y
サ
ス
動
態
論
の
影

響
を
受
け
な
か
っ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
問
題
は
ミ

Y
に
お
け
る
動
態
の
意
味
と
、
そ
の
恐
慌
論
と
の

関
係
に
あ
る
。

mc-m--q
氏
の
主
張
す
る
所
に
よ
れ
ば
、
動
態
と
静
態
に
閲
す
る
『
ミ
U
F

の
匝
別
は
、
今
日
わ
れ
/
¥
・
が
理
論
経

済
皐
と
質
際
経
掛
皐
と
を
区
別
す
る
場
合
に
考
へ
る
所
と
明
ら
か
に
同
様
で
あ
る
〕
と
な
し
、
ぞ
の
根
蝶
と
し
て

第
一
に
、

ミ
Y
H
か
静
態
に
お
い
て
取
扱
へ
る
生
産
と
分
配
と
交
換
と
は
、
今
日
の
理
論
鰹
持
率
の
内
容
に
一
致
す

る
こ
と
、
第
二
に
ミ

Y
が
動
態
に
お
い
て
問
題
と
し
た
る
『
麓
動
』
は
、
抽
象
的
な
一
一
般
性
で
は
な
〈
、
現
質
的
な

個
別
性
で
あ
つ
に
乙
と
を
皐
げ
て
ゐ
る
c

け
れ

E-も
吾
々
は
こ
の
詑
に
賛
成
し
な
い
。
な
る
ほ

E
ミ
y
，
か
静
態
論

で
取
担
っ
た
内
容
は
、
今
日
の
調
は
ゆ
る
理
論
粧
梼
串
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
併
し
こ
れ
以
外
に
理
論
経
梼
拳
の

問
題
が
な
い
と
は
言
ひ
え
な
い
。
ま
た
ミ

y
.か
動
態
論
に
お
い
て
問
題
と
す
る
所
は
、
な
る
ほ

E
静
態
に
比
較
す

I)MilI， J. 5.， Principles of Political E∞nomy， 1848， (A山 ky'sed.， p. 695) 
2) iL.id.， p. 695・
3>' Bt."rgm~annt""l~~. ， Geschichte der nationa1okoDOmischF.:1Cl :Kl'isenth4~orieen， 1895， 

S. 212-2I1. 
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れ
ば
、
現
貰
に
近
づ
い
て
は
ゐ
る
が
、
併
し
依
然
と
し
て
一
般
性
に
お
い
て
論
議
さ
れ
で
ゐ
て
、
個
別
的
具
瞳
に

闘
す
る
色
の
で
は
な
い
。
ぞ
れ
故
に
ミ
Y

の
静
態
と
動
指
と
は
、
理
論
と
質
際
と
の
匝
別
に
相
営
す
る
と
見
る
こ

と
は
無
理
で
あ
ら
う
。

ミ
M
F

自
身
の
過
ぷ
る
い
か
如
〈
1

彼
れ
に
お
け
る
『
静
態
』
は
、
『
同
時
的
存
在
ωま
た
は
「
同
時
代
の
賊
態
]
と
し
て

考
察
せ
る
艦
梼
で
あ
り
、
『
動
態
』
は
「
前
準
的
晶
理
化
山
の
姿
に
お
け
る
粧
掛
の
研
究
で
あ
る
。
郎
ち
最
初
に
述
べ
た

る
如
〈
、
ミ
Y
そ
の
他
の
古
典
振
に
お
け
る
動
態
色
ま
た
、
盟
主
官
氏
自
身
の
見
解
と
同
じ
く
.
時
間
的
経
過

に
お
け
る
研
究
が
動
態
で
あ
り
、
之
が
}
捨
象
せ
る
艦
博
が
静
輝
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ス
ミ
ス
・
リ
カ
ア
ド
ヮ
・
7

M
F

サ
ザ
ハ
に
め
っ
て
は
、
ま
だ
明
瞭
に
意
識
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
が
、

ミ
Y

に
.
宝
つ
て
は
明
ら
か
に
之
を
意
識
し
て
み

る
較
で
め
忍
。
品
mAL-
ぱ
ミ
Y
の
動
戴
諭
に
お
り
る
問
題
と
内
容
は
如
何
む

ミ
Y
の
『
鰹
持
串
原
理
』
は
周
知
の
如
〈
五
篇
よ
り
成
り
、
第
五
篇
の
財
政
論
を
除
外
す
れ
ば
、
静
態
論
を
成
す

第
一
篇
生
産
・
第
二
篇
分
配
・
第
三
篇
交
換
と
、
動
態
論
を
成
す
第
四
篇
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
第
四
篇
の
標

題
は
、
『
枇
舎
の
進
歩
が
生
産
お
よ
び
分
配
に
及
ぽ
す
影
響
』
と
な
っ
て
ゐ
て
、
そ
の
中
に
七
章
を
包
合
し
、
初
め

の
静
態
論
に
お
い
て
問
題
と
し
た
生
産
・
分
配
・
交
換
の
各
E
に
封
す
る
動
態
的
考
察
、
即
ち
こ
れ
ら
の
盤
動
の
様

態
と
法
則
と
究
極
的
傾
向
井
」
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
ω
従
っ
て
ミ
Y

の
動
鵡
諭
に
は
、
生
産
動
態
論
L
」
交
換

動
態
論
と
分
配
動
態
論
と
を
包
合
す
る
こ
と
〉
な
る
。

第
一
に
生
産
動
態
論
に
お
い
て
ミ

Y
は
ま
づ
、
現
貫
一
世
曾
の
進
展
に
お
け
る
疑
ふ
べ
か
ら

F
る
事
買
と
し
て
、

古
典
源
に
和
け
る
恐
慌
論
と
動
態
論
と
白
関
係

六
九

第
三
十
八
巻

第

f虎

五.

Streller， a. a. O.円.44.
Streller， .• a. O. S. 44・
Mill， J. S.， Priniciplres of Political ECQれomYl1Ashley's ed.， p. 695・
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古
典
一
訟
に
お
け
る
恐
慌
論
主
動
態
論
と
の
閥
係

第
一
一
一
十
八
巻

占ノ、
/¥ 

第

務

互孟

人
口
の
増
加
と
生
産
の
増
大
と
を
前
提
と
し
て
出
費
す
る
。
か
く
の
如
き
枇
舎
の
進
歩
的
賦
離
は
ま
た
、
自
然
克

服
の
増
大
と
生
命
財
産
の
安
全
と
協
同
能
力
の
増
進
L
」
い
ふ
三
要
素
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
か
〈
し
て
現
賓
枇

命
日
の
進
展
す
る
に
従
っ
て
、
富
の
生
産
は
一
般
傾
向
と
し
て
遁
増
し
、
之
と
共
に
人
口
逓
増
の
傾
向
が
現
は
れ
る
。

こ
れ
が
債
格
お
よ
び
分
配
の
上
に
、
如
何
な
る
捷
化
伝
及
ぼ
す
か
佐
北
一
の
問
題
と
す
る
。

第
一
一
に
交
換
上
に
お
け
る
債
依
お
上
ぴ
債
格
は
、
治
の
生
産
お
よ
び
人
口
の
増
加
?
と
共
に
、
如
何
な
る
影
響
な

う
け
る
か
、
ミ

Y

ド
従
へ
ば
、
組
て
の
商
品
の
慣
値
お
よ
び
生
産
費
は
、
世
曾
の
進
歩
す
る
と
共
に
遁
減
傾
向
を

有
す
る
o

た
Y
農
業
そ
の
他
の
原
始
生
産
物

rけ
は
、
人
旬
増
加
の
た
め
に
反
劃
に
逓
増
傾
向
を
と
る
。
か
く
し

て
農
業
品
の
騰
貴
と
工
業
品
の
下
落
が
一
一
般
傾
向
と
し
て
お
こ
り
、
過
去
百
年
間
の
歴
史
は
、
ほ
Y
之
に
一
致
す

る
k
主
張
す
る
。

a

第
一
一
一
に
分
配
動
態
論
卸
ち
勢
賃
e

利
潤
-
お
よ
び
地
代
は
融
舎
の
進
歩
す
る
と
共
に
却
何
な
る
傾
向
を
主
る
か
、

先
づ
勢
賃
は
資
本
お
よ
び
人
口
の
増
加
と
共
に
遁
増
す
る
。
た
V
A

時
々
に
お
こ
る
生
産
方
法
の
改
革
の
た
め
に
、

生
活
必
要
口
山
の
下
落
す
る
場
合
は
、
勢
賃
も
ま
た
一
時
的
に
は
下
落
す
る
。
突
に
利
潤
は
勢
賃
逓
増
の
結
果
と
し

て
逓
減
す
る
。
帥
ち
利
潤
逓
減
傾
向
こ
れ
で
あ
る
。
最
後
に
地
代
は
も
農
業
改
善
の
た
め
に
一
時
的
に
は
下
落
す

一
般
的
に
は
資
本
お
よ
び
人
口
の
増
加
と
共
に
逓
増
す
る
傾
向
に
あ
る
c

か
く
し
て
分
配

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

勤
簡
の
結
論
は
、
ス
ミ
ス
お
よ
び

y
カ
ア
ド
ク
と
同
じ
く
、
勢
質
逓
増
・
利
潤
遁
減
お
よ
び
地
代
遁
靖
k
い
ふ
一

般
的
傾
向
に
到
達
し
た
凶
こ
の
う
ち
特
に
重
要
な
る
利
潤
動
態
お
よ
び
持
賃
動
態
に
つ
い
て
は
、
ミ

Y
は
夏
に
章

1) il>id.， p. 703・
2) ibid.， P・720



を
改
め
て
詳
論
し
.
利
潤
逓
減
傾
向
と
資
本
蓄
積
と
の
閥
係
、
そ
の
終
局
正
し
て
の
停
止
賦
龍
、
な
ら
び
に
拙
労
働

階
級
の
帰
来
に
闘
し
て
論
議
を
査
し
て
そ
の
動
態
論
を
結
ん
で
ゐ
る
。

以
土
の
限
り
に
お
い
て
は
、
ミ
M
F

の
動
指
論
も
ま
亡
、
ス
ミ
ス
お
よ
び
リ
カ
ア
ド
ク
に
お
け
る
と
同
様
に
、

般
的
傾
向
と
し
て
の
動
態
論
に
過
ぎ
な
い
。
併
し
な
が
ら
既
に
他
の
機
舎
に
論
謹
せ
る
如
〈
H

ミ
Y

の
時
代
に
降

つ
て
は
、
現
賞
枇
舎
の
動
態
に
お
い
て
は
、
ほ
Y
規
則
正
し
き
景
気
盤
動
の
反
復
と
、
恐
慌
の
勃
殺
を
繰
り
返
し

つ
下
め
つ
に
。
加
ふ
る
に
ミ
Y
は
さ
き
に
識
ぷ
が
如
〈
、
動
態
研
究
を
意
識
的
に
樹
立
せ
し
む
る
ほ
ど
で
あ
っ
た

賀
、
，

h-

A
H
A
ι
-

7
u
y

サ
ス
よ
h
も
遺
か
じ
後
の
被
れ
の
動
鵡
論
が
w

か
〈
の
如
き
軍
な
る
一
一
般
傾
向
論
に
称
名
ベ
害
警
は

、
ふ
、
。

1

6

 

i

I

 

『

-
Y
は
光
づ
そ
の
働
牒
織
の
協
ニ
本
仰
ち
慣
格
溺
傭
論
に
か
い
工
、
前
舗
の
慣
格
越
減
傾
向
伊
明
ら
か
仁
し
に

る
後
、
こ
の
一
般
的
傾
向
は
生
産
方
法
の
改
善
の
た
め
に
、
時
々
に
歪
曲
せ
ら
れ
て
、
そ
こ
か
ら
債
格
の
動
揺
を

惹
き
お
こ
す
と
見
る
。
併
し
な
が
ら
こ
の
動
揺
は
、
祉
曾
の
進
展
と
共
に
、
・
次
第
に
緩
和
き
れ
る
の
傾
向
に
あ
る
o

k
y
併
し
商
業
恐
慌
を
中
心
と
す
る
今
日
の
謂
は
ゆ
る
景
気
盤
動
は
、
反
封
じ
却
っ
て
ま
す
/
¥
甚

rし
〈
な
る

傾
向
に
あ
る
と
言
ふ
。
ぞ
れ
は
ミ

Y

に
従
へ
ば
、
資
本
菩
積
の
増
大
す
る
と
共
に
、
利
潤
壇
械
の
傾
向
は
ま
す
ま

す
強
く
な
り
、
之
を
補
ふ
た
め
の
企
業
家
の
競
争
は
激
し
〈
な
り
、
同
時
に
投
機
を
刺
激
す
る
こ
と
が
強
〈
な
る

か
ら
で
あ
る
。

古
典
涯
に
担

P
る
恐
慌
論
と
動
態
論
と
白
関
係

『
供
給
の
舗
型
化
ま
た
は
貧
需
の
趨
動
か
ら
お
こ
る
債
値
お
よ
び
債
格
の
動
揺
は
、
社
曾
白
進
む
に
従
っ
て
、
-
次
第
に
緩
和
さ
れ
る
と
期
待
す
る
と
と

第
三
十
八
巻

六
八

第

競
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古

典

源

に

お

吋

る

恐

慌

論

と

動

強

論

と

の

関

係

第

三

十

八

巻

が
出
来
る
。

U
E
:
・
然
る
に
不
合
理
九

4
1機
に
市
主
り
、
商
業
恐
慌
を
川
、
ョ
‘
て
鳴
・
る
所
、
白
百
点
は
、
ム
げ
日
ま
で
の
所
で
は
、
資
本
目
増
大
と
産
業
の
扱

張
と
共
に
、
減
少
も
せ
ず
緩
和
も
し
て
ゐ
な
い
。
寧
ろ
ま
ナ
ノ

1
甚
だ
し
く
な
る
と
言
は
れ
る

:
-
E
。』

ハ
八
四

第

披

五
l'且

か
t
し
て
主

Y
の
動
蹟
に
は
、
今
日
の
謂
は
ゆ
る
景
気
措
置
動
を
捨
象
し
て
ゐ
な
い
こ
と
を
知
る
が
、
こ
の
こ
k

は
彼
れ
の
利
潤
動
態
論
に
至
っ
て
、
ま
す

f
x明
瞭
と
な
る
。

3
1
c
に
も
過
ぷ
る
如
〈
、
ミ

Y
は
ス
ミ
ス
お
よ
び

η
ノ
カ
ァ

γ
?
と
同
様
に
、
利
潤
越
械
の
傾
向
を
認
め
る
。
わ
い
て

J

そ
の
理
由
は
、

ヌ
ミ
ス
よ
り
も
寧
ろ

p
カ
ア
ド
ヲ

ι抵
〈
市
併
も
リ
ノ
カ
ア
ド
ク
以
上
に
抑
制
〈
之
台
認
め
る

内
即
ち
ミ
Y

に
お
い
じ
も
す
カ
ァ
ド
ウ
♂
と
同
じ

t
‘
平H
lfl¥l 

の
低
下
は
勢
賃
の
騰
貴
に
踊
せ
ら
る
b

が
、
そ
の
勢
賃
の
騰
貴
は
、

p
カ
ア
ド
汐
の
如
〈
人
口
の
増
加
を
前
提
と

せ
や
と
も
、
ミ

Y
の
勢
賃
貸
金
読
か
ら
護
き
出
さ
れ
る
。
郎
ち
人
口
増
加
の
場
合
は
食
物
騰
貴
の
た
め
に
持
賃
騰

貴

ee来
す
こ
と
勿
論
で
め
る
が
、
人
口
増
加
せ
や
'
と
も
資
本
3
へ
増
加
す
れ
ば
、
増
加
し
た
る
勢
貨
基
金
は
同
教

の
持
働
者
に
品
川
配
ぎ
れ
て
、
勢
賃
は
騰
貴
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
印
ち
ミ
M
Y

に
あ
っ
て
は
人
口
の
如
何
に
拘
ら
や
、
費

本
の
蓄
積
さ
へ
め
れ
ば
勢
賃
は
騰
貴
し
・
従
っ
て
利
潤
は
低
下
す
る
。

こ
〉
に
一
つ
の
矛
盾
が
生
や
る
。
資
本
の
蓄
積
は
利
潤
の
低
下
伝
来
た
す
。
然
る
に
蓄
積
は
利
潤
を
得
ん
が
た

め
で
あ
る
か
ら
、
利
潤
の
低
下
は
蓄
積
の
動
機
と
矛
盾
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
矛
盾
は
翠
な
る
論
理
上
の
矛
盾
で

は
な
い
。
現
買
の
枇
舎
に
お
け
る
責
本
運
動
の
進
行
に
伴
ふ
矛
盾
、
帥
ち
資
本
菩
粛
の
行
詰
り
に
外
な
ら
ぬ
。
ミ

M
F

の
勤
態
論
は
、
こ
の
深
刻
な
問
題
に
逢
着
し
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
れ
は
こ
の
行
詰
り
を
打
開
す
る
要
素
と
し
て
、

利
潤
低
下
の
傾
向
を
祖
止
す
る
所
の
『
肪
害
事
情
』
ま
に
は
『
反
封
要
素
』
を
探
索
し
、
之
を
商
業
恐
慌
と
生
産
改
善

r
b
 zd 戸、“

司‘
dor-、

文
-
A同

9
2
1
 

m'n掲
p
p前

ー

、

札
礼
稿

ι

山
川
拙



と
安
債
輸
入
・
と
費
本
轍
出
の
四
要
素
に
求
め
て
ゐ
る
。
こ
の
，
っ
す
り
韮
で
の
問
題
は
最
も
直
接
に
は
商
業
恐
慌
に
閥

聯
す
る
。

資
本
の
蓄
積
が
一
定
の
期
間
つ
Y
く
と
、
利
潤
の
低
下
が
起
っ
て
来
る
。
ぞ
れ
が
企
業
家
の
競
宰
と
投
機
を
刺

激
し
て
‘
景
気
は
上
昇
し
企
業
熱
は
勃
興
し
、
還
に
恐
慌
を
突
殺
せ
し
め
る
。
恐
慌
に
よ
る
費
本
の
破
壊
は
、
利

潤
の
低
下
を
回
復
せ
し
め
て
、
そ
こ
か
ら
第
二
の
蓄
積
が
進
行
す
る
。
か
く
し
て
蓄
積
し
己
破
壊
は
恐
慌
ぞ
契
機
と

し
て
操
り
返
さ
れ
、
こ
、
に
今
日
の
謂
は
ゆ
る
景
気
撞
動
が
現
は
れ
る
。
こ
れ
が
ミ
戸
の
見
七
恐
慌
で
あ
る
叫

か
〈
の
如
〈
し
て
資
本
蓄
積
の
行
詰
り
は
、
週
期
的
恐
慌
の
繰
り
返
さ
る
三
匂
仁
、
一
躍
の
打
開
を
見
つ
う
謹

行
す
る
が
、
終
局
に
お
い
て
は
最
後
の
行
詰
り
に
逢
北
相
し
て
、
こ
h

に
ミ

Y
の
謂
は
ゆ
る
「
停
止
賦
態
』
と
い
ふ
理

畑
山
榔
を
現
出
す
る
こ
と
う
な
る
が
、
ぞ
れ
は
姑
ら
〈
別
間
期
と
し
て
、
何
れ
に
げ
1
n
t
Y
の
勃
鵡
綴
憾
に
は
、
か

〈
の
如
き
動
揺
の
委
に
お
け
る
粧
糟
も
ま
に
認
識
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
れ
の
動
態
は
、

ス
ミ
ス
、
リ
カ
ア

γ
内
ノ
に
お
け
る
ぞ
れ
よ
り
も
、
寧
ろ
マ

Y
サ
ス
の
動
態
に
追
い
。
而
も
ぞ
の
動
指
論
炉
、
彼
れ

の
恐
慌
論
と
知
何
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
か
は
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
ス
ミ
ス
、
リ
ノ
カ
ア
ド
ク
の
恐
慌
論

と
T

Y
サ
ス
、
ミ
M
F

の
そ
れ
と
を
封
比
す
る
こ
L
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
論
の
意
圃
し
に
結
論
も
自
ら
明
ら
か
と
な

る
で
め
ら
う
。
(
完
)

古
典
涯
に
和
け
る
恐
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論
と
動
態
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と
の
関
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