
え
正
岡
隼
六
月
ニ
ヤ
-
日
第
三
曙
醒
耳
慣
物
認
可
『
毎
局
-
圃
一
四
回
世
待
ザ

干 す 電 量 日 . -F司 -寸-'ol~~ 二寸4・;1'日厨百

禁

輔

載

ま晶

画開

叢

税

制

整

理

の

基

調

・

・

・

露

間

中

博

士

汐

失

業

と

労

銀

・

・

・

・

:

:

・

:EE---
丈
島
千
博
士
高

『
民
約
論
一
一
に
於
け
る
共
同
盟
思
想
:
抑
制
章
博
士
石

4m叩

川田見

興保三

二馬郎

1事

時

局

と

水

産

業研

現

ル

i
テ
ル
の
「
職
業
」
に
つ
い
て
・
目
・
:
:
:
:
:
経
済
皐
士
津
崎
竪
造

チ
ュ
ル
ゴ
!
の
租
税
論
-
-
・
・
;
;
-
-
綾
一
持
層
士
島
恭
彦

エ
ず
ヂ
ワ

i
ス
と
誤
差
の
問
題
・
:
・
;
:
一

3
~廿
馬

場

吉

行

経
済
翠
博
士
川
崎
川
虎

日

間

#

押

山

一
欧
人
の
日
本
工
業
親
・

-
-
-
j
i
-
-

経

済

皐

士

大

塚

一

期

ヂ
ウ
ネ
ン
聞
の
敷
島
T

的
説
明
一
一
;
:
・
-
栂
済
一
単
士
山
岡
亮
一

費
本
移
動
と
景
気
費
動
の
問
題
・
J
i
-
-
経

済

翠

士

松

井

清

カ
レ
ツ
キ
景
気
循
環
論
・
・
・
・
:
・
経
一

Z
Z
飯

田

藤

夫

也
百
川

a'f

m聞
nH

《
草
山
，

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題



失

業

と

勢

銀

第
五
競

一
六

第
四
十
五
巻

六
O
八

失

勢

銀

業

' 、、、.

1
1
ケ
イ
ン
ズ
失
業
論
の
批
評

l
|
-

主主

イ呆

馬

田

の
重
要
左
る
問
題
と
し
て
取
扱
ふ
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と

れ
は
戦
後
恐
慌
以
来
失
業
割
策
が
首
面
焦
局
の
念
を
台
ぐ
る
と
共
に
、
共
叫
制
策
を
樹
立
す
る
が
震
に
は
失
業
に
針
す
る
根
本
的
た
る

経
済
理
論
の
最
近
に
於
け
る
一
の
特
徴
叉
は
褒
達
は
、
失
業
を
一

理
論
的
分
析
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
が
た
め
で
あ
ら
う
。
と
と
ろ
が
失
業
の
理
論
的
研
究
が
す
L
め
ば
進
む
ほ
ど
・
考
察
が
精
綴

と
友
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
共
立
揚
の
快
陥
が
暴
露
せ
ら
れ
て
来
る
。
卒
直
に
い
ふ
と
、
今
日
種
々
な
る
磨
派
別
し
て
疋
統
撃
波
の
諸
皐

者
は
、

一
人
と
し
て
失
業
の
事
責
に
理
論
的
説
明
を
輿
へ
得
た
る
も
の
が
な
い
c

少
〈
も
私
だ
け
は
か
h

る
表
現
の
誇
張
で
な
い
と

と
を
信
守
る
も
の
で
あ
る
。
未
だ
理
路
の
整
っ
て
ゐ
る
失
業
理
論
は
な
い
・

と
れ
は
私
の
確
信
で
る
る
。

今
回
、
正
統
制
単
扱
に
於
て
失
業
に
開
ナ
る
考
察
の
銭
に
ど
れ
だ
付
の
努
力
が
傾
注
せ
ら
れ
づ
込
あ
る
か
、
又
失
業
の
理
論
的
分
析
が
如
何
に
精
般

を
き
は
め
っ

A

あ
る
か
は
、
経
済
理
論
に
闘
心
を
も
つ
も
の
の
周
〈
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
と
に
そ
れ
ら
の
う
ち
、
最
も
注
目
せ
ら
れ
円
J
A
あ
る

と
こ
ろ
の
代
表
的
著
作
と
し
て
は
、
ピ
グ
ゥ
、
ヶ
イ

y
f
の
郁
究
を
あ
ヤ
べ
き
で
あ
ら
う
o

と
こ
ろ
が
、
と
の
代
表
的
な
る
失
業
理
論
は
其
立
論
の

種
密
さ
と
銑
さ
と
の
震
に
十
分
に
理
解
ナ
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
容
易
で
な
い
。
こ
れ
を
精
確
に
把
握
し
、
こ
れ
に
明
断
な
る
絞
症
と
批
評
を
奥
へ
た

る
中
山
教
授
の
述
作
に
謝
し
て
、
日
本
の
寧
界
は
十
分
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね
で
あ
ら

h
。

中山伊知郎、整本金失業‘鍾情準郡鏡 V、 245J誼以下。む旺鬼頭在三郎、消費
の性向と投資自誘因、同147買以下、参照。
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私
の
知
る
か
ぎ
り
、
今
ま
で
の
失
業
理
論
の
理
論
的
基
礎
を
も
た
ぬ
こ
と
、

い
は
ピ
砂
上
陀
築
か
れ
た
る
楼
閣
に
も
似
て
ゐ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
た

r
一
の
理
由
又
は
原
因
が
る
る
。
而
し
て
他
の
理
由
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
此
理
由
と
い
ふ
の
は
、
持
働
供

給
者
、
印
ち
持
働
者
の
供
給
鮮
民
に
閲
す
る
正
し
い
認
識
を
有
し
た
い
と
と
で
あ
る
。
語
を
か
へ
て
い
へ
ば
、
枇
合
的
地
位
が
弊
働

の
供
給
債
格
に
及
ぼ
す
作
用
を
考
慮
の
中
に
と
り
入
れ
ざ
る
こ
と
で
る
る
。
私
は
、

こ
れ
を
取
入
る
h

と
と
に
よ
っ
て
は
ヒ
め
て
、

設
り
な
き
弁
銀
理
論
を
打
ち
立
て
得
る
と
共
に
、
又
譲
り
な
き
失
業
理
論
を
展
開
し
得
る
と
思
ふ
。
此
意
味
に
於
て
、
私
が
課
り
の

た
い
失
業
現
論
と
い
ふ
も
の
は
、
今
ま
で
の
そ
れ
と
共
立
場
を
異
に
す
る
。
而
し
て
、
そ
れ
は
必
然
に
私
の
持
銀
の
理
論
と
切
り
は

悲
し
繰
苦
闘
係
に
立
ち
、
そ
れ
と
共
に
組
伏
ず
る
で
め
ら
う
。

ーー

ケ
イ
Y

ズ
の
失
業
浬
論
は
、
最
近
著
し
〈
注
目
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
私
見
へ
の
緒
論
た
る
意
義
を
も
た
せ
う
る
と
思
ふ
。

イ
シ
ゲ
オ
ヲ
ン
タ
リ
4
1

ケ
イ
ン
ズ
の
失
業
理
論
の
中
核
乃
至
精
髄
は
共
非
有
意
的
失
業
(
巳
を
得
ね
失
業
、
失
業
の
意
志
を
も
た
な
い
の
に
さ
う
-
な
っ
て
ゐ

る
失
業
)

の
概
念
の
中
に
あ
る
。

ケ
イ
ン
ズ
に
於
け
る
非
有
意
的
失
業
は
有
意
的
失
業
に
叫
創
立
す
る
。
有
意
的
失
業
は
就
業
せ
ざ
る
意
志
を
も
つ
が
ゆ
ゑ
の
失
業
で

あ
る
。
従
っ
て
非
有
意
的
失
業
は
就
業
し
よ
う
と
い
ふ
意
志
を
も
つ
に
拘
は
ら
ざ
る
失
業
、
社
合
経
済
と
い
ふ
外
部
的
事
情
か
ら
強

び
ら
れ
た
る
失
業
で
あ
る
。
前
者
に
あ
っ
て
は
、
持
働
の
限
界
不
放
用
、
卸
ち
持
働
の
限
界
翠
位
の
供
給
に
伴
ふ
苦
痛
が
そ
れ
に
よ

っ
て
得
ら
る
h

峠
労
相
蹴
の
限
界
殻
用
よ
り
も
大
な
る
が
故
に
、
自
ら
持
倒
ず
る
意
志
を
も
た
ぬ
。
所
謂
摩
擦
的
失
業
に
つ
い
て
は
悲
に

論
じ
・
な
い
。
祉
舎
に
有
意
的
失
業
し
か
な
い
と
き
に
は
、
品
化
つ
て
、
持
銀
の
限
界
殺
用
と
弁
働
の
限
界
苦
痛
と
が
相
等
し
き
人
ケ
ま
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で
就
業
し
て
居
る
と
き
に
は
、

更
に
換
言
す
れ
ば
、

時
の
努
銀
に
於
て
持
働
の
一
意
志
を
も
つ
も
の
が
す
べ
て
就
業
し
て
ゐ
る
場
合

に
は
、
完
み
一
就
業

(
p
=
町
日
司
ゲ
ヨ
〕
勾
己
完
奈
雇
傭
と
も
。

乙

k
k
は
失
業
に
針
立
す
為
一
言
葉
ム
」
じ
て
、
就
業
と
い
ふ
用
語
を
L
E
H

入

れ
で
み
る
)

が
あ
る
と
い
ふ
。
弊
働
の
限
界
苦
痛
が
勢
銀
の
限
界
妓
用
よ
り
小
で
あ
る
た
ら
ぽ
、
邸
中
勺
被
用
超
過
が
あ
る
・
な
ら
ば
、

就
業
範
国
以
外
に
も
、
此
超
過
の
程
度
こ
そ
小
い
が
、
就
業
の
意
士
山
を
も
つ
も
の
は
あ
ら
う
し
、
而
も
そ
れ
ら
は
失
業
し
で
ゐ
る
。

と
れ
が
印
ち
非
有
意
的
失
業
で
あ
る
。

h
y

イ
シ
ズ
に
於
刊
る
非
有
品
目
山
的
失
業
は
.
物
債
の
一
時
此
宍
(
践
容
に
い
へ
ば
旬
幣
工
作
〉
官
尉
一
弊
鋲
の
低
下
に
よ
っ
て
除
か
れ
得
る

失
業
で
あ
芯
と
は
一
式
ひ
が
た
い
。

ケ
イ
シ
ズ
は
い
ふ
。
「
自
分
の
定
義
(
非
有
意
的
失
業
の
)

は
か
ろ
で
あ
あ
。
貸
符
弊
銀
に
此

L
野

銀
財
が
少
し
ぐ
騰
貴
す
る
揚
合
、
現
在
の
貨
幣
に
於
て
努
働
し
よ
う
、
と
す
る
努
働
の
金
供
給
及
び
そ
れ
に
封
ず
る
金
需
要
が
現
在
の

小
心
な
ら
や
も
)
失
業
し
て
ゐ
る
。
』
け
れ
ど
も
、
と
れ
は
巌
密
た
る
定
義

就
業
量
よ
り
も
大
で
あ
る
友
ら
ば
、
人
K

は
非
有
意
的
に

で
は
た
く
、
非
有
意
的
失
業
の
存
す
る
揚
合
を
あ
げ
て
ゐ
る
に
と
ピ
ま
る
。
他
の
揚
合
に
そ
れ
が
存
し
泣
い
こ
と
を
い
っ
て
は
ゐ
た

ぃ
。
非
有
意
的
失
業
は
有
意
的
失
業
に
針
立
す
る
も
の
、
ぞ
れ
の
否
定
的
た
る
も
の
で
あ
り
、
品
化
っ
て
弊
働
の
苦
痛
の
持
銀
の
殻
用

土
り
も
小
左
る
、
従
っ
て
妓
用
超
過
を
伴
っ
て
ゐ
る
失
業
で
あ
る
。
『
非
有
意
的
失
業
の
存
す
る
揚
合
に
は
、
持
働
の
限
界
不
効
用
は

る 必
に然
4史的
立に
つ限
と界
忠生
ふ2、匡告

ω 物

(
と
れ
が
勢
銀
ム
」
等
し
い
は
や
で
あ
る
!
紹
介
者
附
記
)
よ
り
も
少
い
o
』
か
う
い
ふ
表
現
は
私
見
を
裏
書
ナ

内出

Ez--々
を
不
致
用
と
課
し
た
が
、
と
れ
が
遁
謬
で
あ
る
と
は
思
っ
て
ゐ
な
い
。
或
は
こ
れ
を
苦
痛
と
い
ひ
会
る
方
が
明
白
な
る
表
現
で
あ
る
か

と
も
息
ふ
。
以
下
、
こ
の
表
現
を
時
に
麿
ピ
て
混
用
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。

Ia) Keynes， General TheoTY， p. 15・
2) ibid.， p・128;cf. ibid.， p. 2そ9，10. 



ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
古
典
撃
波
の
弁
銀
現
論
に
あ
っ
て
は
此
有
意
的
失
業
を
認
む
る
徐
地
は
た
い
、
そ
れ
に
従
へ
ば
、
常
に
完

全
就
業
の
欣
態
の
み
が
あ
る
は
や

J

で
る
る
。

と
れ
が
、
今
の
ま
a
A

の
努
銀
に
於
て
も
就
業
の
意
志
を
有
す
る
持
働
の
存
在
、
邸
ち
非

有
意
的
失
業
の
存
在
に
よ
っ
て
否
定
せ
ら
れ
ね
ば
た
ら
ぬ
。
然
ら
ば
、
古
典
出
品
十
汲
は
如
何
在
る
前
提
か
ら
出
殻
す
る
が
故
に
、
先
金

就
業
を
認
め
ざ
る
を
得
た
〈
な
っ
て
ゐ
る
か
。

ケ
イ
ン
ズ
の
見
る
と
て
ろ
で
は
京
統
皐
派
の
就
業
理
論
は
こ
の
根
本
的
俵
設
の
上
に
立
っ
て
ゐ
る
。

(宮)(1) 

崎
町
鋲
は
品
労
働
の
限
界
生
成
物
に
等
し
い
。
印
ち
就
業
者
の
捗
銀
は
、
一
車
佼
だ
け
そ
制
作
の
取
去
ら
る
る
時
に
央
は
る
と
こ
ろ
の
償
値
に
等
し
い
の

一
定
内
就
業
者
が
あ
る
唱
と
き
、
労
相
酬
の
設
用
は
就
業
法
の
限
界
不
致
用
に
等
し
い
。
却
ち
一
人
の
就
業
者
の
賃
質
崎
町
州
地
は
況
存
就
業
量
を
び
告

ょ
せ
る
に
丁
現

f
汁
で
あ
る
(
就
業
者
自
身
の
一
昨
併
に
於
て
)
、
此
場
合
、
心
不
救
刑
と
い
ふ
の
は
山
人
を
し
て
一
定
の
品
川
小
限
以
下
の
救
川

t
L

つ
崎
町
銀
を
受
取
る
こ
と
を
差
ひ
か
へ
さ
せ
る
理
向
の
す
べ
て
を
さ
ナ
。

と
れ
ら
の
仮
設
を
認
む
る
以
上
、
必
Ar
次
の
如
4
5
腕
絡
に
遼
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
摩
擦
的
失
業
を
除
い
て
い
ふ
と
、
就
業
の
数
量
は

持
働
の
限
界
不
放
出
と
持
銀
(
従
っ
て
限
界
生
産
物
)

の
殺
用
と
相
等
し
き
と
乙
ろ
に
定
ま
る
、

い
は
官
就
業
範
園
の
外
に
る
る
持

働
、
即
ち
失
業
崎
町
働
は
す
べ
て
、
労
働
の
不
妓
用
が
弊
銀
の
胡
乱
用
よ
り
も
大
な
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。

ケ
イ
ン
ズ
は
い
ふ
『
現
存
の

寅
質
券
銀
が
ど
う
し
て
も
、
現
に
就
業
し
て
ゐ
る
よ
り
も
以
上
の
弊
働
が
そ
れ
だ
け
で
は
働
か
う
と
し
た
い
最
低
限
の
も
の
で
あ
る

友
ら
ぽ
、
非
有
意
的
夫
業
は
、
摩
擦
的
夫
議
か
ら
離
れ
て
み
る
と
、
存
在
し
た
い
で
あ
ら
う
。
』
け
れ
ど
も
事
貨
は
決
し
℃
さ
う
で
は

友
い
。
今
の
ま
誌
の
貨
幣
邦
銀
に
於
て
、
よ
し
物
侵
騰
貴
し
、
貫
質
弊
銀
は
下
落
す
る
に
し
て
も
、
新
に
就
業
を
求
む
る
弊
働
は
多

ぃ
。
印
ち
現
在
の
貨
幣
労
銀
に
癒
や
る
だ
け
の
弁
銀
財
は
「
持
働
の
限
外
不
殺
用
」

の
パ
皮
と
し
て
役
立
ち
得
た
い
。
郎
ち
第
二
の

俄
設
は
あ
て
は
ま
ら
む
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
友
い
。
持
働
契
約
に
よ
っ
て
寛
賞
持
銀
が
定
ま
る
、
即
ち
「
M
W
働
が
そ
れ
に
於
て
就
業

失

業

と

努

銀

第
四
十
五
巻

第
五
競

先』

六

ibid.， p. 5-6. 3) 
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し
よ
う
と
す
る
賃
貸
持
銀
の
高
さ
を
定
め
得
る
」
と
息
ふ
の
は
誤
り
で
あ
る
。
第
働
者
と
の
交
渉
に
於
て
定
ま
る
も
の
は
貨
幣
持
銀

で
あ
る
、
寅
質
持
銀
は
念
ほ
別
の
方
面
か
ら
定
ま
る
叫

ケ
イ
ン
ズ
は
共
批
評
の
封
象
と
す
る
古
典
準
派
の
勢
銀
曲
学
設
の
代
表
的
た
る
も
の
を
、

ピ
グ
ウ
の
所
設
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
け
れ

ど
も
、
そ
れ
が
ピ
グ
ウ
自
身
の
見
解
で
あ
る
と
は
、

い
ひ
が
た
い
で
あ
ら
う
。
そ
の
黙
に
つ
い
て
こ

L
K
述
べ
る
こ
と
を
差
び
か
へ

右
。
ケ
イ
ン
ズ
は
此
二
の
仮
設
の
う
ち
、
第
一
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
何
等
の
重
大
な
る
抗
議
を
も
持
ち
出
さ
友
い
。
而
し

て
、
そ
れ

κ
ワ
い
て
は
、
古
典
・
感
派
及
び
モ
の
他
の
製
紙
の
殆
ど
す
ぺ
て
の
感
者
が
さ
う
で
あ
ら
う
と
胤
ム
。
私
が
持
銀
叩
一
諭
に
理
一

草
b
L
加
ふ
べ
し
と
ぷ
ふ
第
一
の
駐
は
そ
こ

K
あ
る
。
吠
に
第
二
の
仮
設
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
。

ケ
イ
ン
ズ
が
ピ
グ
ウ
の
所
誌
を
古

典
壊
滅
の
努
銀
理
論
の
代
表
的
た
る
も
の
と
な
し
、
そ
れ
が
第
二
の
仮
設
の
上
に
立
つ
と
い
ふ
こ
と
に
封
し
て
は
、
異
論
が
あ
る
に

し
で
も
、
第
二
仮
設
が
此
事
汲
に
属
す
る
多
数
の
皐
者
に
よ
っ
て
前
提
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
品
ず
ひ
難
き
事
買
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
ま
た
、
此
第
二
の
仮
設
を
認
め
た
い
持
鋭
の
現
論
、
別
し
て
持
働
教
室
の
一
定
と
い
ふ
と
と
だ
け
を
持
働
供
給
に
於
け
る
保
件

と
み
る
準
設
の
あ
る
と
と
も
、
看
過
す
る
こ
と
は
出
来
た
い
。

ケ
イ
Y

ズ
の
非
有
意
的
失
業
の
概
念
に
は
、
第
二
の
仮
設
を
め
ぐ
っ
て
、
二
の
困
難
が
あ
る
ゃ
う
で
あ
る
。
第
一
。
古
典
事
汲
的

-
た
る
こ
の
仮
設
を
認
む
る
こ
と
L
非
有
意
的
失
業
を
認
む
る
と
と
L
は
、
雨
立
し
得
る
。
第
二
。

ケ
イ
ン
ズ
は
第
二
仮
設
を
否
定
し

て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
貸
質
に
於
て
は
こ
れ
争
一
肯
定
し
て
ゐ
る
。

ま
づ
非
有
意
的
失
業
を
現
在
の
努
銀
に
於
て
働
き
た
い
と
思
ひ
た
が
ら
失
業
し
て
ゐ
る
こ
と
、
従
っ
て
、
物
債
騰
貴
の
お
に
寅
質

ibid.，. p. 10-11. 
Pigou， Mr. J. M. Keynes' General Theory， E(:onomica， May， 1936， p. 118; 
Hawtrey， Capital and Employment， 1.937， p. 1:6明・中山伊知郎、資本主央業、
踏済患研究 V、263頁。
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勢
銀
が
へ
つ
で
も
、
曲
目
働
需
要
が
ふ
え
て
ゆ
け
ば
就
業
し
た
い
と
思
ふ
失
業
者
の
ゐ
る
欣
態
と
解
す
ぺ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ケ
イ

ン
ズ
の
い
ふ
が
如
く
、
努
働
の
不
殺
用
と
券
銀
の
妓
用
と
の
差
額
、
創
ち
妓
用
超
過
の
る
る
と
と
を
必
要
の
僚
件
と
す
る
の
で
は
な

ぃ
。
第
一
一
の
仮
設
が
現
賞
に
あ
て
は
ま
り
、
従
つ
で
狩
銀
の
妓
用
と
弊
働
の
不
殻
用
と
が
均
等
な
る
と
こ
ろ
に
弊
銀
が
落
ち
つ
く
に

し
で
も
、
弁
働
の
供
給
曲
線
が
此
限
界
の
と
こ
ろ
忙
於
て
横
軸
に
卒
行
的
の
も
の
で
あ
る
及
ら
は
‘
換
言
す
れ
ば
も
弊
働
者
の
多
数

の
人
k

の
H
R
働
に
劃
し
て
見
積
る
不
抜
用
帥
ち
苦
痛
が
相
近
い
も
の
で
あ
る
友
ら
ば
、
(
他
の
像
件
を
ぬ
き
に
し
て
)
持
働
に
謝
す
る

需
要
が
一
定
の
持
銀
に
於
て
は
一
定
の
も
の
で
あ
り
共
仲
縮
を
許
が
た
い
以
上
、
就
業
の
限
界
に
あ
る
労
働
者
に
あ
っ
て
は
款
問
と

不
紛
乱
用
と
が
釣
合
ひ
た
が
ら
、
た
ほ
別
に
同
一
の
持
制
叫
に
於
て
持
働
の
機
曾
を
求
む
る
持
働
者
が
多
数
残
さ
れ
て
ゐ
る
は
や
で
あ
お
。

而
し
て
、
努
働
の
供
給
曲
線
K
か
ミ
る
性
質
又
は
形
態
を
認
む
る
と
と
H
H
.

必
や
し
も
事
賀
に
惑
い

b
同
一
で
は
訟
い
。
多
勢
め
持
働

者
は
共
風
格
、
習
慣
‘
恥
扶
養
、
趣
味
、
別
し
て
久
し
〈
養
は
れ
て
来
た
生
活
水
準
に
於
て
相
近
い
。
そ
れ
等
の
聞
に
於
て
、

一
定
の
持

銀
の
穀
用
と
一
定
時
間
の
努
働
の
不
殻
用
と
を
そ
れ
ん
¥
同
様
に
見
積
る
も
の
L
多
い
こ
と
は
十
分
に
期
待
し
得
べ
き
こ
ム
」
が
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
ケ
イ
ン
ズ
に
あ
っ
て
、
非
有
意
的
失
業
の
存
在
と
い
ふ
認
識
か
ら
、
必
然
的
陀
第
二
仮
設
が
現
寅
に
あ
て
は

ま
ら
ぬ
と
い
ふ
推
論
を
し
て
ゐ
る
の
は
、
理
論
的
に
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
の
必
要
注
る
前
提
を
看
過
し
て
ゐ
る
。
而
も
此
前
提

が
現
賓
に
遠
い
こ
と
を
認
め
ぎ
る
離
に
於
て
現
賓
の
認
識
に
於
て
誤
ま
っ
て
ゐ
る
。

ケ
イ
V

ズ
の
券
働
の
不
殺
用
の
定
義
と
、
持
銀
が
貨
幣
努
銀
を
中
心
と
す
る
交
渉
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
い
ふ
見
方
か
ら
推
せ
ば
、

ケ
イ
シ
ズ
自
身
は
第
二
仮
設
の
現
寅
の
経
済
に
あ
て
は
ま
る
と
と
を
認
め
て
ゐ
る
は
十
で
あ
る
。

ωま
づ
弊
働
の
不
殻
用
と
は
何
で

あ
る
か
。
崎
労
働
者
自
身
に
と
っ
て
一
定
の
最
低
限
以
下
の
設
用
を
奥
ふ
る
勢
銀
を
受
取
っ
て
働
く
よ
り
も
、
勢
働
を
差
ひ
か
へ
さ
せ

失

業

と

努

銀
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披

六

回

る
所
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
理
由
6
(
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m『
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ご
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口
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目
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三
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F
P
L
S

戸

F
O
E
t
-
-
M
q
z
-
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宅
p
n
o
g
z
E
M
E
M
Eロ
E)
で
あ
る
。

ω吹
に
蛍
然
の

ウ
エ
ヂ
・
パ
ア
グ
ン

ケ
イ
ン
ズ
は
曲
目
銀
は
弊
銀
契
約
に
よ
っ
て
定
ま
る
乙
と
を
認
め
る
。
た
ピ
共
高
調
す
る
と
こ
ろ
は
、
肺
野
銀
契
約
に

乙
と
で
あ
る
が
、

於
て
葬
働
者
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
が
一
定
の
賃
貸
界
銀
に
あ
る
と
い
ふ
古
典
準
派
の
主
張
の
排
斥
に
あ
る
。
共
意
見
に
よ
れ
ば
持
働

者
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
は
一
定
の
貨
待
券
判
明
で
る
っ
て
資
質
持
銀
で
は
友
い
。
勢
銀
契
約
に
於
け
る
貨
幣
弊
銀
引
下
へ
の
抵
抗

出
wω
一位
UM
伊口

no
門
口
口
叩
与
口
町
立
む
ロ
ロ
阿
国
H
O
ロ
O
当
1
4
F悶
ω
ω
J

」

:

一

ヨ
山
〉
:
〉
}
、
，
。

を
J
L
J一

t
t
F
q

一
た
び
持
銀
が
企
業
と
持
働
と
の
取
引
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
と
.

そ
れ
に
於
て
持
働
の
抵
抗
即
ち
勢
働
の
要
求
が
作
用
す
る
こ
と
を
認
む
る
以
上
、
持
働
の
側
に
あ
っ
て
は
決
定
せ
ら
る
誌
と
こ
ろ
の

努
銀
に
於
て
な
ら
ば
持
働
を
供
給
し
、
そ
れ
以
下
の
持
銀
に
於
て
は
努
働
を
供
給
せ
ざ
る
理
由
を
有
し
て
ゐ
る
は
や
で
あ
る
。
此
理

由
と
友
る
も
の
が
不
数
用
で
あ
る
以
上
は
、
此
の
如
く
に
定
義
せ
ら
れ
た
る
持
働
の
不
致
用
、
詳
し
く
い
ふ
と
限
界
務
働
の
見
つ
も

る
不
殻
用
は
そ
れ
に
針
す
る
弊
銀
の
設
用
に
等
し
い
は
十
で
る
る
。

ケ
イ
ン
ズ
の
述
ぺ
た
る
努
働
の
不
放
刷
の
定
義
と
第
二
仮
設
の

現
貨
に
あ
て
は
ま
ら
ね
と
い
ふ
主
張
去
の
聞
に
は
明
白
な
る
矛
盾
が
あ
る
。
而
し
て
と
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
が
労
働
の
不
被
用
の
概
念
分

析
の
不
用
意
か
ら
来
る
。
持
働
の
不
数
用
と
し
て
概
括
し
た
る
も
の
L
中
に
若
干
の
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
勢
銀
の
数
用
よ
り
も
少

い
と
見
た
の
は
こ
の
う
ち
の
あ
る
種
の
不
殺
用
で
あ
る
に
止
ま
る
。
市
も
ケ
イ
ン
ズ
を
し
て
か
h

る
矛
盾
に
陥
ら
し
め
た
る
理
由
が

ま
た
、
重
大
の
意
義
を
も
っ
。

四

け
れ

E
も
、
第
一
の
仮
設
に
つ
い
て
も
ま
た
、
困
難
が
あ
る
。

ケ
イ
ン
ズ
は
非
有
意
的
失
業
の
存
在
と
い
ふ
現
寅
か
ら
、
第
二
仮

( 

;u 

ibid.， p. 6. 
ibid.， p. 14・
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設
を
取
除
い
て
ゐ
る
。
貯
れ
ど
も
、

一
方
に
於
て
失
業
が
不
断
の
事
寅
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
、
他
方
に
第
二
仮
設
を
現
賓
に
る
で
は

ま
ら
ね
も
の
と
し
た
と
き
に
、
第
一
俄
設
の
み
を
認
め
得
る
か
。
ケ
イ
ン
ズ
の
一
般
理
論
は
第
二
の
仮
設
を
除
き
な
が
ら
も
、
そ
れ

を
除
く
と
き
、
第
一
仮
設
が
如
何
な
る
運
命
に
置
か
る
L
か
を
考
へ
て
ゐ
な
い
。

い
は
ピ
此
二
の
俄
設
は
そ
れ
ん
¥
切
り
は
な
さ
れ
、

砥
立
的
に
其
一
が
他
の
一
と
別
々
に
受
営
し
う
べ
き
も
の
で
は
友
く
、

一
種
の
連
帯
的
醐
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
今
共
事
情
を
明

に
し
よ
う
。

今
第
二
の
仮
設
が
除
か
る
L
と
す
る
。
而
も
失
業
の
存
在
が
不
断
の
事
賞
で
あ
る
こ
と
を
認
め
よ
う
。
持
銀
は
印
刻
し
て
労
働
の
隈

副
作
生
産
刈
陀
於
て
応
虫
り
得
る
で
あ
ら
う
か
コ
側
代
司
〈
山
菜
が
け
ハ
一
腿
浦
ナ
り
る
限
り
の
限
附
件
付
狩
働
に
制
し
て
限
界
中
耳
底
力
だ
け
を
古
比
例

ふ
と
い
ふ
態
度
に
出
る
も
の
と
す
る
。
就
業
の
範
閣
外
に
置
か
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
此
持
銀
の
彼
に
奥
ふ
る
設
用
よ
り
も
透
に
低
き

僻
労
働
の
苦
痛
を
認
め
る
。
従
っ
て
と
れ
ら
の
失
業
群
は
必
然
に
更
に
低
き
持
銀
に
よ
る
就
業
を
巾
出
る
で
あ
ら
う
。
共
結
果
、
持
銀

は
就
業
範
園
に
あ
る
限
り
の
持
働
の
限
界
一
本
放
用
又
は
限
界
苦
痛
に
ま
で
切
り
下
げ
ら
る
h

で
b
ら
う
。

ケ
イ
Y

ズ
の
如
く
、
非
有

意
的
失
業
を
認
む
る
乙
と
与
、
努
銀
が
限
界
生
産
力
に
於
て
定
ま
る
と
認
む
る
こ
と
L
は
論
理
的
に
相
容
れ
な
い
。
努
銀
が
労
働
の

限
界
生
産
力
に
於
て
定
ま
る
た
め
に
は
、

ケ
イ
ン
ズ
の
い
ふ
非
有
意
的
失
業
の
-
泣
い
こ
と
、
第
二
仮
設
の
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
必
要

と
す
る
。
而
し
て
、

乙
の
一
騎
は
ま
さ
に
、
従
来
の
殆
ど
す
ぺ

τ
の
持
銀
理
論
の
免
れ
泣
か
っ
た
根
木
的
な
る
難
結
と
し
て
考
ふ
べ
き

も
の
で
あ
る
。

静
態
に
あ
っ
て
は
弊
銀
が
限
界
生
産
力
に
於
て
定
ま
る
。
此
鈷
に
つ
い
て
は
、
第
二
仮
設
を
認
む
る
と
否
と
に
関
係
し
た
い
。
け

れ
ど
も
‘
動
態
に
つ
い
て
も
ま
た
、
弁
銀
が
限
界
生
産
力
に
於
て
定
ま
る
、
と
い
ひ
得
る
か
。
賂
来
の
顧
慮
か
ら
、
例
へ
ば
沈
滞
の

失

業

主

勢

銀
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揚

四

底
に
於
て
は
来
る
ぺ
き
恢
復
を
見
込
み
て
、
損
失
を
忍
び
℃
も
事
業
を
継
績
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
情
か
ら
、
帥
労
働
の
限
界
生
産

力
支うま

(
田
町
期
的
の
と
と
で
あ
る
か
ら
、
勢
働
の
純
限
界
生
産
カ
を
き
す
。
と
の
附
闘
に
つ
い
て
私
の
取
扱
の
無
理
で
紅
い
と
と
に
つ
い

て
は
た
と
へ
ば
ピ
グ
ゥ
、

ヒ
ツ
タ
ス
の
見
解
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。
)
負
で
る
っ
て
も
、
そ
れ
に
一
定
の
勢
銀
を
支
梯
ふ
と
い
ふ
と
と

は
あ
る
。
叉
市
揚
の
事
情
に
闘
す
る
知
識
の
依
乏
、
情
誼
の
関
係
等
の
如
き
摩
擦
的
事
情
か
ら
、
勢
銀
と
限
界
生
産
力
と
の
一
致
し

が
た
い
事
情
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
か
う
い
ふ
事
情
を
離
れ
て
、
努
働
の
生
産
力
が
共
需
要
を
一
義
的
に
決
定
す
る
と
し
よ
う
。
此

場
合
に
於
て
、
持
銀
と
持
働
の
限
界
生
産
力
と
の
閥
係
は
如
何
枇
み
も
の
で
る
ら
う
か
ο

間
務
働
の
供
給
償
絡
が
金
〈
共
需
要
領
格
の
反
映
で
あ
る
と
す
る
、
い
は
町
、
狩
働
に
は
間
有
の
供
給
僚
祐
が
た
〈
、
需
要
せ
ら

る
a
A

だ
け
の
第
銀
に
於
て
そ
れ
が
供
給
せ
ら
る
L
も
の
と
す
る
。
か
a
A

る
仮
定
は
ま
さ
し
く
、
骨
骨
働
の
供
給
に
閲
す
る
制
限
が
其
数

量
に
つ
い
て
の
み
存
す
る
と
見
る
も
の
で
あ
る
。
此
相
朝
合
、
若
し
失
業
が
現
に
存
す
る
-
な
ら
ば
、
勢
銀
は
生
活
の
最
低
限
ま
で
に
下

落
す
る
外
は
た
い
は
や
で
あ
る
。
就
業
の
範
囲
以
外
に
あ
る
も
の
L
供
給
債
格
切
下
の
影
響
は
、
必
然
に
就
業
の
範
園
以
内
の
も
の

に
及
ぶ
は
や
で
あ
る
。
さ
う
で
あ
る
以
上
、
勢
銀
が
限
界
生
産
力
に
於
て
定
ま
る
と
い
ふ
と
と
は
金
〈
あ
り
得
一
泣
い
は
宇
で
る
る
。

(2) 

持
働
の
供
給
債
格
が
勢
働
そ
の
も
の
L
苦
痛
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
す
る
。
さ
う
す
る
と
、
勢
働
の
苦
痛
・
従
っ
て
供
給
債
格

は
融
労
働
の
限
界
生
産
力
に
及
ぶ
は
や
は
な
い
。
何
と
在
れ
ば
、
勢
銀
が
限
界
生
産
力
に
及
ば
ね
と
し
て
も
、
持
働
者
に
と
っ

τの
勢

銀
の
穀
用
は
、
す
べ
て
の
生
活
必
需
品
の
致
用
で
あ
る
。
而
し
て
勢
働
そ
の
も
の
L
苦
痛
の
透
に
と
れ
に
及
ば
ざ
る
と
と
は
、
夜
業

又
は
時
間
外
作
業
の
必
要
注
る
揚
ム
口
殆
ど
す
べ
て
の
葬
働
者
が
共
希
望
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
へ
て
、
極
め
て
明
白
で
る
る
と
い
は

ざ
る
を
得
ぬ
。
か
h
A

る
事
情
の
下
に
於
て
は
、
失
業
者
が
必
や
や
、
努
働
の
供
給
債
格
切
り
下
げ
の
競
争
の
中
に
入
り
と
む
で
あ
ら



ぅ
。
持
銀
は
限
界
生
産
力
に
近
づ
〈
と
と
左
〈
、
む
し
ろ
此
最
低
供
給
債
格
に
ひ
き
つ
け
ら
る
L
は
や
で
あ
る
@

以
上
の
こ
の
立
場
即
ち
弊
働
の
供
給
債
格
を
全
然
受
動
的
の
も
の
と
見
る
立
揚
、
又
は
、
弁
働
の
供
給
債
格
が
努
働
そ
の
も
の

L

苦
痛
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
見
る
立
場
の
何
れ
を
と
る
に
し
て
も
、
持
銀
が
弗
働
の
限
界
生
産
方
に
よ
っ
て
定
ま
る
、
と
い
ふ
命
題
は

-
空
然
成
立
し
得
な
い
は
や
で
あ
る
。

間
曲
目
働
の
供
給
債
格
が
持
働
そ
の
も
の
L
苦
痛
以
外
、
槌
商
の
要
求
、
即
ち
そ
れ
が
充
さ
れ
ね
ば
弊
働
を
供
給
し
が
た
し
と
ナ
る

地
位
的
要
求

(
田
町
義
の
不
殺
用
)

に
よ
っ
て
定
ま
る
場
合
に
は
、
失
業
が
存
在
す
る
偲
定
の
下
に
於
て
、
突
の
如
く
な
っ
て
ゐ
る
で

あ
ら
う
。
川
崎
労
銀
は
隈
界
的
不
妓
用
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
ど
れ
は
労
働
需
要
が
あ
る
僚
件
(
だ
と
へ
ば
投
資
の
不
足
)

陀
よ
っ
て
、

制
問
せ
ら
れ
た
る
揚
合
で
あ
る
。
此
揚
合
、
持
倒
の
限
界
生
怪
力
は
帥
抑
制
叫
よ
り
も
高
い
、
付
れ
ど
も
.
持
銀
は
仰
の
揚
ム
一
日
と
に
正
取

り
、
最
低
生
活
費
よ
り
も
高
位
に
あ
る
。
的
持
働
需
要
が
十
分
に
増
加
し
た
る
揚
合
に
は
、
界
銀
の
殻
用
'
E
持
働
の
不
殺
用
と
は
相

等

L
ぃ
。
此
際
ケ
イ
ン
ズ
的
た
る
完
全
就
業
が
あ
る
か
、
又
非
布
意
的
失
業
の
あ
る
か
は
、
就
業
範
園
の
限
界
内
か
ら
限
界
外
に
亙

る
部
分
の
努
働
供
給
曲
線
の
扶
況
に
闘
す
る
。

同
の
場
合
は
非
有
意
的
失
業
の
最
も
代
表
的
友
る
揚
合
で
tu
る
と
思
ふ
が
、
ケ
イ
ン
ズ
は
之
を
認
め
な
い
。

ケ
イ
ン
ズ
は
持
銀
が

常
に
券
働
の
限
界
生
産
力
に
従
っ
て
伸
縮
す
る
と
と
を
認
む
る
の
で
あ
る
か
ら
、
限
界
生
康
力
以
下
の
労
銀
の
存
在
を
認
め
難
い
は

や
で
る
る
。
け
れ
ど
も
、

一
方
に
於
て
勢
働
需
要
の
投
資
の
側
か
ら
制
限
せ
ら
る
L

こ
と
を
認
め
、
失
業
の
不
断
左
る
時
間
存
を
前
提

と
し
-
な
が
ら
、
如
何
に
し
て
、
持
銀
が
限
界
生
産
力
に
於
て
定
ま
る
と
と
を
主
張
し
う
る
か
。

五

失

業

と

勢

銀

第
四
十
五
巻

六
一
七

第
五
披

五



失

業

と

努

銀

第
凶
十
五
巻

~ 

ノ、

六
一
八

第
五
腕

な
ほ
、

ケ
イ
ン
ズ
に
於
け
る
失
業
の
分
析
を
あ
と
づ
け
よ
う
。
就
業
の
数
量
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
、
節
約
の
限
界
傾
向
、
叉
は

共
反
面
に
外
-
怒
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
消
費
の
限
界
傾
向
、
資
本
の
限
界
放
卒
(
普
通
の
用
語
を
以
て
い
へ
ば
限
界
生
産
力
三
利
子
歩
合
の

三
が
あ
げ
ら
れ
る
。
い
は
ピ
こ
れ
ら
の
も
の
が
三
の
凋
立
鐙
教
で
あ
り
、
と
れ
に
謝
し
て
就
業
の
数
量
と
園
民
所
得
が
従
属
嬰
教
を

形
づ
く
る
。
さ
て
今
、

一
方
に
於
て
は
貨
幣
保
有
率
(
資
金
の
流
動
性
の
選
揮
卒
)
及
び
貨
幣
数
量
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
と
る
の
利

子
歩
合
と
、
他
方
に
於
て
は
、
資
本
財
供
給
の
物
理
的
保
件
及
び
照
来
の
牧
盆
に
闘
す
る
信
認
に
よ
っ
て
定
ま
る
資
本
の
限
界
放
卒

と
の
闘
係
か
ら
、
投
資
が
促
さ
れ
る
と
す
る
。
即
ち
利
子
場
合
が
資
本
の
限
界
放
傘
よ
り
小
で
あ
り
、
そ
の
ぬ
に
枚
油
引
が
進
行
す
る

と
す
る
。
結
局
は
資
本
の
限
界
放
李
が
利
子
歩
合
と
相
等
し
〈
た
る
に
至
っ
て
や
む
は
や
で
あ
る
。
此
際
、
投
資
の
増
加
は
消
費
の

増
加
を
件
ふ
。
消
費
の
増
減
は
所
得
の
増
減
と
共
方
向
を
同
じ
く
す
る
が
故
で
る
る
。
節
約
の
一
定
増
加
額
に
件
ふ
は
や
の
消
費
の

増
加
額
は
消
費
の
限
界
傾
向
に
よ
っ
て
知
る
と
と
が
出
来
る
。
乙
の
と
と
は
次
の
如
く
に
見
ら
れ
う
る
。
投
資
に
等
し
か
る
べ
き
節

約
の
成
立
す
る
に
要
す
る
所
得
増
加
が
ど
れ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
か
、
乙
れ
は
消
費
傾
向
か
ら
知
ら
れ
う
る
。
投
資
増
加
と
こ
れ
に

針
隠
す
る
所
得
増
加
と
の
比
率
を
投
資
乗
教
と
い
ふ
。
投
資
乗
数
が
就
業
乗
数
に
等
し
と
見
る
と
き
に
、
営
初
の
投
資
の
増
加
か
ら

就
業
の
増
加
を
推
知
し
得
る
同

以
上
の
主
張
を
次
の
如
く
に
、
云
ひ
か
ふ
る
と
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
利
子
歩
合
と
資
本
の
限
界
放
率
と
の
閥
係
か
ら
投
資
が

増
加
す
る
。
と
の
投
資
は
節
約
に
等
し
か
る
べ
き
で
あ
れ
少
、
と
の
節
約
が
州
て
来
る
だ
け
の
所
得
が
ど
れ
だ
け
で
る
る
か
は
、
消
費

傾
向
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
と
こ
る
で
、
此
議
論
の
組
立
に
於
て
最
も
注
目
す
ぺ
き
も
の
は
利
チ
歩
合
が
如
何
に
し
て
定
ま
る
か
に
あ

る
。
古
典
串
波
の
利
子
理
論
に
あ
っ
て
は
、
資
本
の
限
界
放
李
を
需
要
と
し
、
所
得
か
ら
の
節
約
を
供
給
と
し
、
此
需
給
の
均
衡
す

Keynes， op. cit.， p. 247-248. 8) 



る
と
と
ろ
に
、
利
子
歩
合
が
定
ま
る
。
然
る
に
ケ
イ

y
ズ
は
「
乙
れ
は
所
得
の
一
定
の
偲
定
の
下
に
正
し
い
け
れ
ど
も
.
投
資
と
共
に

所
得
の
蟹
化
ず
る
場
合
に
は
あ
て
は
ま
ら
や
'
一
と
す
る
。
経
済
の
ま
こ
と
の
姿
に
於
て
は
、
貨
幣
の
側
か
ら
、
詳
言
す
れ
ば
貨
幣
保
有

窓
・
と
貨
幣
数
量
の
側
か
ら
、
利
子
歩
合
が
定
ま
る
。
此
利
子
歩
合
に
従
っ
て
投
資
が
行
は
れ
ざ
る
を
得
守
、
而
し
て
投
資
が
あ
る
と
.

そ
れ
だ
け
の
節
約
が
あ
る
と
と
を
要
し
、

こ
の
節
約
が
、
消
費
傾
向
に
際
じ
て
行
は
る
ミ
だ
け
の
所
得
が
成
立
す
る
に
至
る
。

け
れ

E
も、

こ
れ
だ
け
の
絞
港
に
よ
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
の
此
結
に
闘
す
る
主
張
の
現
路
す
で
に
明
で
あ
る
、

と
は
云
は
れ
な
い
で

b

ら
う
。
利
子
は
貨
幣
数
量
に
ょ
う
て
定
ま
り
、
此
利
子
に
従
っ
て
投
資
数
量
が
定
ま
り
、
此
投
資
数
回
一
一
品
の
う
ち
か
ら
消
費
傾
向
に
憶

じ
亡
、
情
約
数
量
が
定
ま
る
。
此
締
約
が
如
何
に
し
C
投
資
と
相
等
し
き
を
得
る
か
。
今
悲
し
飾
的
が
投
資
限
及
ぼ
や
と
ナ
る

3

期
の
投
資
の
中
か
ら
消
費
せ
ら
る
L
部
分
だ
け
が
次
期
に
於
け
る
誰
か
の
所
得
と
な
る
、
共
中
か
ら
の
消
費
部
分
が
共
次
期
陀
誰
か

の
所
得
と
な
る
、
順
次
此
の
如
し
。
叉
各
期
の
投
資
に
つ
い
て
こ
れ
が
あ
て
は
ま
る
。
結
局
、
若
干
の
時
期
の
後
に
於
て
、
所
得
が

そ
れ
か
ら
の
節
約
傾
向
に
従
ふ
節
約
が
投
資
に
等
し
き
に
至
る
。
そ
こ
で
節
約
と
投
資
と
の
均
等
が
早
晩
寅
現
せ

ら
れ
る
と
い
び
得
る
理
由
が
あ
る
。
か
h
A

る
理
論
が
如
何
な
る
困
難
を
含
む
か
に
つ
い
て
は
、
別
に
漣
べ
た
か
ら
蕊
に
立
入
ら
ぬ
。

十
分
に
増
加
し
‘

た
E
ケ
イ
シ
ズ
は
か
〈
て
、
銀
行
の
貨
幣
供
給
か
ら
利
子
歩
合
、
そ
れ
か
ら
投
資
、
そ
れ
か
ら
投
資
の
幾
倍
か
の
所
得
、
そ
れ
か
ら

一
定
の
就
業
数
量
と
い
ふ
ふ
う
に
、
銀
行
の
態
度
か
ら
就
業
数
量
決
定
の
理
路
を
物
語
っ
て
ゐ
る
。

さ
う
す
る
と
、
銀
行
の
態
度
に
よ
っ
て
、
利
子
歩
合
が
定
ま
る
の
で
あ
る
が
、
此
利
子
歩
合
の
そ
れ
件
¥
の
高
さ
に
慮
中
る
園
民

所
得
が
あ
り
、
就
業
数
量
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
此
就
業
数
量
は
弁
働
の
供
給
数
量
が
ど
れ
だ
け
で
お
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
は
閥
係

-
泣
く
定
ま
る
。
邸
ち
、
所
謂
完
全
就
業
が
あ
る
ま
で
就
業
が
準
備
せ
ら
る
誌
と
と
、
云
は
ピ
労
働
が
需
要
せ
ら
る
h
と
い
ふ
と
と
は

央

業

と

努

録

第
四
十
五
巻

第
五
競

六
一
九

七

高田、ケイシズ白利子理論、経済叢論、四十五巻、三競 '5頁。 Keynes，op. 
cit.， p. 181. 

10) 高問、前掲、 3頁。

9) 



失

業

と

勢

銀

第
四
十
五
巻

六
二

O

第
五
続

^ 

友
い
@
利
子
歩
合
が
あ
る
一
両
さ
に
達
し
、
そ
れ
に
雁
や
る
就
業
数
量
が
丁
度
其
券
銀
に
於
け
る
務
働
杭
給
に
等
し
き
と
き
に
の
み
、

帥
ち
か
L

る
特
殊
の
揚
合
に
の
み
完
全
就
業
が
あ
る
わ
け
で
る
る
。
此
意
味
に
於
て
、
古
典
間
半
減
が
一
般
的
た
る
揚
合
と
し
て
取
扱

へ
る
完
全
就
業
を
特
殊
の
揚
合
と
な
し
、
更
に
出
向
き
範
固
に
亙
る
揚
合
の
就
業
、
勢
銀
、
所
得
等
の
理
論
で
あ
る
か
ら
ケ
イ
シ
ズ
自

ら
北
(
所
設
を
一
般
理
論
と
い
ふ
。
就
業
数
量
が
輿
へ
ら
る
L
と
、
勢
銀
は
そ
れ
だ
付
の
就
業
に
於
け
る
勢
働
の
限
界
生
産
力
陀
於
て

定
ま
る
。

か
o
h

る
事
情
の
下
に
あ
っ
て
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
ど
れ
だ
け
の
持
働
が
臆
は
る
L

か
と
い
ふ
ζ

と
が
、
弊
働
者

自
身
が
、
勢
銀
の
穀
用
ム
」
勢
働
の
苦
痛
と
を
比
較
し
て
、
定
め
る
め
で
は
友
い

U

そ
れ
は
る
ん
く
他
の
事
情
か
ら
定
ま
る
。
ぞ
れ
ゆ
ゑ

に
、
努
働
の
苦
痛
よ
り
も
弊
銀
の
数
用
を
高
ぐ
見
つ
も
る
弊
働
者
忙
し
て
、
就
業
の
範
閣
外
に
置
か
れ
た
る
も
の
が
ち
る
こ
と
h
宏

る
。
所
謂
非
有
意
的
失
業
は
と
れ
で
る
る
。
と
れ
ら
の
失
業
者
は
、
勢
働
の
需
要
が
増
加
す
る
と
管
質
界
銀
が
低
下
し
て
屯
た
ほ
就

業
す
る
。
こ
れ
だ
け
は
奥
へ
ら
れ
た
る
前
提
か
ら
一
腹
導
き
出
さ
る
L
結
論
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
ケ
イ
ン
ズ
に
は
、
貨
幣
持
銀
を
中

心
と
す
る
掛
引
の
考
察
が
あ
る
。

ケ
イ
V

ズ
は
前
週
の
第
二
仮
設
の
受
営
を
否
認
す
る
。
而
し
て
券
働
者
の
態
度
が
智
質
券
銀
を
中
心
と
す
る
よ
り
も
、
貨
僻
市
勢
銀

を
中
心
と
し
て
動
く
と
と
、
労
働
の
側
の
抵
抗
が
一
定
の
貨
幣
持
銀
に
針
す
る
要
求
で
あ
石
と
と
、
従
っ
て
物
債
騰
貴
に
よ
る
賓
質

券
銀
の
低
下
が
あ
っ
て
も
、
崎
労
働
需
要
と
共
に
供
給
が
か
へ
っ
て
増
加
し
得
る
と
と
を
遮
ペ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ケ
イ
ン
ズ
が
第

一
の
俄
設
を
否
定
せ
中
、
界
銀
が
持
働
の
限
界
生
産
力
に
よ
っ

τ定
ま
る
こ
と
を
認
む
る
た
ら
ば
、
而
し
て
利
子
歩
合
に
よ

οτ
そ

れ
に
封
躍
す
ぺ
き
就
業
数
量
が
定
ま
る
べ
き
で
あ
る
た
ら
ぽ
、
賞
質
券
銀
の
内
容
は
自
ら
一
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
は
や
で
あ
る
。
さ
う



す
る
と
、
突
の
と
と
が
問
題
と
友
る
。
同
貨
幣
持
銀
に
閥
ず
る
弁
働
の
側
の
要
求
に
よ
っ
て
掛
引
が
行
は
る
h
に
し
て
も
、
そ
れ
は

無
意
味
の
も
の
、
何
等
弁
銀
の
高
さ
を
動
か
す
も
の
で
は
な
い
は
守
と
思
は
れ
る
。
持
銀
契
約
が
寅
質
曲
目
銀
を
定
め
や
、
貨
幣
持
銀

を
定
め
る
に
し
て
も
、
此
契
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
る
L
も
の
が
、
王
し
〈
限
界
生
産
力
陀
等
し
と
い
ふ
乙
と
は
.
持
働
の
側
の
抵
抗
、

そ
れ
以
上
の
畑
町
銀
の
切
下
を
忽
ば
な
い
が
そ
と
ま
で
は
認
容
す
る
と
い
ふ
態
度
に
る
る
作
用
を
認
む
る
限
り
、
飴
り
な
る
偶
然
で
は

友
い
か
。
仰
而
も
ま
さ
に
限
界
生
産
力
に
営
る
邦
銀
を
、
貨
幣
崎
町
銀
の
形
に
於
て
そ
こ
ま
で
要
求
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
前
に
漣
ぺ

た
る
理
由
陀
よ
っ
て
、
完
全
就
業
が
あ
る
の
み
、
非
有
意
的
失
業
は
な
い
は
や
で
は
な
い
か
。
問
弁
働
者
の
要
求
又
は
抵
抗
と
い
ふ

持
働
の
不
効
用
の
大
さ
が
弁
銀
の
放
用
に
及
ば
や
、
非
有
意
的
失
業
が
現
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
な
れ
は
如
仰
に
し
て
可
能
で
砂

る
か
。
第
二
の
仮
設
の
受
賞
を
否
認
す
る
と
き
、
第
一
の
仮
設
の
み
の
安
官
を
認
む
る
こ
と
は
如
何
に
し
で
可
能
で
あ
る
か
。
邸
ち

一
党
ぴ
第
二
仮
設
を
る
て
は
ま
ら
ぬ
も
の
と
見
る
以
上
、
労
銀
が
限
界
生
産
力
に
よ
っ
て
定
ま
り
得
ざ
る
は
宇
で
は
な
い
か
。
限
界

外
崎
宵
働
印
ち
失
業
者
の
存
在
そ
の
こ
と
が
必
然
に
之
を
不
可
能
な
ら
し
む
る
こ
と
‘
前
建
の
如
く
で
あ
る
。
制
ケ
イ
ン
ズ
は
労
働
者

の
態
度
、
印
ち
努
働
の
側
の
要
求
が
貫
質
芥
銀
に
向
は
字
、
貨
幣
持
銀
に
向
ふ
と
い
ふ
が
、
そ
れ
は
如
何
な
る
理
由
、
如
何
な
る
事

情
に
基
〈
か
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
れ
に
針
し
て
何
等
の
説
明
を
も
加
へ
て
ゐ
な
い
、
従
っ
て
、
此
重
大
在
る
命
題
は
た
ピ
相
判
断
的
に
も

ち
乙
ま
れ
た
る
も
の
で
る
る
と
い
ふ
外
は
た
い
。
此
意
味
に
於
て
、
共
非
有
意
的
失
業
に
は
因
県
的
説
明
が
興
へ
ら
れ
て
ゐ
左
い
。

私
は
こ
れ
ら
の
論
結
の
う
ち
特
に
問
に
重
き
を
置
く
こ
と
、
前
遁
の
如
く
で
あ
る
。

ー‘・，、

ケ
イ
ン
ズ
の
-
般
理
論
は
つ
ね
に
古
典
事
一
次
の
理
論
別
ん
て
共
持
銀
理
論
の
批
評
を
中
心
と
し
て
展
開
せ
ら
れ
て
居
る
。
而
し
て

失

業

と

勢

銀

第
四
十
五
巻

占ノ、

第
五
説

え，



失

業

と

努

銀

第
五
就

O 

第
四
十
五
巻

六

此
古
典
事
抵
の
労
銀
理
論
の
代
表
的
・
な
る
も
の
と
し
て
選
ば
れ
た
る
も
の
は
ピ
グ
ウ
の
そ
れ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ケ
イ
ン
ズ
が
述
べ

た
る
如
〈
、
ピ
グ
ウ
は
前
述
の
二
の
仮
設
を
認
め
た
と
見
る
ぺ
脅
で
る
ら
う
か
。
ピ
グ
ウ
自
身
ケ
イ
ン
ズ
の
刷
所
絡
を
承
認
せ
歩
、
第

三
者
も
ま
た
之
を
認
め
た
い
勺
。
ケ
イ
ン
ズ
の
ピ
グ
ウ
の
券
銀
理
論
に
劃
す
る
批
評
は
多
岐
に
亙
勺
て
ゐ
る
け
れ
左
も
、
共
中
心
論
臨

だ
け
を
見
る
と
、
次
の
如
き
も
の
で
あ
ら
う
。

x
を
日
労
銀
財
(
少
し
く
精
確
を
快
く
が
消
費
財
と
い
ひ
か
へ
得
る
で
あ
ら
う
)
の
生

産
に
従
事
す
る
持
働
者
数
、

y
を
怯
(
他
の
産
業
に
従
事
す
る
持
働
者
数
と
す
る
。
就
業
の
総
量
は

M
S
T
H

で
あ
る
が
、

ー
と

y
と
の

間
に

4

巾
況
の
閥
係
(
た
と
へ
ば
ケ
イ
ン
ズ
に
於
け
る
抗
告
一
一
来
敢
に
つ
い
て
見
よ
)
が
あ
る
か
ら
、
結
晶

Z
A
可
は

z
の
閣
散
で
あ
る
。

申
引
に
努
銀
の
供
給
は
賢
一
質
券
銀
の
函
数
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
此
費
質
持
銀
は
持
働
Z

の
限
界
生
産
力
で
あ
る
か
ら
、
券
働
供
給

も
ま
た

x
の
他
の
函
数
で
あ
る
。
此
帥
狩
働
供
給
を

n
と
す
れ
ば
、

n
x
y
の
三
の
未
知
数
に
謝
し
て
二
の
函
教
に
よ
っ
て
示
さ
る
L

二
の
篠
件
が
あ
り
・

三
の
未
知
数
を
決
定
す
る
に
は
不
足
す
る
。
そ
の
困
難
か
ら
売
る
L
遣
は
持
働
の
供
給

n
は
こ
の
産
業
部
門
に

於
け
る
就
業
務
働

x
と

y
と
の
和
に
等
し
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
ロ
U
M
ー
ご
と
す
る
こ
と
で
色
る
。
と
と
ろ
が
此
僚
件
を
認
む

る
と
と
は
ま
さ
に
、
非
有
意
的
勢
働
の
存
在
せ
ざ
る
乙
と
を
意
味
す
る
。
印
ち
一
定
の
賓
質
持
銀
に
於
て
似
給
せ
ら
る
L
弊
働
は
す

ぺ
て
残
り
な
く
需
要
せ
ら
る
』
こ
左
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、
次
の
と
と
を
意
味
す
る
・
例
へ
ば
労
働
の
供
給
函
数
が
襲

化
し
て
、
同
一
の
賓
質
界
銀
に
於
け
る
持
働
の
似
給
が
増
加
す
る
と
せ
よ
、
此
際
非
消
費
財
産
業
の
一
生
産
物
の
需
要
が
弊
働
の
み
一
供

給
と
金
需
要
と
の
均
等
を
維
持
す
る
に
必
要
注
る
大
さ
行
け
此
産
業
の
就
業
が
増
加
す
る
や
う
に
動
く
。

い
は

r
完
全
就
業
が
保
障

せ
ら
る
a
A

や
う
に
、
利
子
歩
合
が
つ
ね
に
資
本
の
限
界
放
率
と
の
闘
係
に
於
て
誼
臆
す
る
と
と
が
意
味
せ
ら
れ
る
。
此
偲
定
な
〈
し

て
は
ピ
グ
ウ
の
主
張
は
成
立
し
得
十
、

又
就
業
量
の
決
定
を
説
明
し
得
た
い
は
や
で
あ
る
。
然
る
に
ピ
グ
ウ
は
此
利
子
歩
合
の
援
化

Pigou， op. cit.， p. 119; Hawtrey， op. cit.， p. ]:69-170. ロ)



に
顧
慮
を
梯
は
や
し
て
失
業
の
理
論
を
奥
へ
う
ぺ
し
と
す
る
。

私
は
ケ
イ
y
J
X

の
此
部
分
の
ピ
グ
ウ
批
判
に
は
、
議
論
の
還
が
に
四
時
解
し
が
た
き
も
の
が
あ
る
と
考
へ
る
。
而
し
て
其
理
路
が
呆

L
て
論
理
的
な

る
接
合
を
保
ち
つ

L
謹
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
に
つ
い
て
、
盟
干
ろ
疑
問
を
抱
〈
も
の
で
あ
る
。
た

γ
、
失
業
の
理
論
に
あ
っ
て
は
利
子
歩
合
の
費
動
に
最

も
重
黙
を
置
〈
べ
き
で
あ
る
D
に
、
ピ

r
ウ
が
こ
れ
を
鞄
施
し
て
ゐ
る
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
方
針
だ
け
は
、
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
ほ
私

は
今
、
ピ
グ
ウ
の
失
業
理
論
そ
の
も
の
を
紹
介
し
よ
う
と
も
、
又
其
A
h
捜
に
互
る
批
評
を
記
さ
う
・
と
も
思
は
ぬ
か
ら
、
た
ピ
銭
惑
を
議
論
の
骨
子
の

み
に
止
め
る
。

け
れ
H
P
」
も
ピ
グ
ウ
に
あ
っ
て
は
、
第
二
の
限
設
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
友
い
、
い
は
ピ
不
妓
用
の
偲
設
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
い
。

而
し
て
、
持
働
供
給
が
あ
る
範
悶
に
於
て
は
智
質
邦
銀
の
遁
降
雨
教
で
さ
へ
も
あ
る
が

(
此
貼
に
つ
い
て
は
、

プ
リ
ツ
シ

L

の
研
究

を
考
へ
合
す
べ
き
で
あ
ら
う
)
.
其
費
動
は
重
要
で
な
い
か
ら
、
弊
銀
弊
働
者
室
冨

E
f
Z
Z問
中

Ego-∞
の
勢
、
町
+h，J

柑
針
働
数
量
は
興

へ
ら
れ
た
る
も
の
と
い
ふ
慢
定
に
立
っ
て
論
を
進
め
て
ゐ
る
。
私
は
ケ
イ
ン
ズ
の
ピ
グ
ウ
批
評
が
そ
の
ま
L
あ
て
は
ま
る
と
は
考
へ

た
い
が
、

ケ
イ
ン
ズ
に
認
め
ら
る
L
と
同
一

の
根
本
的
た
る
偶
像
が
ピ
グ
ウ
の
場
合
に
も
作
用
し
て
ゐ
る
と
忠
ふ
。
そ
れ
は
失
業
者

無
力
の
偶
像
で
あ
る
。

第
二
偲
設
が
認
め
ら
れ
・
?
と
せ
よ
。
然
ら
ば
、
第
一
仮
設
も
ま
た
成
立
し
な
い
a

と
れ
が
私
の
主
張
で
あ
る
。
同
葬
銀
が
持
働
の

不
殺
用
と
一
致
し
友
い
と
き
に
、
例
而
し
て
不
断
に
失
業
の
存
立
す
る
現
在
の
経
済
組
織
に
於
て
、

い
づ
こ
に
弊
銀
と
限
界
生
産
力

と
を
相
等
し
か
ら
し
む
る
保
設
が
あ
る
か
。

ピ
グ
ウ
の
失
業
の
研
究
は
、
屡
K

さ
う
い
は
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
持
働
需
要
の
精
綴
た

る
分
析
で
は
あ
る
が
、
川
労
働
の
供
給
に
つ
い
て
は
、
た

r
之
を
殆
ど
一
定
数
量
と
見
る
俄
定
の
上
に
立
っ
て
ゐ
る
。
勢
働
の
供
給
に

封
ず
る
詳
細
の
分
析
が
加
へ
ら
れ
た
る
場
合
に
る
っ
て
ト
、
そ
れ
は
一

h

の
産
業
に
於
け
る
日
労
働
供
給
、

こ
と
に
共
用
押
力
性
の
分
析

失

業

と

労

銀

第
五
披

第
四
十
五
巻

A 

ピグウ歎授の失業理論、社曾政策時報、昭和Keynes， p. 174・
十年一月強。
Pigou， Economic of Welface，. 3rd ed~ 19::乙9~ p. 630 et seq， p. 954 et seq. 
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失

業

と

勢

銀

第
四
十
五
巻

六
二
四

第
五
観

= 

で
あ
っ
て
、
金
持
働
の
そ
れ
で
は
な
い
。
け
れ

E
も
持
働
の
供
給
が
他
の
用
途
(
他
の
産
業
に
於
け
る
需
要
)

に
よ
っ
て
定
ま
る
と

見
る
限
り
、
持
働
の
供
給
は
持
働
の
需
要
の
反
映
で
あ
り
、
僻
労
働
供
給
曲
紘
は
裏
返
し
に
さ
れ
た
る
労
働
需
要
曲
線
な
り
と
い
は
か

ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
此
の
如
き
弊
働
無
力
の
立
揚
に
立
っ
か
ぎ
り
、
而
も
、
勢
働
は
す
べ
て
買
は
る
h

乙
と
を
求
む

る
と
い
ふ
事
費
を
承
認
す
る
限
り
・
同
町
銀
が
雇
傭
即
ち
就
業
の
範
園
内
に
於
け
る
限
界
生
産
力
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
い
ふ
論
理
は
な

い
は
や
で
あ
る
。
た
ピ
失
業
者
無
力
の
偶
像
に
執
清
す
る
か
ぎ
り
、

さ
う
い
ふ
非
製
間
的
た
る
結
論
に
到
建
す
る
。

ケ
イ
ン
ズ
は
筋
二
慨
設
在
認
め
や
、
井
布
怠
的
失
業
在
中
品
む
る
と
共
に
、
論
川
惜
の
必
然
枇
る
闘
結
と
し
て
、
岬
伸
一
服
設
を
部
川
端
噌

ざ
る
を
得
な
い
は
や
で

b
る
。
従
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
は
貫
質
的
に
み
て
、
何
の
曲
目
銀
理
論
を
も
有
し
な
い
と
と
ミ
左
る
。
ピ
グ
ウ
は
第

二
仮
設
を
認
め
な
い
と
L

も
に
、
持
働
数
量

ω
一
定
と
い
ふ
偲
定
を
も
っ
て
の
ぞ
ん
で
ゐ
る
。
第
二
仮
設
を
認
め
や
、
失
業
の
存
在

を
認
む
る
と
い
ふ
と
と
は
、
邸
ち
非
布
意
的
失
業
の
存
在
を
承
認
す
る
こ
と
h
な
ら
友
い
で
あ
ら
う
か
。
さ
う
で
た
い
に
し
て
も
・

失
業
の
存
在
は
た
ピ
持
銀
の
同
定
性
又
は
安
定
性
に
よ
っ
て
の
み
説
明
せ
ら
れ
る
。
然
ら
ぽ
此
安
定
性
と
は
何
ぞ
や
、
と
れ
を
説
明

せ
守
し
て
失
業
の
理
論
は
司
泣
い
。
此
意
味
に
於
て
ピ
グ
ウ
は
何
等
寅
質
的
な
る
失
業
の
理
論
を
有
し
な
い
乙
と
に
友
る
。

(
昭
和
十
二
年
十
月
十
五
日
午
前
)


