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マ
ル
サ
ス
に
お
け
る
『人
口
論
』
と
『経
済
学
原
理
』

林

時

三

郎

■

マ
ル

サ
ス
の
最
初
の
著
作
は

一
七
九
六
年
の

『
危
機
』
(
T
h
e
C
risis)

と
さ
れ
て
い
る
が
､
し
か
し
こ
の
著
作
は
か
れ
の
父
に
よ
っ
て

｢
見
事
な
出
来
栄
え
だ
｣
と
賛
辞
を
呈
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
､
お
そ
ら
く
は
習
作
の
域
を
脱
し
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
-
｡
し
か
も
そ

の
出
版
の
機
会
を
見
出
し
え
ず
､
若
干
の
技
華
が
か
れ
の
伝
記
作
者
オ
ッ
グ
ー
お
よ
び
エ
ン
プ
ソ
ン
に
よ
っ
て
書
き
記
さ
れ
て
い
る
の
み

で
あ
る
｡
た
だ
こ
の
著
は
マ
ル
サ
ス
が
人
口
法
則
に
つ
い
て
考
え
は
じ
め
た
も

っ
と
も
早
い
さ
ざ
し
で
あ
る
と
さ
れ
､
こ
の
点
に
お
い
て

一
七
九
八
年
の
初
版

『
人
口
論
』
の
先
駆
的
意
義
を
も

っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
｡

そ
の
后

マ
ル
サ
ス
は
'
『
人
口
論
』
の
系
譜
に
属
す
る
著
作
と
し
て
'

l
八
〇
三
年
第
二
版
､

l
八

〇
六
年
第
三
版
､

l
八

〇
七
年
第
四

版
､

l
八

l
七
年
第
五
版
､
そ
し
て

一
八
二
六
年
第
六
版
を
世
に
送
り
だ
し
'
さ
ら
に

l
八
二
四
年
に
は
マ
ク
ゲ

イ
･
ネ
ピ
ア
(
M

acv
ey

N
ap
ie
r)
の

『
大
貫
HI[科
辞
典
補
遺
』

(S
u
p
ptem
ent
to
E
n
cy
cto
p
ae
d
ia
B
ritannica)
に

『
人
口
論
綱
要
』

(A

S
u
m
m
ary

V
iew

o
f
P

rin
cip
一e
o
f
P
o
p
u
】atio
n
)
を

寄

稿
し
た
が
､
こ
れ
は

一
八
三
〇
年
に
些
少
の
変
更
を
加
え
て
-
プ
-
ン
ト
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は

(1
)

『
人
口
論
』
第
六
版
の
公
刊
よ
り
も
実
際
に
お
い
て
お
そ
く
'

マ
ル
サ
ス
生
前
に
お
け
る
最
后
の
人
口
理
論
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
｡

(1
)

拙
訳

『人
口
論
綱
要
』
(昭
和
三
十
四
年
未
来
社
刊
)
参
照
｡
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他
方
､
マ
ル
サ
ス
は
､
以
上
の
人
口
理
論
の
補
論
な
い
し
拡
充
と
見
な
す
べ
き
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
別
個
の
系
譜
に
属
せ
し
む
べ
き
数

多
く
の
著
作
を
発
表
し
て
い
る
｡
こ
れ
を
経
済
理
論
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
-
｡す
な
わ
ち
二

八
〇
〇
年
の
『
現
時

に
お
け
る
食
糧
の
高
価
格
の
原
因
に
か
ん
す
る
研
究
』
(A
n

lnvestigation
of
th
e
C
ause
o
f
th
e

Present
Price
of

P

p

ovisions)-
i

八
〇
七
年
の
『
S
･
ホ
イ
ッ
･L
プ
レ
ッ
十
宛
書
簡
』

(L
etter
to
S
am
m
uet
W
hitb
read
on
･･････the
P

o

or
L
aw
)
､

一
八

一
四
年
に
は

『
穀
物
関
税
法

の
効
果
の
諸
考
察
』
(O
bservatio
ns
on
the
E
ffect
o
f
the
C
orn
L
aw
s.)
､

一
八

一
五
年
に
は

『
地
代
の
性
質
と
発

展
と
の
研
究
』
(Inquiry
into
the
n
ature
and
P
ro
grss
o
f
R
ent.)
を
発
表
し
､
最
后
に
そ
れ
ら
の
延
長
､
ま
た
は
総
括
と
い
-
べ
き

『
経
済
学
原
理
』
(P
rin
cip
tes
.f
P

.
titica
tEc.n
.n
y
)
を
公
刊
し
て
い
る
?

さ
ら
に

一
八
二
三
年
に
は
『
価
値
の
尺
度
』
(M

easure
of

(1
)

V
a
)
ue)､
一
八
二
七
年
に
は

『
経
済
学
の
諸
定
義
』
(D
efin
itio
nsin
P
o

titicalE
cnom
y)
を
だ
し
て
い
る
O

(
1

)

マ
ル
サ
ス
の
論
稿
が
以
上
で
つ
き
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
｡
か
れ
の
著
作
目
録
に
つ
い
て
は
'

た
と
え
ば
つ
ぎ
を
参
照
｡
H
.
W

d
r
gl

e
r
;

M
al
th
u
s
a
ts
K
r
itiker
der
K
h
ss
ik,)
9
5
7
,
P
tX
-X

.

と
こ
ろ
で
マ
ル
サ
ス
は
､

『
人
口
論
』
に
ょ
っ
て
ま
っ
た
く
埋
も
れ
た
人
か
ら
突
如
名
声
の
人
と
な
っ
た
が
､
か
れ
の
生
涯
の
最
后
の

時
期
に
い
た
る
ま
で
こ
の
人
口
論
を
増
補
な
い
し
修
正
し
て
倦
む
と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
十
九
世
紀
初
頭
か
ら
ほ
ぼ

一
〇
年

頃
ま
で
は
､

一
八
〇
七
年
の
『
ホ
氏
宛
書
簡
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
-
に
､
こ
の
人
口
理
論
の
実
際
的
適
用
の
問
題
に
主
と
し
て
関
心

を
も

っ
て
い
た
よ
-
に
推
定
さ
れ
る
が
､
や
が
て

一
八

二

年
六
月
に
は
終
生
の
論
敵
り
カ
ア
ド
ゥ
と
の
歴
史
的
交
遊
を
は
じ

め

て

い

る
｡
こ
の
二
人
は
最
初
の
会
見
の
瞬
間
か
ら
経
済
学
の
あ
ら
ゆ
る
基
本
的
問
題
に
つ
い
て
見
解
を
異
に
し
て
い
た
｡
し
か
し
二
人
の
経
済

学

へ
の
理
論
的
洞
察
は
そ
の
友
誼
的
な
論
争
の
過
程
を
つ
-
じ
て
次
第
に
深
化
し
て
い
っ
た
｡
そ
し
て

一
八

一
五
年
の

『
地
代
論
』
の
出

版
の
頃
に
な
る
と
､

マ
ル

サ
ス
は
､
経
済
学
に
か
ん
す
る

一
般
的
著
作
を
ま
と
め
た
い
と
い
-
念
蕨
を
も
つ
よ
-
に
な
っ
た
が
､
そ
の
発

表
の
形
式
に
つ
い
て
は
､

『
地
代
論
』
の
新
版
の
形
を
も

っ
て
す
べ
き
か
､
ま
た
は

『
人
口
論
』
の
付
録
の
形
で
す
べ
き
で
あ
る
か
に
つ

1
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(1
)

い
て
は
､
ま
だ
は
っ
き
り
し
た
結
論
に
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
｡
そ
れ
を
独
立
の
論
文
を
も

っ
て
す
べ
き
で
あ
る
と
い
-
考
え
に
ま
と
ま

っ
た
の
は
､
-
カ
ア
ド
ゥ
の
『
経
済
学
お
よ
び
課
税
の
原
理
』
(P
rin
cip
les
of
P

o
titicat
E
co
n
o
m
y

and
T
ax
attio
n
)

の
出
版

(
l
八

一
七
年
)
以
後
の
こ
と
に
属
す
る
｡
こ
れ
が
結
実
し
て

一
八
二
〇
年
の

『
経
済
学
原
理
』
と
な
る
が
､
こ
れ
は
は
じ
め
か
ら
-
カ
7
ド
ゥ

の

『
原
理
』
に
お
け
る
マ
ル
サ
ス
批
判

へ
の
解
答
と
し
て
の
意
味
を
多
分
に
も

っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い

｡
と
こ
ろ
が
､

マ
ル
サ
ス
の

『
原
理
』
を
見
た
り
カ
ア
ド
ゥ
は
､
ま
も
な
く

『
マ
ル
サ
ス
評
注
』

(N
o
te
o
n
M
alth
u
s)
を
書
く
｡
こ
の

『
評
注
』
を
め

ぐ
る
-
カ
ア
ド
ゥ
と
マ
ル
サ
ス
と
の
議
論
は
､
主
と
し
て
会
話
の
形
で
お
こ
な
わ
れ
た
け
れ
ど
も
､
そ
の
あ
い
だ
に
マ
ル
サ
ス
は
か
れ
の

『
原
理
』

の
新
版
の
出
版
計
画
を
す
す
め
て
い
っ
た
o
L
か
し
こ
の
プ
ラ
ン
は

『
原
理
』
の
新
版
の
形
で
な
し
に
､
結
局
は
前
述
の

『
価

値
の
尺
度
』
と
し
て
具
体
化
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

(
1
)
T
h
e
W
orks
and
C
orresp
on
den
ce
o
f
D
av
id
R
icardo
,
by
P
.
S
raffa
,
)9
5).
vo1.ll.in
trod
uction
,
P
,
v
ii.
以
下
T
he
w
orksと
略
称
｡

右
の
よ
-
に
､

マ
ル
サ
ス
の
学
問
的
体
系
は
､
人
口
原
理
を
出
発
点
な
い
し
基
底
と
し
て
も
ち
つ
つ
次
第
に
発
展
し
て
ゆ
き
､

一
連
の

経
済
学
上
の
述
作
を
生
み
だ
し
て
い
っ
た
｡

一
方
に
お
け
る

『
人
口
論
』
の
改
訂
と
増
補
､
お
よ
び

『
人
口
論
綱
要
』

の
公
刊
､
他
方
に

お
け
る

一
連
の
経
済
学
上
の
論
稿
が
こ
れ
で
あ
る
｡
か
れ
の
学
問
的
体
系
は

｢
人
口
論
の
マ
ル
サ
ス
｣
と

｢
経
済
学
上
の
マ
ル
サ
ス
｣
の

二
頭
立
て
で
す
す
ん
で
ゆ
く
｡
そ
-
す
る
と
､

マ
ル
サ
ス
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
体
系
は
､

一
人
の
御
者
に
ょ
っ
て
操
縦
さ
れ
る
､
な
ん

ら
矛
盾
の
な
い
ま
と
ま
り
の
あ
る
総
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
-
か
と
い
-
疑
問
が
生
じ
て
く

る

で

あ
ろ
-
｡
と
く
に

人
口
理
論
は
か
れ
の
社
会
哲
学
の
出
発
点
と
な

っ
た
だ
け
に
､
か
れ
の
生
涯
の
比
較
的
早
い
時
期
に
そ
の
体
系
が
構
築
さ
れ
た
｡
こ
れ
に

反
し
て
､
か
れ
の
経
済
学
上
の
理
論
は
か
れ
の
生
涯
の
中
期
お
よ
び
后
期
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
顧
み
る
な
ら
ば
､
当
然
の
疑
問
と

い
い
-
る
で
あ
ろ
-
｡
こ
の
時
期
に
お
い
て
イ
ギ
-
ス
資
本
主
義
は
､
ナ
ポ
ソ
オ
ン
戦
争
以
来
､
さ
ま
ざ
ま
の
困
難
な
経
済
問
題
に
直
面

す
る
O
国
際
的
に
は
大
陸
封
鎖
な
ど
に
よ
る
穀
物
輸
入
の
困
難
､
国
内
的
に
は
不
作
や
産
業
革
命
の
進
展
に
と
も
な
-
人
口
増
加
と
穀
物
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需
要
の
増
大
､
穀
物
価
格
の
大
巾
の
騰
落
､
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
-
し
た
時
期
を
懐
妊
期
間
と
し
て
も
つ
か
れ
の
経
済
理
論
は
､
当

然
人
口
理
論
と
異
な
る
も
の
を
も
つ
に
ち
が
い
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
本
稿
に
お
い
て
は
､
か
れ
の
経
済
理
論
と
人
口
理
論
と
の
あ
ら

ゆ
る
面
に
お
け
る
比
較
検
討
を
試
み
よ
-
と
い
-
の
で
は
な
く
し
て
､
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
-
｡
マ
ル
サ
ス
に
よ
っ
て
提
起
さ

れ
た
理
論
的
諸
問
題
の
-
ち
､
経
済
学
史
上
も
つ
と
も
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
､
あ
る
い
は
も

っ
と
も
現
代
的
意
義
を
有
す
る
と
思
わ
れ

る
問
題
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
ろ
-
｡
シ
ュ
ム
ベ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
､

マ
ル
サ
ス
が
人
口
理
論
以
外
の
点
で
名
声
を

博
す
べ
き
資
格
は
三
つ
あ
る
｡
す
な
わ
ち
第

一
は
貨
幣
分
析
に
た
い
す
る
貢
献
､
第
二
は
貯
蓄
と
投
資
と
の
理
論
､
第
三
に
は
そ
､ヘ
ス

『

(1
)

国
富
論
』
の
理
論
を
反
-
カ
ア
ド
ゥ
的
な
方
向

へ
の
改
鋳
､
が
こ
れ
で
あ
る
｡
こ
の
三
点
の
-
ち
人
口
理
論
と
の
関
連
に
お
い
て
比
較
検

討
す
べ
き
意
義
と
価
値
と
を
有
す
る
も
の
は
第
二
の
問
題
で
あ
ろ
-
｡
こ
の
第
二
の
貯
蓄
と
投
資
の
問
題
は
す
な
わ
ち

一
般
的
過
剰
生
産

の
理
論
と
も
密
接
な
関
連
を
も
ち
､
し
た
が
っ
て
ま
た
､
論
理
上
当
然
に
､

｢
有
効
需
要
｣
(effectiv
e
d
e
m
and)
の
概
念
が
そ
の
焦
点

に
浮
か
び
上
っ
て
く
る
で
あ
ろ
-
｡
こ
の
点
が
ま
た
シ
ュ
ム
ベ
ー
タ
ー
の
い
わ
ゆ
る
第
三
の
路
線

へ
と
接
続
し
て
ゆ
く
O
そ
こ
で
本
稿
に

お
い
て
は
'
こ
の
有
効
需
要
の
概
念
を
手
が
か
り
と
し
て
'
右
の
マ
ル
サ
ス
に
お
け
る

『
人
口
論
』
と

『
経
済
学
原
理
』
と
の
内
面
的
な

論
理
的
関
連
の
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
は
､
マ
ル
サ
ス
に
お
け
る
い
わ
ば
二
つ
の
体
系
の
矛
盾
と
調
和
の
問
題
を

お
お
ま
か
に
指
摘
す
る
と
い
-
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
､

マ
ル
サ
ス
に
お
け
る
有
効
需
要
の
概
念
を
貯
蓄
と
投
資
に
関
連
せ
し
め
つ
つ

(2
)

分
析
す
る
と
い
-
現
代
的
視
点
か
ら
の
考
察
が
不
十
分
で
あ
る
｡
こ
れ
は
他
日
に
期
し
た
い
と
思
-
0

(
1

)

J･
A
･
S
chump
e
te
r
;

H
istory
of
E

conom
ic
A
nalys
is,)954,
P
,482
1

東
畑
訳
･
111分
冊
二

'
0
1
五
頁
｡

(
2
)
た
と
え
ば
'
こ
の
点
に
い
て
の
最
近
の
論
点
指
摘
で
は
t
S
.
Ilo)lm
der;M
al

thus
and.
K

eym
es:A
N
oteVT
h
e
E

con
on
ic
Jou
m
al
,)962

6.P
P
.

355-
59.参
照
｡
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ニ

わ
れ
わ
れ
が
右
の
問
題
提
起
を
念
頭
に
入
れ
つ
つ
マ
ル
サ
ス
経
済
学
体
系
を
吟
味
す
る
と
き
､
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
'

マ
ル
サ
ス
に

お
け
る
有
効
需
要
の
概
念
の
始
期
の
点
で
あ
る
｡
既
述
の
よ
-
に
､
か
れ
の

『
経
済
学
原
理
』
は

一
八
二
〇
年
に
公
刊
さ
れ
た
が
､
こ
の

な
か
で
有
効
需
要
の
問
題
が
本
格
的
に
坂
り
あ
げ
ら
れ
､
し
か
も
か
れ
の
体
系
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ

ろ
で
あ
る
｡
し
か
し
か
れ
の
初
期
の

『
人
口
論
』
に
か
ん
す
る
著
作
に
お
い
て
は
､
こ
の
概
念
は
経
済
学
上
の
意
味
を
有
す
る
も
の
と
し

て
あ
ら
わ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡
も

っ
と
も
､
救
貧
法
の
問
題
と
関
連
し
て
､
こ
の
法
が
食
料
を
増
加
せ
ず
に
貧
民
の
購
買
力
の
み

を
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
食
料
品
の
価
格
を
法
外
に
騰
貴
さ
せ
る
と
い
-
主
張
は
､
す
で
に
『
人
口
論
』
初
版
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
に

し
て
も
､
人
口
と
食
料
と
の
直
接
的
な
対
置
と
い
-
か
れ
特
有
の
方
法
が
労
働
者
階
級
の
所
得
と
食
料
と
の
対
置
に
お
き
か
え
ら
れ
る
普

で
に
は
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
｡
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
目
を
転
じ
て
か
れ
の
も

っ
と
も
初
期
の
経
済
学
上
の
述
作
､
す
な
わ
ち

一
八

〇
〇

年
の

『
現
時
に
お
け
る
食
糧
の
高
価
格
の
原
因
に
か
ん
す
る
研
究
』
を
顧
み
る
な
ら
ば
､
そ
こ
に
は
后
年
マ
ル
サ
ス
が
実
際
の
経
済
問
題

を
坂
扱
-
に
あ
た
っ
て
用
い
た
有
効
需
要
に
よ
る

一
定
の
接
近
方
法
が
新
芽
的
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
小
冊
子
の
な
か
の
有
効

(1
)

需
要
的
な
概
念
は
､
ケ
ー

ン
ズ
に
よ
れ
ば
､

｢
へ
ス
テ

ィ
ン
グ
ズ
か
ら
町

へ
烏
で
ゆ
く
途
中
き
わ
め
て
強
烈
に
あ
た
ま
に
浮
ん
だ
着
想
｣

で
あ

っ
た
が
､
こ
こ
で
マ
ル
サ
ス
は
､
イ
ギ
-
ス
に
お
け
る
食
料
価
格
の
高
騰
の
原
因
は
､
収
穫
不
足
に
よ
る
以
外
に
､
梶
本
的
に
は
救

貧
法
に
よ
る
人
為
的
な
貧
民
の
購
買
力
の
増
大
に
よ
る
も
の
で
あ
り
､
こ
れ
こ
そ

｢
こ
の
国
で
の
食
糧
価
格
の
騰
貴
と
､
そ
の
不
足
の
程

度
に
よ
っ
て
正
当
と
考
え
ら
れ
る
以
上
に
は
る
か
に
大
き
な
､
ま
た
こ
-
い
-
原
因
の
は
た
ら
か
な
い
ど
こ
か
他
の
国
に
見
ら
れ
る
よ
り

(2
)

も
は
る
か
に
大
き
な
も
の
に
し
た
､
唯

一
の
原
因
で
あ
る
｣

と
､
述
べ
て
い
る
｡
右
の
他
､
こ
の
小
冊
子
に
は
､
言
葉
も
着
想
も
簡
単
で

(3
)

あ
る
に
し
て
も
体
系
的
な
経
済
学
的
思
考
の
は
じ
ま
り
が
あ
る
と
ケ
ー

ン
ズ
に
よ
っ
て
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
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(
1
)
J･
M
･
K
eyn
es"
E
s
says
in
B
iog
rap
hy,)950,
PP
.
103-
4･熊
谷
･
大
野
訳
･
九
三
貢
｡

(
2
)
ib
id,,P
,)05
･
前
掲
訳
･
九
四
-
五
日

｡

右
の
よ
-
に
､

マ
ル
サ
ス
の
初
期
の
論
稿
に
は
有
効
需
要
的
な
概
念
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
､
そ
れ
は
吉
葉
も
着
想
も
き
わ

め
て
簡
単
で
あ
っ
て
､
未
だ
か
れ
の
経
済
学
体
系
の
重
要
な

一
構
成
要
素
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
の
后

マ
ル

サ
ス
は

『
人
口
論
』
初
版
の
改
訂
と
増
補
と
に
か
れ
の
関
心
と
精
力
と
を
傾
け
て

一
〇
年
代
に
い
た
る
が
､
こ
の
間
に

一
八

〇
七
年
に
は

『
ホ
氏
宛
書
簡
』
を
発
表
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
同
年
S
･
ホ
イ

ッ
t
ブ
レ
ッ
ド
氏
が
現
存
の
救
貧
法
を
改
革
し
よ
-
と
提
案
し
た
の
に
対

し
て
か
れ
の
見
解
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
ホ
氏
は
人
棟
の
悪
徳
と
貧
困
と
を
減
少
し
､
イ
ギ
-
ス
の
人
民
の
幸
福
と
徳

と
を

増

大

す
る
目
的
を
も

っ
て
､
私
学
組
織
､
労
働
者
階
級
の
た
の
め
貯
蓄
銀
行
の
設
立
､
居
住
法
の
緩
和
､
地
方
税
の
平
等
化
､
な
ど
を
主
張
し

(1
)

た

｡

こ
の
提
案
に
対
し
て
マ
ル
サ
ス
は
救
貧
対
策
に
つ
い
て
の
か
れ
の
見
解
を
明
確
に
表
明
し
た
が
､
こ
の
マ
ル
サ
ス
の
態
度
は
当
時
の

か
れ
の
支
持
者
を
背
景
に
し
た
表
明
で
あ
っ
て
､
救
貧
法
改
革
の
過
程
に
強
力
に
影
響
を
与
え
た
し
､
ま
た
そ
の
后

一
世
紀
以
上
に
も
わ

た
る
社
会
福
祉
に
対
す
る
イ
ギ
-
ス
の
張
本
的
態
度
を
彩
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

(
1

)

D
,
V
,
G
lass
;In
trod

u

ction
to
M
alth
usu
1953
.
P

P
,V
iiI
V

iii.

マ
ル

サ
ス
の
経
済
学
体
系
構
築

へ
の
歩
み
は
こ
-
し
て
前
進
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
､
し
か
し
マ
ル
サ
ス
の
経
済
学
の
発
達
史
上
重
要

な
時
期
と
目
す
べ
き
は

一
八

一
〇
年
代
､
と
く
に

一
八

二

年
六
月
に
お
け
る
論
敵
-
カ
ア
ド
ウ
ど
の
交
遊
開
始
以
后
の
こ
と
に
属
す
る

で
あ
ろ
-
｡
そ
し
て

一
八

二
二
年
四
月
ま
で
の
両
者
の
往

復

書

簡
に
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
､
-
カ
ア
ド
ゥ
も

マ
ル
サ
ス
も
､
通
貨

の
供
給
､
価
格
水
準
､
為
替
率
お
よ
び
金
移
動
な
ど
の
問
題
に
関
心
を
示
し
て
お
り
､
経
済
学
上
重
要
な
利
潤
の
変
化
の
問
題
に
は
末
だ

ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
｡
し
か
し
-
カ
ア
ド
ゥ
の
利
潤
論
の
要
素
は
､

一
八

二
二
年
八
月
十
日
お
よ
び
十
七
日
附

マ
ル
サ
ス
宛
書
簡
の
な

か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
､
ス
ラ
7

7
の
指
摘
す
る
よ
-
に
､
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
､
す
な
わ
ち

一
八

一
四
年
四
月
ま
で
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(1
)

は
､
-
カ
7
ド
ゥ
も

マ
ル
サ
ス
も
穀
物
輸
入
制
限
の
利
潤
に
お
よ
､は
す
影
響
の
問
題
に
は
明
ら
か
に
興
味
を
も

っ
て
い
な
か
っ
た
｡
た
.lil

還
暦
な
点
は
､

一
八

二

一年
三
月
以
降

一
八

一
四
年
六
月
に
い
た
る
マ
ル
サ
ス
の
-
カ
7
ド
ゥ
宛
書
簡
が
欠
落
し
て
お
り
､
こ
の
時
期
に

つ
い
て
は
-
カ
7
ド
ゥ
の
マ
ル
サ
ス
宛
返
書
を
基
に
し
て
マ
ル
サ
ス
の
見
解
と
関
心
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
推
測
す
る
以
外
に
方
法
は
な

い

｡
一
八

二

一
-
一
三
年
の
時
期
に
は
マ
ル
サ
ス
は
経
済
学
に
か
ん
す
る
思
索
に
お
い
て
余
り
変
化
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
､
こ
の

時
期
に
は
お
そ
ら
く
は
結
局
日
の
目
を
見
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た

『
国
富
論
』
新
版
の
出
版
計
画
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
.

(
2
)

る

｡(
1
)
拙
稿

『
-
カ
ア
ド
ウ
利
潤
論
の
形
成
と
マ
ル
サ
ス
』
(弘
前
大
学

『人
文
社
会
』
･
第
十
七
号
)
･
六
八
頁
以
降
参
照
｡

(
2
)

The
W
ork
sVvot,6.

P

.

)

59
,

ま
た
-
カ
7
ド
ゥ
は
､
対
ナ
ポ

レ
オ
ン
戦
争
中
の
利
潤
騰
貴
の
諸
原
因
に
ふ
れ
た

一
八

一
三
年
八
月
十
七
日
附
書
簡
に
引
き
つ
づ
い
て

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
お
よ
び

ハ
ン
ブ
ル
グ
為
替
を
報
じ
た

一
八

一
三
年
十
二
月
三
〇
日
お
よ
び

一
八

一
四
年

一
月

一
日
附
二
書
簡
を
マ
ル
サ

ス
宛
に
送

っ
て
い
る
｡
こ
の
最
后
の
書
簡
は

一
八

一
四
年
六
月
二
十
六
日
附
書
簡
に
つ
づ
く
が
､
こ
れ
は
明
ら
か
に
穀
物
輸
入
の
制
限
､

利
潤
お
よ
び
利
子
率
の
変
化
の
相
関
関
係
に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
以
上
の
-
カ
ア
ド
ゥ
の
書
簡
か
ら
み
て
も
､
す
で
に

一
八

二
二
年

の
六
月
頃
に
は
､
リ
カ
7
ド
ゥ
も

マ
ル
サ
ス
も
と
も
に
利
潤
の
問
題
を
論
争
の
題
材
と
し
て
お
り
､
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
-
に
､

一

八

一
四
年
以
降
の
穀
物
法
の
問
題
を
契
機
と
し
て
利
潤
問
題
を
論
ず
る
よ
-
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
｡
そ
-
で
は
な
く
し
て
､
む
し
ろ
利

潤
率
の
変
化
と
い
-
問
題
は
-
カ
7
ド
ゥ
の
対
マ
ル
サ
ス
論
争
の
最
初
の
主
題
を
提
供
し
た
と
こ
ろ
の
通
貨
間
題
と
関
係
を
も

っ
て
い
た

の
で
あ
り
､
つ
ま
り

一
八

一
三
年
四
月
ま
で
は
主
と
し
て
通
貨
の
供
給
､
価
格
水
準
､
外
国
為
替
の
問
題
を
中
心
と
し
て
論
じ
て
い
た
の

で
あ
る
O
そ
し
て

一
入

l
四
年
四
月
以
降
に
な
る
と
穀
物
輸
入
の
問
題
が
二
人
の
関
心
を
引
く
よ
-
に
な
る
｡

l
八

l
四
年
六
月
二
十
六

日
附
書
簡
に
な
る
と
､
議
論
の
対
象
は
穀
物
輸
入
に
対
す
る
諸
種
の
制
限
の
利
潤
に
お
よ
は
す
影
響
に
ふ
れ
る
よ
-
に
な
り
､
こ
の
間
額
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は
通
貨
や
外
国
為
替
の
問
題
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
｢
わ
れ
わ
れ
の
現
下
の
問
題
｣
と
呼
ば
れ
る
よ
-
に
な
る
｡
そ
し
て
-
カ
ア
ド
ゥ
は

一
八

一
四
年
三
月
八
日
附

マ
ル
サ
ス
宛
書
簡
で
は
じ
め
て
収
穫
逓
減
の
法
則
に
基
づ
い
て
利
潤
率
低
下
の
傾
向
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

そ
-
す
る
と
'
-
カ
ア
ド
ゥ
が
利
潤
変
動
の
問
題
に
関
心
を
寄
せ
､
こ
れ
を
体
系
的
に
考
察
す
る
よ
-
に
な

っ
た
時
期
は
､

一
八

二
二
年

四
月
以
降

一
八

一
四
年
三
月
ま
で
の
あ
い
だ
で
あ
る
と
の
お
お
よ
そ
の
推
定
が
可
能
と
な
る
｡

三

他
方

マ
ル
サ
ス
は
､
利
潤
論
を
め
ぐ
る
リ
カ
ア
ド
ゥ
と
の
議
論
に
お
い
て

｢
総
体
需
要
｣

(aggregate
dem
and)
の
問
題
を
も
ち
だ

し
て
い
る
｡
か
れ
は
こ
の
頃
か
ら

｢
有
効
需
要
｣
(
effe
ctive
deman
d
)
の
概
念
と
利
潤
論
に
お
け
る
重
要
な
要
素
と
考
え
る
よ
-
に
な

っ
て
い
る
｡
-
カ
ア
ド
ゥ
が
利
潤
率
を
ま
っ
た
く
賃
金
率
に
'
し
た
が
っ
て
穀
物
の
生
産
費
に
依
存
す
る
と
考
え
る
よ
-
に
な
る
の
と
そ

の
接
近
方
法
は
異
な

っ
て
い
る
｡
ま
ず

一
八

一
四
年
九
月
九
日
附

マ
ル
サ
ス
の
-
カ
ア
ド
ウ
宛
書
簡
を
見
よ
-
0

｢
貴
下
は
そ
れ
を
生
産
す
る
の
に
必
要
な
手
段
と
比
較
し
た
'
土
地
か
ら
の
生
産
物
の
条
件
が
資
財
の
利
潤
お
よ
び
資
本
を
使
用
す
る

手
段
を
規
制
す
る
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
原
因
で
あ
る
､
と
考
え
て
い
る
よ
-
に
思
わ
れ
ま
す
｡
-
エ
ロ同
い
利
潤
の
原
因
を
述
べ
る
に
あ
た
っ

て
､
貴
下
は
､
十
分
に
生
産
物
の
価
格
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
ほ
と
ん
ど
も

っ
ぱ
ら
生
産
費
を
考
え
､
そ
し
て
価
格
に
影
響
を
与
え
る

さ
い
の
､
し
た
が
っ
て
有
利
な
資
本
使
用
手
段
に
影
響
を
与
え
る
さ
い
の
入
校
の
欲
求
お
よ
び
噂
好
を
は
な
は
だ
し
く
過
少
評
価
し
て
い

る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
｡
-
-
私
の
見
解
で
は
ミ
ル
氏

(∫.
M
iH
)
の
誤

謬
が
存
す
る
の
は
､
貨
物
相
互
の
比
率
の
み
を
考
え
､

そ
れ
ら
の
人
類
の
欲
求
お
よ
び
噂
好
に
た
い
す
る
比
率
を
考
え
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
私
は
け

っ
し
て

｢
蓄
積
の
願
望
と
ち
ょ
-
ど
同
じ

ほ
ど
需
要
を
ひ
き
お
こ
す
で
あ
ろ
-
｣
､
お
よ
び

｢消
費
と
蓄
積
と
は
ひ
と
し
く
需
要
を
刺
戟
す
る
｣
と
い
-
貴
下
の
見
解
に
お
い
て
貴

/

下
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
｡
私
は
実
際
､
貴
下
が
蓄
積
か
ら

一
般
的
に
生
ず
る
と
認
め
て
お
ら
れ
る
よ
-
に
思
わ
れ
る
利
潤
の
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下
落
に
は
､
生
産
物
の
価
格
は
､
生
産
費
と
比
較
し
て
下
落
す
る
､
あ
る
い
は
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
有
効
需
要
は
減
少
す
る
こ
と
以
外

(1
)

に
､
原
因
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
を
､
告
白
い
た
し
ま
す

｡

｣

(
1

)

T

h
e
W
o
rks.
vot.6.PP
.)391
142.

着
の
書
簡
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､

マ
ル
サ
ス
が
利
潤
の
水
準
に
お
け
る
変
化
の
説
明
を
求
め
て
い
た
こ
と
､
お
よ
び
産
出
額
と
L犀

用
と
の
全
体
の
水
準
に
お
け
る
変
化
の
検
討
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡

一
八

一
二
年
三
月
以
降

一
八

一
四
年
六
月
に
い
た
る
マ
ル

サ
ス
の
-
カ
ア
ド
ウ
宛
書
簡
が
欠
落
し
て
い
る
点
か
ら
顧
み
て
､
右
の
書
簡
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
､
こ
こ
で

は
有
効
需
要
の
概
念
か
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
て
い
る
し
､
や
が
て
は
マ
ル
サ
ス
が
-
カ
ア
ド
ゥ
の
利
潤
論
批
判
か
ら
セ
エ
-
-
カ
7
ド
ゥ

法
則
に
対
す
る

一
般
的
攻
撃

へ
と
移
行
す
る
経
路
を
示
す
が
ゆ
え
に
き
わ
め
て
興
味
の
あ
る
も
の
と
い
い
え
よ
-
0

つ
ぎ
に

一
八

一
四
年
九
月
十

l
日
附
の
-
カ
ア
ド
ウ
宛
書
簡
を
見
よ
-
｡
こ
こ
で
マ
ル
サ
ス
は
､
あ
る

一
国
民
の
消
費
全
体
は
そ
れ
以

前
の
所
得
に
ひ
と
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
-
学
説
の
批
判
を
お
こ
な

っ
て
い
る
｡
つ
ま
り
そ
の
こ
と
は
有
効
需
要
の
概
念
と
人
口

の
原
理
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
見
解
を
示
す
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
､
そ
の
意
味
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
な
お

こ
の
書
簡
に
は
､
人
口
の
圧
力
を
も
ち
､
所
得
水
準
が
生
存
を
維
持
す
る
程
度
の
国
は
､
資
本
の
十
分
ゆ
た
か
な
富
祐
国
に
お
け
る
ほ
ど

不
況
期

(Stag
n
atio
n
)
を
経
験
し
な
い
で
あ
ろ
-
､
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

｢
有
効
需
要
は
購
買
す
る
力

(P
o
w
e
r)
と
購
買
す
る
意
志

(W
i亡
)

と
の
二
つ
の
要
素
か
ら
成

っ
て
い
る
｡
購
買
す
る
力
は
お
そ
ら

く
正
し
く
は
大
小
に
か
か
わ
ら
な
い
そ
の
国
の
生
産
物
に
ょ
っ
て
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
-
｡
し
か
し
購
買
す
る
意
志
は
､
人
口
と
比
較
し
た

生
産
物
が
最
小
で
あ
り
､
そ
し
て
社
会
の
欲
求
物
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
ま
ず
し
け
れ
ば
ま
ず
し
い
ほ
ど
､
つ
ね
に
最
大
で
あ

る

で

あ

ろ

-
｡
資
本
が
ゆ
た
か
で
あ
る
と
き
に
は
十
分
に
需
要
さ
れ
て
い
る
新
し
い
対
象
物
を
発
見
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
｡
資
本
が
乏
し
い
と

き
に
は
な
に
ご
と
も
よ
り
容
易
な
こ
と
は
な
い
｡
資
本
の
ゆ
た
か
な
国
に
お
い
て
は
全
生
産
物
の
価
値
は
需
要
の
不
足
か
ら
急
速
に
増
大
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す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
比
較
的
資
本
の
少
な
い
国
に
お
い
て
は
､年
生
産
物
の
価
値
は
需
要
が
大
き
い
た
め
に
き
わ
め
て
急
速
に
増
大
す

る
で
あ
ろ
-
｡
つ
ま
り
'
私
は
､
購
買
す
る
力
は
そ
れ
に
比
倒
し
た
購
買
す
る
意
志
を
必
然
的
に
意
味
す
る
と
は
､
け

っ
し
て
考
え
な
い
｡

私
は
､
ミ
ル
氏
が
ス
ペ
ン
ス
氏

(T
.
Sp
e

nce)
の
答
弁
に
お
い
て
見
出
し
て
い
る
､

一
国
民
に
つ
い
て
い
え
は
供
給
は
需
要
を
け

っ
し
て

越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
-
卒
直
な
命
題
に
は
､
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
｡

l
国
民
は
そ
れ
が
生
産
す
る
す
べ
て
を
購
買
す

(10
)

る
力
を
た
し
か
に
も

っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
が
'
し
か
し
私
は
そ
の
意
志
を
も
た
な
い
と
容
易
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
｣

(
1

)

T
h
e
W
o
rk
s
,,vot.
6
.P
P
･
)31-
)32
.
右
の
書
簡
で
,,,ル
氏
へ
の
ス
ペ
ン
ス
氏
の
答
弁
云
々
は
下
記
参
照
.
Jam
es
M
itl;
C
om
m
erce
D
ef･

ended,A
A
n
sw

er
to
th
e
A
rg
u
m
ents
by
w
h
ic
h
M
r.
Co
bbett,
and
O
thers,
have
A
tte
m
p
te
d

to

p
rove
that
C
om
m
erce
is

NotaSource
of

N
ational
W
eatth
,
L
o
nd
on
,
1808
P
.83
.

こ
れ
に
対
し
て
-
カ
ア
ド
ゥ
は
た
だ
ち
に
ミ
ル
氏
の
理

論

を
弁
護

し
た
け
れ
ど
も
､
か
れ
の
考
え
は
マ
ル
サ
ス
と
ち
が
っ
て
退
蔵

(

h

oar
d
in
g
)
や
遊
休
し
て
い
る
節
約

(
idle
savin
g
s)

は
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
.
つ
ぎ
の
-
カ
ア
ド
ゥ
の
書
簡
を
見
よ
-
.

｢
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
､
有
効
需
要
が
購
買
す
る
力
､
お
よ
び
意
志
と
い
-
二
つ
の
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
と
い
-
点
で
も
意
見
が

一
致

し
て
い
ま
す
が
､
私
は
こ
の
力
が
存
す
る
と
こ
ろ
に
意
志
が
欠
け
て
い
る
と
い
-
こ
と
は
､
ま
ず
な
い
と
思
い
ま
す
｡
な
ん
と
な
れ
ば
蓄

積
の
欲
求
と
い
-
も
の
は
､
消
費
せ
ん
と
す
る
欲
求
と
ま
さ
し
く
同
じ
ほ
ど
有
効
に
､
需
要
を
生
ぜ
し
め
る
か
ら
で
す
｡
そ
れ
は
た
だ
､

需
要
が
向
か
-
と
こ
ろ
の
対
象
を
変
更
さ
せ
る
ば
か
り
で
せ
-
｡
い
ま
も
し
貴
下
が
､
人
間
は
資
本
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
､
消
費
に
対

し
て
も
蓄
積
に
対
し
て
も
ひ
と
し
く
無
関
心
に
な
る
も
の
だ
と
お
考
え
に
な
る
の
で
し
た
ら
'
貴
下
が
､
あ
る
国
民
に
関
連
し
て
い
え
は

供
給
は
需
要
を
超
過
し
-
る
も
の
で
は
な
い
と
い
-
ミ
ル
氏
の
思
想
に
､
反
対
な
さ
る
の
は
正
当
で
す
｡
し
か
し
そ
も
そ
も
資
本
の
増
加

と
い
-
も
の
は
､
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
香
移
品
に
対
す
る
噂
加
の
増
加
を
き
た
す
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
｡
そ
し
て
資
本
が
増
加
し
利

潤
が
減
少
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
､
蓄
積
の
欲
求
が
減
退
し
て
ゆ
く
の
は
自
然
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
､
ま
た
消
費
が
同
じ
比
率
で
増
加
し
て



ll

(1
)

ゆ
く
と
い
-
こ
と
も
､
同
様
に
た
し
か
だ
と
思
わ
れ
ま
す
｡
｣

(
1

)

T
h
e
W
o
rk
s
)vot･6
･
PP･)33
I
L34
･
中
野
正
訳

T-
カ
ア
ド
ゥ
の
マ
ル
サ
ス
へ
の
手
紙
』
(上
)
･
八
五
-
八
六
頁
.

右
の
考
え
方
は
販
路
法
則
と
い
わ
れ
る
も
の
に
基
礎
を
も

っ
て
い
る
｡
こ
の
考
え
方
を
要
約
し
て
見
る
と
ほ
ほ
つ
ぎ
の
よ
-
に
な
る
で

あ
ろ
-
｡
売
り
(b
u
y
in
g
)
と
買
い
(seJ】iコg)
と
は
交
換
に
は
か
な
ら
な
い
｡
あ
る
人
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
財
貨
は
他
人
に
よ
っ
て
生
産

さ
れ
る
財
貨
を
支
払
-
｡
売
る
べ
き
な
に
も
の
か
を
も
っ
て
い
る
人
は
そ
れ
と
交
換
に
な
に
も
の
か
を
欲
す
る
｡
各
人
は
交
互
に
売
り
手

で
あ
り
買
い
手
で
あ
る
｡
売
り
手
が
多
く
な
れ
は
な
る
ほ
ど
買
い
手
も
多
く
な
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
供
給
の
増
加
は
需
要
の
増

加

で

あ

る
｡
供
給
が
需
要
を
越
え
る
か
も
知
れ
な
い
し
'
価
格
の
下
落
と
利
潤
の
減
少
の
原
因
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
の
は
限
拠
が
な
い
｡
と
も

か
く
需
要
の
増
加
は
そ
れ
に
対
応
す
る
だ
け
の
需
要
の
増
加
で
あ
る
｡
リ
カ
ア
ド
ゥ
に
ょ
れ
ば
､
あ
る
国
に
お
い
て
生
産
的
に
使
用
し
え

ぬ
ほ
ど
の
資
本
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
は
､
必
需
品
の
騰
貴
の
結
果
賃
金
が
騰
貴
し
て
資
本
の
利
潤
が
低
下
し
て
､
蓄
積

へ
の
動
機
を
終
蔦

せ
し
め
る
に
い
た
る
ま
で
は
､
お
こ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
｡
こ
-
し
た
考
え
方
は
基
本
的
に
は
す
で
に
右
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
が
､
か
れ

の

『
経
済
学
お
よ
び
課
税
の
原
理
』
の
教
義
で
あ
り
､

一
八

一
九
年
に
い
た
っ
て
も
な
お
こ
の
学
説
の
確
認
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
こ

(1
)

ろ
で
あ
る
｡

こ
れ
を
図
式
化
す
る
と
､
商
品
の
生
産
1
所
得
の
増
加
1
消
費
ま
た
は
蓄
積

(
投
資
)
の
増
加
1
商
品
の
需
要
､
と
な
る
で

あ
ろ
-
｡
こ
-
し
て
､

｢
供
給
は
そ
れ
自
ら
の
需
要
を
創
造
す
る
｣
と
い
-
販
路
法
則
の
命
題
が
成
立
す
る
板
拠
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
｡
つ
ま
り
､
こ
の
法
則
は
､
資
本
主
義
経
済
に
は
不
断
に
増
大
し
っ
つ
あ
る
産
出
額
の
吸
収
を
妨
げ
る
内
在
的
障
害
は
な
に
も
の
も
な

l
l
l

い
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､

一
般
的
過
剰
生
産
に
基
く
恐
慌
は
す
べ
て
の
人
間
が
余
り
に
多
く
を
生
産
し
た
と
い
-
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
因
果
的

に
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡

(
1

)

T
h
e
W
o
lks･)vol･4
･
P･)
78
･
vo
t

5
･

P･435･

一
八

一
四
年
に
お
け
る
若
干
の
意
見
の
交
換
の
后
､
有
効
需
要
の
問
題
は
､
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
両
者
の
往
復
書
簡
か
ら
消
え
-
せ
る

け
れ
ど
も
､

マ
ル
サ
ス
の

『
経
済
学
原
理
』
の
最
后
の
部
分
で
展
開
さ
れ
た
理
論
を
き

っ
か
け
と
し
て

一
八
二
一
年
ふ
た
た
び
表
面
化
し
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て
く
る
｡
し
か
し
こ
の
と
き
の
論
争
も
当
初
の
路
線
に
沿
-
て
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
こ
の
六
年
間
の
月
日
は
か
れ
ら
の
見
解
に

実
質
的
内
容
上
の
変
化
を
生
み
だ
し
て
い
な
い
も
の
の
如
く
で
あ
る
｡
も

っ
と
も
'
最
初
の
思
想
の
意
味
は
さ
ら
に
拡
充
展
開
さ
れ
'
と

く
に
政
策
上
の
諸
問
題
に
思
慮
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
｡

四

マ
ル
サ
ス
の
人
口
理
論
は
長
期
理
論
と
し
て
､
ま
た
他
方
の
有
効
需
要
の
理
論
は
長
期
理
論
と
は
ほ
と
ん
ど
関
連
の
な
い
短
期
理
論
と

ふ
っ
-
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
マ
ル
サ
ス
自
身
し
ば
し
ば
こ
-
し
た
態
度
を
と
る
か
に
見
え
る
が
､
し
か
し
､
そ
も
そ
も

マ
ル
サ
ス
の
人
口
理

論
は
､
つ
ぎ
の
二
点
で
か
れ
の
先
行
者
の
そ
れ
と
ま

っ
た
く
異
な

っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､第

一
は
'

マ
ル
サ
ス
は
過
剰
人
口
の
災
厄
は
予

期
で
き
な
い
将
来
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
'
す
で
に
現
実
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
点
'
虜
二
に
は
'
人
間
の
制
度
は
社
会

的
必
要
に
応
じ
て
変
革
で
き
る
可
変
的
な
も
の
で
は
な
く
'
不
易
で
峻
厳
な
も
の
と
解
し
'
社
会
制
度
改
善
の
提
案
を
無
効
な
も
の
と
信

(1
)

じ
た
こ
と
こ
れ
で
あ
る
｡
後
者
の
点
を
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
も
'
第

一
の
観
点
に
立
て
は
'
人
口
の
圧
力
は
直
接
的
で
す
で
に
現
実
に

は
じ
ま
っ
て
い
る
｡
だ
か
ら
､現
実
政
策

へ
の
人
口
理
論
の
適
用
も
こ
-
し
た
現
実
的
な
視
点
に
立

っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
､

こ
の
意
味
に
お
い
て
は
マ
ル
サ
ス
の
人
口
理
論
も
短
期
理
論
と
し
て
の
性
格
を
お
び
て
く
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
げ

ん
み
つ
に
い
え
ば
'

マ
ル
サ
ス
の
人
口
理
論
は
長
期
理
論
と
い
-
だ
け
で
は
正
確
で
は
な
い
で
あ
ろ
-
0

(1
)
I.
B
o
w

en
;
P
op
u
lation
,
)954
.
P
.
8
7
.
P
op
u
la
tion
(E
ve
rym
antsed
ition
)
,vo12,P
L
,
吉
田
秀
夫
訳

『各
版
対
照
人
口
論
』
･

三
分
冊
･
五
1
六
頁
｡

し
か
し
'

マ
ル
サ
ス
人
口
理
論
が
長
期
理
論
と
解
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
の
も
の
は
'
そ
-
し
た
現
実
政
策

へ
の
適
用
の
部
面
よ
り
は
も

っ
と
経
済
理
論
的
側
面
に
お
い
て
把
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
.
こ
の
意
味

Ir､お
け
る
人
口
原
理
は
-
カ
ア
ド
ゥ
も
こ
れ
を
承
認
し
'
か
れ
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の黄金論の欠くことのできない支柱となっていることは周知のところである｡その道ゆきはこ-である｡もし資本が人口よりもより透かに増加するならは､資本家たちのあいだに労働に対する競争が増大する｡その結果賃金の騰貴と利潤の下落とがおこる｡しかしこの状態は一時的なものであって､賃金騰貴に刺戟された人口増加は資本の増加を上回るし､賃金率はふたたび下落する｡増加人口の必要とする追加食料を以前と同じコストで生産することができるならば､賃金も利潤ももとの状態に復帰するであろ-｡もしそ-でないならは､それは収穫逓減の法則によって食物が今より高価になっているからである｡労働者の生活手段は以前よりも生産物のより大きな割合を吸収するし､資本家はより少ない利潤で満足しなけなはならない｡利潤はさがる｡しかしそれは､資本家の競争が増加したからではな

(1)

く､労働者の生活手段が価格において騰貴したからである｡このよ-に､マルサスの人口理論が､-カアドゥの賃金論の支柱となっていることから知られるよ-に､長期理論としての評価を-けているのは､人口供給の増加1食料へ

の需要増大1穀物生産費の増大1利潤の下落､とい-論理からである｡

(1)TheWorks.vol.I.P･)6)･小泉信三訳『-カアドウ経済学および課税の原理』(上)･1六五頁以下｡

ところで､人口の供給増大と有効需要にかんするマルサスの基本的見解は､かれの『経済学原理』の第二篇(第一版では第七章以下)に断片的に示されている｡しかしそれ以前のマルサス=リカアドウ往復書簡にも若干の断片が含

(1)

まれている.たとえは､一入l五年十月十七日附マルサス宛-カアドゥの書簡で､-カアドゥは､資本に対する需要は際限のない(indebinite)ものであるゆえに､利潤は資本の増加とともに下落することはない､食物(および賃金)の価格騰貴のみが利潤を低めるであろ-､とい-命題の定立に努めつつあった｡マルサスは-カアドゥへの答弁において､有利に資本を使用する手段は増大しっつある人口に依存していることを強調し､｢私は､それに比例した人口O.増大を顧慮しない資本に対する無限の需要とい-貴下の学説は､需要および供給の大原理にまったく反対の､そし
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(2
)

て
同
様
に
経
験
に
相
反
す
る
仮
定
で
あ
る
､
と
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
｡
｣
､

｢
私
は
､
資
本
に
対
す
る
需
要
は
無
限
で
あ
り
人
口
は
制

(3
)

限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
否
定
し
ま
す

｡
｣

(
1
)
T
h
e
W

orks.
vot.6
,
P
,
30),
中
野
訳
｢

下
)
.
1
九

〇
I
一
九

1
頁
.

(2
)
ibid.
P
.∽
岩
.
一
八

一
五
年
十
月
三
〇
日
附
書
簡
｡

(
3
)
ibid
.
P
,
3tB
,

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は

『
経
済
学
原
理
』
に
お
け
る
有
効
需
要
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
た
の
で
こ
こ
で
は
人
口
理
論
に
お
け
る
は
あ
い
に

つ
い
て
考
察
し
よ
-
0

『
人
口
論
』
に
お
け
る
マ
ル
サ
ス
の
論
点
は
､
人
質
の
増
加
は
地
球
上
の
富
源
の
技
術
的
制
限
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
し
､
ま
た

人
類
の
富
祐
は
再
生
産
上
の
生
物
学
的
力
に
ょ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
い
る
､
と
い
-
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
こ
れ
ら
の
制
約
は
人
為

的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
､
単
な
る
社
会
制
度
上
の
調
整
ぐ
ら
い
で
は
ど
-
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
｡
こ
れ
と
逆
に
は
､
種
々
の
側
か
ら

提
案
さ
れ
る
社
会
制
度
上
や
経
済
政
策
な
ど
の
改
革
の
多
く
は
慎
重
の
徳
お
よ
び
私
有
財
産
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
現
存
の
妨
げ
の
は
た
ら

き
を
弱
め
る
で
あ
ろ
-
し
､
し
た
が
っ
て
困
窮
と
貧
困
の
拡
大
を
誘
発
す
る
で
あ
ろ
-
｡
マ
ル
サ
ス
人
口
論
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
貧
民

の
あ
い
だ
の
結
婚
の
延
期
を
直
接
奨
励
す
る
よ
-
に
作
用
し
な
い
ど
ん
な
改
革
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
無
効
で
あ
る
と
い
-
こ
と
で
あ
る
｡
マ

ル
サ
ス
は
､
直
接
の
貧
困
を
緩
和
し
､
貧
民
の
独
立
性
を
奨
励
す
る
よ
-
な
方
策
に
対
し
て
は
､
人
口
原
理
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
反

対
し
た
｡
し
か
し
､
『
経
済
学
原
理
』
の
マ
ル
サ
ス
は
こ
れ
と
ち
が
っ
た
調
子
で
語

っ
て
い
る
｡
人
口
を
も

っ
て
冷
酷
無
慈
悲
に
生
活
手
段

に
圧
力
を
加
え
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
な
し
に
､
休
息
し
て
い
る
巨
大
な
生
産
力
を
見
る
の
で
あ
る
｡
労
働
者
階
級
に
節
約
と
倹
約
と
を

奨
励
す
る
銀
行
の
設
立
の
勧
告
の
代
り
に
､
節
約
と
倹
約
と
を
善
事
で
あ
り
国
民
利
益
で
あ
る
と
主
張
す
る
人
た
ち
を
非
難
し
､
消
費
の

方
策
を
提
唱
す
る
｡
そ
れ
ほ
ど
-
す
れ
ば
供
給
過
剰
を
解
消
せ
し
め
富
を
継
続
的
に
増
加
さ
せ
-
る
か
の
観
点
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
｡
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つ
ま
り
人
口
は
有
効
需
要
の
狙
い
手
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
マ
ル
サ
ス
は
生
産
物
の
増
加
分
の
す
べ
て
を
消
費
に
向

(1
)

け
る
べ
L
と
い
-
の
で
は
な
く
'
増
加
し
た
生
産
の
一
部
を
貯
蓄
す
る
こ
と
に
は
む
し
ろ
賛
成
し
て
い
る
｡
生
産
的
労
働
者
に
ょ
っ
て
生

産
さ
れ
た
生
産
物
の
-
ち
､
労
賃
部
分
を
除
い
た
増
加
分
の
す
べ
て
が
貯
蓄
さ
れ
る
な
ら
は
他
の
生
産
物
に
対
す
る
需
要
の
減
少
と
な
る

か
ら
そ
れ
は
許
さ
る
べ
き
で
な
い
が
､
増
加
し
た
生
産
物
の
-
ち
､
他
の
生
産
物
に
対
す
る
需
要
の
減
少
を
も
た
ら
さ
な
い
部
分
に
か
ぎ

っ
て
貯
蓄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
製
造
商
品
の
増
加
分
以
上
の
必
需
要
品
の
増
加
分
の
範
囲
内
に
か
ぎ

っ
て
貯
畜
を
認
め
る
べ

き
と
し
て
い
る
｡
こ
の
範
囲
を
越
え
て
貯
蓄
が
お
こ
な
わ
る
と
き
は
製
造
商
品
に
対
す
る
需
要
の
減
少
と
な
り
､
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
必

需
品

へ
の
需
要
の
減
少
と
な
り
､

一
般
的
供
給
過
剰
と
な
る
と
い
-
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
マ
ル
サ
ス
は
､
生
産
物
の
増
加
分
で
消
費
の
と

も
な
わ
な
い
部
分
を
､
製
造
業
者
の
よ
-
に
そ
れ
を
所
有
し
な
が
ら
消
費
し
な
い
も
の
か
ら
､
地
主
や
不
生
産
的
消
費
者
の
よ
-
に
そ
れ

を
消
費
せ
ん
と
し
て
い
る
も
の
へ
配
分
替
え
を
お
こ
な
-
こ
と
を
主
張
す
る
｡
こ
-
し
た
配
分
替
え
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
き
は
､

｢
あ
る

(2
)

正
当
な
比
例
が
-
-
商
品
の
供
給
と
そ
れ
に
対
す
る
需
要
と
の
あ
い
だ
に
維
持
さ
れ

｣

､

需
要
は
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
効
力
が
発
揮
さ

れ
､
生
産
物
の
交
換
価
値
を
増
加
さ
せ
､
富
を
継
続
的
に
増
加
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
｡
要
す
る
に
､
規
則
的
に
社
会
の
一
部
が
そ
れ
が

消
費
す
る
以
上
に
生
産
す
る
社
会
に
お
い
て
は
､
社
会
の
他
の

一
部
が
そ
れ
が
生
産
さ
れ
る
以
上
に
需
要
し
､
か
つ
消
費
す
る
か
ま
た
は

全
然
生
産
す
る
こ
と
な
し
に
消
費
す
る
の
で
な
け
れ
ば
､
生
産
と
消
費
と
は
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

マ
ル

サ
ス
は
生
産
力

以
外
の
な
に
も
の
か
が
経
済
の
活
麿
化
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
し
､
こ
れ
が
有
効
需
要
で
あ
る
と
す
る
｡
需
要
は
生
産
の
外
部
に
お
い

て
独
立
変
数
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
｡

(
1
)
P
rin
c
ip
te
s
,
I
s
t

e
d
･
,
P
･4
)

3
･
吉
田
沢
･
(下
)
･
二
七
五
頁
｡

(2
)
ib
id
.P
.
4
2
1

.

吉
田
沢

･
(下
)
･
二
八
入
貢
｡

マ
ル
サ
ス
は
､
右
の
生
産
物
の
配
分
替
え
の
具
体
的
方
法
と
し
て
土
地
財
産
の
分
割
､
不
生
産
的
消
費
､
お
よ
び
内
外
の
商
業
の
三
つ
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を
あ
げ
る
｡
内
外
の
商
業
に
つ
い
て
は
マ
ル
サ
ス
の
こ
れ
ま
で
の
論
旨
か
ら
は
ず
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
､

マ
ル
サ
ス
は
地
主
(-an
d
-o
rds)

の
役
割
を
高
く
買

っ
て
い
る
｡
か
れ
ら
は
な
に
も
の
も
生
産
す
る
こ
と
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
量
に
消
費
す
る
の
で
か
れ
ら
は
需

要
を
供
給
に
ひ
と
し
く
さ
せ
る
の
に
大
い
に
貢
献
す
る
｡
し
か
し
か
れ
ら
と
い
え
ど
も
､
か
れ
ら
の
所
得
の
全
部
を
消
費
す
る
こ
と
な
し

に
､
そ
の
か
な
り
の
部
分
を
節
約
す
る
習
慣
を
も

っ
て
い
る
｡
こ
の
弊
を
解
消
す
る
た
め
に
､
大
所
有
地

(-arg
e
E
state)を
よ
り
小
さ

(2
)

い
所
有
に
分
割
す
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
る
｡

し
か
し
こ
の
方
策
を
も

っ
て
し
て
も
'
発
達
し
た
経
済
の
下
で
は
供
給
に
需
要
に
ひ
と
し
か

ら
し
め
る
の
に
十
分
で
な
い
O
そ
の
ほ
か
に
､
資
本
家
が
か
れ
の
生
産
物
の
全
部
を
販
売
し
､
か
れ
の
資
本
の
全
部
に
利
潤
を
獲
得
す
る

(3
)

こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
､
な
に
も
の
も
生
産
し
な
い
消
費
者
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
不
生
産
的
消
費
者
が
こ
れ
で
あ
る
｡

さ
い
わ
い
に
も
､
あ
ら
ゆ
る
富
祐
な
国
に
は
､
商
品
生
産
者
で
な
い
非
常
に
多
く
の
消
費
者
が
い
る
｡

d
ep
en
d
en
ts.
ho
u
se
ho
一d
se
r
･

van
ts.
retainer.
doctors.
teachers.
sin
g
ers.
な
ど
O
ま
た
陸
海
軍
人
お
よ
び
官
吏
も
そ
-
で
あ
る
｡
こ
-
し
た
不
生
産
的
消
費
者
の

数
が
多
く
な
る
に
つ
れ
て
､
資
本
家
の
節
約
の
習
慣
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
需
要
の
不
足
を
解
消
す
る
助
け
と
な
る
｡
こ
-
し
た
需

要
の
減
退
は
多
く
の
工
場
の
閉
鎖
お
よ
び
多
く
の
生
産
的
労
働
者
の
解
雇
に
結
果
す
る
で
あ
ろ
-
｡
こ
れ
に
反
し
て
､
不
生
産
的
消
費
者

の
増
加
は
産
業
活
動
と
生
産
の
増
大
に
み
ち
び
く
で
あ
ろ
-
｡
雇
用
が
増
大
し
利
潤
の
獲
得
が
容
易
と
な
り
生
産
が
拡
大
す
る
｡

(
1
)
ib
id
.,
P
.4
40
,
吉
田
訳

･
(下
)
･
三
三
一
貢
｡

(
2
)
idib
)
P
･3
74･
訳
･
(下
)
･
三
〇
〇
I
一
頁
O

(3
)
lb
id
･)
P
･463
･
訳

･
(
下
)
･
三
五
〇
貢
〇

五

と
こ
ろ
で
､
既
述
の
よ
-
に
､

マ
ル
サ
ス
の
人
口
理
論
は
長
期
理
論
で
も
あ
っ
て
次
第
に
増
大
し
て
ゆ
く
人
口
の
圧
力
を
坂
り
扱

っ
て

い
る
｡
他
方
有
効
需
要
の
理
論
は
周
期
的
不
安
定

(cy
c】ica〓
n
stab
i-す
)
と
い
-
短
期
的
問
題
に
志
向
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
二
つ
の
体
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系
の
矛
盾
に
つ
い
て
右
に
お
い
て
若
干
関
説
し
た
が
､
こ
の
点
を
も
-
少
し
見
よ
-
0

周
知
の
よ
-
に
､

『
人
口
論
』
は
両
性
間
の
欲
情
を
コ
ソ
ス
タ
ン
･L
な
も
の
と
し
て
人
間
は
幾

何

級

数
で
増

加
す
る
｡

マ
ル

サ
ス
は

北
ア
メ
リ
カ
の
資
料
を
基
礎
に
し
て
二
五
年
毎
に
倍
加
す
る
で
あ
ろ
-
と
結
論
し
た
｡
こ
れ
に
対
置
せ
し
め
ら
れ
た
食
糧
供
給
は
算
術
級

数
的
に
し
か
増
加
し
な
い
と
し
た
｡
こ
れ
は
食
糧
の
最
大
可
能
な
増
加
と
考
え
ら
れ
た
が
､
事
実
に
基
づ
く
と
い
-
よ
り
は
､
む
し
ろ
合

理
的
人
間
に
可
能
に
見
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
へ
の
訴
え
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
-
し
て
､
H
長
期
理
論
と
し
て
は
､
妨
げ
が
な

け
れ
ば
世
界
は
ま
も
な
く
人
間
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
が
､
も
し
妨
げ
が
あ
れ
は
き
わ
め
て
長
い
時
間
を
と
る
で
あ
ろ
-
と
い
-
事
実
を

示
し
た

｡
臼
人
口
増
大
の
比
率
は
食
糧
生
産
の
比
率
を
は
か
る
か
に
越
え
る
が
ゆ
え
に
､
現
存

富

源
に
対

す
る
お
ど
ろ
く
べ
き
圧
力
が

結
果
し
､
生
活
水
準
の
ど
ん
な
永
続
的
改
善
を
も
不
可
能
に
し
て
し
ま
-
｡
産
出
額
の
あ
ら
ゆ
る
増
大
は
た
だ
ち
に
人
口
の
増
加
に
よ
っ

て
吸
収
ど
ん
吐
さ
れ
て
し
ま
-
O
H
は
す
で
に
ふ
れ
た
よ
-
に
反
マ
ル
サ
ス
陣
営
の
人
た
ち
も
承
認
し
-
る
も
の
で
あ
っ
た
が
､
⇔
の
点

は
､
人
口
増
加
の
災
厄
は
す
で
に
現
実
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
い
-
主
張
に
つ
ら
な
る
も
の
と
し
て
､
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
問
題
に
た

だ
ち
に
適
用
し
-
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
当
時
の
緊
急
問
題

(burning
issue)
た
ら
し
め
た
も
の
は
こ
の
短
期
的
見
解
で
あ
っ
た
｡
し
か

し
､
こ
-
し
た
見
解
に
対
し
て
は
､

多
く
の
未

耕

地

が
あ
る
か
ぎ
り
､
動
植
物
な
ど
の
食
糧
は
少
な
く
と
も
人
間
の
増
加
ほ
ど
速
か
に

増
大
さ
れ
る
で
あ
ろ
-
と
答
え
ら
れ
る
｡

人
口
の
増

加
は
耕

作

へ
の
追
加
労
働
を
と
も
な
-
｡
人
口
の
増
大
は
文
明
と
生
活
の
よ
り
高

い
水
準
を
と
も
な
-
｡
こ
の
こ
と
は
習
慣
､
改
善
さ
れ
た
生
活
水
準
､
人
口
密
度
な
ど
は
土
地
の
肥
沃
度
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
示
し

(1
)

て
い
る
｡
歴
史
の
現
実
に
お
い
て
は
食
糧
生
産
は
実
際
の
人
口
増
加
よ
り
も
若
干
速
か
に
増
加
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
｡
こ
の
点
が
マ
ル
サ

ス
の
理
論
か
ら
み
ち
び
き
だ
さ
れ
る
政
策
上
の
主
要
の
難
点
を
構
成
す
る
｡
も
し
食
糧
の
欠
乏
が
人
口
増
大

へ
の
主
要
な
妨
げ
で
な
い
と

す
る
な
ら
は
､
貧
困
を
解
消
す
る
た
め
に
企
図
さ
れ
た
諸
方
策
は
自
ら
崩
壌
す
る
は
か
な
い
で
は
な
か
ろ
-
か
｡
し
か
し
マ
ル
サ
ス
は
､

(2
)

｢
条
件
が
よ
く
な
り
つ
つ
あ
る
(
農
業
上
の
改
善
に
よ
っ
て
)
と
き
で
さ
え
も
､
あ
る
も

っ
と
板
木
的
な
点
で
悪
化
し
っ
つ
あ

る

｣
と
答
え
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た
｡
ふ
る
い
国
に
お
け
る
末
耕
地
は
大
部
分
劣
等
地
で
あ
り
よ
り
以
上
の
産
出
を
期
待
し
え
な
い
｡
も
し
か
り
に
よ
り
以
上
の
産
出
が
あ

っ
た
と
し
て
も
､
人
口
は
貧
窮
が
以
前
に
大
き
か
っ
た
ほ
ど
の
点
ま
で
た
だ
ち
に
増
大
す
る
で
あ
ろ
-
｡
ま
た
そ
-
か
と
い

っ
て
移
民

(

em
igration
)
は

一
時
的
な
姑
息
手
段
で
あ
る
｡
短
期
的
に
は
人
口
の
抑
圧
を
緩
和
す
る
で
あ
ろ
-
が
'
長
期
的
に
は
道
徳
的
抑
制

(m
o
ra-

(3
)

restrain
t)
が
実
行
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
､
人
口
原
理
の
作
用
に
よ
っ
て
地
球
は
満
た
さ
れ
る
か
ら
効
果
を

期
待
し
難
い
で
あ
ろ
-
と
い
-
0

(
1
)
拙
訳

『人
口
論
綱
要
』
二

五
八
頁
｡

(
2
)
N
.
S
en
io
r;Tw
o

L
ectures
o
n
P
o
p
utation
,
)8
29
.P

P
.
6)･よ

3
.

(
3
)
『綱
要
』
二

五
四
頁
｡

マ
ル
サ
ス
は
人
口
原
理
か
ら
生
ず
る
困
難
は
測
り
難
い
遠
い
将
来
の
こ
と
に
属
す
る
の
で
は
な
く
､
じ
つ
は
目
前
切
迫
の
も
の
で
あ
る

と
述
べ
た
｡
マ
ル
サ
ス
が
下
層
階
級
の
水
準
を
高
め
る
た
め
の
種
々
の
提
案
に
繰
り
返
し
適
用
し
た
の
は
､
人
口
原
理
の
右
の
短
期
的
解

釈
､す
な
わ
や
食
糧
供
給
に
対
す
る
永
久
に
目
前
の
か
つ
緊
急
の
圧
力
の
概
念
で
あ

っ
た
｡
こ
の
信
念
か
ら
ま
た
人
間
改
善
の

1
股
哲
学
が

結
果
し
て
く
る
｡
貧
困
の
主
た
る
も

っ
と
も
永
久
的
な
原
因
は
､
政
治
形
態
や
財
産
の
不
平
等
分
割
と
は
直
接
の
関
係
は
な
く
､
ま
た
富

(

1
)

者
は
事
実
上
貧
者
に
職
業
と
生
活
と
を
与
え
て
や
る
能
力
は
な
い

｡

も

し
下
層
階
級
が
こ
れ
ら
の
真
理
を
知

っ
て
い
る
な
ら
ば
､
政
府
と

上
層
階
級
に
不
満
を
感
ず
る
こ
と
よ
り
少
な
-
な
る
で
あ
ろ
-
0

(
1
)
P
o
p
u
ta
tio
n
.,
v
o
t
2
,
P
･2
6
0

･
吉
田
訳
･
四
分
冊
･
1
八
五
頁
｡

マ
ル
サ
ス
は
､
別
の
と
こ
ろ
で
､

｢
1
回
の
富
源
が
自
然
的
に
停
止
的
ま
た
は
衰
退
し
て
い
る
と
き
に
政
府
が
こ
れ
を
有
効
に
支
配
し

(1
)

て
進
歩
的
な
ら
し
め
る
力
の
な
い
｣

こ
と
を
認
め
て
い
る
｡
つ
ま
り
困
窮
の
原
因
は
そ
の
国
の
富
源
の
衰
退
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
｡
し
か
し
イ
ギ
-
ス
は
､
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
中
に
巨
大
な
生
産
力
の
拡
充
を
達
成
し
た
こ
と
に
照
ら
し
て
見
れ
ば
そ
の
矛
盾
に
気
付

か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
｡
マ
ル
サ
ス
は
戦
争
お
よ
び
高
い
課
税
の
破
壊
的
影
響
を
述
べ
た
后
､
そ
の
説
明
は
事
実
に
-
ま
く
あ
て
は
ま
ら
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(
2

)

な
い
で
､
国
の
富
と
人
口
は
開
戦
当
時
よ
り
著
し
く
増
大
し
た
こ
と
を
認
め
て

い

る
｡
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

マ
ル
サ
ス
は
､
人

口
理
論
の
本
来
の
精
神
に
立
ち
返
っ
て
し
ま
-
｡
か
れ
は
人
民
に
対
し
て
は
な
に
も
の
も
基
本
的
な
救
治
策
は
な
さ
れ
え
な
い
か
ら
､
快

(3
)

く
困
窮
を
-
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
-
結
論

へ
と
到
達
す
る
｡
失
業
と
い
-
困
窮
の
積
極
的
な
解
決
策
の
唯

一
の
も
の
は
貧
民
は
か

れ
自
ら
の
こ
と
は
か
れ
自
身
自
力
で
向
上
す
る
と
い
-
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
関
連
し
て
貯
蓄
銀
行

(saving
bank)
が
提

案

さ

れ

(
4
)

る

｡

労
働
者
階
級
の
救
済
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
提
唱
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
案
の
-
ち
で
､
貯
畜
銀
行
が
最
良
の
も
の
で
あ
り
､
社
会
の
下
層

階
級
の
境
遇
の
永
久
的
改
善
を
も
た
ら
す
の
に
も

っ
と
も
有
効
で
あ
る
｡
現
在
の
所
得
の
一
部
分
を
将
来
の
不
時
の
用
の
た
め
に
貯
蓄
す

る
習
慣
は
､
慎
重
の
一
般
的
習
慣
が
な
け
れ
ば
存
在
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
､
各
人
に
自
然
と
神
と
の
教
訓
を
強
め
る
効
果
が
あ
る
｡
し

か
し
こ
の
提
案
は
皮
肉
に
も

マ
ル
サ
ス
的
で
あ
る
と
い
-
よ
り
･む
し
ろ
-
カ
ア
ド
ゥ
の
精
神
に
合
致
す
る
で
あ
ろ
-
0

(

1
)
Poulation,
vol,
2.
P
,)76
1
吉
田
訳

･
四
分
冊
･
七
七
-
七
八
貢
｡

(
2
)
ib
id･)
P
･
)97･

吉
田
訳

･
四
分
冊
･
七
九
貢
o

(
3
)
ibid･〉P･)98
.

吉
田
訳
･
四
分
冊
･
八
〇
貢
｡

(
4
)

ib
id
.V
P
P
.
242
-
243.

吉
田
訳
･
四
分
冊

･
l
五
五
-
一
五
六
頁
｡

六

右
の

『
人
口
論
』
に
お
け
る
分
析
を

『
経
済
学
原
理
』
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
同
じ
問
題

へ
の
接
近
方
法
と
比
較
し
て
み
ょ
-
0

わ
れ
わ
れ
は

『
経
済
学
原
理
』
に
お
い
て
失
業
お
よ
び
低
い
産
出
額
の
原
因
と
し
て
の
富
の
分
配
の
不
平
等
に
払
わ
れ
た
マ
ル
サ
ス
の

留
意
に
ふ
れ
た
｡
つ
ま
り
生
産
物
の
配
分
替
え
の
問
題
で
あ
る
｡
こ
の
間
題
は
､

『
人
口
論
』
に
お
け
る
周
知
の
命
題
､
す
な
わ
ち

｢
貧

困
の
主
な
そ
し
て
も

っ
と
も
永
続
的
な
原
因
は
統
治
の
形
態
ま
た
は
貧
困
の
不
平
等
な
分
配
に
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
直
接
の
関
係
は
な
い

｣
と
い
-
叙
述
と
比
較
し
て
み
れ
ば
そ
の
ち
が
い
の
著
し
い
の
に
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
『
原
理
』
に
お
い
て
は
､
貧
Fq
へ
の
撲
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近
は
､
休
息
し
て
い
る
､
ま
た
は
経
済
的
お
よ
び
社
会
学
的
な
制
度
的
障
害
に
よ
っ
て
の
み
妨
げ
ら
れ
て
い
る
､
巨
大
な
生
産
力
を
強
調

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡

｢す
べ
て
の
国
家
の
現
実
の
富
は
､
そ
の
生
産
力
に
は
る
か
に
お
よ
は
な
い
｡
-
-
土
地
の

肥
沃
度
と
同
じ
よ
-
に
､
優
秀
な
機
械
の
発
明
は
､
莫
大
な
生
産
力
を
与
え
る
｡
し
か
し
､
も
し
位
置
や
事
情
や
あ
る
い
は
社
会
の
慣
習

や
噂
好
が
､
十
分
な
市
場
の
開
拓
と
十
分
な
消
費
の
増
大
と
を
妨
げ
る
な
ら
ば
､
こ
れ
ら
の
大
き
な
生
産
力
の
な
か
の
い
ず
れ
の
も
の
も

(1
)

十
分
に
活
動
さ
せ
ら
れ
え
な

い
｡
｣

(
2
)
P
rin
ciptes}2nd
ed
,,
P
.

313
,
360.
依
光
訳

『経
済
学
原
理
』
･
(
下
)
･
二
二
四
､

1
九
七
頁
｡

『
人
口
論
』
に
お
い
て
､

マ
ル
サ
ス
は
食
糧
生
産
に
お
け
る
人
間
お
よ
び
自
然
の
制
約
さ
れ
た
力
を
強
調
し
た
が
､
こ
れ
は
人
口
増
大

へ
の
大
き
な
妨
げ
と
し
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し

『
原
理
』
に
お
い
て
は
､
人
口
増
大

へ
の
妨
げ
と
し
て
作
用
す
る
も
の
は

主
と
し
て
近
代
社
会
に
お
け
る
制
度
上
の
人
為
的
調
整
で
あ
る
｡

｢追
加
労
働
量
が
欲
求
さ
れ
な
い
と
き
に
は
､
人
口
の
増
大
は
､
職
業

の
不
足
と
雇
用
さ
れ
る
人
び
と
の
僅
少
な
扶
持
と
に
よ
っ
て
ま
も
な
く
妨
げ
ら
れ
､
そ
し
て
生
産
力
に
比
例
し
た
富
の
増
大
に
対
し
て
必

要
な
刺
戟
を
与
え
な
い
で
あ
ろ
-
､′
-
-
生
産
に
た
い
す
る
十
分
な
刺
戟
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
､
あ
る
い
は
世
界

に

は

､
そ
の
生
産
力
の
ほ
か
に
そ
の
富
に
対
す
る
そ
の
ほ
か
の
な
ん
ら
か
の
実
際
的
限
界
を
見
出
し
た
国
家
は
存
在
せ
ず
､
そ
し
て
土
地

は
お
そ
ら
く
現
今
ま
で
に
､
ど
の
よ
-
に
少
な
く
み
て
も
､
現
在
土
地
の
表
面
に
扶
持
さ
れ
る
人
口
の
十
倍
だ
け
を
収
容
し
て
い
た
で
あ

(

1
)

ろ
-
｡
｣

両

者
の
ち
が
い
は
著
し
い
｡
人
口
の
圧
力
は
も
は
や

『
人
口
論
』
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
は
か
な
り
の
差
違
を
み
せ
､
そ

の
振
幅
は
大
き
い
｡
制
度
上
の
改
革
は
生
産
を
十
倍
も
に
増
大
さ
せ
る
で
あ
ろ
-
と
い
-
｡
ま
た
生
活
資
料
の
獲
得
の
困
難
以
上
に
､
有

効
需
要
の
不
足
は
沈
滞
を
誘
発
す
る
で
あ
ろ
-
､

｢
比
較
的
沈
滞

期

(C
o
m
p
a
r
a
t
ive
stagn
at

i
o

n
Perio
d
)
は
'
生
活
資
料
を
獲
得
す

る
こ
と
の
困
難
が
因
で
､
あ
ら
ゆ
る
国
に
つ
い
て
到
来
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
い
-
こ
と
は
十
分
に
述
べ
ら
れ
か
つ
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
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(2
)

し
か
し
有
効
需
要
の
不
足
は
､

1
国
民
の
発
展
の
初
期
に
､
同
じ
よ
-
な
沈
滞
を
は
し
は
し
は
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
｡
｣

た
だ
こ
れ
に
対

し
て
は
､
か
れ
の
反
対
者
た
ち
の
見
解
は
'
イ
ギ
リ
ス
の
生
産
力
は
当
時
人
口
と
生
産
の
拡
大
を
妨
げ
る
ほ
ど
沈
滞
の
状
態
に
な
か
っ
た

し
､
将
来
と
も
に
生
活
水
準
の
低
下
を
き
た
す
こ
と
も
な
い
だ
ろ
-
'
と
い
-
こ
と
で
あ
っ
た
｡
人
口
の
圧
力
は
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の

(3
)

関
心
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

(1
)
P
rin
c
iptesV
2nd
ed
･V
P
.3
1
)
,
3

)3
･
依
光
訳
･
(
下
)
･
1
111四
'

二
二
二
頁
.

(
2
)
ib
id
･V
P
.
∽0000
･
依
光
訳
･
(
下
)

･
二
三
三
貢
｡

(
3
)
K
.
S
mi

th
;
th
e
M
atthm
ian
C

o

n
trorersy
)
1951,
P
.
140
.

右
の

『
経
済
原
理
』
の
立
場
か
ら
す
る
政
策
上
の
諸
提
唱
は

『
人
口
論
』
に
お
け
る
奨
励
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
て
い
る
｡
『
人
口
論
』

に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
政
策
は
'
救
貧
法
反
対
､
お
よ
び
食
物
の
栽
培
や
貧
民
の
生
活
水
準
引
き
あ
げ
の
た
め
に
企
画
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る

政
策
に
対
す
る
反
対
な
ど
'
消
極
的
性
格
を
も

っ
て
い
た
の
に
反
し
て
､

『
原
理
』
の
接
近
方
法
は
､
貧
民
救
済
な
ど
の
社

会

問

題

の

解
決
に
対
し
て
あ
る
程
度
よ
り
積
極
的
態
度
を
示
し
て
い
る
｡
そ
の
理
論
的
立
場
の
振
幅
は
著
し
い
が
､
そ
の
例
証
を
若
干
の
べ
て
見
よ

ち
ノ
O貧

民
の
失
業
の
問
題
に
つ
い
て
の

『
人
口
論
』
の
消
極
的
態
度
は
し
ば
し
は
ふ
れ
た
｡

｢
会
衆
が
陥
り
易
い
よ
-
に
思
わ
れ
る
-
誤
ま

り
は
'
貧
民
の
雇
用
を
過
渡
に
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
わ
が
国
の
現
行
制
度
の
失
敗
の
主
な
原
因
の
l
つ
は
､

エ
リ
ザ
ベ
ス
法
律
第
四

三
号
の
-
ち
､
貧
民
を
は
た
ら
か
せ
る
た
め
に
原
料
の
購
入
を
命
ず
る
部
分
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
'
と
考
え
ら
れ

(1
)

て
い
る
よ
-
に
思
わ
れ
る

｡

｣

マ
ル
サ
ス
の
見
解
で
は
､
現
在
の
困
難
は
貧
民
を
雇
用
し
な
い
こ
と
か
ら
け

っ
し
て
お
こ
っ
た
の
で
は
な

い
｡
事
実
'
失
業
者
に
仕
事
を
与
え
よ
-
と
す
る
ど
ん
な
企
画
も
､
失
業
と
い
-
害
悪
の
板
源
を
空
除
す
る
こ
と
も
､
ま
た
は
そ
の
再
発

を
妨
ぐ
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
-
｡
な
ん
と
な
れ
は
､
そ
れ
は
需
要
の
減
少
に
対
応
し
て
労
働
の
供
給
を
減
少
せ
し
め
る
の
に
資
す
る
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こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
.
だ
か
ら
公
共
作
業
所
(P
u
b】ic
w
ork
s)
の
効
果
は
有
害
で
あ
ろ
-
｡
な
ん
と
な
れ
は
公
共
作
業
所
は
労
働
の

供
給
を
自
然
的
需
要

へ
の
均
り
あ
い
を
と
ら
し
め
る
妨
げ
と
な
る
か
ら
で
あ
る
｡

｢
需
要
の
不
足
や
資
本
の
不
足
に
よ
る
労
働
が
強
い
下

落
の
傾
向
を
も
つ
と
き
に
､
わ
れ
わ
れ
が
公
け
の
醸
出
と
政
府
の
支
出
に
ょ
っ
て
人
間
的
需
要
を
造
出
す
る
こ
と
に
よ
り
､
こ
れ
を
通
常

価
格
に
維
持
す
る
な
ら
は
､
わ
れ
わ
れ
は
明
ら
か
に
､
国
の
人
口
が
除
々
と
し
て
そ
の
減
退
し
た
富
源
に

一
致
す
る
の
を
阻
止
し
て
い
る

の
で
あ
る
､
凶
作
の
さ
い
に
穀
物
の
価
格
が
騰
貴
す
る
の
を
阻
止
し
よ
-
と
す
る
人
間
と
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
､
こ
れ

(2
)

は
必
ず
や
結
局
困
窮
の
増
大
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
｡
｣

(
1

)

P
o
p

u
ta
tion,v
o
t,
2
.
P
.
2
4
1

,
吉
田
訳
･
四
分
冊
･
一
五
三
頁
.

(
2

)

ib
i
d･〉
P
.
2

42
,
吉

田
訳
･
四
分
冊
二

五
四
頁
.

右
の

｢
減
少
し
た
富
源
｣
に
つ
い
て
の
見
解
は
､
『
原
理
』
の
マ
ル
サ
ス
の
分
析
と
か
な
り
ち
が
っ
て
い
る
｡
こ
の
議
論
の
対
象
と
な

っ

て
い
る
時
期
は
､
二
つ
の
論
稿
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
の
終
結
に
つ
づ
く
､

一
八

一
四
年
に
は
じ
ま
る

不
況
で
あ
る
｡

マ
ル
サ
ス
は
二
つ
の
タ
イ
プ
の
不
況
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡
そ
の

一
つ
は
勇
働
力
に
比
較
し
た
資
本
の
不
足
に
よ
っ
て

ひ
き
お
こ
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
低
い
賃
金
お
よ
び
高
い
利
潤
率
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
節
約
率
の
上
昇
に
よ
っ
て
救
治
さ
れ

る
｡
も
-

一
つ
の
不
況
は
有
数
需
要
の
不
足
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
｡
資
本
と
労
働
と
は
と
も
に
貨
物
に
対
す
る
需
要
に
関
連
し
て

(1
)

過
剰
で
あ
る
｡
利
潤
は
低
く
'資
本
の
利
益
を
と
も
な
-
使
用

へ
の
は
け
口
は
な

い
｡

マ
ル
サ
ス
は
当
時
の
イ
ギ
-
ス
の
事
態
は
后
者
に
近

(2
)

似
し
て
い
る
と
述
べ
た
｡

か
れ
は
､
戦
時
中
の
繁
栄
と
戦
後
の
不
況
に
な
に
が
共
通
の
要
素
で
あ
る
か
と
い
-
方
法
に
立

っ
て
比
較
を
お

こ
な
-
｡
か
れ
は
高
課
税
､
重
い
負
債
､
坂
引
に
対
す
る
制
限
は
､
戦
時
中
に
も
戦
後
に
も
存
在
し
た
.
し
か
し
そ
れ
は
戦
時
中
に
産
出

額
の
高
水
準
を
達
成
す
る
妨
げ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
｡
だ
か
ら
そ
れ
の
み
で
は
不
況
を
説
明
し
え
な
い
｡
高
賃
金
か
ら
結
果
す
る
低
い
利

潤
を
説
明
す
る
-
カ
ア
ド
ゥ
的
説
明
は
拒
け
ら
れ
る
｡

｢
私
は
､
資
本
の
低
い
利
潤
と
資
本
の
用
途
を
見
出
す
困
難
と
-

私
は
こ
れ
ら
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は
､
そ
の
国
の
直
接
に
欠
乏
し
て
い
る
も
の
は
資
本
で
は
な
い
､
と
い
-
こ
と
の
明
白
な
証
拠
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
､
ほ
か
の

諸
原
因
の
せ
い
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
知

っ
て
い
る
｡
-
-
わ
が
国
の
貧
弱
な
土
壌
の
耕
作
と
か
通
商
に
対
す
る
わ
が
国

の
制
限
お
よ
び
わ
が
国
の
課
税
の
重
圧
と
か
い
-
よ
-
な
こ
れ
ら
の
諸
原
因
に
つ
い
て
は
､
私
は
わ
が
国
の
比
較
的
繁
栄
の
理
論
と
ま
っ

た
く
相

容
れ
な
い
わ
が
国
の
惨

苦
の
理

論
を
認
め
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
｡
わ
が
国
-の
夷
等
な
土
地
の

最
大
量
が
耕
作
さ
れ
て
お
り
､
わ
が
国
の
通
商
に
通
常
の
制
限
以
上
の
制
限
が
あ
っ
て
穀
物
が
は
と
ん
と
輸
入
さ
れ
ず
､
か
つ
課
税
が
そ

(3
)

の
絶
頂
に
あ
っ
た
あ
い
だ
は
､
国
は
未
曾
有
の
速
度
で
明
ら
か
に
富
を
増
大
し
た

｡
｣
ま
た
､

｢
-
戦
争
か
ら
平
和
へ
の
推
移
は
観
察
さ

れ
た
結
果
の
主
な
原
因
で
あ
る
､
と
い
-
こ
と
は
容
易
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
-
が
'
し
か
し
そ
の
作
用
の
方
は
通
常
説
明
が
な
さ
れ
て

い
な
い
｡
資
本
を
過
剰
な
用
途
か
ら
不
足
し
て
い
る
用
途

へ
移
転
す
べ
き
時
間
と
､
か
く
し
て
し
か
る
べ
き
均
衡
を
回
復
す
べ
き
時
間
と

が
な
か
っ
た
と

一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
O
L
か
し
そ
の
よ
-
な
移
転
は
､
戦
争
以
来
今
や
す
で
に
径
過
し
て
い
る
ぐ
ら
い
の
時
間
を
ほ
と

ん
ど
必
要
と
す
る
は
ず
が
な
い
で
あ
ろ
-
O
そ
し
て
私
は
問
い
た
い
､
こ
の
理
論
に
よ
る
と
､
多
数
で
あ
る
が
当
然
で
あ
り
､
ヨ
ー

ロ

ッ

パ
市
場
の
非
常
に
多
く
の
異
な
っ
た
商
業
部
門
を
明
ら
か
に
供
給
過
多
し
つ
つ
あ
る
す
べ
て
の
過
剰
資
本
を
十
分
に
吸
収
し
-
べ
き
が
当

(4
)

然
で
あ
る
と
こ
ろ
の
､
資
本
の
不
足
の
不
十
分
な
仕
事
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と

｡

｣

(
1
)
P
rincip
te
s
〉
2
n
d
ed
,,
P
P
,4)3
1
415
,

(
2

)

ib
id
,}
p
-
4
)
6
,

(

3
)
ibid.VP
.

4
)8
,
依
光
訳

･
(下
)
･
二
七
一
-
二
七
二
頁
｡

(
4
)
ibid,,
P
.
4
2
0
,

依
光
訳

･
(下
)
･
二
七
四
-
二
七
五
貢
｡

マ
ル
サ
ス
が
綜

体

需
要
に
対
す
る
課
税
の
影

響
を
考
え
る
さ
い
に
は
､
課
税
を
も

っ
て

一
の
節
約
単
位
か
ら
他
の
節
約
単
位

へ
の
移

転
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
.
そ
れ
ゆ
え
に
'
そ
の
影
響
を
考
察
す
る
た
め
に
､
政
府
の
節
約
計
画
と
課
税
対
象
と
な
る
消
費
者
の
節
約
の

習
慣
と
を
比
較
す
る
.

｢
還
附
さ
れ
た
租
税
や
支
出
以
上
に
で
る
･･･利
得
の
超
過
｣
は
､
そ
の

一
部
が
お
そ
ら
く
そ
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分



が
､
貯
蓄
さ
れ
て
い
る
｡

｢
そ
の
貯
蓄
は
ま
っ
た
く
自
然
で
あ
り
適
当
｣
で
あ
る
け
れ
ど
も
'
な
お
そ
れ
は
'

｢
戦
争
以
来
の
貨
物
の
供

給
と
比
較
し
て
の
貨
物
に
対
す
る
需
要
を
減
少
さ
せ
る
原
因
を
説
明
す
る

一
助
に
な
る
｡
｣
だ
か
ら
も
し
政
府
当
局
が
需
要
を
創
造
す
る

た
め
に
調
達
し
た
と
こ
ろ
の
租
税
を
支
出
し
た
な
ら
ば
'
戦
争
か
ら
平
和

へ
の
推
移
か
ら
生
ず
る
困
窮

(d
istress)
に
対
し
て
も
お
ど
ろ

(1
)

く
必
要
は
な
い
｡
こ

の

困
窮
を
救
治
す
る
た
め
に
'

マ
ル
サ
ス
は
公
共

事

業
と
節

約
に
対
す
る
態

度
を
変
え
る
｡
か
れ
の
見
解
の
振
幅

は
顕
著
で
あ
る
｡
貧
民
へ
の
倹
約
の
勧
告
の
か
わ
り
に
､
『
原
理
』
に
お
け
る
マ
ル
サ
ス
は

saving
を
主

張
す
る
人
た
ち
へ
の
若
干
の
皮

肉
を
浴
せ
つ
つ
の
べ
て
い
る
｡

｢も
し
か
れ
の
所
得
か
ら
貯
蓄
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
が
必
然

的
に
か
れ
の
国
に
対
す
る
後

援

者
で
あ
る
な

ら
ば
､
か
れ
ら
の
所
得
を
支
出
す
る
す
べ
て
の
人
び
と
は
'
た
と
え
放
蕩
者
の
よ
-
に
絶
対
的
な
敵
で
な
い
に
し
て
も
'
か
れ
ら
の
国
を

利
益
L
か
つ
労
働
階
級
を
雇
用
す
る
と
い
-
義
務
を
'
か
れ
ら
に
は
そ
の
義
務
を
果
せ
る
の
に
､
果
さ
な
い
も
の
で
あ
る
と
､
考
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
｡
｣

｢貯
蓄
は
多
く
の
は
あ
い
に
お
い
て
き
わ
め
て
神
聖
な
私
的
義
勢
で
あ
る
｡
こ
の
義
務
を
正
し
く

意
義
す
る
こ
と
-
は
公
共
の
富
を
増
大
す
る
こ
と
に
対
す
る
も

っ
と
も
有
数
な
奨
励
と

一
致
す
る
よ
り
も
よ
り
大
き
な
極
度
に
倹
約
し
ょ

-
と
す
る
傾
向
を
‥
-
･ど
の
程
度
ま
で
も
た
ら
し
-
る
も
の
で
あ
る
か
､
と
い
-
こ
と
は
断
言
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
｡
-
-
し
か
し

な
が
ら
､
そ
れ
を
公
共
の
義
務
と
よ
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
'
そ
れ
に
対
し
て
特
別
の
賛
助
を
与
え
る
な
ん
の
理
由
も
な
い
｡
国
民
的
資
本
に

(2
)

対
す
る
市
場
は
'
ほ
か
の
市
場
と
同
様
に
'
憂
国
心
の
助
け
を
か
り
な
く
て
も
'
満
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
-
｡
｣

な
お
マ
ル
サ
ス
は
'
公
共

事
業
に
ょ
る
完
全
雇
用
政
策
に
好
意
を
示
す
け
れ
ど
も
､
し
か
し
ま
も
な
く

『
人
口
論
』
の
精
神
に
立
ち
か
え
り
'
人
口
は
奨
励
さ
れ
る

で
あ
ろ
-
-
､
そ
し
て
'

｢莫
大
な
公
共
支
出
は
-
-
'
異
常
な
生
産
力
に
影
響
し
て
'
-
-
し
か
も
'
最
大
の
生
産
力
は
つ
い
に
は
過

(3
)

多
な
借
入
れ
に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
-
｡｣
と
反
公
共
事
業
的
見
解
を
述
べ
て
い
る
｡
労
働
者
の
貧
困
は
な
ん
ら
救
済
さ
れ

る
こ
と
が
な
い
.
こ
-
し
て
'
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は

『
原
理
』
第
二
版
第
二
幕
に
お
い
て
特
異
な
内
容
を
も

っ
て
い
る
｡
な
ん
と
な
れ
は

こ
の
第
二
第
に
お
け
る
マ
ル
サ
ス
の
基
本
的
主
張
は

｢
富
の
継
続
的
増
大
｣
と
労
働
と
富
源
の
完
全
利
用
と
を
保
証
す
る
拡
大
政
策
の
弁
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護
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

(
1

)

P
ri
n
c
ip
te
s
･9
2
n
d

e
d
･V
P
･
42
)
･

依
光
訳
･
(
下
)
･
二
七
五
-
二
七
六
頁
｡
こ
れ
に
対
す
る
-
カ
ア
ド
ゥ
の
コ
メ
ソ
J･
は
'
T
he

W
orks.､

v
o
1.
8
P
.
)
8
)

.
340.
参
照
｡

(
2

)
i
bi
d
.〉
P,
434
,
依
光
訳
･
(下
)
･
二
九
二
-
二
九
三
貢
｡

(3
)
ibid
.〉P
,
435
,
依
光
訳
･
(
下
)
･
二
九
四
-
二
九
五
貢
O

七

以
上
に
お
い
て
､

マ
ル
サ
ス
の

『
人
口
論
』
と

『
経
済
学
原
理
』
と
に
お
け
る
見
解
の
く
い
ち
が
い
の
若
干
を
検
討
し
た
｡
こ
こ
で
は

こ
の
ち
が
い
を
い
か
に
説
明
す
べ
き
か
の
問
題
を
考
察
す
る
｡

こ
の
ち
が
い
は

1
部
分
は
こ
の
二
つ
の
著
作
が
そ
の
中
心
課
題
と
.し
て
も

っ
て
い
る
問
題
そ
の
も
の
の
ち
が
い
の
な
か
に
存
す
る
で
あ

ろ
-
し
､
ま
た

一
部
分
は
こ
の
二
著
作
は
ほ
と
ん
ど
二
〇
年
余
も
間
隔
を
お
い
て
､
し
か
も
著
し
く
異
な
る
時
期
を
懐
妊
期
間
と
し
て
も

っ
て
い
る
と
い
-
事
情
に
存
す
る
よ
-
に
思
わ
れ
る
｡

周
知
の
よ
-
に
､

『
人
口
論
』
初
版
は
､
ゴ

ッ
ド
ウ
イ
ン
や
コ
ン
ド
ル
セ
I
な
ど
の

｢
人
間
と
社
会
の
完
全
性
｣
を
信
ず
る
人
び
と
に

対
す
る
攻
撃
を
主
な
目
的
と
し
て
､

一
七
九
八
年
に
出
版
さ
れ
た
｡
そ
の
後
の
諸
版
は
､
平
等
制
度
に
か
ん
す
る
初
版
以
来
の
材
料
に
か

な
り
の
ス
ペ
ー
ス
が
さ
か
れ
た
け
れ
ど
も

(
た
と
え
ば
第
六
版
第
三
籍
の
平
等
制
度
に
か
ん
す
る
三
幸
を
み
ょ
)
､
強
調
点
は
次
第
に
貧

民
に
対
す
る
攻
撃
に
代

っ
て
い
っ
た
｡
他
方
経
済
学
に
か
ん
す
る
マ
ル
サ
ス
の
思
想
は
､
第
二
版
お
よ
び
第
三
版
附
録
の
増
訂
が
企
だ
て

ら
れ
た
と
き

(
一
八

〇
三
年
､
お
よ
び

一
八
〇
六
年
)
に
は
ま
だ
十
分
に
成
熟
の
域
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
し
､
た
と
え

l
八

〇
〇
年
の

『
食
料
高
価
論
』
に
お
い
て
有
効
需
要
的
概
念
が
萌
芽
的
に
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
､
そ
れ
は
未
だ
か
れ
の
体
系
的
な
経
済
学
の
重
要
な

構
成
要
素
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
.
む
し
ろ

一
〇
年
代
に
い
た
る
時
期
に
は
､
人
口
理
論
の
実
際
的
適
用
の
問
題
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に
主
と
し
て
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
.
ま
た
､

一
八

二

1-

二
二
年
の
時
期
に
は
､

『
国
富
論
』
新
版
の
出
版
計
画
に
忙
殺
さ
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
､

『
人
口
論
』
第
四
版
の
頃

(
一
八

一
七
年
)
に
な
る
と
若
干
の
顕
著
な
変
化
が
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
-
｡
な
ん
と
な
れ
は
､

一
八

一
四
年
の
-
カ
ア
ド
ウ
宛
書
簡
か
ら
か
れ
が
有
効
需
要
の
問
題
に
重
要
な
関
心
を
向
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

か
ら

で

あ

る
｡
し
か
し
マ
ル
サ
ス
は
､
こ
-
し
て
経
済
学
的
思
惟
が
発
展
し
成
熟
し
て
い
っ
た
と
し
て
も
､
こ
れ
と

『
人
口
論
』
の
主
張
と
を
調
和

さ
せ
､
矛
盾
の
な
い
体
系
を
つ
く
り
あ
げ
る
と
い
-
努
力
を
怠

っ
た
よ
-
に
思
わ
れ
る
｡
ボ
ナ
-
に
よ
れ
ば
､

マ
ル
サ
ス
は

『
人
口
論
』

の
第
二
版
を
草
す
る
さ
い
に
は
､
第

一
版
を
前
に
披
い
て
お
い
て
､
旧
論
文
中
の
論
旨
の
変
ら
な
い
多
く
の
点
を
と
り
､
そ
れ
に
新
し
い

(1
)

こ
と
を
つ
け
加
え
て
ゆ
く
と
い
-
方
法
を
と
っ
た
と
い
-
｡
も

っ
と
も
変
化
の
あ
っ
た
第
二
版
で
さ
え
こ
の
と
お
り
′で
あ
る
｡
そ
の
后
の

『
人
口
論
』
の
諸
版
は
は
じ
め
か
ら
書
き
直
す
と
い
-
繁
雑
な
手
続
き
を
と
っ
た
も
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
に

『
人
口
論
』
と

『
経
済

学
原
理
』
と
は
そ
れ
ぞ
れ
わ
が
道
を
ゆ
く
と
い
-
構
成
を
と
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
｡
こ
-
し
た
方
法
は
あ
る
程
度
ゆ
る
さ
れ
る
で
あ

ヽ
ヽ
ヽ

ろ
-
.
と
い
-
の
は
､

『
人
口
論
』
は
金
物
お
よ
び
必
需
品
の
現
実
の

(
actnat)
供

給
に
対
す
る
人
口
の
圧
力
を
坂
り
扱
い
､

『
経
済

学
原
理
』
は
こ
れ
ら
の
供
給
に
か
ん
す
る
変
化
の
諸
原
因
を
砺
り
扱

っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
'
表
面
的
に
は
あ
る
程
度
調
和
が
保
た
れ
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
で
あ
ろ
-
｡
し
か
し
こ
の
瞳
の
調
和
は
す
で
に
み
た
よ
-
に
完
全
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

『
人
口
論
』
は
十
九
世
紀

初
頭
の
イ
ギ
-
ス
の
下
層
階
級
の
継
続
的
抑
圧
と
貧
困
の
直

接

的

諸

原
因
に
対
す
る
解
答
を
見
出
す
べ
く
試
み
つ
つ
あ
っ
た
｡
そ
し
て

貧
民
大
衆
を

一
般
的
に
改
善
し
ょ
-
と
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
は
完
全
に
無
数
で
児
戯
に
類
す
る
と
結
論
し
た
が
､

『
経
済
学
原
理
』
に
お
い

て
は
不
生
産
的
消
費
の
学
説
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
｡
こ
の
学
説
は

『
人
口
論
』
の
主
要
な
主
張
に
と
っ
て
破
壊
的
な
作
用
を
も
つ
も
の
で

あ
ろ
-
.

1
方
の

『
人
口
論
』
に
お
い
て
､

｢
人
生
と
い
-
大
富
く
じ
に
お
い
て
宝
く
じ
を
ひ
き
当
て
た
｣
､
つ
ま
り
飢
え
が
か
れ
ら
の
r

(2
)

運
命
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る
べ
き
貧
民
が
な
に
ゆ
え

｢自
然
の
大
き
ょ
-
宴
に
お
い
て
席
を
与
え
ら
れ
な
い
｣

か
を
論
じ
て
い
る
の



27

に
対
し
て
､
他
方
の

『
経
済
学
原
理
』
に
お
い
て
は
､

｢
召
使
は
､
社
会
の
上
流
階
級
お
よ
び
中
産
階
級
の
富
源
を
物
質
的
生
産
物
に
対

(3
)

す
る
需
要
を
有
効
な
ら
し
め
る
た
め
に
絶
対
的
に
必
要
で
あ
る
｣
､
す
な
わ
ち
不
生
産
的
消
費
者
に
緊
急
必
要
性
を
認
め
て
い
る
が
こ
れ

は
､
ま

っ
た
く
破
壊
的
な
も
の
で
あ

っ
た
｡

(
1

)

高
野
岩
三
郎

･
大
内
兵
衛
訳

『初
版
人
口
の
原
理
』
･
二
六
三
貢
｡

(
2
)
P
o
p
u
ta
tio
n
･,
v

o
L
2
,
P
.2
0
,
吉
田
訳

･
三
分
冊

･
三
八
貢
｡

(
3
)
P
rin
c
iples

.

'

2
n
d
.
e
d
･)
P
.
40
8
･
依
光
訳

･
(
下
)
･
二
五
五
頁
O

と
こ
ろ
で
､

マ
ル
サ
ス
に
お
け
る
有
効
需
要
の
原
理
は
時
期
的
に
い
つ
頃
支
配
的
な
経
済
学
上
の
命
題
と
し
て
人
口
原
理
に
か
わ
り
は

じ
め
た
の
か
｡
こ
の
変
化
を
説
明
す
る
事
情
は
お
そ
ら
く
つ
ぎ
の
事
情
で
あ
ろ
-
｡
す
な
わ
ち
､
か
れ
の
心
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

一

連
の
事
情
は
､

一
八

l
四
年
の
戦
争
の
終
結
に
つ
づ
い
た
不
況
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
-
｡

マ
ル
サ
ス
が
戦
時
中
の
繁
栄
か
ら
平
和
時
の
不
況

へ
の
移
行
を
記
述
す
る
さ
い
の
文
脈
を
み
れ
ば
そ
の
事
情
が
-
か
が
わ
れ
る
｡

一
八

一
五
年
か
ら

一
八
二
〇
年
に
い
た
る
時
期
は

｢
過
渡

的
恐
慌
｣
と
し
て
周
知
の
時
期
で
あ
る
｡

一
入

l
五
年
の
イ
ギ
-
ス
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
を
契
機
と
し
て

一
つ
の
恐
慌
に
見
舞
わ
れ
た
｡

マ
ル
サ
ス
は
こ
の
恐
慌
に
つ
い
て
､
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
は
､

｢
大
な
る
生
産
力
と
大
な
る
有
数
消
費
お
よ
び
需
要
と
の
結
合
｣
に
よ
っ
て

繁
栄
を
も
た
ら
し
た
｡
し
か
し
こ
の

｢
戦
争
か
ら
平
和

へ
の
移
行
｣
の
二
年
間
は
､
逆
に

｢
き
わ
め
て
異
例
の
有
効
需
要
衰
微
の
時
期
｣

(1
)

を
ひ
き
お
こ
し
､

｢
資
本
の
破
壊
｣
に
よ
っ
て
十
五
年

以
来
の
困
窮

(
d
istress)
を
出

現
せ
し
め
た
と
考
え
る
｡

か
れ
の
こ
れ
ま
で
の

先
入
観
念
は
新
し
い
事
態
に
直
面
し
て
ガ
タ
ビ
シ
に
な

っ
た
｡

｢
歴
史
に
お
け
る
も

っ
と
も
法
外
な
事
実
の

一
つ
と
し
て
｣
か
れ
は
眼
前

に
お
こ
っ
た
大
き
な
生
産
の
拡
大
に
お
ど
ろ
き
の
目
を
み
は
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は

『
人
口
論
』
の
主
張
と
簡
単
に
調
和
さ
せ
る
こ
と

は
困
難
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て

『
原
理
』
に
お
け
る
実
証
的
資
料
の
多
く
は
戦
争
か
ら
平
和

へ
の
移
行
か
ら
と
ら
れ
た
ゆ
え
に
､
こ
の
事
情

(2
)

は
新
し
い

『
原
理
』
の
懐
妊
期
間
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
｡
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(1
)
Prin
ciptes.〉P
1493
.
吉
田
訳
･
(下

)･三
八

l
以
降
｡

(

2
)
Prin
ci
pt
es.〉
2n
d
ed
.〉P
P.420-
2
2
.
422I
23
.
依
光
訳

･
(
下
)
･
二
七
六
-
二
七
七
頁
､
二
七
七

-
二
七
八
頁
｡

A

以
上
に
お
い
て
マ
ル
サ
ス
の

『
人
口
論
』
と

｢
経
済
学
原
理
｣
に
お
け
る
主
張
の
若
干
を
検
討
し
'
こ
の
両
者
の
異
同
の
要
点
と
思
わ

れ
る
も
の
を
若
干
析
出
し
た
｡
し
か
し
こ
の
両
者
の
主
張
は
い
ち
じ
る
し
い
ち
が
い
を
含
ん
で
い
る
｡

『
人
口
論
』
の
す
べ
て
の
版
本
に

お
い
て

『
経
済
学
原
理
』
の
精
神
は
ほ
と
ん
ど
み
る
こ
と
を
え
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
で
あ
ろ
-
｡
し
か
し
な
が
ら
､

一

八
三
〇
年
に
-
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た

『
人
口
論
綱
要
』
､に
お
い
て
ほ
､

マ
ル
サ
ス
は
か
ぎ
ら
れ
た
程
度
で
あ
る
に
し
て
も
､

F.原
理
』
に
み

い
だ
さ
れ
る
推
論
わ
若
干
を
認
め
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の

『
綱
要
』
は
'
ボ
ナ
-
の
推
定
に
よ
れ
ば

一
八
二
一
年
九
月
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
か
あ
る
い
は

一
八
二
二
年
に
書
か

(1
)

れ
た
も
の
で
あ

る
｡
そ
し
て

l
八
三
〇
年
に
些
少
の
変
更
を
加
え
ら
れ
､
右
の
標
題
を
も

っ
て
-
プ
-
ン
･L
さ
れ
た
｡

マ
ル
サ
ス
『
人
口

論
』
第
六
版

(
一
八
二
六
年
)
よ
り
も
実
際
の
公
刊
に
お
い
て
お
そ
く
､

マ
ル

サ
ス
生
前
に
お
け
る
最
後
の
人
口
理
論
の
再
述
と
な
っ
た

も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
は
そ
の
後
の
知
識
に
照
ら
さ
れ
た
人
口
理
論
と
か
れ
の

r
原
理
J)
が
こ
-
む
っ
た
と
こ
ろ
の
諸
批
判
を
念
頭
に
入

れ
つ
つ
稿
を
新
た
に
し
て
再
述
す
る
最
後
の
機
会
と
な
っ
た
だ
け
に
注
目
に
値
い
す
る
も
の
と
い
い
-
る
で
あ
ろ
-
0

(
1
)
拙
訳

『綱
要
』
･
一
八
三
-

一
八
四
頁
｡

と
こ
ろ
で
､

一
八
二
六
年
の

『
人
口
論
』
の
最
終
版
に
お
い
て
は
有
効
需
要
に
は
ほ
と
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
の
に
反
し
て
､

右
の

『
綱
要
』
は

『
原
理
』
で
展
開
さ
れ
た
学
説
と
若
干
の
調
和
を
含
ん
で
い
る
｡
つ
ま
り
､有
効
需
要
的
な
原
理
を
人
口
理
論
の
枠
内
に
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お
い
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
見
よ
-
｡

｢
綱
要
』
に
お
い
て
､

｢
私
有
財
産
の
法
則
､
こ
れ
こ
そ
生
産

へ
の
偉
大
な
刺
戟
物
で
あ
る
の
に
､
自
ら
生
産
と
制
約
す
る
こ
と
は
な
は
だ
し
く
､
そ
の
た
め
つ
ね
に
土
地
の
現
実
の
生
産
物
と
し
て
そ

の
生
産
力
を
著
し
く
下
回
ら
し
め
て
い
る
と
い
-
こ
と
こ
れ
で
あ
る
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
既
述
の

『
原
理
』
に
お
け
る
土
地

財
産
配
分
替
え

へ
の
傾
斜
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
-
｡
こ
の
私
有
財
産
の
法
則
は
生
産

へ
の
大
き
な
刺
戟
と
な
る
に
し
て
も
､
そ
の
制
度
の

も
と
に
お
い
て
も
人
口
を
養
-
た
め
′に
賃
金
を
支
払
い
か
つ
充
用
さ
れ
た
資
本
に
対
し
て
利
潤
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
､
耕
作
の

拡
大
に
対
し
て
適
当
な
刺
戟
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
そ
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
土
地
は
耕
作
か
ら
除
外
さ
れ
て
し
ま
-
｡
し
か
し
私

有
財
産
の
も
と
で
は
耕
作
が

一
部
分
割
限
を
-
け
る
こ
と
が
あ
る
.
こ
れ
は
土
地
の
分
割
が
不
公
平
な
と
き
に
と
く
に
お
こ
り
易
い
｡
唯

一
の
有
効
需
要
は
財
産
所
有
者
か
ら
く
る
が
､
し
か
し
か
れ
ら
が
実
際
に
需
要
す
る
も
の
が
国
富
の
増
進
に
も

っ
と
も
資
す
る
と
は
か
ぎ

ら

な

い｡
マ
ル
サ
ス
は
げ
ん
み
つ
に
制
度
上
の
､
そ
し
て
疾
病
ま
た
は
土
地
の
食
物
生
産
力
と
関
係
の
な
い
､
人
口
へ
の
新
し
い
重
要
な

妨
げ
を
も
つ
こ
と
を
認
め
る
｡
こ
れ
は
有
数
需
要
の
鰻
性
的
欠
除
の
状
態
で
あ
る
｡
こ
れ
は
現
在
の
経
済
機
構
の
能
力
の
は
る
か
下
の
生

活
水
準
に
結
果
す
る
.
有
効
需
要
の
欠
除
は
人
口
増
加

へ
の
直
接
の

(im
m
ed
iate)妨
げ
と
な
る
､
他
方
土
壌
の
自
然
力
は
人
口
増
加

へ

の
間
接
的

(rem
ote)
な
妨
げ
と
な
る
｡
し
か
し
､
マ
ル

サ
ス
は
､
こ
-
し
た
承
認
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

『
人
口
論
』
以
来
の
伝
統
的
精

神
に
立
ち
か
え
り
､

｢
そ
れ
ゆ
え
に
､
わ
れ
わ
れ
が
､
人
口
の
自
然
的
増
加
に
対
す
る
強
力
な
妨
げ
の
必
然
性
に
つ
い
て
そ
の
原
因
と
な

(1
)

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
は
､
自
然
法
で
あ
っ
た
人
間
の
行
為
や
制
度
で
は
な
い
｡
｣

(
1
)
拙
訳

･
前
掲
書

･
四
四
貢
｡

マ
ル
サ
ス
は
右
の
立
場
を
維
持
す
る
た
め
に
二
つ
の
主
張
を
も
ち
だ
す
O
そ
の
一
は
､
地
球
の
自
然
的
富
源
は
地
球
上
の
稀
薄
な
人
口

が
必
要
と
す
る
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
｡
し
か
し
有
数
需
要
が
た
え
ず
最
大
限
の
生
産
力
を
よ
び
お
こ
す
水
準
に
あ
る
な
ら
は
､

人
は
人
口
に
対
す
る
妨
げ
が
不
適
当
な
富
源
に
関

連
し
て
自

然

的

妨
げ
と
な
る
点
ま
で
有
数
に
増
大
す
る
で
あ
ろ
-
｡
事
実
､
マ
ル
サ
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(1
)

ス
は
､
過
去
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
今
も

っ
て
い
る
過

剰
な
富

源
に
は
わ
る
い
統

治
に
責

任
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
第

二
に
は
､
貧

民
が
自
然
の
富
源
の
不
適
当
さ
ま
た
は
有
効
需
要
と
雇
用
の
欠
除
の
た
め
に
飢
え
る
か
ど
-
か
は
､
貧
民
に
は
な
ん
の
ち
が
い
も
も
た
ら

さ

な

い
｡

｢労
働
者
階
級
全
体
に
と
っ
て
賃
金
の
不
足
が
､
わ
る
い
社
会
機
構
お
よ
び
好
ま
し
く
な
い
富
の
分
配
に
ょ
っ
て
時
期
尚
早
に

生
み
だ
さ
れ
よ
-
が
､
そ
れ
と
も
､
必
然
的
に
土
地
の
比
較
的
な
疲
弊
に
ょ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
よ
-
が
｣
､
そ
れ
ほ
ど
-
で
も
よ
い
｡
｢

労
働
者
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
程
度
に
困
窮
を
感
ず
る

し､
ま
た
そ
の
困
窮
が
ど
ん
な
原
因
か
ら
お
こ
っ
て
こ
よ
-
が
､
ほ
と
ん
ど
同
じ
結
果

(2
)

を
も
た
ら
す
に
ち
が
い
な
い
｡
｣

(
1
)
G
lass.-
op.
c
it..
P
.
)
5
0
.

(
2
)
拙
訳

･前
掲
書

･
四
二
貢
｡

し
か
し
問
題
は
､
貧
困
が
右
の
-
ち
H
に
よ
る
か
臼
に
ょ
る
か
で
そ
の
政
策
上
の
結
論
に
ぎ
わ
め
て
大
き
な
ち
が
い
を
も
た
ら
す
と
い

う
こ
と
で
あ
る
｡
害
悪
の
性
質
が
そ
の
救
治
策
を
決
定
す
る
｡
も
し
わ
れ
わ
れ
が
人
口
原
理
の
短
期
的
適
用
を
現
実
的
な
も
の
と
し
て
受

容
す
る
な
ら
は
､
困
窮
と
繁
栄
の
循
環
は
人
ロ
ー
富
源
の
比
率
を
標
準
に
し
て
回
転
す
る
｡
農
業
に
お
け
る
急
激
な
改
善
は
､
食
糧
生
産

を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

一
時
的
繁
栄
を
生
み
だ
す
で
あ
ろ
-
｡
し
か
し
､
そ
れ
に
基
づ
く
人
口
増
加
率
の
急
激
な
上
昇
は
ひ
ど
い

困
窮
を
生
み
だ
す
｡
こ
の
は
あ
い
の
マ
ル
サ
ス
の
政
策
上
の
結
論
は
本
質
的
に
は

『
人
口
論
』
の
そ
れ
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
政
府
の
節

約
､
救
貧
支
出
の
節
減
､
倹
約
と
節
約
の
奨
励
､
早
婚
の
非
奨
励
､
な
ど
で
あ
る
｡
も
し
ま
た
目
の
有
効
需
要
の
説
明
が
と
ら
れ
る
な
ら

ば
､

『
原
理
』
に
お
い
て
マ
ル
サ
ス
の
提
案
し
て
い
る
救
治
策
と
な
る
｡
す
な
わ
ち
公
共
事
業
､
不
生
産
的
消
費
､
お
よ
び
節
約
の
非
奨

励
､
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
の
政
策
上
の
結
論
は
お
た
が
い
に
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

『
人
口
論
綱
要
』
に
お
け
る

マ
ル
サ
ス
が
有
効
需
要
に
つ
い
て
語
る
と
き
､
か
れ
は

『
人
口
論
』
の
長
期
理
論
を
援
用
し
そ
の
矛
盾
を
脱
出
し
よ
-
と
企
図
す
る
｡
し

か
し
か
れ
が
ひ
と
た
び
有
効
需
要
の
論
議
を
去
る
や
い
な
や
た
ち
ま
ち
か
れ
本
来
の
人
口
理
論
の
短
期
的
見
解
か
ら
派
生
し
て
く
る
と
こ
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ろ
の
政
策
上
の
結
論
に
立
ち
か
え

っ
て
し
ま
-
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
マ
ル
サ
ス
の
体
系
は
綜
合
さ
れ
た
､
そ
し
て
矛
盾
の
な
い

一
元
的

体
系
と
い
-
の
に
は
か
な
り
の
困
難
が
あ
る
｡
む
し
ろ
こ
の
二
つ
の
体
系
は
ま

っ
た
く
分
離
独
立
し
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
正
し
い
で
あ

ろ
-
｡

マ
ル
サ
ス
は
綜
合
を
あ
え
て
し
な
か
っ
た
｡
結
局
は

『
人
口
論
』
の
経
済
学
上
の
意
味
は
有
効
需
要
に
か
ん
す
る
推
論
と
矛
盾
と

し
て
残

っ
て
い
る
｡

『
原
理
』
に
お
い
て

『
人
口
論
』
の
短
期
理
論
は
長
期
的
視
点
か
ら
放
棄
さ
れ
る
｡
そ
し
て
有
効
需
要
が
自
然
の
制

限
さ
れ
た
産
出
よ
り
も
人
口
と
生
産
と
を
支
え
る
も
の
と
な
る
｡
こ
-
し
て
マ
ル
サ
ス
は
､
は
じ
め
人
口
理
論
の
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
古
典
的
伝
統
に
貢
献
し
た
が
､
後
に
は
こ
の
伝
統
を
拒
け
て
新
し
い
路
線
に
す
す
む
こ
と
に
よ
っ
て
古
典
学
派
に
お
い
て
ユ
ニ

ー
ク
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
｡

わ
れ
わ
れ
は

｢
原
理
の
マ
ル
サ
ス
｣
と

｢
人
口
論
の
マ
ル
サ
ス
｣
と
も
結
合
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
-
｡
し
か
し
こ
れ
は
人
口
理
論

を
長
期
的
視
点
か
ら
解
釈
す
る
と
い
-
方
法
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
か
ざ
ら
れ
た
形
に
お
い
て
の
み
な
さ
れ
-
る
で
あ
ろ
-
｡
こ
の
こ
と
は

マ
ル
サ
ス
自
身
､
か
れ
の
生
前
最
後
の
人
口
理
論
と
な

っ
た

『
人
口
論
綱
要
』
に
お
い
て
部
分
的
に
は
果
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
し
か
し

マ
ル
サ
ス
は
､
人
口
理
論
の
短
期
的
解
釈
に
基
づ
く
政
策
上
の
結
論
を
犠
牲
に
供
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
｡
こ
の
た
め

『
原
理
』
の
理
論

と
政
策
上
の
結
論
と
を
-
ま
く
結
び
つ
か
な
く
さ
せ
て
い
る
｡

『
人
口
論
綱
要
』
が
な
に
ゆ
え
に

『
原
理
』
の
学
説
と
若
干
の
調
和
を
含
ん
で
い
る
か
に
つ
い
て
ほ
っ
ぎ
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ

ろ
-
｡
そ
れ
は
マ
ル
サ
ス
『
人
口
論
』
の
最
終
版

(
一
八
二
六
年
)
は
､
修
正
版
で
あ

っ
て
徹
底
的
な
改
修
版
で
は
な
か
っ
た
｡
大
部
分

は
若
干
の
章
の
終
わ
り
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
フ
ー
ト
ノ
ー
ト
や
追
加
的
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
成

っ
て
い
た
｡
こ
れ
は
統
計
資
料
を
つ
け
加
え

る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
外
形
的
に
変

っ
た
け
れ
ど
も
主
張
の
内
容
に
は
ほ
と
ん
ど
改
造
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
｡

『
人
口
論
』
は

論
争
的
な
著
作
と
し
て
最
初
あ
ら
わ
れ
､
そ
の
六
版
を
重
ね
る
ま
で
そ
の
性
格
は
変
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
と
こ
ろ
が

『
大
英
百

科
辞
典
』
に
寄
稿
し
た

『
綱
要
』
を
草
す
る
に
当

っ
て
マ
ル
サ
ス
は
こ
れ
ま
で
の

『
人
口
論
』
の
諸
版
の
制
約
を
離
れ
て
新
し
い
出
発
を
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す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
辞
典
の
性
格
上
､
こ
の
論
稿
に
お
い
て
マ
ル
サ
ス
は
き
わ
め
て
用
心
深
い
'
抑
制
的
な
調
子
で
書
い
て
い
る
｡
用

語
に
お
い
て
穏
健
で
あ
り
､
調
子
に
お
い
て
説
得
的
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
人
口
理
論
に
浴
せ
か
け
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
批
判
に
適
当
に
注

意
を
技
い
つ
つ
'
他
方
に
お
い
て
は

r
原
理
』
で
展
開
せ
ら
れ
た
経
済
学
上
の
概
念
に
も
思
慮
を
め
ぐ
ら
す
余
祐
を
も

っ
て
い
た
し
､
ま

た
か
れ
の
論
敵
ゴ
ド
ウ

イ
ン
は

一
八
二
〇
年
の
頃
に
は
落
塊
の
-
ち
に
あ
り
､
人
び
と
の
注
意
を
ほ
と
ん
ど
ひ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
輿

論
が
す
で
に
か
れ
の
論
敵
に
最
後
の
と
ど
め
を
さ
し
て
い
た
｡

マ
ル
サ
ス
の
地
位
は
安
泰
で
あ
っ
た
し
､

『
人
口
論
綱
要
』
で
若
干
の
譲

歩
を
与
え
る
余
祐
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡


