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一
経
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
義
の
解
釈
（
東
井
）

派
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
剰
余
価
値
の
起
源
に
か
ん
す
る
研
究
を
、
流
通
の
部
門
か
ら
直
接
的
生
産
そ
の
も
の
の
部
面
に
移
し
、

ま
た
か
く
し
て
資
本
制
的
生
産
の
分
析
の
基
礎
を
す
え
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

実
に
資
本
制
生
産
に
つ
い
て
の
最
初
の
体
系
的
把
握
で
あ
る
、

も
に
三
大
発
見
の
一
に
数
え
ら
れ
、

マ
ル
ク
ス
の
『
再
生
産
様
式
』
と
と
も
に
、
経
済
学
上
の
天
才
的
な
着
想
と
し
て
讃
え
ら
れ
て
い

か
か
る
重
農
学
派
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
種
々
論
議
の
的
と
な
っ
て
お
り
、
論
議
し
つ
く
さ
れ

た
観
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
重
農
学
説
に
つ
い
て
、
異
色
あ
る
ひ
と
つ
の
解
釈
が
、

は、

W
・
ス
タ
ァ
ク
著
、
沢
村
栄
治
訳
「
経
済
学
史
ー
社
会
発
展
と
の
関
連
に
お
け
る
I
」
に
現
れ
た
、
重
農
主
義
に
対
す
る
ひ
と
つ

る
、
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
重
農
学
派

P
h
y
s
i
o
c
r
a
t
e
s
と
は
、

「
経
済
学
史
ー
社
会
発
展
と
の
関
連
に
お
け
る
」
ー
ー

w
．
ス
タ
ァ
ク
著

ー
—
澤
村
榮
治
訳

一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ケ
ネ
ー
お
よ
び
彼
の
学
説
を
中
心
と
な
す
一
学

ケ
ネ
ー
の
『
経
済
表
』
は
、
文
字
の
発
明
お
よ
び
貨
幣
の
発
明
と
と

東

一
経
済
学
史
の
書
物
の
上
に
現
れ
た
。
そ
れ

一
経
清
學
史
上
に
現
れ

t
重
農
主
義
の
解
繹

井

九
花

美
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だ
か
ら
、
本
稿
で
は
ス
タ
ァ
ク
が
彼
の
著
、

る
か
ら
で
あ
る
。

優
れ
た
解
釈
が
あ
り
、

の
解
釈
で
あ
る
。

ス
タ
ァ
ク
は
、
歴
史
的
相
対
主
義
の
研
究
方
法
か
ら
、
重
農
主
義
学
説
、
特
に
、
「
農
業
の
み
生
産
的
で
あ
っ
て
、
商
工
業
は
不
生
産

的
で
あ
る
」
と
の
ケ
ネ
ー
の
基
本
観
念
を
、
歴
史
的
背
景
に
お
い
て
、
理
解
し
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
理
解
の
仕
方
、
説
明
の
仕
方
に

お
い
て
見
事
で
あ
り
、
異
色
が
あ
る
。
も
っ
と
も
ケ
ネ
ー
が
農
業
の
み
生
産
的
で
あ
っ
て
、
商
工
業
は
不
生
産
的
で
あ
る
、

プ

ロ

デ

ュ

ィ

・

＊

、

、

味
は
、
「
農
業
は
、
『
純
生
産
物
』
（
瑚
余
生
産
物

l
剰
余
価
値
）
を
創
造

generation

す
る
け
れ
ど
も
、

、、

用
の
合
計

addition

あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、

る
。
」
と
こ
ろ
で
、

う
な
理
解
が
、
か
れ
に
お
け
る
価
値
把
握
の
不
十
分
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
価
値
一
般
の
分
析
の
欠
如
、
し
た
が
つ
て
ま
た
剰
余
価
値
把

、、

握
に
お
け
る
限
界
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
す
で
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
別
挟
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ

、
、
、
、

「
商
工
業
を
一
括
し
て
不
生
産
的
と
い
う
ケ
ネ
ー
の
理
解
が
、
誤
謬
と
同
時
に
ま
た
正
当
性
を
も
含
む
こ
と
は
、
労

仇
価
値
論
の
理
解
に
照
せ
ば
、
た
だ
ち
に
判
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
誤
謬
と
い
う
の
は
、
工
業
の
不
生
産
性

に
関
し
て
で
あ
り
、
正
当
性
と
い
う
の
は
、
商
業
の
そ
れ
に
関
し
て
で
あ
る
。
」
こ
う
い
っ
た
解
釈
が
、
既
に
、
横
山
正
彦
教
授
「
ケ

ネ
ー
商
業
論
と
そ
の
歴
史
的
意
義
」

（
諾
済
評
論

昭
和
二
三
年
三
•
四
月
号
）

に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
て
か
か
る
実
践
的
に

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
ス
タ
ァ
ク
の
重
農
学
説
に
対
す
る
解
釈
に
求
め
よ
う
と
し
て
求
め
え
ら
れ
な
い
け
れ
ど

も
、
だ
か
ら
と
い
つ
て
ス
タ
ァ
ク
の
解
釈
を
捨
て
て
し
ま
う
に
は
忍
び
難
い
も
の
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

釈
を
歴
史
的
事
実
に
則
り
、

そ
れ
に
観
照
し
去
つ
て
な
し
て
お
り
、
社
会
発
展
と
の
関
連
に
お
い
て
重
農
主
義
の
把
握
に
成
功
し
て
い

「
経
済
学
史
ー
社
会
発
展
と
の
関
連
に
お
げ
る
I
」
で
な
し
て
い
る
重
農
学
説
に
つ
い

富
（
剰
余
価
値
）
の
創
造
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、

一
諾
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
義
の
解
釈
（
東
井
）

ス
タ
ァ
ク
が
飽
迄
そ
の
解

と
い
う
の
で
あ
る
。

ケ
ネ
ー
の
こ
の
よ

商
工
業
に
お
い
て
は
、

四
0

た
だ
費

と
い
う
意
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二
碑
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
義
の
解
釈
（
東
井
）

経
済
思
想
史
を
担
当
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
」

（
沢
村
、
「
訳
書
」
、
訳
害
の
こ
と
ば
、
~
1
1
)

り
ヽ

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
で

M
.
A
を
と
つ
て
い
る
。

ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
に
学
び
、

て
の
解
釈
を
紹
介
し
よ
う
。
そ
の
さ
い
、
こ
の
原
著
に
は
沢
村
栄
治
教
授
の
訳
に
な
る
日
本
版
釈
書
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
も
併
せ
て

紹
介
し
て
お
こ
う
。

先
ず
、

W
・
ス
タ
ァ
ク
の
重
農
主
義
学
説
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
解
釈
を
紹
介
す
る
前
に
、
こ
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
著
書
の
訳
書

す
な
わ
ち
、

W
・
ス
タ
ァ
ク
著
、
沢
村
栄
治
訳
「
経
済
学
史
ー
社
会
発
展
と
の
関
連
に
お
け
る
I
」
の
紹
介
を
な
し
て
お
こ
う
。

こ
の
書
は
、

W
e
r
n
e
r
Stark, 
H
i
s
t
o
r
y
 of 
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
 
in 
its 
Relation to 
Social 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 1
9
5
2

の
躊
H

訳
書
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
関
西
大
学
出
版
部
」
か
ら
、
昭
和
二
九
年
ご
一
月
一

0
日
に
出
版
さ
れ
、

原
著
者
で
あ
る
ス
タ
ァ
ク
は
、
訳
者
に
よ
れ
ば
、

ー
当
時
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
あ
っ
た
ー
の
マ
リ
ィ
エ
ン
バ
ッ
ト
に
生
れ
、
プ
ラ
ァ
グ
・
ハ
ム
ブ
ル
ク
・
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
大
学
、
及
び
ロ
ン

九
年
ま
で
教
壇
に
あ
っ
た
。

日
に
第
二
版
が
出
版
さ
れ
た
。

「
も
と
英
人
で
は
な
く
、

九
0
九
年
十
二
月
二
日
、

。
フ
ラ
ァ
グ
大
学
で
法
学
の
、

四

つ
づ
い
て
昭
和
三

0
年
四
月
一

0

チ
エ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

ハ
ム
プ
ル
ク
大
学
で
政
治
学
の
、

ポ

リ

テ

イ

カ

ル

サ

イ

ニ

ン

ス

レ

ク

テ

ュ

ラ

ア

一
九
三
七
年
に
。
フ
ラ
ァ
グ
大
学
政
治
学
部
の
社
会
立
法
の
講
師
と
な
り
一
九
三

一
九
四
一
年
に
は
ー
一
九
三
九
年
に
亡
命
し
た
こ
と
は
そ
の
『
序
』
に
見
え
る
ー
ケ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
客

員
講
師
と
な
り
、
ー
そ
の
間
に
こ
の
書
に
対
す
る
準
備
及
び
刊
行
が
な
さ
れ
た
事
情
は
同
じ
く
『
序
』
に
語
ら
れ
て
い
る
。
—
'
つ
い
で

一
九
四
五
年
に
は
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
の
終
身
講
師
と
な
り
、
更
に
一
九
五
一
年
か
ら
は
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ア
大
学
の
助
教
授
と
な
り
、

学
位
を
と
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も
述
べ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
訳
者
の
関
心
を
つ
よ
く
惹
き
つ
け
た
こ
と
は
、

訳
者
、
沢
村
栄
治
教
授
は
、
昭
和
一
四
年
京
大
経
済
学
部
卒
業
後
、
京
大
助
手
、
高
松
高
商
教
授
を
経
て
、
現
在
本
学
関
西
大
学
教

著
書
に
「
直
裁
な
共
感
と
同
意
」
を
も
ち
、

た
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
直
載
な
共
感
と
同
意
」
と
は
、
「
原
書
は
も
と

International
L
i
b
r
a
r
y
 of 
Sociology a
n
d
 Social 
R
e
 ,
 

constructin
の
一
皿
匹
で
あ
り

R
o
u
t
l
e
d
g
e
&
 K
e
g
a
n
 P
a
u
l
 Ltd. 
刊
行
の
も
の
で
あ
る
。
外
見
は
、
著
者
自
ら
が
い
う
よ
う
に
、

『
小
』
著
で
あ
り
、
『
教
科
書
』
的
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
内
容
、
乃
至
は
問
題
を
取
扱
う
観
点
等
は
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
が
国
に
お

い
て
容
易
に
連
想
す
る
『
教
科
書
』
的
な
も
の
を
超
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
…
…
と
も
角
そ
れ
ら
の
点
は
著
者
の
謙
遜
な
い
し
形

式
的
な
表
現
で
あ
る
と
差
し
お
い
て
、
何
ら
成
心
な
く
直
下
に
こ
の
書
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
含
蓄
的
な
、
従
っ
て
教
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
多
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

い
て
、

授
で
、

「
経
済
社
会
学
」
を
担
当
さ
れ
、
今
日
に
お
よ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
訳
者
が
原
著
書
を
醗
訳
出
版
さ
れ
た
動
機
と
い
え
ば
、
原

「
訳
者
の
関
心
を
つ
よ
く
惹
き
」
つ
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
訳
者
の
出
版
と
な
っ

著
者
の
立
場
が
歴
史
的
相
対
主
義
で
あ
ろ
う
と
何
で
あ
ろ
う
と
、
そ
う
い
う
枠
入
れ
を
す
る
よ
り
も
先
に
、
『
小
著
』
で
あ
り
乍
ら
も

（
原
）

「
社
会
発
展
と
の
関
連
に
お
い
て
、
経
済
学
の
歴
史
を
捉
え
よ
う
と
し
、
ま
た
捉
え
て
き
た
1

そ
の
程
度
は
別
と
し
て
ー
こ
と
に
つ

．

ヽ

‘

‘

、

、

、

、

、

わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
直
載
な
共
感
と
同
意
と
を
あ
ら
わ
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
る
う
か
。
」
（
傍
点
筆
者
、

「
著
者
は
…
…
そ
の
閲
歴
を
訳
者
に
報
じ
た
際
に
、
ー
一
九
五
三
年
七
月
二
四
日
附
私
信
ー
更
に
語
を
つ
い
で
．
次
の
よ
う
な
こ
と
を

『
自
分
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ア
大
学
で
の
教
授
は
広
汎
な
範
囲
に
及
ん
で
は
い
る
が
、
し
か
し
主
と
し
て
経
済
思
想
と

、
、
、

社
会
学
と
の
歴
史
に
重
点
が
お
か
れ
、
わ
た
く
し
は
こ
れ
ら
二
つ
の
主
題
を
相
互
的
に
実
り
多
き
も
の
た
ら
し
め
よ
う
と
努
力
し
て
い

る
。
』

I
こ
の
点
が
こ
の
書
物
を
理
解
す
る
―
つ
の
鍵
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
私
事
に
わ
た
る
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
訳
者
の
関
心

一
軽
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
義
の
解
釈
（
東
井
）

四

「同」

「同」・
1
)
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序

社
会
発
展
と
の
関
連
に
お
け
る
経
済
学
史

附
録

I

経
済
学
史
の
形
式
的
諸
問
題

附
録

I

経
済
学
史
の
主
要
文
献

索
引

「
日
本
版
え
の
序
'
-
、

「
訳
者
の
こ
と
ば
」
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、

一
諾
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
義
の
解
釈
・
（
東
井
）

「
訳
書
」
で
は
こ
れ
に
、

「
原
著
」
は
、

そ
の
篇
別
構
成
に
お
い
て
さ
の
通
り
で
あ
る
。

際
よ
く
説
明
し
な
が
ら
、

沢
村
栄
治
教
授
の
訳
書
・

く
し
て
、
本
訳
書
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
共
感
と
同
意
」

と
、
い
う
こ
と
で
あ
る
。

を
つ
よ
く
惹
き
つ
け
た
こ
の
書
の
態
度
の
、

い
わ
ば
底
流
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

1

…」

こ
の
よ
う
な
訳
者
の
原
著
に
対
す
る
「
共
感
と
同
意
」
、

お
よ
び
「
関
心
が
つ
よ
く
惹
き
つ
け
け
ら
れ
た
こ
と
」
ら
に
よ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な

著
『
社
会
発
展
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
経
済
学
史
』
（
関
西
学
院
器
済
学
研
究
会
「
締
済
学
論
究
」
、
昭
和
三
0
年
七
月
刊
）
に
お
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
言
葉
、
す
な
わ
ち
「
こ
こ
に
取
上
げ
る
ス
タ
ー
ク
博
士
の
著
作
は
、
近
世
以
降
の
経
済
思
想
の
変
遷
を
極
め
て
手

そ
の
社
会
発
展
と
の
関
連
性
を
明
快
に
理
解
さ
せ
る
優
れ
た
学
史
研
究
書
で
あ
り
、

べ
き
試
み
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
も
、
通
ず
る
で
あ
ろ
う
。

は
、
ま
た
宮
内
博
氏
の

「
ス
タ
ァ
ク
著
『
経
済
学
史
』
ー
社
会
発
展
と
の
関
連
に
お
け
る
ー
」
の
底
本
に
は
、
前
述
の
如
く
、

"
W
e
r
n
e
r
 Stark, H
i
s
t
o
r
y
 of 
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
 in 
its 
Relation to 
Social 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
,
 1
9
5
2
"

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
原
著
版
は
附

I
の
増
補
を
除
い
て
は
、
初
版
一
九
四
四
年
版
と
は
異
な
る
と
こ
る
は
な
い
。

（
「
同
」
"
1
1
)

四

か

「
ス
タ
ー
ク

そ
れ
故
に
注
目
さ
れ
る

ま
た
と
り
も
な
お
さ
ず
、
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原
著
者
の
思
想
の
根
本
と
も
考
え
ら
る
一
節
を
次
に
か
か
げ
よ
う
。

と
い
う
語
を
も
つ
て
訳
出
し
統
一
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ゴ

transition"
の
意
味
を
「
変
移
」

「
原
著
書
」
の
一
語
、

一
語
、

一
句
、

一
句
が
逐
う
ご
と
く
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、

.

.
 

n
 

trans1t10n 

6
 

場
合
や
、
引
用
文
献
の
挿
入
個
所
の
変
更
な
ど
は
若
千
あ
る
」
け
れ
ど
も
。

一
経
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
義
の
解
釈
（
東
井
）

「
醗
訳
技
術
上
後
者
を
前
者
と
か
え
た

「
訳
書
」
は
、
原
著
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
綿
密
に
し
か
も
忠
実
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
訳
者
が
「
出
来
う
る
限
り
原
著
に
忠
実
を

旨
」
と
さ
れ
た
こ
と
は
成
功
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
訳
者
自
ら
断
つ
て
お
ら
れ
る
如
く
に
、

「
訳
書
」
に
は
、

を
「
変
移
」
と
、

--self
,
 
interest"
を
「
自
利
」
と
訳
出
し
全
書
を
通
じ
て
統
一
、
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
一
応
措
き
、

ク
の
歴
史
的
相
対
主
義
的
方
法
よ
り
書
か
れ
た
本
書
に
お
い
て
は
、

6

ゴ

transition"
と
い
う
語
は
ひ
と
つ
の
歴
史
体
系
ま
た
は
思
想
体

系
が
い
ろ
い
ろ
な
方
向
へ
進
む
と
い
う
可
能
性
を
も
つ
時
代
を
表
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

ス
タ
ァ

「
訳
書
」
は
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
し
か
も
名
文
で
、
「
原
著
書
」
の
再
現
に
一
応
成
功
し
て
い
る
。
そ
の
一
証
左
と
し
て
、

「
わ
れ
わ
れ
に
は
永
遠
の
真
理
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
除
く
こ
と
が
出
来
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
知
つ
て
い
る
こ
と
は
、
全
く
わ
れ
わ
れ
の

サ
ダ
F

仕
事
に
陰
鬱
な
色
彩
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
束
の
間
な
る
こ
と
は
人
間
た
る
も
の
の
も
つ
運
命
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ

の
事
実
を
考
え
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
に
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
真
理
は
、

ヨ
シ
ュ
ア
が
ア
イ
ヤ
ロ
ン
の
渓
谷
で
な
し
た
如
く
、
星
に
静
止
せ
よ
と
命
ず
る
こ
と
は
わ
れ

日
々
の
糧
の
如
く
、

本
「
訳
書
」
の
篇
別
構
成
で
も
あ
る
。

（
「
訳
書
」
九
五
頁
）

日
々
に
新
ら
た
に
獲
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
仕
事
に
お
い

レ
ニ
ペ
ソ

て
も
、
他
の
す
べ
て
の
仕
事
に
お
け
る
が
如
く
、
科
学
や
学
問
は
単
に
生
の
鏡
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

実
に
美
事
な
名
文
で
あ
る
。
原
著
書
を
台
な
し
に
す
る
こ
と
な
く
、
原
著
書
を
い
き
い
き
と
再
現
・
描
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ

四
四
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一
経
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
義
の
解
釈
（
東
井
）

程
度
の
欠
点
も
止
む
を
え
な
か
っ
た
こ
と
は
思
わ
れ
る
が
。

「
引
用
句
は
「
」
を
用
い
、
著
名
な
訳
本
の
あ
る
も
の
は
そ
の
訳
文
を
つ
と
め
て
そ
の
ま
ま
に
採
用
」
さ
れ
て
い
る
。
但
し
「
一
字
一

句
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
特
に
た
と
え
ば
ケ
ネ
エ
の
場
合
の
如
く
、
邦
訳
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

原
著
の
引
用
は
英
語
で
あ
り
、
従
っ
て
両
者
必
ず
し
も
正
確
に
一
致
し
て
お
ら
な
い
よ
う
な
と
き
に
は
、
本
訳
書
で
は
ひ
と
ま
ず
こ
の

原
著
に
」
従
っ
て
い
る
。
こ
の
点
が
、
本
訳
書
の
ひ
と
つ
の
特
色
で
あ
ろ
う
。
読
者
に
と
つ
て
は
、
本
訳
書
を
読
み
な
が
ら
そ
こ
に
出
て

く
る
ひ
と
つ
の
学
説
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
訳
本
を
も
つ
か
い
な
か
、
と
い
う
こ
と
が
、

れ
は
読
者
に
大
き
な
便
宜
を
与
え
、
本
書
の
大
き
な
特
色
と
し
て
高
く
評
価
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
訳
者
が
、
こ
と
わ
っ
て
い

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
正
確
に
一
致
し
て
お
ら
な
い
よ
う
な
と
き
に
は
、
本
訳
書
で
は
ひ
と
ま
づ
こ
の
原
著
に
従
っ
た
」
と
い
う
こ
と

を
除
い
て
、
引
用
さ
れ
た
著
明
な
邦
訳
が
か
な
ら
ず
し
も
、
原
文
に
忠
実
で
は
な
く
、
誤
訳
が
な
い
こ
と
は
な
い
か
ら
、
著
名
な
邦
訳

を
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
た
い
し
て
筆
者
は
疑
を
も
つ
。
し
か
し
こ
の
欠
点
を
、
先
の
利
点
が
補
つ
て
余
り
あ
る
か
ら
、
あ
る

で
は
あ
ろ
う
が
。

四
五

は
、
訳
者
、
が
い
か
に
経
済
思
想
史
的
に
は
い
う
ま
で
も
な
く
哲
学
的
・
文
学
的
造
詣
が
深
い
か
を
唯
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

「
訳
書
」
全
篇
を
つ
ら
ぬ
い
て
、
文
章
は
、
非
常
に
わ
か
り
易
い
表
現
を
旨
と
し
て
お
り
、
そ
れ
に
非
常
に
こ
っ
て
い
る
。

と
は
反
面
に
お
い
て
、
欠
点
と
な
り
、
本
「
訳
書
」
を
読
み
ず
ら
く
さ
え
し
て
い
る
点
が
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、

乍
ら
事
態
を
そ
ん
な
に
容
易
に
棄
却
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」

し
乍
ら
そ
の
問
題
を
そ
ん
な
に
容
易
に
片
付
け
て
し
ま
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」

こ
の
こ
．

(̂^
 It 
is, 
h
o
w
e
v
e
r
,
 impossible 
s
o
 lightly 
to 
dis ,
 

m
i
s
s
 t
h
e
 
m
a
t
t
e
r
.
"
 
O
p
.
 cit. "
 p
 1
0
.
)とし
て
は
ど
う
か
。
こ
う
い
~
っ
た
点
が
若
千
見
受
け
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
主
観
の
相
異

ふ
と
こ
ろ
で
の
ま
ま
、
自
づ
と
判
明
す
る
。
こ

（
「
訳
書
」
一
五
頁
）
は
、
読
み
づ
ら
く
、

こ
れ
は
卒
直
に
「
し
か

「
し
か
し
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工
の
位
置
に
入
り
込
ん
で
来
る
か
ら
で
あ
る
」

（
「
訳
書
」
五
六
頁
、

「
原
書
」
三
四
頁
）
と
あ
る
の
は
、
「
新
し
く
採
用
さ
れ
た
機
械
が

ロ
ヽ

ど
ん
慾
の
道
徳
的
逸
脱
に
お
け
る
が
如
し
」

(
＾
＾
 

M
e
r
c
a
n
t
i
l
i
s
m
 

イヽ

「
慾
と
い
う
も
の
が
道
徳
の
範
囲
内
に
あ
る
如
く
、

ヽ本
訳
書
で
は
、
原
著
書
の
引
用
文
献
を
い
ち
い
ち
点
検
さ
れ
、

そ
の
引
用
頁
の
正
否
ま
で
調
べ
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

著
一
七
•
五
一
・
五
ニ
・
六
三
頁
に
は
そ
れ
ぞ
れ
〔
’
]
が
お
ち
て
お
り
、
六
三
頁
で
は
〔
”
〕
が
余
分
で
あ
る
。
原
著
一
五
頁
（
本
訳
書

二
三
頁
）
の
ケ
ネ
工
全
集
の
引
用
頁
に
つ
い
て
は
三
五
一
と
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
に
訂
正
」
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
本
訳
書
は
、
む
し
ろ
原
著
書
よ
り
も
正
確
で
あ
る
。
但
し
、

の
「
フ
ラ
ン
詳
論
」
は
、

年
で
は
な
く
し
て
、

1
0頁
で
あ
り
、

念
の
た
め
に
。

摘
し
て
お
こ
う
。

(Detail 
d
e
 
la 
France, 
1
6
9
7
)
 

(
「
訳
書
」
二
0
頁）

一
六
九
五
年
の
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
た
っ
た
ひ
と
つ
原
著
の
ミ
ス
を
看
過
さ
れ
た
本
訳
書
上
に
現

れ
た
ミ
ス
で
あ
る
。
な
お
「
訳
書
」

（
一
五
頁
）
で
、
「
大
内
兵
衛
訳
ス
ミ
ス
国
富
論
岩
波
文
庫
版
第
三
分
冊
七
頁
」
と
あ
る
は
、
七
・

「
訳
書
」
五

0
頁
で
の
「
佑
か
す
」
の
あ
と
に
」
〔
」
〕
が
落
ち
て
い
る
等
。

こ
れ
ら
は
「
訳
書
」
の
ミ
ス
で
あ
る
。

最
後
に
苦
言
を
呈
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
本
訳
書
上
に
現
れ
た
若
千
の
誤
訳
と
不
適
訳
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
例
を
ニ
・
三
指

-
0
頁
）
と
あ
る
の
は
、

重
商
主
義
は
経
済
的
異
常
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」

「
重
商
主
義
の
経
済
的
逸
脱
に
お
け
る
は
、

）
の
誤
訳
で
あ
ろ
う
。

is 
a
m
o
n
g
 the e
c
o
n
o
m
i
c
 aberrations 
w
h
a
t
 avarice 
is 
a
m
o
n
g
 the 
moral." 

（
「
訳
害
」
一
五
頁
「
原
書
」

「
新
し
く
採
用
さ
れ
た
機
械
が
、
も
し
一
層
適
当
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
新
し
い
生
産
費
の
要
素
と
し
て
、
解
雇
さ
れ
た
職

新
し
い
生
産
費
の
要
素
と
し
て
、

た
と
え
そ
れ
が
比
較
的
些
細
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
解
雇
さ
れ
た
職
工
の
位
置
に
入
り
込
ん
で
来

と
な
っ
て
い
る
が
、

ボ
ア
ギ
ュ
ィ
ベ
ェ
ル

こ
の
書
の
出
版
は
、

こ
れ
は
三
三
一
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、

一
経
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
ヽ
王
装
の
解
釈
（
東
井
）

四
六

一
六
九
七

す
べ
て 「原
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一
経
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
学
の
解
釈
（
東
井
）

お
か
れ
て
」
お
り
な
が
ら
も
、
敢
然
と
し
て
「
原
著
」
と
と
り
組
み
、

四
七

「
幾
多
の
障
害
」
を
克
服
し
な
が
ら
、
か
か
る
立
派
な
「
訳
書
」

「
身
二
つ
あ
っ
て
も
足
り
な
い
境
涯
に

(
F
o
r
 
into 
t
h
e
 
place of 
t
h
e
 
d
i
s
m
i
s
s
e
d
 w
o
r
k
m
e
n
 steps 
t
h
e
 n
e
w
l
y
 i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
 
m
a
c
h
i
n
e
r
y
 as 
a
 n
e
w
,
 if 
m
o
r
e
 

m
o
d
e
s
t
,
 
e
l
e
m
e
n
t
s
 of 
costs.)

の華
5
印
5

三
九
頁
）
と
あ
る
は
、

「
一
七
五

0
年
と
一
八
五

0
年
の
間
の
穀
物
市
場
の
発
展
と
い
う
形
勢
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
」

「
…
の
穀
物
市
場
の
状
態
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
発
展
で
あ
っ
た
」

as 
t
h
e
 d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 of t
h
e
 
g
r
a
i
n
 m
a
r
k
e
t
 b
e
t
w
e
e
n
 1
7
5
0
 
a
n
d
 1
8
5
0
 
w
h
i
c
h
 t
a
u
g
h
t
…
…
)
の
華
5
中
i

で
太
セ
る
。

こ
こ
で
例
示
し
た
誤
訳
の
役
か
に
も
、
誤
訳
と
不
適
訳
が
僅
か
で
は
あ
る
が
、
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
訳

者
に
直
接
に
た
だ
し
て
お
い
た
の
で
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
本
訳
書
に
は
こ
の
よ
う
な
誤
訳
・
不
適
訳
が
見
受
け
ら
れ
た

が
、
訳
者
が
公
私
多
用
、
特
に
前
者
に
と
ら
え
ら
れ
て
「
身
動
き
出
来
な
い
」
有
様
に
あ
り
、

の
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

い
＜
ら
い
で
、

そ
の
誤
訳
・
不
適
訳
を
か
く
も
僅
少
に
止
め
え
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
む
し
ろ
敬
意
を
捧
げ
た

そ
れ
を
非
難
し
咎
め
る
気
持
に
は
な
れ
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
本
訳
書
の
第
二
版
で
は
、
第
一
版
の
不
備
な
点
を
整
備

さ
れ
、
あ
る
個
所
で
は
不
適
訳
を
正
し
て
お
ら
れ
、
第
一
版
よ
り
も
優
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
指
摘
し
た
点
を
も
含

め
て
、
訳
者
が
現
在
気
づ
か
れ
て
い
る
点
を
近
々
訂
正
さ
れ
て
第
三
版
を
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
第
三
版
で
は
「
原
著
」

に
近
づ
い
た
完
訳
が
出
版
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、

経
済
学
史
』
」

そ
し
て
そ
の
こ
と
を
期
待
し
よ
う
。

な
お
、
原
著
全
内
容
に
つ
い
て
の
紹
介
は
、
宮
内
博
氏
の
、
書
評
「
ス
タ
ー
ク
著
『
社
会
発
展
と
そ
の
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た

（
関
西
学
院
大
学
経
済
学
研
究
会
「
器
済
学
論
究
」
第
九
巻
第
二
号
）
に
ゆ
ず
り
、
主
題
に
入
る
う
。

ノ‘
ヽ

る
か
ら
で
あ
る
」

(
B
u
t
 it 
w
a
s
 n
o
t
 so m
u
c
h
 the state 

「
訳
書
」
六
四
頁
、

「
原
嘗
」
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w
．
ス
タ
ァ
ク
は
、
彼
の
著
、

え
よ
う
と
す
る
企
て
」
を
な
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、

て
い
る
。

ス
タ
ァ
ク
が
特
別
の
注
意
を
そ
の
両
体
系
に
は
ら
っ
た
理
由
は
、
ス
タ
ァ
ク
が
、
こ
れ
ら
の
理
論
に
つ
い
て
は
、

（原）

そ
の
歴
史
的
背
景
に
お
い
て
理
解
せ
ら
れ
、
説
明
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
一
般
の
意
見
は
な

ぉ
、
前
者
を
絶
対
的
誤
謬
、
後
者
を
絶
対
的
真
理
と
み
な
し
て
い
る
」
の
で
「
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
概
念
が
、
そ
れ
が
成
就
し
う
る
と

一
三
頁
、

一
経
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
義
の
解
釈
0

東
井
）

「
経
済
学
史
ー
社
会
発
展
と
の
関
連
に
お
け
る
」
に
お
け
る
「
経
済
学
史
の
形
式
的
諸
問
題
」
の
意

「
簡
潔
な
ス
ケ
ッ
チ
で
、
近
代
の
経
済
学
の
発
展
の
銀
を
形
成
し
て
き
た
主
要
学
説
に
つ
い
て
の
、
首
尾
一
貫
し
た
解
釈
を
与

こ
こ
に
、

ス
タ
ァ
ク
の
、
彼
の
著
の
主
題
、

る
が
、
同
時
に
こ
こ
か
ら
、

ス
タ
ァ
ク
の
経
済
学
史
の
研
究
方
法
は
、
歴
史
的
相
対
主
義
で
あ
る
こ
と
が
、
自
．
つ
と
明
ら
か
と
な
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
ス
タ
ァ
ク
が
も
っ
と
単
的
に
吐
露
し
た
力
所
が
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
ス
タ
ァ
ク
は
、
い
う
。

「
経
済
学
は
社
会
の
科
学
で
あ
り
、

「
原
著
」
八
頁
）

（
以
上
「
訳
書
」
―
ニ
ー

「
社
会
発
展
と
の
関
連
に
お
け
る
経
済
学
史
」
の
意
図
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ

そ
の
諸
変
化
と
共
に
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
つ
の
時
代
の
人
び
と
も
、
自
己
の
見
解

や
願
望
が
理
性
の
完
成
で
あ
る
と
い
う
妄
想
に
お
ち
入
っ
て
了
つ
て
お
り
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
時
間
に
よ
っ
て
う
ち
ゃ
ぶ
ら
れ
て
来

、、

た
の
で
あ
る
。
現
在
よ
り
も
過
去
を
よ
り
よ
く
知
る
こ
と
と
、
す
べ
て
の
世
紀
を
一
瞥
の
う
ち
に
理
解
す
る
こ
と
と
が
そ
の
仕
事
で
あ
る

歴
史
家
は
、
人
間
の
も
つ
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
自
愛
と
妄
信
と
に
も
と
づ
く
こ
の
宿
命
的
な
過
誤
を
、
け
っ
し
て
共
有
す
ぺ
き
で
は
な
い
。

こ
ろ
の
も
の
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
、

図
は
、

こ
こ
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
」
か
ら
で
も
あ
る
。

「
い
ま
だ

「
特
別
の
注
意
が
、
重
農
主
義
の
体
系
や
限
界
奴
用
の
体
系
に
は
ら
わ
れ
」

四
八
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か
ら
紹
介
し
よ
う
。

て
過
去
を
理
解
し
、

『
神
の
前
に
は
、
人
類
の
一
切
の
世
代
は
等
し
い
権
利
を
も
つ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
歴
史
学
徒
の
自

己
の
主
題
を
と
り
あ
っ
か
う
べ
き
方
法
な
の
で
あ
る
、
』
と
。
賞
讃
や
非
難
を
行
う
こ
と
が
彼
の
使
命
で
は
な
く
、
そ
の
成
果
に
お
い

そ
し
て
そ
れ
を
し
て
理
解
せ
し
め
る
こ
と
が
歴
史
家
の
使
命
で
あ
る
。
経
済
学
の
発
展
が
こ
こ
に
と
り
あ
げ
ら
れ

る
の
は
こ
の
精
神
に
お
い
て
で
あ
り
、
ま
た
社
会
発
展
と
の
関
連
に
お
い
て
経
済
学
の
発
展
が
解
釈
せ
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
精
神
に
お

こ
の
一
節
の
な
か
に
、

対
主
義
と
は
、

も
ど
ろ
う
。

ス
タ
ァ
ク
の
学
史
研
究
方
法
が
歴
史
的
相
対
主
義
で
あ
る
こ
と
を
、
遺
憾
な
く
表
現
し
て
い
る
。
歴
史
的
相

そ
れ
を
お
し
な
べ
て
い
え
ば
、
歴
史
的
思
想
の
客
観
的
把
握
と
い
う
点
に
お
い
て
す
ぐ
れ
、
他
方
、
実
践
的
立
場
の
自

覚
形
成
の
喪
失
と
い
う
点
に
お
い
て
劣
る
、
も
の
で
あ
る
、
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
も
あ
れ
ス
タ
ァ
ク
が
そ
の
よ
う
な
方
法
を

も
つ
て
重
農
主
義
学
説
に
対
し
て
い
か
な
る
歴
史
的
背
景
に
お
い
て
い
か
な
る
理
解
を
な
し
説
明
を
な
し
て
い
る
か
の
、
本
筋
に
立
ち

少
し
煩
わ
し
い
が
先
ず
重
農
学
派
は
、

ス
タ
ァ
ク
は
、
経
済
科
学
の
発
展
を
概
観
し
、
そ
の
発
展
が
四
つ
の
区
分
に
分
れ
て
い
る
と
い
う
、
す
な
わ
ち
、

ヘ
イ
ル
ズ
、

ス
タ
ァ
ク
に
よ
れ
ば
経
済
科
学
発
展
途
上
の
い
か
な
る
段
階
に
属
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
、

力
ァ
ル
や
カ
ン
テ
ィ
ヨ
ン
と
ケ
ネ
ェ
、
ミ
ュ
ラ
ア
と
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
、
及
び
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
と
メ
ナ
ン
ガ
等
が
時
代
の
境

界
線
を
ひ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
だ
か
ら
、
重
農
学
派
は
、
発
展
の
第
二
の
時
代
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
カ
ァ
ル
と
カ
ン
テ
ィ
ヨ
ン
と
に
は
じ
ま
り
、
ケ
ネ
ェ
と
ス
ミ
ス
と
に
よ
っ
て
決
定
的
に
左
右
せ
ら
れ
た
、
発
展
の
第
二
の
時
代
に

、
、
、
、
、

お
い
て
は
、
経
済
科
学
は
、
ま
さ
に
そ
の
根
幹
に
お
い
て
、
啓
学
や
神
学
と
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
両
者
を
結
合
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
自

、
、
、

然
神
論
と
、
結
ば
れ
て
い
る
。
ケ
ネ
ェ
の
追
随
者
達
に
と
つ
て
は
『
重
農
主
義
』
と
『
神
権
主
義
』
と
は
同
意
語
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

い
て
な
の
で
あ
る
。
」

（
「
訳
害
」
六
ー
七
頁
、

ラ
ン
ケ
は
い
う
。

「
原
著
」
四
ー
五
頁
）

四
九

「
ボ
デ
ィ
ヌ
ス
と
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ち
、
彼
等
が
研
究
し
よ
う
と
企
て
た
か
の
自
然
の
秩
序
は
、
彼
等
に
と
つ
て
は
、
最
高
存
在
者
、
自
然
の
創
造
者
、
人
間
社
会
の
建
設

者
に
し
て
立
法
者
、

『
わ
れ
わ
れ
の
利
益
や
意
志
は
す
べ
て
、

ヮ
ザ

合
体
す
る
傾
き
が
あ
り
、
ま
た
世
界
が
幸
福
な
人
び
と
で
充
た
さ
れ
る
よ
う
希
わ
れ
る
、
慈
悲
深
い
神
の
業
と
見
な
し
う
る
調
和
を
、

わ
れ
わ
れ
の
共
通
の
幸
福
の
た
め
に
形
成
す
る
に
与
つ
て
力
が
あ
る
、
』
と
、
メ
ル
シ
ェ
・
ド
・
ラ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ェ
ル
は
、
そ
の
世
紀

一
＿
―
-
頁
参
照
）
同
じ
流
儀
で
そ
の
後
に
バ
ス
テ
ィ

2nd. ed•• 

1
8
5
1
,
 
8
)

釧
虚
坦
芸
F

が
そ
の
創
造
物
に
与
え
た
『
予
定
調
和
』
を
認
識
し
、

ヽ

(
H
a
r
m
o
m
e
s
 e
c
o
n
o
m
1
q
u
e
s
,
 

七
四
ー
五
）

で
は
、

す
な
わ
ち
、
『
社
会
機
構
は
…
神
の
叡
智
を
あ
ら
わ
に
し
、
神
の
栄
光
を
告
げ
る
、
』
と
。

ア
カ
シ

そ
れ
の
証
を
立
て
る

一
七
五

O
I六
0
年
と
一
八
二

O
I三
0
年
と
の
間
の
経
済
思
想
の
主
意
で
あ
っ
た
。
』

重
農
主
義
体
系
と
は
、
発
展
の
第
二
の
時
期
を
画
し
、
こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
け
る
経
済
政
策
体
系
で
あ
り
、
思
想
体
系
で
あ
る
。

そ
れ
が
歴
史
的
背
景
に
お
い
て
理
解
せ
ら
れ
、
説
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
は
、

「
土
地
こ
そ
が
富
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
る
」
と
の
重
農
主
義
学
派
の
、

不
可
解
と
な
さ
れ
た
こ
と
、

そ
れ
に
共
通
な
、
基
本
観
念
が
、
後
世
ま
で
非
常
に

(

2

)

コ
ン
デ
ィ
ア
ッ
ク
は
重
農
主
義
の
反
対
者
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
き
た
こ
と
、

ス
タ
ァ
ク
に
よ
れ
ば
、

(

3

)

旧
学
説
1
1
重
商
主
義
学
説
の
反
指
定
と
し
て
の
新
し
い
体
系
1
1
重
農
主
義
の
一
般
的
解
釈
、

重
農
主
義
学
説
に
対
す
る
従
来
の
誤
っ
た
解
釈
が
こ
の
三
点
と
な
す
な
れ
ば
、

(
1
)
 

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
大
体
次
の
三
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ら
は
ス
タ
ァ
ク
に
よ
り
歴
史
的
背
景
の
も
と
に

こ
と
が
、

ア
は
か
の
有
名
な
言
葉
を
吐
い
て
い
る
。

に
向
つ
て
言
っ
て
い
た
。

(cit. 
G
i
d
e
 ,
 
Rist, 9
.
 
宮
川
貞
一
郎
訳
、
経
済
学
説
史

上
巻

で
あ
る
神

(providence)

が、

宇
宙
に
与
え
て
い
た
法
則
で
あ
っ
た
。

（
「
訳
書
」
一
三
ニ
ー
三
四
、
「
原
著
」

五
〇

い
か
な
る
こ
と
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し
て
生
じ
え
た
か
、
を
説
明
し
て
は
い
な
い
。
」

『
土
地
こ
そ
が
富
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
る
』
と
の
ケ
ネ
ェ
の
基
本
的
観
念
は
、
重
農
主
義
学
派
に
共
通
の
思
想
で
あ
る
。

「
つ
ね
に
独
立
の
思
想
家
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
テ
ュ
ル
ゴ
ー
は
ま
さ
し
く
同
じ
学
説
」
を
抱
い
て
お
り
、
そ
れ
は
「
そ
の
人
の
労
仇
が

土
地
に
彼
の
個
人
的
必
要
物
以
上
に
生
産
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
他
の
全
社
会
成
員
が
う
け
る
賃
銀
に
対
す
る
唯
一
の
基
本
で
あ

、
、
、
、

る、』」

(guvres,ed• 

D
a
i
r
e
,
 

1844, 9
s
q
•
•
·
)
と
の
言
葉
や
、
「
彼
は
工
業
家
の
類
ひ
を
不
妊
階
級

(
c
l
a
s
s
e

sterile)

と
な
す
描
写
を

、
、
、
、
、

拒
否
し
た
け
れ
ど
も
、
…
彼
は
な
お
そ
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
見
解
を
共
有
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
彼
は
自
ら
耕
作
者
階
級
(classe

d
e
s
 clutivateurs)

に
つ
い
て
生
産
階
級

(classe
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
)
と
、
エ
匠
階
級

(classe
d
e
s
 artisans)

に
つ
い
て
被
傭
者
階
級
(classe

s
t
i
p
e
n
d
i
e
e
)

と
述
ぺ
て
い
る
」
と
の
こ
と
や
ら
か
ら
、
明
ら
か
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
「
交
易
と
工
業
と
は
そ
の
支
出
以
上
に
純
利
益
を
産
み
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、
後
世
ま
で
非
常
に

と
こ
ろ
で
、

「
ケ
ネ
ェ
に
よ
っ
て
『
経
済
表
』
に
お
い
て
た
て
ら
れ
た
分
配
学
説
は
、
農
業
の
独
占
的
生
産
力
、
お
よ
び
交
易
と
エ

業
と
の
不
毛
性
に
つ
い
て
の
、
•
こ
の
観
念
の
適
用
に
他
な
ら
な
い
」
が
、

第
一
次
生
産
は
そ
れ
の
み
で
新
し
い
質
料
を
創
造
す
る
と
い
う
理
由
で
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
唯
一
の
創
造
者
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
誤
っ
た
仮
定
に
、
基
づ
い
て
い
る
と
し
ば
し
ば
い
わ
れ
て
き
た
p

」

不
可
解
で
あ
っ
た
。

先
づ
第
一
の
点
に
つ
い
て
。

以
下
ス
タ
ァ
ク
の
い
う
と
こ
ろ
を
紹
介
せ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る

C

お
い
て
、

ど
の
よ
う
に
正
し
く
理
解
さ
れ
、
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
こ
の
議
論
は
、

五

「
仮
定
さ
れ
た
誤
り
が
い
か
に

「
こ
の
概
念
構
成
は
価
値
と
質
料
と
の
混
同
に
、
す
な
ち
わ

例
え
ば
、
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カ
ン
テ
ィ
ヨ
ン
は
信
じ
て
い
た
。

ス
ミ
ス
の
重
農
主
義
批
判
か
ら
の
一
文
、
す
な
わ
ち
『
エ
匠
、
製
造
業
者
お
よ
び
商
人
を
僕
婢
と
同
一
の
も
の
と
み
る
の
は
全
く
不

当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
』

(I. 
c. 
1
7
3
.
)

と
の
一
文
は
、

の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
、
『
不
妊
で
不
生
産
的
な
者
の
う
ち
』
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

「
さ
て
一
七
六

0
年
の
英
国
社
会
で
虚
偽
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
は
十
分
真
実
で
あ
り
え
た
。
」

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
は
「
一
切
の
富
は
地
主
階
級
、
す
な
わ
ち
貴
族
の
掌
中
に
あ
つ
ま
る
。
貴
族
は
富
を
そ
の
農
民
、
す
な
わ
ち

、
、
、

耕
作
者
よ
り
得
こ
の
理
由
で
こ
れ
ら
は
生
産
的
で
あ
る
。
エ
匠
達
は
彼
等
に
、
生
活
を
快
い
も
の
た
ら
し
め
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
物
を

供
す
る
、

そ
し
て
こ
の
程
度
に
ま
で
彼
等
は
事
実
有
用
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
等
は
特
権
階
級
の
富
を
増
加
せ
ず
、
地
代
を
払
わ
な

、
、
、
、
、

い
で
た
だ
そ
れ
ら
を
消
費
す
る
の
を
助
け
る
、
そ
う
し
て
こ
の
理
由
で
彼
等
は
非
生
産
的
、
す
な
わ
ち
被
傭
者
階
級
で
あ
り
、
あ
る
い

、
、
、
、

は
ケ
ネ
ェ
が
い
さ
さ
か
不
適
当
に
言
い
あ
ら
わ
し
た
よ
う
に
、
不
妊
階
級
な
の
で
あ
る
。
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
よ
う
に
「
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ィ
ム
の
フ
ラ
ン
ス
」
で
は
、

「
少
数
の
上
流
階
級
に
奉
仕
し
て
、
牧
入
を
生
産
す
る
、
農
業
人

口
の
移
動
し
な
い
大
量
が
存
在
し
、
彼
等
に
や
と
わ
れ
て
、
別
当
や
下
男
の
よ
う
に
彼
等
の
費
沢
に
奉
仕
す
る
、
町
の
商
業
に
従
事
す

る
住
民
達
が
存
在
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
…
一
七
六

0
年
の
フ
ラ
ン
ス
工
業
の
性
格
は
、
支
配
的
少
数
の
た
め
の
奢
俊
工
業
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
重
要
な
事
実
は
、
そ
れ
が
重
農
主
義
体
制
に
お
い
て
占
め
て
い
た
特
異
な
従
属
的
位
置
を
説
明
し
て
い
る
。

「
革
命
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
の
地
主
達
は
殆
ん
ど
工
業
の
全
産
出
高
を
吸
牧
し
、
従
っ
て
工
業
企
業
者
は
多
か
れ
少
か
れ
貴
族
の
被
傭

者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
、
と
い
う
事
実
は
カ
ン
テ
ィ
ヨ
ン
の
『
試
論
』
に
も
っ
と
も
は
つ
き
り
反
映
さ
れ
」
、
彼
に
と
つ
て
「
工
業
家

、、

一
切
の
商
人
は
貴
族
に
奉
仕
し
て
い
る
、
と

の
模
型
」
た
る
「
帽
子
屋
が
役
と
ん
ど
専
ら
上
流
階
級
の
た
め
に
仕
事
を
す
る
よ
う
に
、

『
個
人
は
す
べ
て
、
所
有
者
の
利
益
の
た
め
に
耕
作
さ
れ
る
土
地
の
産
物
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
て

一
経
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
義
の
解
釈
（
東
井
）

「
正
し
い
方
法
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る
。
」

「
も
し
彼
等
が
事
実
僕
婢
そ

五
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五

一
家
内
の
召
使
達
全
部
を
ふ
く
む
只

「
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ケ
ネ
ェ
は
リ
シ
ァ
ー
ル
・
カ
ン
テ

い
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
、
こ
れ
ら
同
じ
所
有
者
ー
そ
の
所
有
者
の
資
産
か
ら
彼
等
が
も
つ
す
べ
て
を
う
る
の
だ
が
ー
の
費
用
を
も
っ

て
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
』
こ
れ
ら
の
言
葉
は
重
農
主
義
の
歴
史
的
根
拠
を
あ
き
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
ー
そ
れ
ら
の
言
葉
は
ま
た

「
『
市
の
大
き
さ
は
自
ら
そ
こ
に
住
む
地
主
の
数
に
比
例
し
て
い
る
。
』

そ
の
歴
史
的
解
明
と
い
う
い
み
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
」

達
は
市
場
を
管
理
し
生
産
や
商
業
に
そ
の
仕
事
や
指
示
を
あ
た
え
る
。
す
な
わ
ち
『
人
び
と
の
種
々
の
職
業
や
彼
等
が
考
案
す
る
多
種

類
の
労
佑
を
奨
励
し
た
り
阻
ん
だ
り
す
る
の
は
、

そ
れ
は
つ
ね
に
土
地
所
有
者
達
の
気
息
で
あ
る
。
』

も
っ
と
明
ら
か
に
定
式
化
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
彼
の
重
農
主
義
的
概
念
は
、

ひ
と
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
な
っ
た
、
と
ほ
ぼ
い
つ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。
『
ひ
と
り
土
地
所
有
者
の
み
が
国
家
に
お
い
て
生
来
独
立
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
他
の
階
級
は
す
べ
て
、

起
業
者
で
あ
れ
、
被
傭
者
で
あ
れ
、

ィ
ヨ
ン
と
一
致
し
た
。
」

い
づ
れ
に
せ
よ
従
属
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
私
は
そ
の
こ
と
を
原
則
と
し
て
規
定
・
・
・
し
よ
う
。
』

農
業
が
生
産
的
で
あ
り
、
工
業
が
不
生
産
的
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
、

「
ケ
ネ
ェ
の
活
気
あ
る
学
説
が
ま
だ
生
命
を
失
っ
た
ド
グ
マ
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
時
代
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

七
五
七
年
に
彼
は
、
も
し
工
業
が
農
業
の
よ
う
に
『
第
一
次
必
要
品
の
生
産
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
生
産
的
で
あ
り
う
る
、
と
い
こ

、
、
、
、
、

と
、
し
か
し
も
し
そ
れ
が
ケ
ネ
ェ
の
国
や
彼
の
時
代
に
お
け
る
よ
う
に
、
非
難
さ
れ
た
装
飾
奢
修
品
に
役
立
つ
な
ら
ば
、
工
業
は
非
生
産

た
エ
匠
達
は
．
ヽ
・
（
彼
の
目
に
も
ま
た
実
際
に
も
）
僕
婢
で
あ
っ
た
。

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
を
教
示
し
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
流
行
社
会
の
快
楽
の
た
め
に
、
四
輪
馬
車
、
髪
…
等
を
生
産
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

彼
等
は
消
費
領
域
に
属
し
、
生
産
の
領
域
に
は
属
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
『
国
民
の
利
用
の
た
め
の
手
工
業
及
び
工
業
の
商
品
生
産
は
、
消
費
の
対
象
で
あ
る
だ
け
で
所
得
の
源
泉
で
は
な
い
。
』
ー

『
不
妊
階
級
は
…
消
費
の
た
め
に
の
み
仇
く
の
で
あ
る
。
』
苛
酷
な
労
仇
で
す
べ
て
の
浪
費
を
償
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
農
民
の
み
を
、

彼
は
生
産
的
と
見
倣
し
た
。
す
な
わ
ち
そ
の
農
民
は
当
時
の
状
勢
で
は
事
実
自
分
だ
け
で
な
く
、

一
経
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
義
の
解
釈
（
東
井
）

す
な
わ
ち
一

こ
の
故
に
重
農
学
派
が
た
だ

地
主
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か
ら
で
あ
る
。
』

一
経
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
袈
の
解
釈
（
東
井
）

「
商
業
及
び
工
業
の
生
産
力
に
関
す
る
コ
ン
デ
ィ
ア
ッ
ク
の
見
解
が
ケ
ネ
ィ
の
見
解
と
は
こ
と
な
る
と
い
う
事
実
は
、

示
さ
れ
て
い
る
重
農
主
義
的
体
制
の
解
釈
に
何
ら
反
対
の
論
拠
で
は
な
い
。
コ
ン
デ
ィ
ア
ッ
ク
は
重
農
主
義
の
反
対
者
で
あ
る
と
主
張

さ
れ
て
き
た
、
ー
が
そ
れ
は
非
常
に
誤
つ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
彼
で
さ
え
、

る
。
そ
れ
は
…
一
切
の
富
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
る
。
』
と
い
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

『
な
お
最
後
に
工
業
は
又
最
近
の
分
析
で
は
富
の
源
で
あ
る
』
と
い
う
結
論
に
達
し
た
が
故
に
、
そ
う
い
う
理
由

で
矛
盾
を
非
難
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
批
判
ほ
矢
張
り
不
当
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
一
方
で
は
政
治
的
関
心
の
つ
よ
い
社
会
改
革

家
と
、
地
方
で
は
感
覚
論
的
哲
学
者
と
、

『
あ
ら
ゆ
る
…
も
の
を
生
産
す
る
の
は
土
地
の
み
で
あ

「
彼
は
ま
た
、
ケ
ネ
ェ
と
基
本
的
に
一
致
し
て

こ
の
間
の
差
異
を
理
解
す
る
よ
う
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
差
異
が
、

原
則
で
は
一
致
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
異
な
っ
た
結
果
に
両
者
を
導
い
た
も
の
で
あ
る
。
」

す
な
わ
ち
「
前
者
は
、

で
は
農
業
の
み
が
地
代
を
生
む
、
と
言
い
、
後
者
は
、
消
費
に
は
第
一
列
次
の
商
品
の
み
重
要
で
あ
る
、
と
言
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、

つ
の
問
題
の
相
反
す
る
解
決
で
は
な
く
、
種
々
な
る
問
題
の
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
解
決
を
得
た
の
で
あ
る
。
」

、
、
、
、
、

「
『
明
ら
か
に
人
類
に
と
つ
て
最
も
有
利
な
…
秩
序
』
と
し
て
の
自
然
的
秩
序
」
の
観
念
の
解
釈
に
お
い
て
、

ル
テ
ィ
ズ
ム
に
対
す
る
反
動
で
あ
っ
た
、
』
と
い
う
命
題
は
一
部
分
適
切
で
あ
る
。
ー
け
れ
ど
も
単
に
一
部
分
で
あ
っ
て
、
と
い
う
の

は
よ
り
深
い
分
析
は
重
商
体
制
と
農
業
体
制
と
の
間
に
目
的
の
露
骨
な
一
致
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
遂
に
悟
ら
し
め
る
に
至
る

し
か
し
乍
ら
、
ケ
ネ
ェ
が
そ
の
農
業
改
革
に
つ
い
て
の
準
則
を
、
国
民
的
福
祉
は
自
由
貿
易
下
で
の
み
栄
え
、
国
家

最
後
に
第
三
の
点
に
つ
い
て

い
る
に
も
拘
ら
ず
、

次
に
第
二
の
点
に
つ
い
て
。

族
や
、
商
業
・
工
業
を
も
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
」

『
重
農
主
義
は
コ
ル
ベ

五
四

こ
こ
に
暗
に

わ
れ
わ
れ
の
社
会
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四

の
千
渉
が
行
わ
れ
る
処
で
は
衰
え
る
、

「
こ
の
重
農
主
義
者
の
自
由
主
義
は
、

ア
ソ
テ
イ
テ
ニ
ゼ

り
由
来
し
て
、
旧
学
説
の
反
指
定
と
し
て
の
新
し
い
体
系
の
一
般
的
解
釈
が
出
て
来
る
。
し
か
し
事
実
は
、
ケ
ネ
工
は
単
に
コ
ル
ベ
ー

ル
の
遺
言
の
執
行
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
十
七
世
紀
の
目
標
た
る
交
換
経
済
の
展
開
は
、

に
、
た
だ
交
易
や
工
業
に
関
し
て
の
み
達
せ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
農
業
は
依
然
と
し
て
封
建
的
で
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
が
目
指

、
、
、
、

し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
重
農
主
義
の
文
献
の
殆
ん
ど
の
頁
で
で
も
、
経
済
学
派

(secte
e
c
o
n
o
m
i
s
t
e
)

の
も
っ
と
も
大
切
な
願
と
し
て

わ
れ
わ
れ
が
直
面
す
る
も
の
は
、
農
業
生
産
の
資
本
家
的
諸
条
件
へ
の
適
応
で
あ
り

7

あ
る
。
…
し
か
し
こ
の
種
の
資
本
家
的
生
産
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
有
利
な
価
格
を
有
つ
。
そ
し
て
こ
れ
は
た
だ
干
渉
主
義
の
崩
埋
に

よ
っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
諸
条
件
変
化
の
も
と
に
、
新
し
い
手
段
で
、
人
び
と
は
な
お
旧
来
の
目
的
に

「
生
産
の
自
由
と
市
場
の
自
由
、

一
四
ー
ニ
三
頁

以
上
が
、

む
か
つ
て
努
力
し
た
の
で
あ
る
。
」

と
い
う
主
張
に
基
づ
い
て
い
た
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

一
経
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
義
の
解
釈
（
東
井
）

と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
」

五
五

重
商
主
義
の
千
渉
主
義
に
全
く
反
対
の
よ
う
に
見
え
る
。

ス
タ
ァ
ク
の
、
歴
史
的
背
景
に
お
け
る
理
解
で
あ
り
、
説
明
で
あ
る
。

「
原
著
」

フ
ラ
ン
ス
で
は
単
に
部
分
的

こ
の
故
に
重
商
主
義
の
歴
史
的
使
命
の
逐
行
で

、
、
、
、
、

こ
の
二
つ
の
着
実
な
経
済
政
策
の
公
準
か
ら
、
自
然
的
秩
序
に
つ
い
て
の
重
農
主
義
学
説
の
崇
高

な
。
ハ
ト
ス
が
生
じ
た
。
自
然
に
則
る
法
則
は
不
必
要
で
あ
り
、
自
然
に
反
対
す
る
法
則
は
実
行
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
父
ヽ
ミ
ラ
ボ
ォ

の
言
薬
は
具
体
的
な
政
治
的
綱
領
か
ら
抽
象
的
な
哲
学
体
系
へ
の
変
移
を
形
成
し
て
い
る
。
」
（
以
上
「
訳
密
」
ニ
ニ
ー
三
八
頁
、

こ
れ
よ
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一
経
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
義
の
解
釈
（
東
井
）

農
業
の
み
、
生
産
的
で
あ
っ
て
商
工
業
は
、
不
生
産
的
で
あ
る
、
と
の
ケ
ネ
ー
の
理
解
が
、
既
に
述
べ
て
お
い
た
如
く
、

け
る
価
値
一
般
の
分
析
の
欠
如
、
．
し
た
が
つ
て
ま
た
剰
余
価
値
把
握
に
お
け
る
限
界
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

よ
っ
て
す
で
に
余
す
と
こ
る
な
く
副
扶
さ
れ
、
商
工
業
を
一
括
し
て
不
生
産
的
と
い
う
ケ
ネ
ー
の
理
解
が
誤
謬
と
同
時
に
正
当
性
を
含

む
（
こ
こ
に
誤
謬
と
い
う
の
は
、
工
業
の
不
生
産
性
に
関
し
て
で
あ
り
、
正
当
性
と
い
う
の
は
、
商
業
の
そ
れ
に
関
し
て
で
あ
る
）
。
こ
の
こ
と
は
、

横
山
正
彦
教
授
に
よ
っ
て
明
か
と
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ケ
ネ
ー
の
そ
の
基
本
観
念
に
対
す
る
ス
タ
ァ
ク
の
理
解
と
説
明
と
は
、
次
の
こ
と
に
つ
き
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
ア
ン
シ
ァ
ン
・

レ
イ
ジ
ィ
ム
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

ー
は
教
示
す
る
と
。

工
匠
、
製
造
業
者
お
よ
び
商
人
は
事
実
貴
族
に
の
み
奉
仕
す
る
僕
婢
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
不

妊
で
不
生
産
的
な
者
の
う
ち
に
属
し
、
当
時
の
状
態
で
は
、
事
実
自
分
だ
け
で
は
な
く
、

業
・
工
業
を
も
維
持
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
と
い
う
、

一
家
内
の
召
使
達
全
部
を
ふ
く
む
貴
族
や
商

こ
と
に
つ
き
る
。
さ
ら
に
、

「
第
一
次
必
要
品
の
生
産
」
で
あ
る
な
ら
ば
生
産
物
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
が
ケ

ネ
ー
の
国
や
彼
の
時
代
に
お
け
る
よ
う
に
、
非
難
さ
れ
た
装
飾
奢
俊
品
に
役
立
つ
な
ら
ば
、
工
業
は
非
生
産
的
で
あ
る
、
こ
と
を
ケ
ネ

こ
の
こ
と
に
つ
い
て

w
.
B
・
ビ
イ
ズ
ル

(William
Bennett B
i
z
z
e
l
l
)
~

、
素
朴
な
言
葉
で
、

な
く
、
重
農
主
義
学
派
は
、
純
生
産
物
が
ひ
と
り
農
業
に
の
み
限
定
さ
れ
た
、

派
が
生
き
て
い
た
当
時
に
お
い
て
は
、

い
て
は
、

ス
タ
ァ
ク
は
こ
う
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
う
い
つ
て
い
る
。

五
六

「
い
う
ま
で
も

マ
ル
ク
ス
に

か
れ
に
お

工
業
が
生
産
的
か
否
か
の
区
別
に
つ

と
主
張
す
る
こ
と
に
お
い
て
誤
つ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
製
造
業
や
商
業
が
絶
え
ず
資
本
投
資
に
農
業
よ
り
も
よ
り
以
上
の
利
益
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
い
る
が
、
重
農
主
義
学

か
よ
う
な
企
業
に
お
け
る
資
本
牧
益
を
重
農
主
義
学
派
が
評
価
し
う
る
ほ
ど
に
は
、
製
造
業
や

商
業
が
成
長
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ヂ
イ
ド
と
リ
ス
ト
は
、
重
農
主
義
学
派
が
こ
の
誤
り
を
い
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で
あ
る
。

う。 さ
れ
た
量
以
上
に
い
く
ぼ
く
か
を
産
出
し
え
な
か
っ
た
と
な
す
な
ら
ば
、
不
可
能
で
あ
っ
た
。
重
著
主
義
学
派
が
、
職
人
を
、
彼
等
の

生
存
そ
れ
自
体
を
農
業
家
に
依
存
し
て
い
る
僕
婢
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
み
な
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
農
主
義
学
派
は
、
無
価
値
な

地
主
が
等
し
く
彼
の
小
作
農
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
か
っ
ぱ
し
え
な
か
っ
た
。
も
し
も
そ
の
か
わ
り
に
安
楽
に
ぜ
い
た
く
に
暮
し
、

分
配
分
を
え
て
い
る
実
業
家
が
存
在
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
重
農
主
義
学
派
は
、
工
業
企
業
に
も
純
生
産
が
存
在
し
た
と
の
推
論
に
到

達
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
全
く
起
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
』

(Origine
d
,
u
n
c
 Science Nouvelle, 
p
a
g
e
 1
6
.
)

」

tenantry 
in 
t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 States, 
1
8
2
1
,
 
p. 
48.) 

か
く
し
て
、
農
業
の
み
生
産
的
で
あ
る
、

そ
し
て
こ
の
ス
タ
ァ
ク
の
解
釈
は
、

五
七

（
久
保
田

そ
れ
は
こ
の
言
葉

一
応
成
功
し
て
お
り
、
異
色
あ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

と
の
ケ
ネ
ー
の
基
本
観
念
は
、
実
に
当
時
の
歴
史
的
事
実
の
反
映
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
見
事
に
描
出
し
た
ス
タ
ァ
ク
の
解
釈
は
、

こ
う
い
う
言
葉
を
も
つ
て
い
い
か
え
う
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
此
学
派
が
現
実
分
析
の
出
発
点
と
し
た
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
生
産
関
係
の
制
約
の
故
に
、
農
業
ー
特
に
最
高
度
に
発
達
し

大
農
経
営
化
さ
れ
た
農
業
即
ち
『
純
生
産
』
を
生
じ
得
る
が
如
き
農
業
の
み
を
生
産
的
な
り
と
し
た
素
朴
な
自
然
生
産
力
説
に
傾
き
、

商
工
業
の
不
生
産
性
を
主
張
し
従
っ
て
又
人
間
労
仇
の
生
産
力
を
斯
の
如
き
根
本
的
命
題
に
よ
っ
て
規
定
し
た
為
め
、
当
時
漸
く
其
の

、
、
、
、
、
、

関
係
が
考
察
さ
れ
出
し
た
市
民
経
済
社
会
の
一
般
に
適
応
す
べ
き
理
論
を
構
成
し
得
ざ
り
し
事
は
又
欠
陥
と
見
ら
れ
得
名
。
」

明
光
著
「
重
農
学
派
紐
済
学
ー
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ツ
イ
ー
」
前
野
書
店
、
昭
和
二
七
年
刊
、

ま
た
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
で
い
え
ぽ
、
価
値
一
般
の
分
析
の
欠
如
、

l

経
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
義
の
解
釈

t
東
井
）

が
に
な
し
た
か
に
つ
い
て
の
説
明
を
次
の
如
く
な
し
て
い
る
d

―
二
七
ー
八
頁
）
。

す
な
わ
ち
、

し
た
が
つ
て
ま
た
剰
余
価
値
把
握
に
お
け
る
限
界
が
、
重
農
学
派

が
現
実
分
析
の
出
発
点
と
し
た
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
生
産
関
係
の
制
約
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、

と
な
る
。
＜
ど
く
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の

(W. B
・
B
届
ll,
F
a
r
m
 

『
彼
等
の
ぜ
い
た
く
な
生
活
は
、
も
し
土
地
が
小
農
民
に
よ
っ
て
消
費
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よ
っ
て
国
民
精
神
に
こ
の
事
実
を
印
象
づ
け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

『
経
済
』
表
の
核
心
そ
の
も
の
で
あ
り
、
彼
の
『
純
生
産

そ
れ
を
開
発
す
る
た
め
の
生
産
的
資

一
経
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
義
の
解
釈
（
東
井
）

も
う
ひ
と
つ
、

ス
タ
ァ
ク
の
解
釈
は
見
事
で
あ
り
異
色
あ
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
重
農
主
義
が
重
商
主
義
の
反
動
で
あ
る
と

ケ
ネ
ェ
は
単
に
コ
ル
ベ
ー
ル
の
遺
言
の
執

行
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
…
十
八
世
紀
が
目
指
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
重
農
主
義
の
文
献
の
殆
ん
ど
の
頁
で
も
、
経
済

、、
学
派
の
も
っ
と
も
大
切
な
願
い
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
直
面
す
る
も
の
は
農
業
生
産
の
資
本
家
的
諸
条
件
へ
の
適
応
で
あ
り
、
こ
の
故

に
重
商
主
義
的
使
命
の
遂
行
で
あ
る
。
」
と
。

「
し
か
し
事
実
は
、

重
商
主
義
政
策
が
資
本
制
生
産
の
育
成
と
い
う
歴
史
的
課
題
を
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
重
農
主
義
も
、
農
業
生
産
の
資
本
家
的

諸
条
件
へ
の
適
応
と
い
う
歴
史
的
課
題
を
に
な
っ
て
い
た
、

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
か
ら
重
商
主
義
も
重
農
主
義
も
資
本
制
生

産
の
育
成
と
い
う
共
通
の
歴
史
的
課
題
を
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

、、

ス
タ
ァ
ク
の
説
明
を
補
足
す
れ
ば
、
「
十
七
世
紀
は
よ
り
多
く
の
人
を
必
要
と
し
た
と
同
じ
理
由
で
よ
り
多
く
の
金
を
必
要
と
し
た

す
な
わ
ち
、
欠
亡
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
…
そ
こ
で
有
効
な
貨
幣
量
の
膨
脹
が
経
済
発
展
の
よ
り
高
い
段
階
へ
の
変
移
の
条
件
で
あ

っ
た
。
」
（
ス
タ
ア
ク
）
＋
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
「
無
尽
蔵
な
自
然
資
源
を
も
つ
て
い
た
が
、

本
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
資
本
の
源
泉
は
農
業
生
産
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
源
泉
か
ら
く
み
出
さ
れ
た
剰
余
が
非
生
産
行
為
に
消
費
さ

れ
、
農
業
設
備
の
改
善
に
適
応
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
国
家
は
不
妊
の
運
命
を
背
負
つ
て
い
る
。
こ
の
仮
定
に
基
づ
い
て
ケ
ネ
ー

は
三
つ
の
階
級
の
間
の
分
配
へ
論
議
を
進
め
る
。
ケ
ネ
ー
に
と
つ
て
は
、
ぜ
い
た
く
と
濫
費
と
は
再
生
産
に
復
帰
す
べ
き
で
あ
る
国
家

の
所
得
の
多
く
を
吸
牧
じ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
ケ
ネ
ー
は
、
現
存
の
分
配
過
程
を
示
す
図
と
表
を
つ
く
る
こ
と
に

な
す
一
般
的
解
釈
を
斥
け
た
、
考
え
方
で
あ
る
。

ス
タ
ァ
ク
は
い
う
、

生
産
関
係
の
制
約
を
ス
タ
ァ
ク
が
描
出
し
た
、
こ
と
に
筏
か
な
ら
な
い
。

五
八



899 

一
経
済
学
史
上
に
現
れ
た
重
農
主
装
の
解
釈
（
東
井
）

重
商
主
義
と
対
立
し
て
い
る
」
け
れ
ど
も
。

物
』
理
論
の
本
質
で
あ
る
。
』

(W.
B. 
Bizzell, 
O
p
.
 
cit., 
p. 
4
6
.
)
 

し
よ
う
と
な
し
、
そ
れ
が
一
方
で
は
重
商
主
義
政
策
に
、
他
方
で
は
重
農
主
義
政
策
と
な
っ
て
現
れ
た
と
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か

ら
、
農
業
の
「
資
本
家
的
生
産
は
、

ら
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
諸
条
件
の
変
化
の
も
と
に
、
新
し
い
手
段
で
、
人
び
と
は
な
お
旧
来
の
目
的
に
む
か
つ
て
努
力
し
た

の
で
あ
る
。
」

（
ス
タ
ア
ク
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
「
ケ
ネ
ー
の
体
系
は
、
重
商
主
義
に
対
す
る
単
な
る
反
動
で
は
な
く
、

、
、
、
、

そ
れ
は
も
つ
ば
ら
流
部
通
而
の
内
部
に
の
み
機
能
す
る
と
こ
ろ
の
商
業
資
本
か
ら
生
産
資
本
に
復
帰
し
て
い
っ
た
…
こ
の
点
に
お
い
て

と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
重
農
主
義
学
説
の
ス
タ
ァ
ク
の
歴
史
的
背
景
に
お
け
る
理
解
と
説
明
は
、
正
鵠
を
つ
き
、
精
彩
に
富

み
異
色
あ
る
も
の
で
あ
り
、
重
農
主
義
学
説
の
解
釈
を
歴
史
的
発
展
と
の
関
連
に
お
い
て
な
し
え
た
こ
と
は
、
高
く
評
価
さ
れ
て
し
か

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
昭
和
三

0
、

五
九

そ
の
前
提
と
し
て
良
価
を
も
つ
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
た
だ
干
渉
主
義
の
崩
壊
に
よ
っ
て
の
み
も
た

―
二
、
五
）

だ
か
ら
、
重
商
主
義
も
、
重
農
主
義
も
、
共
に
貨
幣
の
欠
乏
を
解
決




