
一
橋
大
学
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
伝
播
と
そ
の
波
紋

（51）　一橋大学におけるケインズ経済挙の伝播とその波紋

ケ
イ
ン
ズ
と
一
橋
大
学

　
第
一
次
大
戦
は
、
十
九
世
紀
的
世
界
を
一
変
さ
せ
た
、
イ
ギ
リ

ス
を
中
心
と
す
る
世
界
経
済
は
崩
壊
し
、
ポ
ン
ド
を
基
軸
と
す
る

国
際
金
本
位
制
は
断
末
魔
の
。
苦
し
み
に
あ
え
い
で
い
た
。
十
九
世

紀
末
以
来
、
米
独
の
追
い
あ
げ
に
あ
い
な
が
ら
も
、
イ
ギ
リ
ス
は

依
然
と
し
て
世
界
帝
国
の
地
位
を
保
ち
続
け
て
い
た
。
し
か
し
、

第
一
次
大
戦
は
、
こ
の
状
況
に
一
撃
を
加
え
、
欧
州
全
土
を
疲
弊

と
順
乱
の
中
に
お
と
し
い
れ
た
の
で
あ
る
。
世
界
経
済
の
中
心
は

欧
州
を
は
な
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
移
ろ
う
と
し
て
い
た
。
覇
権
は
遠

の
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
経
済
的
混
乱
は
、
欧
州
の
正
統
派
経
済
学
に
と
っ

美
　
濃

青
　
　
木

口
　
武

正

紀雄

て
も
一
つ
の
危
機
で
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
後
半
の
比
較
的
安
定
し

た
経
済
情
勢
の
中
に
あ
っ
て
、
正
統
派
経
済
挙
は
、
理
論
的
、
学

問
的
な
課
魑
に
専
心
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
現
実
的

な
問
題
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
第
一
次
大
戦
後

の
混
乱
に
比
ら
べ
る
な
ら
ぱ
、
そ
の
衝
撃
は
微
々
た
る
も
の
で
あ

っ
た
。
欧
州
は
混
乱
し
て
い
た
。
そ
れ
は
世
界
経
済
の
混
乱
で
も

あ
っ
た
。
国
内
経
済
の
再
建
、
賠
償
閲
趨
、
国
際
金
融
制
度
。
問

題
は
山
積
み
に
な
っ
て
い
た
。
経
済
学
者
は
、
正
統
、
異
端
を
問

わ
ず
、
否
応
な
く
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
手
を
そ
め
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
J
・
M
・
ケ
イ
ン
ズ
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
学

者
の
一
人
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
中
に
は
・

両
大
戦
間
期
に
お
け
る
欧
州
経
済
の
現
状
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て

14
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い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
時
代
の
産
物
と
い
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
欧
州
経
済
学
全
体
が
処
方
菱
を
書
こ
う
と
も
が
い
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
ケ
イ
ン
ズ
の
名
が
日
本
に
届
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
の

渦
中
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
ヶ
イ
ン
ズ
の
名
は
、

経
済
理
論
家
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
時
事
的
な
経
済
論
者
と

し
て
日
本
に
入
っ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
窓
口
と
な

っ
た
の
は
、
日
本
銀
行
や
、
石
橋
湛
山
の
率
い
る
東
洋
経
済
新
報

社
な
ど
で
あ
っ
た
。
高
島
佐
一
郎
教
授
（
名
古
屋
一
目
同
商
）
、
大
内

兵
衛
教
授
（
東
京
帝
大
）
な
ど
、
大
学
人
と
し
て
ヶ
イ
ン
ズ
を
論

じ
た
人
も
若
千
い
た
が
、
そ
れ
も
、
時
事
的
論
者
と
し
て
の
ケ
イ

ン
ズ
を
論
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
時
が
た
つ
と
と
も
に
、
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
家
と
し
て

の
側
面
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
論
調
自
体
が
、

時
事
的
な
も
の
か
ら
、
理
論
的
な
も
の
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
『
平
和
の
経
済
的
帰
結
』
か
ら
『
貨
幣
改
革
論
』
へ
、

『
改
革
論
』
か
ら
『
貨
幣
論
』
『
一
般
理
論
』
へ
と
、
ケ
イ
ン
ズ
の

著
作
は
、
徐
々
に
、
理
論
的
傾
向
を
強
め
て
い
く
。
時
事
論
者
と

し
て
入
っ
て
き
た
ケ
イ
ン
ズ
の
名
は
、
理
論
家
と
し
て
の
そ
れ
に

移
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
　
、

　
ヶ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
理
論
的
導
入
に
主
導
的
な
役
割
を
は
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

た
の
が
、
当
時
の
東
京
商
大
、
現
在
の
一
橘
大
学
で
あ
る
。
当
時
、

東
京
商
大
は
一
つ
の
黄
金
期
を
む
か
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
経
済

原
論
の
福
田
徳
三
、
経
済
哲
学
の
左
右
田
喜
一
郎
、
銀
行
論
の
佐

野
善
作
、
文
明
史
の
三
浦
新
七
。
こ
れ
ら
の
所
謂
第
一
世
代
に
よ

っ
て
基
礎
が
か
た
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
英
独
留
学
組
を
中
心
と

す
る
第
二
世
代
が
、
よ
う
や
く
、
独
自
の
進
路
を
切
り
開
き
っ
つ

あ
っ
た
。
世
界
経
済
の
混
乱
と
欧
州
経
済
学
の
動
揺
が
、
東
京
商

大
の
若
い
学
徒
達
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
は
そ
の
前
衛
に
位
置
す
る
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。

　
東
京
商
大
が
何
故
ケ
イ
ン
ズ
理
論
導
入
の
先
鋒
と
な
っ
た
の
か
。

こ
れ
に
は
様
々
な
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
一
つ
は
、
第
一
世

代
と
く
に
福
田
徳
三
、
高
垣
寅
次
郎
両
教
教
の
は
た
し
た
役
割
が

重
要
で
あ
る
。
福
田
徳
三
教
授
は
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
を
ケ
ン
ブ
リ

ヅ
ジ
学
派
の
学
風
の
中
で
評
価
、
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
一

方
、
高
垣
教
授
は
『
貨
幣
論
』
『
一
般
理
論
』
の
翻
訳
に
中
心
的

な
役
割
を
は
た
し
、
『
貨
幣
論
』
に
は
鬼
頭
仁
三
郎
、
『
一
般
理

論
』
に
は
塩
野
谷
九
十
九
と
、
と
も
に
、
東
京
商
大
の
出
身
者
を

抜
擢
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
後
見
の
下
、
東
京
商
大
の
ケ
イ
ン

2
一
．
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（53）　一橋大学におけるケインズ経済学の伝播とその波紋

ズ
理
論
研
究
は
急
速
に
進
め
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
を
直
接
的
に
引

き
う
け
た
の
が
、
前
述
の
鬼
頭
、
塩
野
谷
両
氏
を
合
む
第
二
世
代

の
学
徒
達
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
東
京
商
大
に
残
っ
た
中
山
伊

知
郎
、
山
口
茂
、
高
橋
泰
蔵
、
杉
本
栄
一
な
ど
の
他
に
、
地
方
高

商
に
赴
任
し
た
新
庄
博
、
一
谷
藤
一
郎
、
三
上
隆
三
と
い
っ
た
人

々
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　
ケ
イ
ン
ズ
理
論
を
い
か
に
理
解
し
、
い
か
に
乗
り
越
え
る
か
。

こ
の
研
鐙
の
過
程
で
、
東
京
商
大
の
学
問
的
伝
統
に
一
つ
の
方
向

性
が
与
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
ケ
イ
ン
ズ
と
取

り
組
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
東
京
商
大
に
お
け
る
ヶ

イ
ン
ズ
研
究
の
成
果
と
そ
の
特
徴
を
管
見
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ

、
つ
o

二
　
鬼
頭
仁
三
郎
と
貨
幣
経
済
の
理
論

　
鬼
頭
仁
三
郎
教
授
（
一
九
〇
〇
1
四
七
）
の
研
究
生
活
は
、
ケ

イ
ン
ズ
経
済
学
の
咀
囎
と
超
克
に
捧
げ
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
一
九
三
二
年
か
ら
三
四
年
に
か
け
て
の
『
貨
幣
論
』

の
翻
訳
は
、
日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
学
者
と
し
て
の
名
を
高

か
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
教
授
自
身
の
ケ
イ
ン
ズ
ヘ
の
沈
潜
を
決

定
的
に
し
た
。
一
九
三
六
年
三
月
、
『
一
般
理
論
』
の
出
版
を
待

望
し
て
い
た
教
授
は
、
ケ
イ
ン
ズ
自
身
よ
り
『
一
般
理
論
』
を
猷

呈
さ
れ
る
と
い
う
栄
誉
を
得
る
。
「
私
．
は
今
か
ら
、
こ
の
本
を
十

分
に
研
究
し
、
あ
な
た
の
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ァ
を
完
金
に
？
か
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
教
授
は
ケ
イ
ン
ズ
に
こ
う
書
き
送
り
、

そ
の
金
精
カ
を
あ
げ
て
『
一
般
理
論
』
に
取
久
組
ん
だ
。

　
そ
の
後
発
表
さ
れ
た
数
多
く
の
論
文
、
著
作
が
、
教
授
の
研
鐙

の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
特
に
、
一
九
四
二

年
に
出
版
さ
れ
た
『
貨
幣
と
利
子
の
動
態
』
は
、
我
国
、
貨
幣
経

済
理
論
の
白
眉
で
あ
り
、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
気
迫
は
、
今
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

読
む
も
の
に
一
種
の
知
的
興
奮
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

　
鬼
頭
教
授
は
『
一
般
理
論
』
の
特
徴
を
次
の
三
点
に
求
め
る
。

一
　
古
典
派
の
完
全
雇
用
と
い
う
仮
定
を
排
し
、
不
完
全
雇
用
均

衡
と
い
う
間
題
を
提
示
、
検
討
し
た
こ
と
、
二
　
将
来
に
対
す
る

予
想
の
作
用
を
璽
視
し
、
そ
れ
を
理
論
の
前
提
と
し
た
こ
と
。
三

マ
ク
ロ
的
経
済
変
数
の
間
の
関
係
お
よ
ぴ
そ
の
水
準
q
決
定
と
い

う
形
で
、
理
論
を
構
築
し
た
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
特
徴
に

つ
い
て
、
鬼
頭
教
授
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
と
限
界
を
検
討
す
る
。

す
な
わ
ち
、
政
策
目
標
と
し
て
の
完
全
雇
用
に
対
し
て
は
、
雇
用

の
質
的
側
面
で
あ
る
生
産
能
率
と
い
う
問
題
が
、
予
想
の
理
論
化

と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
長
期
利
子
と
短
期
利
子
の
性
格
の
差
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と
い
う
こ
と
を
中
心
と
す
る
予
想
の
作
用
領
域
と
い
う
問
題
が
、

そ
し
て
、
マ
ク
ロ
均
衡
理
論
的
な
分
析
に
対
し
て
は
、
過
程
分
析
、

変
動
分
析
の
重
要
性
と
い
う
問
題
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
重
要
な
論
題
で
あ

り
、
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
を
理
解
す
る
上
で
、
今
日
に
お
い
て
も
十

分
な
る
吟
味
を
要
す
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
教
授
の
指
摘
は
、

ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
根
底
に
ま
で
迫
る
も
の
と
言
い
う
る
で
あ
ろ

、
つ
o

　
し
か
し
、
鬼
頭
教
授
の
研
究
は
こ
れ
に
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
、
否
、
鬼
頭
教
授
が
ケ
イ
ン
ズ
か
ら
受
け
と
り
、
育
ん
だ
も

の
は
、
こ
の
よ
う
な
個
別
的
論
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

現
実
の
経
済
を
い
か
に
把
握
す
る
の
か
と
い
う
一
つ
の
経
済
観
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
経
済
観
と
は
一
体
、

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
鬼
頭
教
授
の
『
一
般
理
論
』
解
釈
の
中
心
線
は
、
「
貨
幣
経
済

の
理
論
」
と
い
う
所
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ケ
イ
ン
ズ
自
身
が
、

鬼
頭
教
授
へ
の
書
簡
の
中
で
、
『
一
般
理
論
』
の
こ
と
を
「
貨
幣

の
純
粋
理
論
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
諸
主
題
を
取
り
扱
う
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
；
）

物
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
教
授
は
、
ハ
イ
エ

ク
に
代
表
さ
れ
る
貨
幣
的
景
気
循
環
理
論
と
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
を

対
比
し
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
「
貨
幣
経
済
論
」
的
な
性
楕
を
次
の

よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
い
わ
く
、
「
『
一
般
的
理
論
』
は
実
物
経

済
を
原
像
と
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
と
無
関
係
に
貨
幣
経
済
に
固

有
な
機
構
を
認
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

ゆ
る
場
合
に
お
け
る
貨
幣
の
中
立
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
」
ハ

イ
ェ
ク
の
理
論
は
、
実
物
経
済
を
現
実
の
経
済
の
原
像
と
し
て
規

定
し
、
そ
の
上
で
、
貨
幣
数
量
の
変
化
を
授
乱
要
因
と
し
て
取
り

扱
う
も
の
で
し
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
は
、

現
実
経
済
を
現
実
の
ま
ま
貨
幣
経
済
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
上
で
、

そ
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
教
授
は
こ
う
考
え
た
。

そ
れ
で
は
、
貨
幣
経
済
の
本
質
と
は
何
か
。
鬼
頭
教
授
が
ヶ
イ
ン

ズ
を
超
え
る
の
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の

問
魑
に
真
正
面
か
ら
立
ち
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
鬼
頭
教
授
は
、

ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
を
よ
り
先
鋭
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
成
果
が
、

前
に
あ
げ
た
『
貨
幣
と
利
子
の
動
態
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。　

鬼
頭
教
授
が
貨
幣
経
済
の
本
質
と
し
て
考
え
た
も
の
は
、
将
来

に
対
す
る
不
確
実
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
将
来
に
つ
い
．
て
十
分

な
情
報
を
持
ち
え
な
い
と
い
う
事
実
を
認
識
し
、
こ
れ
を
経
済
理

論
の
基
盤
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
貨
幣
経
済
理
論
こ
そ
が
そ
の
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よ
う
な
理
論
で
あ
る
こ
と
。
鬼
頭
教
授
が
ケ
イ
ン
ズ
か
ら
学
ん
だ

も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
あ
っ
た
。
い
わ
く
、
「
ケ
イ
ン

ズ
の
『
一
般
的
理
諭
』
は
、
将
来
に
関
す
る
予
想
の
不
確
か
さ
の

上
に
立
つ
と
こ
ろ
の
経
済
の
性
格
を
把
え
る
こ
と
を
、
そ
の
課
題

　
　
＾
ア
）

と
す
る
。
」

　
不
確
実
性
の
重
視
と
い
う
立
場
を
と
る
時
、
従
来
の
経
済
人
仮

説
は
、
極
端
な
理
論
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
教
授
も
ま
た
こ
の

点
か
ら
論
を
進
め
て
い
る
。
い
わ
く
、
「
い
わ
ゆ
る
経
済
人
な
る

自
動
機
械
的
存
在
の
想
定
は
、
経
済
圭
体
の
知
性
の
働
き
を
背
後

に
押
し
や
り
、
客
体
の
動
き
を
前
面
に
も
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

経
済
体
制
の
機
械
性
を
是
認
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

数
量
説
的
見
解
或
は
実
物
経
済
的
立
場
が
こ
れ
と
表
裏
の
関
係
に

立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
仮
定
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
合
理
的
行
為
と
は
、
実
は
、
現
実
を
強
い
て

そ
の
理
論
の
枠
の
中
に
押
し
こ
め
よ
う
と
す
る
た
め
の
歪
曲
に
外

な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
生
け
る
経
済
は
か
く
し
て
死
せ
る
経
済

と
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
．
こ
れ
に
反
し
て
我
々
の
理
論
の
対
象
は
、

知
性
の
支
配
す
る
躍
動
せ
る
経
済
で
あ
っ
て
、
我
々
は
貨
幣
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

を
か
か
る
も
の
と
し
て
受
け
と
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
」

　
将
来
に
対
す
る
予
想
（
不
確
実
性
）
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い

経
済
主
体
は
、
機
械
的
な
極
大
化
行
動
を
と
り
え
な
い
。
彼
ら
の

行
動
は
、
主
体
的
な
事
実
認
識
と
意
志
決
定
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
鬼
頭
教
授
の
理
論
の
中
で
、
最
も
ユ

ニ
ー
ク
な
概
念
で
あ
る
「
投
機
」
と
「
裁
定
」
と
い
う
二
つ
の
行

為
形
式
が
登
場
す
る
の
は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
で
あ
る
。
教
授

の
貨
幣
経
済
論
は
、
こ
の
二
つ
の
行
為
形
式
を
中
軸
と
し
て
構
成

さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
行
為
形
式
が
一
種
の
「
対
概
念
」
と
な
っ

て
、
貨
幣
経
済
の
動
き
を
規
定
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

＾
9
〕

る
。
こ
こ
で
「
投
機
」
と
い
う
の
は
、
予
想
に
も
と
づ
い
た
将
来

と
現
在
と
の
間
の
不
均
衡
を
均
衡
化
し
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
り
、

他
方
、
「
裁
定
」
と
は
、
現
在
に
お
け
る
不
均
衡
を
均
衡
化
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
）

う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
行
為
形
式
を
考
え

る
時
、
貨
幣
経
済
の
変
動
過
程
は
、
投
機
的
変
動
と
裁
定
的
変
動

と
い
う
二
局
面
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
内
、
投

機
的
変
動
は
異
積
的
過
程
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、

投
機
的
変
動
の
源
が
経
済
主
体
の
予
想
に
あ
り
、
そ
の
予
想
自
体

が
き
わ
め
て
累
積
的
な
傾
向
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
裁
定
的
変
動
の
根
源
は
現
実
の
不
均
衡
で
あ
り
、

そ
れ
は
裁
定
が
進
む
と
と
も
に
消
滅
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
裁
定
的
変
動
は
機
城
的
な
一
回
か
ぎ
り
の
も
の
で
あ
る
と
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考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
「
投
機
」
を

経
済
の
不
安
定
局
面
と
し
て
、
一
方
、
「
裁
定
」
を
経
済
の
安
定

局
面
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
こ
の
二
つ
の
局
面
は
と
も
に
、
不
確
実
性
と
い
う
も
の
に

根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
■
経
済
に
内
在
す
る
安
定
性
と
不
安
定

性
が
、
と
も
に
、
不
確
実
性
と
い
う
一
つ
の
要
因
か
ら
抽
出
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
い
わ
く
、

「
不
確
か
さ
の
存
在
そ
れ
自
体
は
、
不
安
定
性
を
生
ぜ
し
め
る
と

と
も
に
、
ま
た
安
定
性
を
も
た
ら
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

別
の
要
因
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
」

　
鬼
頭
教
授
に
と
っ
て
、
「
投
機
」
と
「
裁
定
」
と
い
う
二
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

行
為
形
式
は
、
あ
く
ま
で
も
、
貨
幣
経
済
を
分
析
す
る
た
め
の
概

念
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
貨
幣
存
在
（
そ

の
機
能
）
を
前
提
と
し
て
始
め
て
、
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
こ
こ
で
教
授
は
、
「
投
機
」
と
価
値
貯
蔵
機
能
を
、
「
裁
定
」

と
計
算
単
位
機
能
と
を
対
応
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
教
授
は
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
3
）

ら
の
行
為
と
貨
幣
機
能
論
と
を
架
橋
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
よ
う
な
対
応
づ
け
は
排
他
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
上

記
二
つ
の
機
能
が
そ
れ
自
体
、
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら

み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
鬼
頭
教
授
の
こ
の
よ
う
な
対

応
づ
け
の
試
み
は
、
貨
幣
経
済
の
変
動
過
程
を
貨
幣
機
能
の
次
元

に
ま
で
湖
っ
て
捉
え
よ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
、
き
わ
め
て
示
唆

に
宮
む
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
っ
て
一
方

的
に
強
調
さ
れ
た
個
値
貯
蔵
機
能
は
、
計
算
単
位
機
能
と
組
み
合

わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
戻
し
て
い
る
。
貨
幣

保
蔵
の
不
安
定
的
側
面
が
、
計
算
単
位
に
基
づ
く
円
滑
な
裁
定
と

い
う
安
定
的
側
面
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

一
つ
の
経
済
像
が
形
作
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
鬼
頭
教
授
は
、
「
投
機
」
と
「
裁
定
」
と
い

う
二
つ
の
行
為
形
式
を
中
軸
と
し
て
、
ケ
イ
ン
ズ
を
超
え
る
貨
幣

経
済
の
理
論
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
実
物
理
論
（
静
学

的
均
衡
理
論
）
は
、
教
授
に
と
っ
て
、
「
裁
定
」
の
行
為
の
み
に

立
脚
し
た
不
完
全
な
理
論
で
あ
っ
た
。
一
方
、
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論

も
、
「
投
機
」
に
過
大
な
ウ
ェ
イ
ト
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
）

意
味
で
万
全
で
は
な
か
っ
た
。
鬼
頭
教
授
が
目
指
し
た
も
の
は
、

経
済
の
実
物
的
側
面
を
包
摂
し
う
る
だ
け
の
幅
を
も
っ
た
貨
幣
経

済
の
理
論
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
貨
幣
経
済
の
実
情
を

直
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
鬼
頭
教
授
は
、
そ
の
実
情
を
「
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
巧
〕

づ
け
ら
れ
な
い
経
済
」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
、
貨
幣
経
済
の
本
質

を
将
来
に
対
す
る
不
確
実
性
に
求
め
た
こ
と
の
一
つ
の
帰
結
で
も
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あ
っ
た
。
教
授
が
求
め
た
の
は
、
こ
の
「
方
向
づ
け
ら
れ
な
い
経

済
」
を
直
視
す
る
理
論
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

そ
の
理
論
の
一
部
は
上
に
の
べ
た
通
り
で
あ
る
。
教
授
の
研
究
は

進
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
教
授
は
こ
の
課
題
を
十
分
に
展
開
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
四
七
年
九
月
二
十
二
日
、
東
大
病

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
比
〕

院
に
お
い
て
、
鬼
頭
教
授
は
、
急
逝
し
た
の
で
あ
る
。

三
　
中
山
伊
知
郎
と
資
本
理
論

　
「
こ
の
不
安
定
性
の
中
に
あ
っ
て
し
か
も
こ
の
不
安
定
性
を
克

服
し
よ
う
と
す
る
あ
る
力
を
認
め
、
こ
の
カ
の
作
用
と
眼
界
を
究

明
す
る
と
こ
ろ
に
重
点
を
お
い
た
こ
と
こ
そ
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ

が
教
授
か
ら
学
ぷ
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
か
か

る
秩
序
の
存
在
を
考
え
地
盤
と
し
て
の
不
安
定
性
と
そ
の
上
に
働

く
安
定
性
と
の
交
渉
を
問
題
と
す
る
こ
と
が
も
し
も
教
授
の
本
来

の
意
図
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
不
安
定
性
を
強
調
す
る
た
め
に
費
さ

れ
た
実
物
分
析
否
定
の
論
述
は
、
初
め
か
ら
そ
れ
だ
け
制
隈
さ
れ

た
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

の
ま
ず
提
出
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
」
鬼
頭
教
授
の
「
方
向
づ
け

ら
れ
な
い
経
済
」
と
い
う
考
え
を
こ
の
よ
う
に
批
評
し
、
実
物
分

析
の
重
要
性
を
暗
に
擁
護
し
た
の
は
、
中
山
伊
知
郎
教
授
（
一
八

九
八
－
一
九
八
O
）
で
あ
る
。
中
山
教
授
は
、
一
九
二
七
年
か
ら

三
年
あ
ま
り
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
ボ
ン
大
学
で
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ

ー
に
師
事
す
る
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
と
の
こ
の
遜
遁
が
中
山
教
授

の
研
究
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
中
山
教
授
が
著

さ
れ
た
膨
犬
な
研
究
業
績
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
シ
ュ
ン
ペ
ー

タ
ー
の
理
論
を
基
礎
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
中
山
教
授
と
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
関
係
の
上

に
も
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
影
が
大
き
く
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
経
済
学
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
静
態
的
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
肇

程
と
動
態
的
過
程
の
二
元
論
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
静

態
的
過
程
と
い
う
の
は
、
経
済
与
件
、
た
と
え
ぱ
、
人
口
や
資
本
、

生
産
技
術
な
ど
の
変
化
に
対
し
て
、
経
済
体
系
が
受
動
的
に
適
応

し
て
い
く
過
程
を
さ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
過
程
は
、
経

済
体
系
が
外
生
的
な
撹
乱
を
吸
収
し
、
体
系
の
均
衡
を
維
持
し
て

い
く
過
程
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
体
系
の
安
定
性
は

一
に
、
こ
の
過
程
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ワ

ル
ラ
ス
を
頂
点
と
す
る
均
衡
的
静
学
理
論
が
取
り
扱
う
の
は
、
こ

の
局
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
局
面
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
・
一
般
均
衡
理
論
は
経
済
学
に
科
学
と
し
て
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の
地
位
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
動
態
的
過
程
は
、
経
済
体
系
に
内
在
す
る
不
安
定
的
局

面
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
単
な
る
不
安
定
で
は
な
い
。
．
そ
れ

は
、
経
済
を
発
展
さ
せ
る
積
極
的
な
不
安
定
な
の
で
あ
る
。
動
態

的
過
程
は
、
経
済
体
系
の
内
都
に
存
在
す
る
創
造
的
な
カ
が
、
従

来
の
均
衡
を
打
ち
や
ぷ
り
、
経
済
を
新
し
い
均
衡
へ
と
お
し
あ
げ

る
過
程
な
の
で
あ
る
。
こ
の
創
造
的
活
動
を
荷
な
う
主
体
こ
そ
、

企
業
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
企
業
者
は
、
銀
行
組
織
が
信
用
創
造

を
通
じ
て
提
供
す
る
資
金
を
武
器
と
し
て
、
新
結
合
を
遂
行
す
る
。

こ
れ
が
経
済
を
発
展
さ
せ
る
源
動
カ
と
な
る
。
新
結
合
が
く
り
返

え
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
は
断
続
的
に
発
展
す
る
。
シ
ュ

ン
ペ
ー
タ
ー
が
『
経
済
発
展
の
理
論
』
の
中
で
提
示
し
、
経
済
学

に
新
た
な
展
望
を
与
え
た
考
え
の
概
要
は
、
こ
の
。
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。
中
山
教
授
が
ド
イ
ツ
で
体
得
し
、
日
本
に
持
ち
帰
っ
た

も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
理
論
で
あ
っ
た
。

　
中
山
教
授
の
基
点
が
、
今
の
べ
た
よ
う
な
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の

理
論
で
あ
る
か
ぎ
り
、
教
授
の
鬼
頭
教
授
に
対
す
る
批
評
は
、
う

な
ず
け
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
山
教
授
の
経
済
学
は
、

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
そ
れ
と
同
様
に
、
「
発
展
す
る
経
済
」
と
い

う
考
え
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
、
「
方
向
づ
け
ら

れ
な
い
経
済
L
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
経
済
体
系
は
、
そ
の
中

に
不
安
定
的
な
要
因
を
合
み
な
が
ら
も
、
否
、
あ
る
種
の
不
安
定

要
因
を
含
む
が
故
に
、
発
展
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
発
展
を
荷
な
う
主
体
が
企
業
者
で
あ
り
、
そ
の
発
展
を
最
も

顕
現
化
す
る
現
象
が
資
本
形
成
な
の
で
あ
る
。
中
山
教
授
が
鬼
頭

教
授
に
異
議
を
唱
え
る
時
、
そ
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
経
済

観
の
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
鬼
頭
教
授
の
理
論
は
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
を
先
鋭
化
し
た
も
の
で

あ
る
。
我
々
は
前
節
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
も
し
そ
う

で
あ
る
な
ら
、
上
に
あ
げ
た
中
山
教
授
の
鬼
頭
評
は
、
中
山
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

の
ケ
イ
ン
ズ
評
を
も
暗
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
中
山
教
授
に
と

っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

我
々
が
次
に
間
う
べ
き
は
こ
の
事
で
あ
る
。

　
こ
の
間
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
中
山
教
授
が
そ
の
当
時
、
ど

の
よ
う
な
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
当
時
、

中
山
教
授
の
研
究
課
題
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
体
系
の
克
服
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
理
論
は
、
こ
れ
も
周
知

の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
欠
陥
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
一
つ
は
、
均
衡
的
静
学
理
論
と
発
展
の
理
論
と
の
間
が
う
ま

く
架
橋
さ
れ
て
お
ら
ず
、
事
実
上
の
二
元
論
に
お
わ
っ
て
い
る
と
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い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
質
的
な
分
析
に
終
始
し
て
い

て
、
量
的
な
把
握
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
山
教
授
が
そ
の
当
時
、
研
究
し
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
シ

ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
体
系
の
欠
陥
を
い
か
に
改
善
す
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
中
山
教
授
は
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
を
こ
の
よ

う
な
研
究
の
中
で
受
け
と
め
る
の
で
あ
る
。

　
中
山
教
授
は
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
特
徴
を
次
の
二
点
に
ま
と
め
て

　
＾
2
0
）い

る
。
一
　
総
体
的
概
念
に
よ
る
経
済
過
程
の
全
体
的
把
握
。
二

貨
幣
的
側
面
の
強
調
に
よ
る
分
析
の
現
実
化
。
中
山
教
授
は
以
上

二
つ
を
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
特
徴
と
し
て
い
る
が
、
実
は
、
こ
の
二

つ
は
と
も
に
、
貨
幣
機
能
の
重
視
と
い
う
一
点
に
集
約
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
総
体
的
概
念
の
量
的
把
握
と
い
う
も
の

を
可
能
に
す
る
の
は
、
貨
幣
の
（
計
算
）
機
能
に
ほ
か
な
ら
ず
、

貨
幣
に
よ
る
分
析
の
現
実
化
も
ま
た
、
貨
幣
の
諸
機
能
に
裏
打
ち

さ
れ
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
中
山
教
授
は
ケ
イ

ン
ズ
の
理
論
を
徹
底
的
に
貨
幣
理
論
化
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。

い
わ
く
、
「
ケ
イ
ン
ズ
自
身
は
貨
幣
と
い
う
も
の
が
全
体
の
経
済

の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
徹
底
的
に
突
き
つ
め
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
点
か
ら
い
う
と
、
…
・
：
流

動
性
選
好
を
め
ぐ
る
貨
幣
的
要
因
に
関
す
る
理
論
の
方
が
、
彼
の

理
論
の
中
心
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
は
実
際

に
そ
う
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
挙
の
精
髄

と
い
う
か
、
一
番
の
基
本
は
資
本
主
義
経
済
で
あ
る
と
い
わ
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
資
本
差
義
経
済
は
リ
ア
ー
ル
・
、
イ
ン

カ
ム
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
実
は
そ
れ
は
非
常
に
「
架
空
」

。
な
貨
幣
の
魔
術
の
上
に
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
資
本
主

義
経
済
は
架
空
の
建
造
物
で
あ
る
と
い
う
点
を
つ
い
て
い
る
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

ろ
に
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
一
番
犬
き
な
点
が
あ
る
。
L

　
こ
の
よ
う
に
中
山
教
授
は
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
を
徹
底
し
た
貨
幣

理
論
と
理
解
す
る
。
こ
こ
か
ら
教
授
は
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
行
き

過
ぎ
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
教
授
が
ケ
イ
ン
ズ
理
論

か
ら
受
け
と
っ
た
最
も
大
き
な
影
響
も
、
こ
の
貨
幣
理
論
と
し
て

の
側
面
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
中
山
教
授
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ

ー
の
二
元
論
を
ケ
イ
ン
ズ
の
魚
幣
の
理
諭
を
結
ぴ
目
と
し
て
、
統

含
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
教
授
自
身
、
次
の
よ

う
に
述
懐
し
て
い
る
。
「
両
者
の
関
連
は
た
し
か
に
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
私
に
と
っ
て
そ
の
関
連
の
手
が
か
り
と
な
っ
た
も
の
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
貨
幣
の
理
論
で
あ
り
ま
し
た
。
…
…
貨
幣
現
象
を
中

心
と
し
た
分
析
と
い
う
点
で
は
、
両
者
は
共
通
の
問
題
を
も
ち
、

共
通
の
意
識
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
不
幸
に
し
て
シ
ュ
ン
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ぺ
ー
タ
ー
の
場
合
に
は
、
そ
の
共
通
の
問
題
を
取
り
扱
う
た
め
の

量
的
分
析
の
手
段
を
欠
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
循
環
の
理

論
と
発
展
の
理
論
と
を
、
い
つ
ま
で
も
二
元
的
な
よ
う
な
形
の
ま

ま
で
対
立
さ
せ
た
大
き
な
理
由
で
あ
り
、
二
つ
の
領
域
の
交
渉
の

問
題
に
有
効
に
入
っ
て
い
け
な
か
っ
た
理
由
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
…
…
そ
れ
を
い
っ
き
ょ
に
解
決
し
て
、
あ
る
い
は
少
な
く

と
も
解
決
の
道
を
開
い
て
、
新
し
い
天
地
に
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憂
）

い
っ
た
の
は
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
っ
た
…
－
。
L

　
中
山
教
授
は
ケ
イ
ン
ズ
理
論
を
貨
幣
理
論
と
し
て
と
ら
え
、
そ

の
二
つ
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
総
体
的
把
握
と
貨
幣
側
面
の
璽
視

と
い
う
こ
と
を
挺
子
に
し
て
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
体
系
の
二
元
諭

を
統
合
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
試
み
の
中
心
に
位
置
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
3
〕

と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
「
貨
幣
資
本
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
貨
幣

資
本
の
動
き
こ
そ
が
、
資
本
圭
義
経
済
の
発
展
を
司
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
中
山
教
授
に
よ
れ
ぱ
、
静
態
的
過
穗
は
、

経
常
消
費
財
が
生
産
さ
れ
る
過
程
で
あ
り
、
本
来
的
に
均
衡
循
環

的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
動
態
的
過
程
は
、
資
本
財

が
生
産
さ
れ
る
過
程
で
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
均
衡
破
壊
的
な
も
の

で
あ
る
。
経
済
発
展
が
後
者
の
動
態
的
過
程
に
発
す
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
経
済
が
崩
壊
せ
ず
、
適
度
な
発
歴
過
程
を
た

ど
る
た
め
に
は
、
上
記
の
二
つ
の
過
程
が
う
ま
く
作
用
し
あ
い
、

安
定
的
な
関
係
が
保
た
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
二
つ
の
過
程
の
間
に
働
く
カ
が
う
ま
く
中
和
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
中
山
教
授
は
、
こ
の
過
程
間
に
介
在
す
る
カ

を
、
総
体
概
念
と
し
て
の
貯
蓄
と
投
資
に
求
め
る
。
こ
の
二
つ
が

均
衡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
静
態
的
過
程
と
動
態
的
過
程
の
間
に

安
定
が
保
た
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
総
体
概
念

と
し
て
の
貯
蓄
と
投
資
は
と
も
に
、
貨
幣
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
体
は
、
貨
幣
資
本
の
供
給
と
需
要
な
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
過
程
を
結
ぴ
つ
け
、
経
済
の
安
定

性
を
司
る
も
の
は
、
貨
幣
資
本
の
動
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
中
山
教
授
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ

ー
体
系
を
超
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
中
山
教
授
の
理
論
は
発

展
す
る
経
済
を
取
り
扱
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
教
授
の
言
葉

で
い
う
な
ら
ば
、
「
資
本
の
理
論
」
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
「
貨
幣

資
本
」
は
そ
の
よ
う
な
理
論
の
中
核
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
論
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
山
教
授

は
経
済
学
に
新
し
い
光
を
加
え
え
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

試
み
は
、
資
本
と
貨
幣
と
い
う
経
済
学
上
の
二
大
難
間
を
取
り
扱
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－

う
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
中
山
教
授
の
試
み
は
、
残
念
な
が
ら
、

未
完
に
お
わ
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
課
題
は
、
後
継

者
達
に
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四
　
山
口
茂
と
流
通
経
済
の
理
論

　
中
山
伊
知
郎
教
授
の
研
究
が
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
依
拠
し
た
純

粋
理
論
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
山
口
茂
教
授
（
一
八
九

三
－
一
九
七
五
）
の
研
究
は
、
は
じ
め
か
ら
、
金
融
理
論
、
銀
行

理
論
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
山
教
授
が
シ
ュ
ン
ペ
ー

タ
ー
体
系
の
二
元
論
を
、
貨
幣
理
論
の
彫
啄
と
そ
の
埋
め
こ
み
に

よ
っ
て
克
服
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
既
に
の
べ
た
通
り
で
あ
る

が
、
こ
の
二
元
論
克
服
と
い
う
問
題
自
体
、
あ
る
意
味
で
は
、
一

般
均
衡
理
論
の
静
態
的
実
物
的
性
格
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
り
、

中
山
教
授
の
研
究
の
実
物
論
的
な
性
向
を
も
暗
に
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
中
山
教
授
の
ケ
イ
ン
ズ
理
解
は
徹
底
的
に
貨
幣
理
論
的

で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
教
授
は
、
実
物
論
的
な
自
ら
の
理

論
体
系
の
中
に
、
ケ
イ
ン
ズ
を
包
摂
す
る
と
い
う
問
題
に
苦
し
ま
・

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
山
口
教
授
の
研

究
は
、
は
じ
め
か
ら
、
貨
幣
理
論
を
そ
の
守
備
範
囲
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
山
口
教
授
は
、
ケ
イ
ン
ズ
と
直
接
対

時
す
る
位
置
に
座
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
山
口
教
授

の
ケ
イ
ン
ズ
理
解
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
山
口
教
授
の
研
究
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し

よ
う
。
山
口
教
授
の
金
融
理
論
は
、
英
仏
の
古
典
派
経
済
学
を
そ

の
土
台
と
し
、
そ
れ
ら
を
金
融
理
論
の
観
点
か
ら
整
理
す
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
4
〕

う
形
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
英
仏
の
古
典
派
経
済
学

と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
国
窟
論
』
や

ケ
ネ
ー
の
『
経
済
表
』
を
源
と
す
る
正
統
派
経
済
学
の
流
れ
で
あ

る
が
、
教
授
が
特
に
依
拠
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
中
で
セ
イ
の
理

論
と
ト
ゥ
ー
ク
の
理
論
で
あ
る
。
「
セ
イ
法
則
」
に
そ
の
名
を
と

ど
め
る
J
・
B
・
セ
イ
の
理
論
は
、
ケ
ネ
ー
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
古

典
派
経
済
学
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
は
市
場
機

構
を
「
白
然
的
秩
序
」
と
み
て
、
そ
の
自
律
的
性
格
を
さ
ぐ
ろ
う

と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
一
方
、
ト
ゥ
ー
ク
の
理
論
は
、
後
日

「
銀
行
主
義
」
と
い
う
名
称
で
ま
と
め
ら
れ
た
金
融
経
済
理
論
で

あ
り
、
こ
れ
は
「
通
貨
主
義
」
と
と
も
に
、
イ
ギ
リ
ス
金
融
理
論

の
一
翼
を
に
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
山
口
教
授
の
金

融
理
論
は
、
「
市
場
外
郭
の
強
い
フ
ラ
ン
ス
の
古
典
経
済
学
に
理

論
の
わ
く
を
求
め
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
金
融
事
情
と
金
融
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
肪
）

論
こ
と
に
銀
行
主
義
を
そ
の
内
容
と
し
た
も
の
」
だ
っ
た
の
で
あ
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る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
理
論
を
、
山
口
教
授
は
「
流

通
経
済
の
理
論
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
教
授
の
理
論
、
そ
の
「
流
通
経
済
の
理
論
」
の
全
貌
を
こ
こ
に

詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
。
た
だ
、
大
ま
か
な
特
徴
と
し
て
、
次
の

三
点
は
あ
げ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
一
）
　
「
モ
ノ
」
と
「
カ
ネ
」
と
の
間
の
照
応
関
係
を
重
視
し
た

こ
と
。

（
二
）
　
経
済
を
循
環
、
流
通
過
程
と
し
て
み
た
こ
と
。

（
三
）
　
市
場
機
構
の
自
律
的
性
椿
を
前
提
に
し
、
特
に
そ
の
長
期

均
衡
状
態
に
分
析
の
カ
点
を
置
い
た
こ
と
。

　
「
モ
ノ
」
と
「
カ
ネ
」
の
照
応
関
係
、
こ
れ
は
山
口
金
融
理
論

　
　
　
　
　
　
　
＾
％
〕

の
A
で
あ
り
Z
で
あ
る
。
経
済
問
題
の
根
本
が
「
モ
ノ
」
の
再
生

産
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
「
モ
ノ
」
の
再
生

産
を
現
実
に
支
え
補
助
し
て
い
る
の
は
、
「
カ
ネ
」
の
流
通
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
モ
ノ
」
の
経
済
と
「
カ
ネ
」
の
経
済
が
う

ま
く
照
応
し
、
均
衡
し
て
、
は
じ
め
て
、
経
済
の
再
生
産
が
達
成

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
流
通
経
済
の
均
衡
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

山
口
教
授
に
よ
れ
ば
、
流
通
経
済
の
均
衡
過
程
に
は
二
つ
の
局
面

が
あ
る
。
一
つ
は
、
市
場
の
需
給
関
係
を
反
映
し
て
動
く
市
場
論

的
な
局
面
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
生
産
費
の
変
化
を
反
映
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茅
〕

動
く
生
産
構
造
的
な
局
面
で
あ
る
。
流
通
経
済
が
均
衡
化
す
る
た

め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
局
面
の
動
き
が
、
「
モ
ノ
」
の
経

済
に
お
い
て
も
、
「
カ
ネ
」
の
経
済
に
お
い
て
も
均
衡
化
し
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
均
衡
化

し
た
二
つ
の
経
済
が
う
ま
く
照
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
照
応
関
係
が
み
た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
流
通
経
済
は
よ

う
や
く
安
定
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
モ
ノ
」
と
「
カ
ネ
」

の
照
応
関
係
が
常
に
な
り
た
つ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
．
、

う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
方
が
常
態
な
の
で
あ
る
。
山
口
教
授
が

答
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
問
魍
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
の
で

あ
る
。

　
「
モ
ノ
」
と
「
カ
ネ
」
の
照
応
と
い
う
考
え
方
が
、
山
口
金
融

　
　
　
、
　
　
、

理
論
の
構
造
を
示
す
も
の
と
す
る
な
ら
ぱ
、
経
済
循
環
、
流
通
過

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

程
の
重
視
は
、
そ
の
機
能
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

既
に
の
べ
た
「
モ
ノ
」
と
「
カ
ネ
」
の
照
応
関
係
は
、
静
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
と
し
て
で
は
な
く
、
動
的
な
も
の
、
流
れ
る
も
の
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
経
済
循
環
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
山

口
教
授
は
、
全
循
環
を
産
業
的
流
通
と
金
融
的
流
通
と
い
う
二
つ

　
　
＾
鴉
〕

に
分
け
る
。
前
者
は
、
「
モ
ノ
」
と
「
カ
ネ
」
が
売
買
行
為
を
介
し

て
照
応
的
に
動
く
よ
う
な
流
通
局
面
で
あ
り
、
後
者
は
、
「
カ
ネ
」
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が
貸
借
行
為
を
介
し
て
、
生
成
、
消
滅
す
る
よ
う
な
流
通
局
面
で

あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
を
、
「
モ
ノ
」
と
「
カ
ネ
」
の
照
応
と
い
う

観
点
か
ら
見
る
時
、
問
題
に
な
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
後
者

で
あ
る
。
金
融
的
流
通
が
産
業
的
流
通
を
掻
乱
し
な
い
よ
う
に
す

る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
す
な
わ
ち
、
「
カ
ネ
」
の
貸
借
が

「
モ
ノ
」
と
「
カ
ネ
」
の
照
応
関
係
を
撹
乱
し
な
い
よ
う
に
す
る

に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
山
口
教
授
の
直
面
し
た
間
題
を
機

能
的
に
み
る
な
ら
ぱ
、
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
対
す
る
教
授
の
答
え
は
、
「
市
民
社
会
的
信
用
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
9
〕

幣
」
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
私
的
信
用
通
貨
で
あ
る

商
業
手
形
に
端
を
発
し
、
そ
れ
を
割
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
銀
行
券

へ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
割
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
的
信
用
通
貨
た

る
中
央
銀
行
券
に
到
ら
し
め
る
と
い
う
通
貨
供
給
方
法
で
生
ず
る

貨
幣
に
対
し
、
山
口
教
授
が
付
し
た
名
称
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

通
貨
供
給
方
法
が
と
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
「
モ
ノ
」
と
「
カ
ネ
」
の

照
応
関
係
は
自
動
的
に
達
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
考
え

方
は
、
所
謂
「
生
産
者
通
貨
供
給
理
論
」
「
典
型
的
通
貨
供
給
理

論
」
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
山
口
教
授
が
銀
行
主
義
的

な
立
場
を
と
る
一
つ
の
根
拠
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
山
口
教
授
の
金
融
理
論
研
究
は
、
一
途
に
、
市

場
機
構
を
中
心
と
す
る
流
通
経
済
の
自
律
性
と
そ
の
運
動
原
理
を

追
い
も
と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
教
授
は
、
「
流
通
経
済
に
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
0
）

律
性
あ
り
と
考
え
、
か
つ
自
然
的
秩
序
に
頼
ろ
う
」
と
し
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
教
授
が
セ
イ
の
経
済
学
を
土
台
と
し
た
こ
と
の

一
つ
の
帰
結
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
の
経
済
と
の
関
連
を

考
え
る
時
、
流
通
経
済
に
自
律
性
あ
り
と
い
う
考
え
は
、
所
詮
、

長
期
的
な
傾
向
法
則
と
し
て
の
み
主
張
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
山
口
教
授
の
理
論
に
、
長
期
均
衡
理
論
的
な
勾
い
を
感

じ
る
の
も
「
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
山
口
教
授
の

研
究
の
、
一
つ
の
特
徴
と
し
て
注
意
し
て
お
く
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
山
口
教
授
の
ケ
イ
ン
ズ
評
に
も
影
を
お

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
山
口
教
授
は
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
を
、
経
済
学
に
お
け
る
革
命
と

は
考
え
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
は
、
「
イ
ギ
リ
ス
正
統
派
」
の

伝
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
革
命
な
ど
で
は

な
い
。
よ
り
正
確
に
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
は
「
イ
ギ
リ
ス
正
統

派
」
の
中
の
「
銀
行
主
義
」
の
系
列
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
、
山
口
教
授
の
ケ
イ
ン
ズ
評
で
あ
る
。
い
わ
く
「
ケ
イ
ン
ズ

の
如
き
は
銀
行
主
義
を
発
展
せ
し
め
た
も
の
を
比
較
的
多
く
含
む
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も
の
で
あ
っ
て
決
し
て
正
統
派
経
済
学
に
対
す
る
革
命
で
は
な

＾
趾
〕い

。
L
ヶ
イ
ン
ズ
経
済
学
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
評
個
は
、
ケ
イ

ン
ズ
経
済
学
を
革
命
視
す
る
大
方
の
理
解
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

山
口
教
授
の
こ
の
よ
う
な
評
価
は
一
体
ど
う
し
て
生
ま
れ
て
来
た

の
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
ば
、
山
口
教
授
が
言
う

「
イ
ギ
リ
ス
正
統
派
」
と
い
う
も
の
の
内
身
に
つ
い
て
知
っ
て
お

か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
山
口
教
授
が
「
イ
ギ
リ
ス
正
統
派
」
生
言
う
時
、
そ
れ
は
、
「
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
初
）

ラ
ン
ス
正
統
派
」
と
い
う
も
の
と
対
照
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

山
口
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
両
者
の
間
に
は
、
そ
の
挙
問
の
ス
タ

イ
ル
に
質
的
な
相
違
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ

ン
ス
正
統
派
が
、
理
論
的
、
＝
兀
的
、
普
遍
妥
当
的
な
原
理
論
を

目
ざ
す
の
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
正
統
派
は
、
経
験
的
、
個
別
的
で

あ
り
、
時
論
的
な
政
策
学
と
し
て
の
色
彩
が
強
い
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
正
統
派
の
中
に
は
、
市
場
論
的
、
長

期
理
論
的
な
色
彩
の
濃
い
通
貨
主
義
と
、
経
営
論
的
、
短
期
理
論

的
な
色
彩
の
濃
い
銀
行
主
義
と
が
混
在
し
て
お
り
、
こ
の
一
見
矛

盾
す
る
二
つ
の
流
れ
を
あ
わ
せ
も
っ
た
ま
ま
時
諭
的
な
研
究
が
な

さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
山
口
教
授
が
、
ケ
イ
ン
ズ
を
イ

ギ
リ
ス
正
統
派
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
時
、
そ
の
背
後
に

は
、
こ
の
よ
う
な
挙
史
的
な
見
解
が
か
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
触

こ
の
見
解
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ぱ
、
教
授
の
言
わ
ん
と
す
る
所

は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
　
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
正
統
派
流
の
時
論
的
、
政

策
論
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
正
統
派
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
原
理
論
で
は
な
い
。

ニ
　
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
は
、
銀
行
主
義
的
な
短
期
的
、
個
別
経
営

論
的
な
も
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
政
策
の
要
点
は
、
銀
行
政
策
を

挺
子
と
し
て
「
カ
ネ
」
の
経
済
か
ら
「
モ
ノ
」
の
経
済
を
刺
激
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
羽
）

　
教
授
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
原
理
論
的
な
も
の
、
市
場
論
的
な
も
の
を
求
め
、
流
通
経
済
の

自
律
性
を
信
じ
た
山
口
教
授
に
と
っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
は
あ

ま
り
に
現
実
的
、
個
別
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
実
論
は
、

長
期
的
な
理
論
体
系
の
中
に
包
摂
し
う
る
。
山
口
教
授
が
次
の
よ

う
に
論
じ
る
時
、
教
授
が
考
え
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
く
、
「
ケ
イ
ン
ズ
の
一
般
理
論
は
現
■

実
接
近
の
理
論
な
る
が
ゆ
え
に
一
般
理
論
で
あ
る
と
主
張
す
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
は
セ
イ
の
市
場
法
則
の
否
定
か
ら
出
発
し
て

い
る
け
れ
ど
も
、
現
実
接
近
の
平
面
に
お
い
て
否
定
し
て
い
る
だ
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け
で
あ
っ
て
、
抽
象
度
の
高
い
平
面
の
問
題
と
し
て
は
否
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
榊
〕

は
ず
が
な
い
と
考
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
L

　
山
口
教
授
は
、
流
通
経
済
に
自
偉
性
を
見
て
い
た
。
そ
れ
は
単

に
、
経
済
的
領
域
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
考
え
で
は
な
く
、
深

く
西
洋
の
文
化
的
伝
統
ー
キ
リ
ス
ト
教
と
自
由
主
義
－
に
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟
）

ざ
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
山
口
教
授
の
経
済

観
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
教
授
が
ケ
イ
ン
ズ
を
論
じ
る
時
、
そ
こ

に
は
教
授
の
経
済
像
が
逆
像
と
し
て
写
し
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

五
　
高
橋
泰
蔵
と
貨
幣
経
済
成
立
の
論
理

　
中
山
教
授
の
「
資
本
の
理
論
」
、
山
口
教
授
の
「
流
通
経
済
の

理
論
」
か
ら
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
解
釈
、

彫
啄
に
独
自
の
世
界
を
切
り
開
い
た
の
は
、
高
橋
泰
蔵
教
授
（
一

九
〇
五
1
　
　
）
で
あ
る
。

　
高
橋
教
授
の
ケ
イ
ン
ズ
解
釈
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
を
貨
幣
数

量
説
の
批
判
と
と
ら
え
る
所
か
ら
始
ま
る
。
貨
幣
数
量
説
は
、
そ

れ
ま
で
の
貨
幣
理
論
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ケ
イ
ン

ズ
を
数
量
説
批
判
諭
者
と
見
な
す
こ
と
は
、
即
、
彼
を
し
て
貨
幣

理
論
の
改
革
者
と
み
な
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
高

橋
教
授
が
こ
の
よ
う
に
言
う
時
、
教
授
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の

　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

は
、
単
に
貨
幣
理
論
の
改
革
者
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
そ

こ
に
は
も
っ
と
大
き
な
意
味
が
ひ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
高
橋
教
授
に
よ
れ
ぱ
、
経
済
学
は
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
か

れ
て
き
て
い
る
。
一
方
に
は
交
換
価
値
的
な
関
係
を
中
心
と
す
る

財
貨
世
界
の
経
済
学
が
あ
り
、
他
方
に
は
、
財
貨
と
の
間
に
明
確

な
関
係
を
も
た
な
い
貨
幣
世
界
の
経
済
学
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

二
つ
の
経
済
学
は
、
実
物
的
理
論
経
済
学
お
よ
ぴ
貨
幣
数
量
説
ピ

し
て
、
独
自
の
理
論
展
開
を
な
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分

裂
が
、
学
問
の
専
門
化
と
し
て
、
経
済
学
の
発
展
に
貢
猷
し
て
き

た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
し
か
し
、
貨
幣
経
済
の
動
態
的
な
運

行
に
つ
い
て
総
合
的
な
分
析
が
要
講
さ
れ
る
時
、
こ
の
よ
う
な
経

済
挙
の
分
裂
は
、
経
済
学
を
無
カ
化
し
て
し
ま
う
も
の
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
第
一
次
大
戦
後
の
経
済
は
、
ま
さ
に
こ
の
貨
幣
経

済
の
動
態
が
間
魑
と
な
る
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
の

理
論
は
こ
の
よ
う
な
要
請
に
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
高
橋
教
授
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
教
授
が
ケ

イ
ン
ズ
を
し
て
数
量
説
の
批
判
者
士
言
う
時
、
そ
こ
に
意
味
さ
れ

て
い
る
の
は
、
単
な
る
貨
幣
理
論
の
改
革
者
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
実
物
的
理
論
を
も
含
め
た
経
済
学
全
般
に
対
す
る
改
革
者
と

j55



一橘論叢 第八十九巻 第四号　（66）

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
下
に
し
て
、
高
橋

教
授
は
ケ
イ
ン
ズ
を
評
価
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
成
果
は
、
一
九

四
一
年
、
『
貨
幣
的
経
済
理
論
の
新
展
開
』
と
題
さ
れ
て
発
表
さ

＾
％
）

れ
る
。

　
こ
の
書
物
は
、
「
貨
幣
的
経
済
理
論
」
と
い
う
新
し
い
言
葉
を

経
済
学
の
中
に
も
ち
こ
む
と
と
も
に
、
ケ
イ
ン
ズ
を
舎
む
一
連
の

研
究
に
つ
い
て
、
統
一
的
な
解
釈
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
書
物
に
お
い
て
高
橋
教
授
は
、
三
人
の
経
済
学
者
を
と
り
あ

げ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ィ
ク
セ
ル
、
ハ
ィ
ェ
ク
、
そ
し
て
ケ
ィ
ン

ズ
で
あ
る
。
「
貨
幣
的
経
済
理
論
」
1
そ
れ
は
、
分
裂
し
た
実

物
理
論
と
貨
幣
理
論
を
再
ぴ
統
合
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が

－
は
、
ヴ
ィ
ク
セ
ル
を
噛
矢
と
す
る
。
ハ
ィ
ェ
ク
と
ケ
ィ
ン
ズ

は
、
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
理
論
を
継
承
し
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
方
向
性
は
異
な
っ
て
い
る
。
ハ
イ
エ
ク

は
、
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
長
期
的
側
面
を
強
く
う
け
つ
ぎ
、
そ
れ
を

「
生
産
構
造
」
の
理
論
と
い
う
形
で
精
織
化
し
た
。
．
こ
れ
に
対
し

ケ
イ
ン
ズ
は
、
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
短
期
的
側
面
を
受
け
っ
ぎ
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

を
貨
幣
経
済
に
お
け
る
動
因
論
と
い
う
形
で
展
開
し
た
。
高
橘
教

授
は
こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
。
こ
こ
に
動
因
論
と
い
う
の
は
、
経

済
主
体
の
行
動
が
貨
幣
価
値
に
よ
っ
て
誘
因
さ
れ
る
と
い
う
ほ
ど

の
意
味
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
ヶ
イ
ン
ズ
理
論
は
、
「
貨
幣
的
経
済
理
論
」
の
一
つ

の
典
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
高
橋
教
授
の
考

察
は
さ
ら
に
深
く
押
し
進
め
ら
れ
る
。
教
授
が
次
に
間
題
に
し
た

の
は
、
「
貨
幣
的
経
済
理
論
」
自
体
が
も
つ
べ
き
経
済
世
界
像
と

い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
、
教
授
自
身
の
言
葉
で
表
現
す
る

な
ら
ぱ
、
「
経
済
世
界
の
成
立
の
論
理
と
把
握
の
手
段
と
し
て
の

　
　
　
　
　
＾
㎎
）

貨
幣
概
念
の
間
題
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
教
授
が
こ
の
よ
う
な

間
題
を
提
出
し
た
背
後
に
は
、
教
授
の
経
済
学
に
対
す
る
一
つ
の

考
え
方
が
作
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
経
済
学
に
は
経
済
世
界
観

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
特
定
の
理
論
に
は
特
定

の
経
済
世
界
襯
が
付
随
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
見
る
時
、
実
物
理
論
と
貨
幣
理
論
の
分

裂
と
い
う
問
題
自
体
が
、
一
つ
の
経
済
世
界
観
の
な
せ
る
業
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
新
理
論
の
経
済
世
界
観

を
問
う
と
い
う
課
題
の
起
源
が
あ
る
の
で
あ
る
。
経
済
単
の
分
裂

に
つ
い
て
、
教
授
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
「
所
謂
理
論
経
済
学

の
性
格
は
へ
・
…
－
「
経
済
社
会
」
の
理
論
で
あ
っ
た
…
－
・
。
か
か

る
理
論
の
対
象
と
し
て
の
経
済
社
会
は
、
そ
の
担
当
者
と
し
て
個

人
を
考
え
な
が
ら
、
そ
の
現
れ
と
し
て
は
財
貨
の
交
換
関
係
と
し

556



（67）一橋大挙におけるケインズ経済挙の闘とその波紋

　
て
観
念
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
、
て
、
言
い
換
え
れ
ぱ
交
換
価
値
の

世
界
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
…
：
経
済
世
界
が
交
換

価
値
的
社
会
と
し
て
既
に
成
立
し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
こ
と

は
財
貨
の
交
換
関
係
を
成
立
せ
し
め
る
根
拠
を
財
貨
自
身
に
存
在

す
る
こ
と
を
予
想
せ
し
め
、
こ
の
よ
う
な
経
済
挙
の
性
椅
と
し
て
、

　
一
面
経
済
社
会
を
平
面
的
な
る
関
係
の
世
界
と
し
て
構
瓜
す
る
結

果
に
到
つ
た
と
同
時
に
、
他
面
か
か
る
関
係
と
し
て
の
経
済
世
界

の
成
立
に
と
つ
て
貨
幣
を
無
縁
な
も
の
と
し
て
見
る
所
謂
貨
幣
ヴ

ェ
ー
ル
観
を
生
ぜ
し
め
、
そ
こ
か
ら
貨
幣
理
論
を
経
済
理
論
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
9
〕

遊
離
せ
し
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
L
す
な
わ
ち
、
理
論
経
済
学
の

交
換
価
値
的
経
済
観
が
分
裂
の
根
本
原
因
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
分
裂
の
原
因
が
経
済
世
界
観
に
根
ざ
し
て
い
る
以
上
、
こ
の

分
裂
を
統
合
す
る
た
め
に
は
、
新
し
い
世
界
観
が
用
意
さ
れ
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
「
貨
幣
的
経
済
理
論
」
自
身
が
も
つ
べ
き
世
界

観
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
と
り
く
む
に
あ
た
つ
て
、
高
橋
教
授
は
学
内
に
有

カ
な
援
軍
を
頼
む
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
左
右
田
喜
一
郎
、

杉
村
広
蔵
と
続
く
東
京
商
大
の
経
済
哲
学
の
流
れ
で
あ
る
。

　
左
右
田
博
士
、
杉
村
博
士
の
経
済
哲
学
は
、
一
面
、
貨
幣
の
哲

学
で
ポ
あ
つ
た
。
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
た
の
は
・
文
化
価
値
の
中
の

経
済
的
側
面
、
す
な
わ
ち
、
経
済
的
文
化
価
値
が
い
か
に
し
て
達

成
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
認
識
さ
れ
る
の
か

と
い
う
間
魍
で
あ
つ
た
。
こ
の
問
趨
に
対
し
て
両
博
士
は
、
「
貨

幣
概
念
」
の
重
要
性
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
「
貨
幣
概
念
」
と
い
う
’

も
の
が
社
会
の
成
員
の
中
に
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ

め
て
、
貨
幣
経
済
と
い
う
社
会
が
成
立
し
、
機
能
す
を
。
両
博
士

は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
。
社
会
の
成
員
は
色
々
な
文
化
価
値
を
も

っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
の
極
限
と
し
て
何
ら
か
の
客
観
的
な
価

値
を
形
成
し
な
い
か
ぎ
り
、
客
観
性
を
具
有
し
た
「
評
価
社
会
」

は
成
立
し
な
い
。
こ
の
極
限
と
し
て
の
価
値
を
「
媒
介
価
値
」
と

名
付
け
る
な
ら
ぱ
、
こ
の
「
媒
介
価
値
」
の
成
立
が
、
「
評
価
社

会
」
成
立
の
論
理
的
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
経
済
を
考
え

る
時
、
こ
の
「
媒
介
価
値
」
を
体
現
す
る
も
の
は
貨
幣
に
ぽ
か
な

ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
文
化
価
値
の
極
限
概
念
と
し
て
「
貨
幣
概

念
」
が
抽
出
さ
れ
、
そ
れ
が
貨
幣
経
済
成
立
に
と
っ
て
論
理
的
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ω
〕

提
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
高
橋
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
東
京
商
大
の
経
済
哲
学
を
援
用
し

て
、
「
貨
幣
的
経
済
理
論
」
に
哲
学
的
な
メ
ス
を
入
れ
・
そ
れ
が

持
つ
べ
ぎ
経
済
世
界
観
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と

は
特
筆
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
高
橋
教
授
の
「
貨
幣
的
経
済
理
　
蜥
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論
L
は
、
単
に
、
実
物
理
論
と
貨
幣
理
論
を
技
術
的
に
接
合
す
る

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
実
物
理
論
と
貨
幣

理
論
が
と
も
に
分
析
の
対
象
と
す
べ
き
現
実
の
経
済
、
す
な
わ
ち
、

貨
幣
経
済
そ
れ
自
体
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
哲
学
（
経
済
世
界

観
）
が
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
貨
幣
的
経
済
理
論
」
に
一
つ
の
世
界
観
が
用
意
さ
れ
た
時
、

そ
の
一
つ
の
典
型
と
考
え
ら
れ
た
ケ
イ
ン
ズ
理
論
に
む
、
新
た
な

光
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
理
論
を
前
述
の
貨

幣
哲
学
の
次
元
か
ら
照
射
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
理
論

は
、
東
京
商
大
の
貨
幣
哲
学
を
実
践
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
前
述
の
貨
幣
哲
学
が
、
貨
幣
経
済
の
論
理
的
な
成
立
前
提
を

問
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
は
、
そ
れ
を
具
体

化
し
、
貨
幣
経
済
内
部
に
現
存
す
る
法
則
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
高
橋
教
授
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
。
こ
の
こ
と
の

例
示
と
し
て
、
高
橋
教
授
は
、
ヶ
イ
ン
ズ
の
「
貨
幣
利
子
率
」
の

　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

議
論
を
あ
．
げ
て
い
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
ヶ
イ
ン
ズ
は
『
一
般
理
論
』
第
十
七
章
に
お

い
て
、
貨
幣
利
子
率
を
自
己
利
子
率
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明

し
て
い
る
。
す
べ
て
の
資
産
は
、
自
己
利
子
率
を
も
つ
。
こ
の
自

己
利
子
率
の
中
で
最
も
下
落
し
に
く
い
も
の
が
、
貨
幣
利
子
率
と

な
る
。
貨
幣
利
子
率
は
、
資
産
収
益
率
の
代
表
と
し
て
、
実
物
投
　
棚

資
に
影
響
を
与
え
る
。
投
資
の
大
小
は
貨
幣
利
子
率
の
水
準
い
か

ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
続
く
ケ
イ
ン
ズ
の
貨
幣
利

子
理
論
の
出
出
し
、
す
な
わ
ち
、
自
己
利
子
率
か
ら
貨
幣
利
子
率

が
抽
出
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
、
高
橋
教
授
は
、
一
つ
の
極
限
操
作

で
あ
る
と
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
東
京
商
大
の
貨
幣
哲
学

が
主
張
し
た
「
媒
介
価
値
」
の
一
例
が
見
い
だ
さ
れ
う
る
と
い
う

の
で
あ
る
、
い
わ
く
、
「
す
べ
て
の
財
貨
を
資
本
財
と
み
る
一
一
と

に
よ
っ
て
、
経
済
実
践
者
の
行
動
に
と
っ
て
、
よ
り
具
体
的
な
指

標
と
な
る
も
の
を
「
貨
幣
利
子
率
」
に
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

す
べ
て
の
、
そ
の
機
能
を
異
に
す
る
財
貨
を
媒
介
す
る
論
理
を
、

そ
こ
に
見
い
だ
し
う
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
天
上
界
に

お
け
る
メ
タ
フ
ィ
ジ
ソ
ク
と
考
え
ら
れ
る
「
貨
幣
」
を
、
同
じ
思

考
方
法
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
こ
れ
を
地
上
に
引
き
お
ろ
す
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
〕

の
段
階
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
L

　
高
橋
教
授
が
貨
幣
経
済
を
一
つ
の
世
界
観
を
も
っ
て
構
想
し
よ

う
と
す
る
時
、
そ
こ
に
は
、
も
は
や
、
経
済
世
界
を
他
の
領
域
と

は
隔
絶
さ
れ
た
独
立
の
も
の
と
見
る
意
識
は
薄
ら
い
で
い
る
。
高

橋
教
授
は
、
経
済
現
象
を
あ
く
ま
で
も
文
化
現
象
と
い
う
文
脈
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
〕

中
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
教
授
に
と
っ
て
、
貨
幣
経
済
も
ま
た
、
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一
つ
の
文
化
、
特
殊
歴
史
的
な
相
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
経
済

は
文
化
の
中
で
う
ま
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
発
展
す
る
。
社
会
科
学

は
、
そ
の
発
展
す
る
姿
を
原
理
的
に
把
握
す
る
も
の
で
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
。
論
理
的
哲
学
的
な
視
角
と
歴
史
的
文
化
的
な
視
界
。

高
橋
教
授
の
経
済
挙
は
、
こ
の
二
つ
の
視
界
を
も
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
o

六
　
ケ
イ
ン
ズ
の
影
響
と
社
会
科
掌
の
綜
合

　
大
戦
間
期
、
世
界
経
済
は
大
き
な
混
乱
の
中
に
あ
っ
た
。
こ
れ

を
反
映
し
て
、
欧
州
の
経
済
学
も
ま
た
、
混
乱
と
改
革
の
渦
中
に

あ
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
は
、
そ
の
前
衛
に
位
置
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
欧
州
経
済
学
の
動
揺
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
進
展
が
、

東
京
商
大
の
若
手
研
究
者
達
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
い
く
つ
・
か
の
例
を
我
々
は
見
て
き
た
の
で

あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
東
京
商
大
（
一
橋
大
学
）
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
解

釈
の
特
徴
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
難

し
い
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
、
独

自
の
世
界
を
築
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
々
の
理
論

を
越
え
て
、
犬
所
高
所
か
ら
こ
れ
ら
を
鳥
敵
す
る
時
、
そ
こ
に
は
、

一
つ
の
映
像
が
現
わ
れ
て
く
る
。

　
東
京
商
大
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
解
釈
の
一
つ
の
特
徴
は
、
そ
れ

を
す
ぐ
れ
た
貨
幣
経
済
の
理
論
と
と
ら
え
る
所
に
あ
る
。
よ
り
具

体
的
に
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
流
動
性
選
好
理
論
を
重
視
し
、
そ
の
全

体
像
を
貨
幣
的
循
環
の
理
論
止
し
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
解
釈
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
流
布
し
た
ア
メ
リ
カ
・
ヶ
イ

ン
ジ
ァ
ン
の
実
物
論
的
解
釈
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、

イ
ギ
リ
ス
・
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
立
場
に
近
い
考
え
方
で
あ
る
生
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
の
特
徴
が
理
論
的
レ
ベ
ル
で
の
特
徴
と
す
る
な
ら
ぱ
、
東

京
商
大
の
ケ
イ
ン
ズ
解
釈
に
は
、
も
う
一
つ
の
．
レ
ベ
ル
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
を
狭
い
範
囲
の
中
で
拘
泥
す
ぢ
の
で

は
な
く
、
広
く
社
会
科
挙
全
体
、
ひ
い
て
は
哲
学
、
文
明
史
と
い

っ
た
広
い
視
野
の
中
で
理
解
し
て
い
こ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
学
際
的
レ
ベ
ル
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
は
、
経
済
世
界
に
対
す
る
一
つ
の
観
念

で
あ
り
、
ま
た
、
一
つ
の
論
理
的
、
歴
史
的
世
界
像
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
理
論
的
レ
ベ
ル
で
の
特
徴
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ

う
な
姿
勢
こ
そ
が
、
東
京
商
大
の
学
問
に
．
一
つ
の
方
向
性
を
与
え

る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
伝
播
は
、
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東
京
商
大
の
学
問
に
一
つ
の
伝
統
を
育
む
上
で
、
大
き
な
事
件
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
理
論
的
導
入
を
語
る
資
料

　
　
と
し
て
は
、
『
東
洋
経
済
　
近
代
経
済
学
シ
リ
ー
ズ
』
㎞
4
2
l
M
肌

　
　
に
連
鱗
さ
れ
た
対
談
「
わ
が
国
ケ
イ
ン
ズ
経
済
挙
事
始
」
が
貴
璽
で

　
　
あ
る
。
ま
た
、
ケ
イ
ン
ズ
導
入
期
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
三
上
隆
；

　
　
「
日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
導
入
」
伊
東
光
晴
編
『
ケ
イ

　
　
ン
ズ
経
済
学
』
東
洋
経
済
、
一
九
六
七
年
、
が
便
利
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
鬼
頭
仁
三
郎
著
『
ケ
イ
ン
ズ
研
究
』
東
洋
経
済
、
一
九
四
八
年
。

　
　
往
復
薔
簡
、
一
四
頁
。

　
（
3
）
　
鬼
頭
仁
三
郎
著
『
貨
幣
と
利
子
の
動
態
』
岩
波
書
店
、
一
九
四

　
　
二
年
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
∬
）

前
掲
『
ケ
イ
ン
ズ
研
究
』
八
四
－
一
一
七
頁
。

同
薔
、
往
復
薔
簡
、
二
二
頁
。

前
掲
『
貨
幣
と
利
子
の
動
態
』
四
四
〇
員
。

伺同同同同同同同同
響警書書書書薔書書

四
四
六
頁
。

四
七
0
1
一
員
。

四
六
四
頁
。

四
〇
三
員
。

四
八
三
頁
。

四
八
○
員
。

四
六
三
頁
。

四
六
二
－
五
頁
。

四
九
〇
員
。

四
八
三
頁
。

（
1
6
）
　
鬼
頭
仁
三
郎
教
授
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
さ

　
れ
た
い
。
小
泉
明
「
鬼
頭
教
授
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
」
『
一
橘
論
叢
』

　
一
九
四
九
年
。

（
1
7
）
　
中
山
伊
知
郎
「
書
評
　
鬼
頭
仁
三
郎
氏
著
『
貨
幣
と
利
子
の
動

　
態
』
」
『
一
橋
論
叢
』
一
九
四
三
年
。
『
中
山
伊
知
郎
全
集
』
講
談
社
、

　
一
九
七
二
－
八
○
年
。
第
五
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
四
三
九
員
。

（
1
8
）
　
ω
o
ぎ
冒
o
g
P
』
一
＞
－
↓
デ
8
『
一
〇
旨
『
婁
マ
誌
9
邑
；
〇
一
一
〇
コ

　
向
暮
≦
o
ご
昌
㎝
一
旨
旨
争
o
自
一
岩
8
、
『
経
済
発
展
の
理
論
』
机
上
版
、

　
岩
波
書
店
、
一
九
八
○
年
。
中
山
教
授
は
こ
れ
に
解
説
を
付
さ
れ
て

　
い
る
。

（
1
9
）
　
中
山
伊
知
郎
著
『
発
展
過
程
の
均
衡
分
析
』
岩
波
書
店
、
一
九

　
三
九
年
。
『
全
集
』
第
五
集
、
九
六
頁
。

（
2
0
）
　
中
山
伊
知
郎
「
ケ
イ
ン
ズ
理
論
へ
の
覚
書
」
『
純
粋
経
済
学
』

　
増
補
版
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
。
『
全
築
』
第
六
築
、
二
二
三

　
頁
。

（
2
1
）
　
「
座
談
会
　
貨
幣
的
経
済
理
論
の
再
検
討
」
『
季
刊
理
論
経
済

　
単
』
　
一
九
五
三
年
、
五
四
頁
。

（
2
2
）
　
中
山
伊
知
郎
「
近
代
経
済
学
に
つ
い
て
」
『
季
刊
理
諭
経
済
学
』

　
一
九
六
九
年
。
『
金
集
』
第
六
築
、
三
〇
四
－
六
頁
。

（
2
3
）
　
中
山
伊
知
郎
著
『
経
済
学
一
般
理
諭
』
日
本
評
論
社
、
一
九
三

　
九
－
四
〇
年
。
『
金
集
』
第
七
集
、
二
九
四
－
五
員
。
『
資
本
の
理

　
諭
』
青
也
書
店
、
　
一
九
四
八
年
。
『
全
集
』
第
四
集
、
六
三
－
六
頁
。

（
2
4
）
　
山
口
茂
著
『
金
融
総
論
』
春
秋
社
、
一
九
五
〇
年
、
序
文
。
お

　
よ
ぴ
『
経
済
循
環
と
金
融
市
場
』
東
洋
経
済
、
一
九
三
六
年
、
ま
え
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が
き
。

（
鮒
）
　
前
掲
『
経
済
循
環
と
金
融
市
場
』
ま
え
が
き
、
W
l
V
頁
。

（
2
6
）
　
山
口
茂
著
『
流
通
経
済
の
貨
幣
的
機
構
』
厳
松
堂
、
一
九
三
九

　
年
、
第
四
篇
。
お
よ
ぴ
『
金
融
総
論
』
第
二
篇
、
第
二
章
。

（
2
7
）
前
掲
『
金
融
総
識
』
第
一
衛
、
第
四
－
六
章
。

（
2
8
）
　
正
確
に
は
、
産
熱
的
流
通
、
金
融
的
流
通
、
財
政
的
流
通
の
三

　
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
金
融
的
流
通
は
、
再
に
、
生
産
物
流
通
金
融
と

　
新
投
資
金
融
と
に
分
け
ら
れ
る
。
同
曹
第
一
篇
、
第
二
章
。

（
2
9
）
　
前
掲
『
金
融
総
論
』
第
二
篤
、
『
経
済
循
環
と
金
融
市
場
』
後

　
編
、
第
九
、
十
章
。
「
市
民
社
会
的
信
用
通
貨
」
と
相
対
す
る
も
の

　
と
し
て
、
教
授
は
、
「
こ
ま
ぎ
れ
国
債
的
信
用
通
貨
」
と
い
う
概
念

　
を
考
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
照
応
関
係
が
崩
れ
る
。

,~ 
34 33 32 -~P 31 ~' 

l~ 
30 
¥J 

前
掲
『
経
済
循
環
と
金
融
市
場
』
ま
え
が
き
、
V
頁
。

山
口
茂
「
市
場
諭
的
と
経
営
諭
的
」
『
一
橋
論
叢
』

一
八
九
員
。

前
掲
『
経
済
循
環
と
金
融
市
場
』
前
編
、
第
一
章
。

前
掲
『
金
融
総
識
』
　
一
五
三
頁
。

前
掲
『
経
済
循
環
と
金
融
市
場
』
　
一
四
員
。

一
九
四
〇

（
鮎
）
　
同
薔
、
前
編
、
第
二
章
。

（
3
6
）
　
高
橘
泰
蔵
著
『
貨
幣
的
経
済
理
論
の
新
展
開
』
甲
文
堂
書
店
、

　
一
九
四
一
年
。

（
η
）
同
書
、
ニ
ニ
ニ
ー
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
3
8
）
　
同
書
、
二
二
六
頁
。

（
犯
）
　
同
薔
、
六
頁
。

（
4
0
）
　
高
橘
泰
蔵
「
経
済
の
巨
視
的
理
諭
と
貨
幣
の
論
理
」
『
高
垣
寅

　
次
郎
先
生
環
暦
記
念
諭
文
集
　
貨
幣
理
論
と
貨
幣
制
度
』
同
文
館
、

　
一
九
五
二
年
。

（
4
1
）
　
高
橋
泰
蔵
「
極
限
極
念
と
し
て
の
貨
幣
利
子
率
」
『
一
橋
論
叢
』

　
一
九
五
八
年
。

（
4
2
）
　
高
橘
泰
蔵
「
貨
幣
経
済
に
お
け
る
貨
幣
の
論
理
と
形
態
的
意

　
味
」
小
泉
明
、
長
沢
惟
恭
共
編
『
金
融
論
の
基
本
問
題
』
東
樺
経
済
、

　
一
九
六
九
年
、
三
九
一
－
二
員
。

（
4
3
）
　
高
橘
泰
蔵
著
『
経
済
学
襖
記
』
東
洋
経
済
　
一
九
八
一
年
、
に

　
収
録
さ
れ
て
い
る
諸
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橘
大
挙
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
挙
院
大
学
専
住
講
師
）
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