
書
評:

池
上
達
也
『
経
済
学
と
外
部
』
弓
立
社
、
一
九
七
八
年
）一

九
七
九
年
一
一
月

小
幡
道
昭

『
経
済
学
と
外
部
』
と
い
う
表
題
は
そ
れ
自
体
と
し
て
象
徴
的
、
喚
起
的
な

刺
戟
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
は
資
本
主
義
社
会
を
歴
史
的
に
特
殊
な
一
社
会

と
し
て
位
置
付
け
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
歴
史
性
を
理
論
的
に
解
明
す
る
こ

と
を
課
題
と
す
る
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
独
自
な
方
法
を
髣
髴
さ
せ
る
か
ら
で

あ
る
。
マ
ル
ク
ス
経
済
学
は
そ
の
中
核
に
資
本
主
義
経
済
の
自
立
性
に
照
応

す
る
よ
う
な
、
有
機
的
統
一
性
を
具
え
た
抽
象
的
、
一
般
的
な
理
論
を
確
立

し
て
ゆ
く
と
同
時
に
、
他
方
そ
れ
を
基
準
と
し
て
現
実
の
資
本
主
義
社
会
の

諸
局
面
の
う
ち
に
、
こ
う
し
た
理
論
に
相
反
す
る
よ
う
な
諸
現
象
の
存
在
を

浮
彫
り
に
し
、
こ
う
し
て
抽
象
的
な
理
論
と
そ
の
外
部
の
現
実
と
の
間
に
一

種
の
緊
張
関
係
を
生
み
だ
し
、
両
者
の
連
関
を
た
え
ず
問
題
と
し
て
ゆ
く
よ

う
な
構
造
を
具
え
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
理
論
と
現
実
と
の
間
に
横
た
わ
る

溝
は
、
実
証
的
な
自
然
科
学
の
場
合
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
理
論
的
推
論
と

事
実
に
よ
る
検
証
、
演
繹
と
帰
納
と
い
っ
た
単
純
な
上
向
下
向
の
往
復
運
動

の
繰
り
返
し
の
う
ち
に
徐
々
に
埋
め
ら
れ
て
ゆ
き
、
そ
の
結
果
認
識
の
精
緻

化
と
対
象
領
域
の
拡
張
が
達
成
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
っ
た
相
対
的
、
消
極
的
な

性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
基
準
と
し
て
の
理
論
に
よ
っ
て
判
別
さ
れ

た
、
そ
れ
自
身
で
積
極
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
溝
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
の

た
め
に
は
ま
ず
、
抽
象
的
な
理
論
が
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
ひ
と
つ
の
体
系

と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
有
機
的
な
諸
関
係

で
構
成
さ
れ
る
理
論
的
認
識
体
系
の
も
つ
特
質
は
、『
資
本
論
』
の
展
開
の
う

ち
に
あ
る
程
度
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
に

「『
資
本
論
』
の
方
法
と
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
近
似
性
」（
二
五
六
頁
）
を
探
り

出
す
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
池
上
氏
は
本
書
の
第
一
部
「
序
説
Ｉ
Ｉ
ヘ
ー
ゲ

ル
と
方
法
」
で
、『
大
論
理
学
』
に
お
け
る
「
始
源
」
の
問
題
に
焦
点
を
絞
り

つ
つ
、
こ
の
特
質
を
「
進
行
」
が
同
時
に
「
逆
行
」
を
意
味
す
る
「
回
帰
」
の

運
動
（
一
四
頁
）、「
完
全
に
自
立
し
た
体
系
」
が
も
つ
円
環
性
（
四
三
頁
）
の

う
ち
に
指
摘
す
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
「
ヘ
ー
ゲ
ル
観
念
論
が
ひ
と
つ
の

抽
象
で
あ
り
、
虚
構
で
あ
り
〈
哲
学
〉
と
い
う
限
定
の
う
ち
に
あ
る
」（
二
九

頁
）
こ
と
を
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
を
踏
ま
え
な
が
ら
提
示

し
、
そ
こ
か
ら
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
。
す
な
わ
ち
、「
有
機

的
統
一
」
に
対
す
る
「
概
念
の
体
系
」
と
し
て
の
哲
学
が
「『
物
自
体
』
を
悪

し
き
抽
象
と
し
て
拒
む
と
し
て
も
、
語
る
こ
と
そ
の
こ
と
は
現
実
存
在
そ
の

も
の
の
あ
る
逆
立
と
し
て
し
か
成
立
し
え
な
い
。
そ
れ
が
『
自
己
を
疎
外
す

る
と
と
も
に
こ
の
疎
外
と
一
つ
に
な
っ
た
も
の
』
だ
と
し
て
も
、
こ
の
疎
外

そ
の
も
の
は
語
ら
れ
た
も
の
の
対
極
に
、
哲
学
そ
の
も
の
の
対
極
に
、
ま
さ

し
く
現
実
そ
の
も
の
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
」（
四
五
頁
）
と
い
う
の
で
あ

1



る
。
い
わ
ば
語
ら
れ
る
も
の
と
語
る
も
の
と
の
間
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
言

語
の
虚
構
」（
同
上
）、
理
論
と
そ
の
外
部
に
実
存
す
る
現
実
と
の
対
向
性
を
、

池
上
氏
は
こ
こ
で
人
間
の
体
系
的
な
認
識
方
法
に
宿
る
い
わ
ば
業
の
如
き
も

の
と
し
て
訴
え
て
い
る
と
読
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。

け
れ
ど
も
本
書
の
意
義
は
、
単
に
こ
う
し
た
方
法
一
般
の
考
察
に
あ
る
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
を
、
本
書
第
二
部
「
経
済
学
原
理
論
の
方
法
宇
野

経
済
学
へ
の
批
判
」
と
い
う
か
た
ち
で
特
殊
化
し
た
点
に
こ
そ
本
質
的
な
意

義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
第
三
部
「
経
済
学
と
外
部
」
は
、
い

わ
ば
そ
の
個
別
化
に
比
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
に
宇
野
原
論
を
包

摂
し
た
か
た
ち
で
池
上
氏
の
方
法
が
覧
花
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
だ

か
ら
本
書
は
そ
れ
自
体
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
体
系
性
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と

も
読
め
る
の
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
池
上
氏
が
本
書
は
書
か
れ
た
も
の
そ
れ
自

体
の
次
元
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
、
こ
の
完
結
し
た
書
物
の
外
部
に

属
す
る
著
者
の
経
歴
委
細
を
韜
晦
し
た
（
本
書
折
込
み
の
『
風
信
』
十
一
号
参

照
）
の
も
、
ま
た
宜
な
る
か
な
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
氏
が
『
試

行
』
一
九
号
（
一
九
六
八
年
）
に
本
書
第
一
部
の
論
稿
を
発
表
し
て
以
来
、
十

余
年
に
渡
り
宇
野
理
論
を
批
判
し
つ
つ
営
々
と
し
て
歩
ん
で
き
た
包
摂
の
道

程
を
辿
り
返
し
て
み
る
と
き
、
そ
の
一
貫
し
た
姿
勢
に
畏
敬
の
念
を
禁
じ
え

な
い
。
本
書
の
魅
力
は
こ
の
点
に
基
因
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
こ
こ
で
池
上
氏
の
顰
に
倣
っ
て
い
え
ば
、
氏
の
包
摂
の
過
程
が
閉

じ
ら
れ
る
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
、
宇
野
『
原
論
』
は
そ
の
包
摂
を
脱
し
、
い
わ

ば
「
池
上
氏
の
経
済
学
」
の
外
部
に
溢
出
す
る
面
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
む

ろ
ん
こ
の
こ
と
自
体
は
、
読
む
と
い
う
行
為
、
解
釈
す
る
と
い
う
過
程
一
般

に
付
き
纒
う
宿
命
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
体
が
た
だ

ち
に
氏
の
方
法
に
対
す
る
批
判
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
は
た
だ
、
こ

う
し
た
氏
の
包
摂
か
ら
超
出
す
る
断
面
に
こ
そ
、
宇
野
『
原
論
』
の
本
領
が

潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
所
に
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
第
二
部
に

立
入
っ
て
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
こ
で
も
再
び
西
施
捧
心
、
問
題
は
ま
さ
し
く
そ
の
「
始
源
」
に
あ
る
。
池

上
氏
は
第
一
章
「
経
済
学
の
方
法
」
に
お
い
て
、「
宇
野
の
よ
う
に
考
え
る
な

ら
ば
、
原
理
論
の
解
明
す
べ
き
経
済
法
則
と
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
（—

資

本
主
義
の
歴
史
的
な
発
展
の
う
ち
に
傾
向
と
し
て—

評
者
補
）
実
現
さ
れ
る

は
ず
の
『
純
粋
の
資
本
主
義
社
会
』
の
そ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
経
済

法
則
を
展
開
す
る
主
体
は
こ
の
『
純
粋
の
資
本
主
義
社
会
』
と
な
り
、
そ
れ
ゆ

え
原
理
論
の
主
体
は
『
純
粋
の
資
本
主
義
社
会
』
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」

（
六
六-

七
頁
）
と
極
め
付
け
る
。
た
し
か
に
宇
野
の
「
純
粋
の
資
本
主
義
社

会
」
の
想
定
に
は
、
そ
れ
が
恰
も
「
歴
史
的
に
も
実
現
さ
れ
う
る
実
体
的
な

も
の
」（
六
八
頁
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
予
め
「
理
論
的
展
開
の
前
提
」（
六
七

頁
）
と
す
る
こ
と
で
「
論
理
的
な
も
の
を
歴
史
的
な
も
の
で
根
拠
づ
け
よ
う

と
」（
六
三
頁
）
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
点
で
問
題
が

残
る
が
、
し
か
し
そ
れ[174]

を
池
上
氏
の
よ
う
に
受
取
め
て
批
判
す
る
こ
と

は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
宇
野
の
『
経
済
原
論
』（
一
九
五
〇-

二
年
、

岩
波
書
店
）
の
「
序
論
」
に
即
し
て
い
え
ば
、
そ
の
想
定
は
原
論
の
展
開
を
通

し
て
理
論
的
に
「
再
構
成
」（
宇
野
『
経
済
学
方
法
論
』
一
九
六
二
年
、
東
京

大
学
出
版
会
、
二
七
頁
参
照
）
さ
れ
る
べ
き
到
達
目
標
に
相
当
す
る
の
で
あ

り
、
こ
の
目
標
に
対
し
て
い
か
な
る
方
法
が
要
請
さ
れ
る
か
は
そ
の
「
二
経

済
学
の
方
法
」
の
う
ち
に
、
改
め
て
別
個
の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
う
整
理
し
て
こ
そ
、
帝
国
主
義
段
階
に
お
い
て
「
純

粋
化
の
傾
向
が
阻
害
さ
れ
る
」
点
を
強
調
し
、
そ
こ
に
資
本
主
義
社
会
の
原

理
的
把
握
と
歴
史
的
発
展
段
階
の
分
析
と
を
峻
別
す
る
こ
と
の
必
要
を
説
い

て
止
ま
な
か
っ
た
宇
野
の
本
意
に
叶
う
と
い
え
よ
う
。

と
す
れ
ば
宇
野
の
純
粋
資
本
主
義
の
方
法
も
、
む
し
ろ
池
上
氏
が
第
二
章

で
論
及
し
て
い
る
流
通
論
に
即
し
て
、
と
り
わ
け
「
冒
頭
商
品
の
意
味
」
の

う
ち
に
検
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
事
実
宇
野
は
さ
き
の
「
序
論
」
の
「
二

　
経
済
学
の
方
法
」
で
『
経
済
学
批
判
序
説
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
上
向

下
向
法
を
引
合
に
出
し
、
そ
こ
で
は
ま
だ
「
最
も
単
純
な
る
概
念
」
が
商
品
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と
な
る
べ
き
根
拠
が
充
分
に
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
こ
れ
を

批
判
し
、
そ
の
根
拠
を
下
向
に
よ
る
抽
象
化
が
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「
上
向
の
動
力
」
あ
る
い
は
「
復
元
力
」（『
経
済
学
セ
ミ
ナ
ー
ル(2)

「
価
値

論
の
問
題
点
」』
一
九
六
三
年
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
〇-

一
一
頁
参
照
）

の
問
題
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
商
品
か
ら
さ
ら
に
財
貨
に
ま
で
下
向

し
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
で
は
も
は
や
他
人
と
の
競
争
的
な
交
換
の
必
然
性
が

喪
失
さ
れ
、
い
わ
ば
「
間
の
関
係
」（『
資
本
論
五
〇
年
（
下
）』
一
九
七
三
年
、

法
政
大
学
出
版
局
、
七
四
七
頁
）
が
抜
け
て
し
ま
う
た
め
に
、
商
品
流
通
の
純

伶
な
構
造
を
再
形
成
し
て
ゆ
く
「
復
元
力
」
が
見
出
し
え
な
く
な
る
と
い
う

点
で
、
商
品
以
下
へ
の
下
向
を
目
標
に
似
わ
な
い
過
度
の
抽
象
と
し
て
理
論

的
に
切
っ
て
い
る
。
し
か
が
っ
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
冒
頭
の
商
品
が
資
本

家
的
商
品
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
も
相
通
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本

家
的
商
品
で
は
そ
の
背
後
の
生
産
も
や
は
り
商
品
流
通
の
原
理
に
よ
っ
て
処

理
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
非
商
品
流
通
的
な
要
因
を
捨
象
し
う
る
根
拠
を
そ

れ
白
身
の
内
部
に
も
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
そ
こ
で
は
他
人
の
た
め
の
使
用

価
値
と
、
そ
の
対
偶
を
な
す
全
面
的
な
同
質
性
と
し
て
の
価
値
と
い
う
二
要

因
の
対
立
が
最
も
純
粋
な
姿
で
現
わ
れ
る
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
、
こ
う
し

て
そ
こ
に
下
向
を
商
品
ま
で
で
切
っ
た
こ
と
と
相
通
じ
る
よ
う
な
理
論
上
の

展
開
動
力
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
純
粋
資

本
主
義
の
方
法
と
は
ま
さ
し
く
こ
の
切
る
論
理
の
う
ち
に
こ
そ
結
晶
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
池
上
氏
が
こ
の
点
を
等
閑
に
付
し
た
ま
ま
「
宇

野
が
冒
頭
商
品
を
抽
象
的
流
通
形
態
に
お
い
て
設
定
し
た
こ
と
が
正
当
だ
と

し
て
も
、
…
…
そ
れ
は
『
純
粋
の
資
本
主
義
社
会
』
を
前
提
す
る
こ
と
で
可

能
に
な
る
と
い
い
え
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
『
純
粋
の
資
本
主

義
社
会
』
そ
の
も
の
も
ま
た
、
歴
史
的
傾
向
を
根
拠
と
し
て
想
定
さ
れ
た
に

す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
」（
七
七
頁
）
と
論
断
し
て
い
る
の
に
は
や
は
り
承
服

し
か
ね
る
の
あ
る
。

氏
は
こ
れ
に
か
え
て
冒
頭
商
品
を
「
資
本
主
義
諸
関
係
の
溶
解
体
」（
九
七

頁
）
と
し
て
独
自
に
設
定
し
、
こ
の
「『
資
本
一
般
』
た
る
商
品
」（
一
〇
四

頁
）
を
出
発
点
に
据
え
、
そ
の
特
殊
化
さ
れ
た
存
在
と
し
て
の
貨
幣
を
媒
介

と
し
て
、「
個
別
性
に
あ
る
資
本
」（
一
〇
四
頁
）
を
割
り
出
し
て
ゆ
く
と
い

う
流
通
論
を
提
示
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
展
開
は
、
宇
野
の
「
復
元
力
」

に
比
定
し
う
る
よ
う
な
、
い
か
な
る
動
力
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
い
ま
ひ

と
つ
判
然
と
し
な
い
。
そ
の
た
め
に
ま
た
池
上
氏
の
場
合
、
宇
野
が
私
的
な

競
争
関
係
の
み
を
動
力
に
し
て
商
品
流
通
の
構
造
を
純
粋
に
再
構
成
し
、
そ

れ
を
商
品—

貨
幣—

資
本
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
完
結
し
た
ひ
と
つ
の
シ
ス

テ
ム
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
流
通
論
か
ら
つ
ぎ
の
生
産
論
へ

の
展
開
は
「
論
理
的
に
は
飛
躍
す
る
」（『
価
値
論
の
問
題
点
』
二
二
頁
）、
な

い
し
は
「
ロ
ジ
カ
ル
に
は
一
つ
の
断
絶
が
あ
る
」（『
資
本
論
五
〇
年
（
下
）』

八
一
八
頁
）
と
い
う
か
た
ち
で
、
流
通
論
の
最
後
で
も
や
は
り
そ
の
最
初
に

対
応
す
る
切
る
論
理
を
示
し
て
い
る
点
が
完
全
に
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
宇
野
『
原
論
』
で
は
、「
資
本
の
一
般
的
定
式
」
を
通
し
て
資
本
が
「
産

業
資
本
的
形
式
」
を
も
と
り
う
る
形
態
で
あ
る
と
お
さ
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
結
局
、
冒
頭
商
品
に
前
提
さ
れ
て
い
た
性
格
が
そ
の
自
己
展
開
を
通
し

て
こ
の
「
形
式
」
の
う
ち
に
措
定
さ
れ
う
る
と
い
う
関
係
で
、
い
い
か
え
れ

ば
「
商
品
に
よ
っ
て
商
品
を
生
産
す
る
」
と
い
う
回
路
で
流
通
論
が
個
別
性

の
論
理
と
し
て
は
ひ
と
ま
ず
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
読
め

る
。
し
か
も
そ
の
う
え
で
こ
の
円
環
構
造
が
真
に
閉
じ
き
る
た
め
に
は
、
流

通
論
の
論
理
だ
け
で
は
処
理
し
き
れ
な
い
労
働
力
と
い
う
特
殊
な
商
品
が
前

提
と
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（『
資
本
論
五
〇
年
（
下
）』
七
三
七
―
四
玉
頁
参

照
）。
こ
う
し
て
宇
野
原
論
に
は
、
流
通
論
の
小
円
環
が
閉
じ
る
所
に
生
産
論

の
小
円
環
の
始
点
が
新
た
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
切
っ
て
つ
な
げ

る
切
れ
宇
的
構
造
が
潜
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
「
そ
れ
自
身
に

利
子
を
生
む
も
の
と
し
て
の
資
本
」
に
よ
っ
て
、
商
品
に
始
ま
る
展
開
を
る

労
働
者
の
個
人
的
な
生
活
過
程
の
う
ち
に
再
形
成
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
い

わ
ば
単
純
商
品
的
な
特
殊
性
を
有
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
資
本
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主
義
経
済
の
も
と
で
は
そ
の
生
活
過
程
も
資
本
の
運
動
と
無
関
係
で
あ
る
と

は
い
え
な
い
。
生
産
論
の
展
開
の
う
ち
に
社
会
的
生
産
と
個
人
的
生
活
と
の

相
互
規
制
の
関
係
が
前
提?

措
定
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
示
さ
れ
る
以
上
、
池

上
氏
の
よ
う
に
労
働
力
商
品
を
単
に
「
外
的
な
形
式
」（
一
一
六
頁
）「
外
的
な

抽
象
」（
二
一
六
頁
）
と
み
な
す
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

氏
は
さ
ら
に
、
こ
の
生
産
論
に
お
け
る
資
本
は
、
資
本
家
と
労
働
者
の
一

般
的
な
対
立
関
係
を
基
礎
と
す
る
こ
と
で
「
一
般
的
価
値
増
殖
を
実
現
し
う

る
」（
一
二
八
頁
）「
社
会
的
総
資
本
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
見
地
か

ら
、
こ
の
資
本
は
「
み
ず
か
ら
の
抽
象
性
を
揚
棄
し
、
真
の
個
別
性
に
到
達
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
三
〇
頁
）
と
論
じ
、
つ
づ
く
第
四
章
「
資
本
主
義

的
生
産
の
総
過
程
」
に
移
行
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
章
で
は
、
ま
ず
「
社

会
的
総
資
本
に
お
け
る
利
潤
串
が
、
個
々
の
生
産
部
門
を
に
な
う
資
本
部
分

に
一
般
的
に
付
与
さ
れ
」（
一
三
二
頁
）、「
個
別
資
本
の
価
値
増
殖
は
外
的
に

あ
た
え
ら
れ
て
い
る
」（
一
三
四
頁
）
と
い
う
側
面
か
ら
利
潤
率
の
均
等
化
も

説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
資
本
が
真
の
個
別
性
を
獲
得
す
る
に
は
、
そ
の
外

的
規
制
た
る
生
産
過
程
を
脱
し
、
そ
れ
自
身
に
自
己
増
殖
す
る
も
の
と
い
う

形
姿
を
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
上
）
と
述
べ
て
、
結
局
そ
れ
は

株
式
資
本
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
し
、「
展
開
の
円
環
性
は
こ
こ
に
完
成
さ

れ
る
」（
一
六
〇
頁
）
と
論
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
比
し
た
場
合
、
宇
野
原

論
は
そ
の
円
環
性
を
基
本
的
に
は
流
通
論
自
身
の
内
部
に
胚
胎
さ
れ
た
も
の

と
し
な
が
ら
、
た
だ
そ
の
円
環
資
本
の
商
品
化
で
閉
じ
る
と
い
う
単
純
な
大

円
環
と
は
区
別
さ
れ
る
独
自
の
小
円
環
が
剔
出
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
池
上
氏
は
、
流
通
論
の
展
開
が
直
接
に
「
資
本
主
義
諸
関
係
の
総
体

を
開
示
す
る
」（
一
〇
四
五
頁
）
と
み
な
す
こ
と
で
、
宇
野
の
「
資
本
形
式
」

論
に
潜
む
個
別
と
総
体
の
特
殊
な
結
節
構
造
を
原
論
全
体
の
大
円
環
の
う
ち

に
解
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
池
上
氏
は
つ
づ
く
第
三
章
「
資
本
の
生
産
過
程
」
に
移
る
と
、「
資

本
は
そ
れ
（—

労
働
力—

評
者
補
）
を
た
だ
商
品
の
よ
う
に
扱
い
う
る
だ

け
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
う
る
と
こ
ろ
に
資
本
の
転
倒
的
、
疎
外
的
性
格
が
あ

る
と
は
い
え
、
こ
の
労
働
力
は
つ
い
に
は
資
本
の
生
産
物
で
は
な
い
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
商
品
化
と
い
う
抽
象
を
超
出
し
て
い
る
」（
一
一
八
頁
）
と
論

じ
る
に
到
る
。
こ
の
た
め
に
氏
は
「
労
働
力
の
価
値
は
労
働
力
商
品
の
価
格

と
し
て
の
み
実
現
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
一
般
的
水
準
そ
の
も
の
は
労
働

者
の
生
活
と
し
て
資
本
に
と
っ
て
前
提
さ
れ
て
い
る
」（
一
七
三
頁
）
と
い
う

側
面
を
と
く
に
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
宇

野
の
生
産
論
の
展
開
が
そ
の
「
価
値
形
成
＝
増
殖
過
程
」
で
ひ
と
ま
ず
外
的
に

前
提
さ
れ
た
労
賃
水
準
を
所
与
の
も
の
と
し
て
受
取
め
る
か
た
ち
で
「
価
値

法
則
の
必
然
的
基
礎
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
他
方
そ
れ
に
規
制
さ

れ
つ
つ
推
進
さ
れ
る
「
資
本
の
蓄
積
過
程
」
の
う
ち
に
資
本
主
義
に
特
有
な

「
人
口
法
則
」
が
樹
立
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
こ
う
し
て
前
提
さ
れ
た
労

賃
水
準
が
逆
に
資
本
の
運
動
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
側
面
を
も
示
す
こ
と
で

「
価
値
法
則
の
絶
対
的
基
礎
」
を
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
た
し
か
に
労
働
力
は
商
品
流
通
と
は
別
個
の
原
理
に
も
と
づ
い

て
営
ま
れ
が
労
働
力
の
商
品
化
と
い
う
一
点
で
閉
じ
き
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の

商
品
化
が
資
本
に
よ
る
社
会
的
生
産
の
編
成
を
通
し
て
は
じ
め
て
確
保
さ
れ

う
る
こ
と
を
生
産
論
で
明
確
に
す
る
構
成
を
と
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
た
だ

そ
こ
で
は
こ
の
編
成
の
過
程
が
ひ
と
ま
ず
前
提
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
け
て
、

つ
づ
く
分
配
論
は
、
剰
余
価
値
の
私
的
競
争
に
よ
る
分
配
を
媒
介
と
し
て
商

品
流
通
の
原
理
だ
け
に
も
と
づ
い
て
そ
の
編
成
が
達
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
、

極
端
な
行
過
ぎ
を
不
可
欠
な
要
因
と
す
る
動
態
的
調
整
と
そ
の
た
め
の
諸
機

構
の
画
定
を
通
し
て
叙
述
す
る
理
論
領
域
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
た
と
い
え

よ
う
。
い
わ
ば
分
配
論
は
、
流
通
論
の
円
環
と
生
産
論
の
円
環
と
を
重
合
さ

せ
て
ゆ
く
過
程
で
、
そ
の
重
合
平
面
上
に
聳
立
す
る
動
態
化
の
機
構
を
純
粋

に
抽
出
し
、
そ
れ
を
通
し
て
逆
に
現
実
の
資
本
主
義
経
済
の
内
部
に
混
在
し

て
い
る
、
純
粋
に
商
品
流
通
の
原
理
の
み
で
成
立
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た

い
諸
要
因
を
理
論
的
に
篩
い
出
し
て
ゆ
く
判
別
基
準
と
し
て
の
意
義
を
有
す
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る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
純
粋
資
本
主
義
の
方
法
が
そ
の
端
緒
に
胚
胎

し
て
い
た
切
る
論
理
こ
そ
、
原
論
自
身
の
展
開
を
通
し
て
や
が
て
段
階
論
の

確
立
を
要
請
す
る
内
的
契
機
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
宇

野
『
経
済
学
方
法
論
』
二
七
頁
参
照
）。
池
上
氏
が
第
五
章
「
結
論
」
で
、
原

理
論
の
本
質
と
そ
れ
と
段
階
論
と
の
関
連
を
問
題
に
す
る
場
合
、
そ
れ
が
現

実
の
資
本
主
義
経
済
の
理
解
に
ど
の
よ
う
に
資
す
る
の
か
が
い
ま
ひ
と
つ
明

瞭
で
な
い
の
も
、
も
と
は
と
い
え
ば
こ
の
切
る
論
理
を
包
摂
し
え
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
を
包
摂
し
て
こ
そ
、「
経
済
学
と
外

部
」
の
意
義
も
真
に
生
き
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
「
付
論
�
」
で
池
上
兵
は
自
身
の
原
理
論
の
構
成
に
よ
り
近
い

と
思
わ
れ
る
「
鈴
木
陽
一
郎
の
『
内
面
的
模
写
』」
を
取
上
げ
て
、
た
だ
し
そ

れ
が
氏
と
は
逆
に
「『
個
別
性
』
か
ら
『
一
般
性
』
へ
の
展
開
」（
一
九
〇
頁
）

を
と
っ
て
い
る
点
を
中
心
に
批
判
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
「
付
論
�
」
で
は

「『
資
本
論
』
の
方
法
」
を
形
成
史
的
に
論
評
し
、
マ
ル
ク
ス
が
当
初
の
「
へ
ー

ゲ
ル
的
ト
リ
ア
ー
デ
の
放
棄
」
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
原
因
を
「『
商
品
』

を
『
資
本
一
般
』
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
の
困
難
」（
二
四
七
頁
）
に
見
出
し

て
い
る
。
氏
は
こ
の
「
困
難
」
を
解
決
し
た
こ
と
で
、「『
資
本
論
』
を
へ
ー
ゲ

ル
の
高
み
に
お
い
て
展
開
」（
二
四
九
頁
）
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
「
高
み
」
に
た
っ
て
、
本
書
の
第
三
部
「
経
済
学
と
外
部
」
は
展
開
さ

れ
る
。
こ
こ
で
池
上
氏
が
物
神
性
論
を
円
環
を
な
す
体
系
内
部
の
問
題
と
し

て
で
は
な
く
、
そ
れ
と
外
部
と
の
特
殊
な
関
係
と
み
な
し
て
論
究
し
て
い
る

点
は
評
価
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
人
間
を
「
言
語
と
労
働
」
を
媒
介
と
し
て
自

然
に
対
し
て
働
き
か
け
る
「
意
識
的
実
体
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
点
（
二

七
九-

八
三
頁
）
も
興
味
深
い
。
こ
の
第
三
部
は
、
池
上
氏
が
引
照
付
言
し

て
い
る
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
「
昼
」
と
「
夜
」
の
問
題
（
二
六
五
―
七
頁
）
や
バ
タ

イ
ユ
の
「
普
遍
経
済
学
」（
二
六
九

七
三
頁
）
な
ど
も
含
め
、「
労
働
力
の

商
品
化
」
を
単
に
御
題
目
と
し
て
唱
え
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
内
容

を
研
鑽
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
の
た
め
の
手
掛
り
を
与
え
て
く
れ

る
で
あ
ろ
う
。

本
書
で
池
上
氏
が
提
示
さ
れ
た
、
諸
関
係
の
完
結
的
体
系
と
そ
の
外
部
と

い
う
問
題
装
置
は
、
と
り
わ
け
経
済
学
の
方
法
と
し
て
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
、

評
者
と
そ
の
理
解
の
し
か
た
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し

問
題
は
単
に
『
資
本
論
』
な
り
宇
野
『
原
論
』
な
り
に
対
す
る
解
釈
に
止
ま

る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
現
実
認
識
の
方
法
と
し
て
、
そ
の
有
効
性
を
め
ぐ

り
、
今
後
さ
ら
に
検
討
が
進
め
ら
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
叙
述
の
面
で
は
必
ず
し
も
平
明
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
宇
野

『
原
論
』
を
挿
ん
で
氏
に
対
局
願
い
、
一
手
長
考
を
巡
ら
し
て
ゆ
け
ば
、
原

論
の
構
図
と
経
済
学
の
方
法
に
就
き
自
得
必
定
の
好
著
な
り
と
い
え
よ
う
。

（
東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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