
経
済
学
範
疇
論
の
問
題

経

演

學

範

疇

論

経
済
学
範
疇
論
，
即
ち
経
済
学
に
関
す
る
範
疇
の
体
系
の
問
題
は
、
経
済
哲
学
の
一
部
門
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
す

る
に
は
、
先
づ
範
疇
論
が
、
経
済
哲
学
の
中
で
如
何
な
る
位
置
を
占
め
る
か
を
明
か
に
せ
ね
ば
た
ら
な
い
°
然
ら
ば
経
済
哲
学
と
は
如
何

一
般
に
哲
学
が
、

そ
れ
自
身
一
個
の
学
問
と
し
て
、
自
己
の
立
場
を
自
覚
し
、

そ
の
課
題
を
見
出
す
に
到
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
自
己
に

対
す
る
他
の
学
問
、
即
ち
経
験
科
学
と
の
関
係
を
媒
介
と
す
る
に
よ
つ
て
で
あ
る
°
哲
学
の
特
殊
部
門
と
し
て
の
経
済
哲
学
に
於
て
も
事

惰
は
同
様
で
あ
っ
て
、
経
済
哲
学
は
経
済
学
と
の
関
係
を
通
す
る
事
に
よ
つ
て
の
み
、
そ
れ
自
身
の
意
義
と
課
題
と
を
自
党
す
る
の
で
あ

る
。
之
を
歴
史
的
に
見
て
も
、
経
済
哲
学
が
哲
学
の
一
部
門
と
し
て
現
は
れ
た
の
は
、
経
済
学
が
独
立
の
科
学
と
し
て
成
立
し
、
発
漉
し

(

1

)

 

た
後
に
於
て
で
あ
る
。

経
済
哲
学
は
、
先
づ
経
済
学
に
つ
い
て
反
省
し
、
経
済
学
的
認
識
の
依
つ
て
立
つ
論
理
的
根
撼
を
確
立
せ
ん
と
す
る
，
第
二
に
そ
れ
は

経
済
学
の
対
象
で
あ
る
経
済
的
存
在
が
、
歴
史
的
、
社
会
的
存
在
の
全
体
の
中
で
、
如
何
な
る
意
義
と
構
造
と
を
も
つ
か
を
論
究
す
る
。

た
る
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
如
何
な
る
課
題
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
。

の

問

題

加

藤

由

治

耶
七



即
ち
経
済
史
と
経
済
理
論
と
の
二
つ
の
部
門
に
分
れ
る
の
で
あ
る
。

ー
は
経
済
学
に
関
す
る
認
識
論
の
問
題
で
あ
り
、
他
は
経
済
的
存
在
に
関
す
る
形
而
上
学
、
或
は
存
在
論
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

課
題
を
も
つ
事
に
よ
っ
て
、
経
済
哲
学
は
、
経
済
学
認
識
論
と
経
済
的
存
在
論
と
の
二
つ
の
部
門
に
区
別
さ
れ
る
。
而
し
て
経
済
学
範
唸

(

2

)

 

論
は
、
経
済
学
認
識
論
の
一
部
門
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

経
済
学
認
識
論
は
、
経
済
学
の
論
理
的
前
提
を
基
礎
づ
け
、
経
済
学
が
「
如
何
に
し
て
学
と
し
て
可
能
で
あ
る
か
」
と
の
問
に
答
え

ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
°
経
済
学
茄
一
個
の
学
と
し
て
存
立
す
る
に
は
、

概
念
、
即
ち
先
天
的
概
念
が
確
立
さ
れ
ね
ば
た
ら
な
い
。
妖
送
に
経
済
学
の
先
天
的
概
念
、
即
ち
範
嗜
は
、
経
済
学
自
身
の
認
識
目
的
に

よ
っ
て
制
約
せ
ら
れ
て
い
る
。
学
の
認
識
目
的
は
、
そ
の
学
的
認
識
の
一
切
を
基
礎
づ
け
る
敢
高
の
形
式
で
あ
る
が
、
其
は
そ
の
学
の
方

(

3

)

 

法
に
於
て
表
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
経
済
学
認
識
論
は
、
経
済
学
の
方
法
及
び
認
識
目
的
を
確
立
す
る
方
法
論
と
、
経
済
学
の
先
天

経
済
学
方
法
論
は
、
学
一
般
の
方
法
論
を
前
提
し
、
経
済
学
加
学
全
体
の
中
で
、
如
付
な
る
位
置
を
占
め
る
か
を
示
す
と
共
に
、
経
済

学
が
他
の
学
と
区
別
し
て
存
立
し
得
る
所
以
の
｀
個
有
の
方
法
と
認
識
目
的
と
を
明
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
方
法
論
の
問
題
に
立
入

る
余
猶
は
た
い
が
、

た
ゞ
そ
の
結
論
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
経
済
学
け
経
済
的
文
化
債
値
を
認
識
目
的
と
し
、
経
済
生
活
を
対
象
と
す
る

特
殊
的
文
化
科
学
で
あ
る
°
経
済
学
は
文
化
科
学
の
―
つ
で
あ
る
が
、
文
化
は
歴
史
的
、
社
会
的
二
重
構
造
で
あ
る
か
ら
、
経
済
学
は
謄

史
的
、
註
会
的
科
学
で
あ
る
°
而
し
て
経
済
学
は
、
そ
の
認
識
の
論
理
的
構
造
に
基
く
二
元
的
方
法
に
制
約
せ
ら
れ
て
、
歴
史
と
理
論
、

経
済
的
文
化
償
値
は
、
経
済
学
の
認
識
目
的
で
あ
り
、
経
済
学
の
先
天
的
概
念
、
即
ち
諸
範
疇
を
統
一
し
て
経
済
学
を
基
礎
づ
け
る
最
‘

締
済
学
範
疇
論
の
問
題

的
概
念
を
論
究
す
る
範
疇
論
と
の
二
つ
の
部
門
に
分
れ
る
の
で
あ
る
。

七

そ
の
概
念
構
成
を
導
き
、
諸
概
念
の
先
天
的
原
珊
と
な
る
根
本



輝
済
学
範
疇
論
の
問
題

高
の
形
式
で
あ
る
が
、
経
済
的
文
化
債
値
が
経
済
学
を
可
能
た
ら
し
め
る
の
は
、
特
殊
的
形
式
で
あ
る
諸
範
疇
を
通
す
る
に
よ
っ
て
で

あ
る
0

郎
ち
経
済
的
文
化
債
値
は
、
諸
範
疇
に
分
化
す
る
事
に
よ
つ
て
の
み
、
経
済
学
的
認
識
を
基
礎
づ
け
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

言
い
か
え
る
と
経
済
学
の
諸
範
疇
は
、
謂
は
ば
超
越
的
当
為
と
し
て
の
経
済
的
文
化
債
値
と
，
経
験
的
事
実
と
し
て
の
経
済
学
と
を
結
合

す
る
肉
在
的
意
味
で
あ
り
、

こ
の
肉
在
的
意
味
を
媒
介
と
す
る
に
よ
り
、
経
済
的
文
化
債
値
は
経
済
学
の
認
識
目
的
と
た
り
、
経
済
学
は

こ
の
認
識
目
的
に
基
い
て
可
能
と
た
る
の
で
あ
る
。
こ

4
に
於
て
経
済
学
認
識
論
の
第
二
の
問
題
と
し
て
、
経
済
学
範
疇
論
が
要
求
さ
れ

(

4

)

 

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
前
提
の
下
に
、
経
済
学
範
疇
論
に
つ
い
て
述
べ
ょ
う
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
左
右
田
博
士
の
提
唱
す
る
「
貨
幣
中
心
説
」
に
つ

い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
0

博
士
に
よ
れ
ば
、
経
済
学
の
認
識
目
的
で
あ
る
経
済
的
文
化
債
値
は
、
経
済
学
に
と
つ
て
一
個
の
先
天
的
形

式
で
あ
っ
て
、
何
等
の
内
容
的
制
約
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
併
し
経
済
学
の
認
識
目
的
が
、
他
の
学
の
認
識
目
的
と
区
別
し
て
存
在

し
得
る
為
に
は
、

こ
の
純
秤
形
式
と
し
て
文
化
債
値
が
、
内
容
的
に
制
約
さ
れ
ね
ば
た
ら
な
い
°
而
し
て
経
済
的
文
化
債
値
に
内
容
的
制

約
を
奥
え
る
も
の
は
．
そ
れ
自
身
経
済
学
の
先
天
的
概
念
で
あ
る
所
の
貨
幣
概
念
で
あ
る
°
貨
幣
概
念
は
、
経
済
学
的
認
識
の
唯
一
の
論

(

5

)

 

理
的
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
と
共
に
、
経
済
的
文
化
憤
値
に
実
質
的
内
容
を
輿
え
る
外
的
表
微
と
た
る
も
の
で
あ
る
。

左
右
田
博
士
に
と
つ
て
、
貨
幣
は
経
済
学
の
先
天
的
概
念
、
即
ち
範
疇
で
あ
る
°
経
済
的
文
化
債
値
は
、
貨
幣
を
特
殊
的
形
式
と
し
て

持
つ
事
に
よ
っ
て
、
経
済
学
の
認
識
目
的
と
た
り
、
経
済
学
の
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
°
然
る
に
経
済
学
の
先
天

的
概
念
は
、
単
に
貨
幣
概
念
の
み
で
は
た
い
°
経
済
的
文
化
憤
値
の
特
殊
化
と
し
て
の
範
疇
は
，

一
個
の
貨
幣
概
念
に
眼
ら
れ
な
い
°
而

L
て
経
済
的
文
化
債
値
は
、
貨
幣
概
念
に
よ
っ
て
の
み
規
定
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
，
相
互
に
関
聯
す
る
諸
範
疇
の
全
体
に
よ
っ
て
、
内

七
四



七
五

容
的
に
制
約
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
°
経
済
学
の
諸
範
疇
は
、
経
済
的
文
化
債
値
に
基
い
て
統
一
的
体
系
を
な
す
が
、

こ
の
体
系
に
於

て
各
範
疇
は
、
相
互
に
依
存
し
た
が
ら
、
夫
k

個
有
の
位
置
と
意
味
と
を
保
持
し
て
、
同
一
基
調
の
上
に
並
立
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の

系
列
の
一
員
を
以
つ
て
、
全
系
列
の
中
心
と
た
し
、
経
済
学
的
認
識
の
唯
一
の
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
と
す
る
事
は
出
来
た
い
。
か
く
て
貨

幣
中
心
説
に
代
つ
て
、
範
疇
の
体
系
の
問
題
が
、
経
済
学
認
識
論
の
第
二
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
°
然
ら
ば
如
何
た
る
概
念
が
、
経
済

学
の
範
疇
と
し
て
立
て
ら
れ
る
か
。
そ
の
範
疇
の
体
系
は
如
何
な
る
原
理
に
基
い
て
構
成
せ
ら
れ
ろ
か
°
之
等
の
問
題
に
関
し
て
私
の
研

(

6

)

 

究
し
た
所
を
述
べ
ょ
う
と
思
う
。

臨
(

1

)

自
然
科
学
と
の
関
係
に
於
て
、
哲
学
の
二
つ
の
課
題
を
確
立
し
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
る
。
私
が
経
済
哲
学
の
課
題
と
し
て
二
つ
の
問
題
を
立
て

た
の
は
・
カ
ン
ト
の
立
場
及
び
そ
の
問
題
提
出
の
態
度
に
な
ら
つ
て
で
あ
る
。

Kant• 

Kritik der reinen 
Vernunft, 2
.
 

aufe 
Vorrede. 
天
野
貞
詭
「
カ
ン
ト
純
粋
理
性
批
判
」
参
照

(

2

)

経
済
哲
学
に
於
け
る
認
識
論
と
存
在
論
と
の
問
題
は
．
結
局
―
つ
に
統
一
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
°
併
し
そ
の
統
一
は
．
夫
々
の
問
題
を
｀
最

後
ま
で
展
開
す
る
事
に
よ
っ
て
の
み
逹
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
そ
の
結
合
の
契
機
は
鏡
疇
論
の
中
に
見
出
さ
れ
る
と
思
う
。

(

3

)

方
法
｀
即
ち

M
e
t
h
o
d
e
な
る
語
は
．
ギ
リ
シ
ャ
語
の

M
e
t
h
o
d
o
s
に
由
末
す
る
が
．
こ
の
語
は

.Meta(
従
つ
て
．
或
は
向
つ
て
）
と
H
o
d
o
s

（
逍
）
と
か
ら
成
る
合
成
語
で
あ
っ
て
｀
一
定
の
目
的
に
従
っ
て
の
．
或
は
そ
れ
に
向
つ
て
の
道
を
意
味
す
る
。
故
に
科
学
の
方
法
は
｀
科
学

的
認
識
の
過
租
に
一
定
の
方
向
を
奥
え
、
そ
れ
を
学
の
認
識
目
的
へ
向
は
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

(

4

)

経
済
学
認
厳
論
に
於
て
、
之
ま
で
主
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
の
は
方
法
論
の
問
題
で
あ
っ
て
．
範
疇
論
は
全
然
未
開
拓
の
領
域
で
あ
る
。
而
も
力

ン
ト
の
認
識
論
に
於
て
．
範
喧
論
が
中
心
問
題
で
あ
っ
た
と
同
襟
に
．
経
済
学
認
識
論
に
に
と
つ
て
。
範
疇
論
は
最
後
の
そ
し
て
最
も
重
要
な

問
題
で
あ
る
。

(

5

)

我
國
に
於
て
始
め
て
経
済
哲
学
の
問
題
を
提
出
し
た
の
は
左
右
田
博
士
で
あ
る
。
そ
の
貨
幣
論
は
、
経
済
学
に
と
つ
て
も
重
要
な
意
義
を
も
っ

経
済
学
範
疇
論
の
問
題



意
味
に
於
て
用
ひ
ら
れ
て
い
る
。

経
済
学
範
疇
論
の
問
題

て
い
る
が
．
そ
れ
と
同
時
に
経
済
学
範
陥
論
へ
の
逍
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

左
右
田
喜
一
郎
「
経
済
哲
学
の
諸
問
題
」
．

「
貨
幣
と
債
値
」

(

6

)

範
疇
な
る
語
に
は
｀
論
理
的
、
認
識
論
的
意
味
の
外
に
．
形
面
上
学
的
．
存
在
論
的
意
味
が
あ
る
。
カ
ン
ト
に
於
て
，
範
嗜
は
認
識
の
先
天
的

形
式
で
あ
る
が
．
ア
リ
K

ト
テ
レ
ス
に
と
つ
て
は
．
範
疇
は
存
在
の
在
り
方
．
即
ち
存
在
そ
の
も
の
4

形
式
を
意
味
し
て
い
る
°
而
し
て
ヘ
ー

ゲ
ル
の
範
咽
論
は
｀
こ
の
二
つ
の
意
味
を
統
一
し
た
も
の
と
言
へ
る
。
し
か
し
本
論
で
は
範
嗜
は
．
カ
ン
ト
に
従
っ
て
認
識
の
先
天
的
形
式
の

経
済
学
は
、
人
類
の
文
化
生
活
の
一
面
た
る
経
済
生
活
を
研
究
の
対
象
と
す
る
。
経
済
生
活
は
、
経
済
的
文
化
債
値
に
係
つ
て
可
能
と

た
る
有
意
味
的
生
活
で
あ
る
が
、
経
済
生
活
の
意
味
は
、
そ
れ
が
経
済
的
文
化
債
値
を
実
現
し
ゅ
く
債
値
生
活
で
あ
る
所
に
存
す
る
。
経

済
生
活
は
債
値
生
活
で
あ
り
、

一
切
の
経
済
現
象
は
債
値
現
象
で
あ
る
。
こ
ょ
に
債
値
と
い
ふ
の
は
、
債
値
一
般
で
は
た
＜
，
経
済
の
債

値
，
即
ち
経
済
債
値
で
あ
る
0

債
値
或
は
経
済
債
値
は
、
す
べ
て
の
経
済
現
象
の
本
質
的
契
機
で
あ
る
。
』
人
間
の
生
活
は
、
そ
れ
が
債
値

生
活
で
あ
る
に
よ
つ
て
、
経
済
生
活
と
た
り
、

一
切
の
現
象
は
、
経
済
債
値
に
係
る
に
よ
つ
て
、
経
済
現
象
と
し
て
他
の
現
象
よ
り
区
別

せ
ら
れ
て
、
経
済
学
の
対
象
と
な
る
。
こ
上
に
於
て
債
値
或
は
経
済
債
値
が
、
経
済
学
の
基
礎
概
念
と
な
る
°
経
済
債
値
は
盲
経
済
的
文

化
債
値
に
照
応
す
る
と
共
に
、
経
済
生
活
の
内
在
的
意
味
を
形
成
す
る
先
天
的
概
念
で
あ
る
。
か
上
る
先
天
的
概
念
と
し
て
の
経
済
債
値

を
前
提
す
る
に
よ
つ
て
の
み
、
経
済
学
の
諸
概
念
は
可
能
と
た
り
、
経
済
生
活
は
経
済
学
の
対
象
と
し
て
概
念
的
に
把
握
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
私
は
、
経
済
学
に
関
す
る
範
疇
論
を
、
債
値
概
念
の
考
察
か
ら
始
め
よ
う
と
思
う
。

七
六



経
済
憤
値
は
経
済
学
の
根
本
概
念
で
あ
り
、
従
来
の
経
済
学
は
、
す
べ
て
債
値
論
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
債
値
概
念
を
如

何
に
解
す
る
か
に
よ
つ
て
、
夫
女
の
経
済
学
の
立
場
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
債
値
現
象
に
は
、
債
値
を
認
め
る
主
体
と
、
債
値

を
認
め
ら
れ
る
客
体
と
の
二
方
面
が
存
在
す
る
か
ら
、
債
値
論
は
評
債
主
体
を
根
底
と
す
る
主
網
債
値
説
と
、
評
債
客
体
を
主
と
す
る
客

観
債
値
説
と
に
分
れ
る
。
主
観
債
値
説
に
よ
れ
ば
、
債
値
は
使
用
債
値
で
あ
り
、
効
用
と
い
う
主
観
的
要
素
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
。
之

に
反
し
客
観
債
値
説
に
と
つ
て
は
、
債
値
は
交
換
債
値
で
あ
り
、
客
観
的
要
素
で
あ
る
費
用
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
°
而
し
て
債
値
論
に

於
け
る
主
観
説
と
客
観
説
と
の
区
別
に
対
応
し
て
、
従
来
の
経
済
学
は
、
経
済
現
象
を
客
観
的
に
考
察
す
る
客
観
主
義
的
経
済
学
と
、
そ

れ
を
主
観
の
内
而
的
動
機
か
ら
説
明
す
る
主
観
主
義
的
経
済
学
と
に
区
別
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

七
七

債
値
論
に
於
け
る
主
観
説
と
客
観
説
と
の
対
立
は
、
恰
も
哲
学
上
認
識
論
に
於
て
、
認
識
の
根
挫
を
客
観
的
要
素
に
求
め
る
経
験
論
と

、
主
観
に
生
具
す
る
本
有
観
念
を
認
め
る
合
理
論
と
が
対
立
す
る
事
を
思
は
し
め
る
。
こ
ょ
か
ら
債
値
論
は
、
認
識
論
と
共
通
の
困
難
を

負
う
も
の
で
あ
り
、
従
つ
て
債
値
論
は
、
認
識
論
の
問
題
と
し
て
考
察
せ
ら
れ
得
る
事
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
°
而
し
て
認
識
論
に
於

て
、
認
識
主
観
或
は
廠
識
対
象
の
一
方
に
固
執
し
て
他
方
を
顧
み
た
い
所
に
、
経
験
論
及
び
合
理
論
の
根
本
的
欠
陥
が
存
す
る
と
同
様
に
、

債
値
論
に
於
け
る
二
つ
の
傾
向
が
、
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
と
の
何
れ
か
一
方
に
偏
し
て
他
方
を
忘
れ
る
所
に
、
そ
の
破
綻
の
原
因

が
存
す
る
の
で
あ
る
0

然
る
に
客
観
債
値
説
は
、
客
観
に
即
せ
す
し
て
は
そ
の
独
立
の
立
場
が
た
い
に
係
ら
中
、
客
観
の
み
に
即
し
て
は

何
故
に
一
定
の
費
用
が
支
彿
は
れ
る
か
と
い
う
根
本
問
題
を
説
明
し
得
た
い
。
他
方
主
観
債
値
説
は
、
効
用
に
対
す
る
主
親
の
判
断
を
基

礎
と
し
た
が
ら
、
効
用
が
債
値
の
丙
容
と
な
る
に
は
、
客
観
の
有
限
性
を
前
提
せ
ね
ば
な
ら
た
い
。
そ
こ
で
債
値
論
は
、
主
観
説
及
び
客

観
説
の
何
れ
に
於
て
も
、
意
識
的
或
は
無
意
識
的
に
、
他
の
要
素
を
前
提
す
る
事
に
よ
つ
て
、
経
済
現
象
を
説
明
せ
ん
と
す
る
°
而
し
て

経
済
学
範
疇
論
の
問
題



諾
済
学
範
疇
論
の
問
題

こ
の
場
合
何
故
に
と
問
え
ば
、
経
済
上
の
債
値
は
事
実
か
く
あ
る
と
答
え
る
の
み
で
あ
っ
て
、
之
は
単
覚
、
債
値
論
に
よ
っ
て
説
明
す
べ

こ
の
様
に
主
観
債
値
説
及
び
客
観
債
値
説
は
、
何
れ
も
そ
の
立
場
を
純
粋
に
維
持
す
る
事
が
出
来
た
い
。
こ
こ
に
於
て
債
値
論
の
第
三

の
立
場
と
し
て
、
主
観
的
要
素
及
び
客
観
的
要
素
を
共
に
錨
取
し
て
債
値
現
象
を
説
明
せ
ん
と
す
る
折
衷
説
が
立
て
ら
れ
る
°
之
は
恰
も

認
識
論
に
於
て
、
主
観
的
及
び
客
観
的
要
素
の
す
べ
て
を
、
経
験
的
所
輿
と
し
て
取
入
れ
る
素
朴
的
実
在
論
の
立
場
に
比
せ
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
°
併
し
こ
の
場
合
、
債
値
は
需
要
と
供
給
と
の
関
係
に
於
て
見
ら
れ
、
債
値
論
は
そ
の
本
来
の
意
義
を
失
っ
て
、
債
格
論
と
た
ら

ざ
る
を
得
た
い
。
か
く
の
如
く
従
来
の
経
済
学
は
、
債
値
論
を
基
礎
的
理
論
と
す
る
に
係
ら
す
、
何
れ
の
債
値
論
も
、
債
値
概
念
0
本
質

を
把
握
す
る
事
は
出
来
た
い
°
然
る
に
最
近
の
経
済
学
は
、
債
値
論
そ
の
も
の
を
排
斥
し
、
債
値
論
た
き
経
済
学
を
主
張
す
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
経
済
学
は
経
験
科
学
と
し
て
、
そ
の
研
究
の
範
囲
は
経
済
現
象
に
限
ら
れ
る
が
、
債
値
論
は
現
象
の
背
後
に
本
質
或
は
実
体
を

求
め
る
形
而
上
学
に
外
な
ら
た
い
°
経
済
学
が
経
験
科
学
で
あ
る
限
り
、
か
よ
る
「
蔽
は
れ
た
独
断
」
と
し
て
の
債
値
概
念
は
｀
経
済

学
の
領
域
よ
り
追
放
さ
れ
ね
ば
た
ら
た
い
。
か
く
て
近
代
経
済
学
は
、
債
値
論
を
す
て
て
直
ち
に
慣
格
論
よ
り
出
発
し
、
債
格
現
象
を
中

(

I

)

 

心
と
し
て
、
経
済
生
活
を
埋
解
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

債
値
論
に
於
け
る
か
上
る
朕
況
に
対
し
て
、
我
々
は
何
を
考
ふ
べ
き
で
あ
る
か
°
債
値
論
は
経
済
学
に
よ
っ
て
は
、
解
決
し
得
た
い
問

題
で
あ
ろ
う
か
°
或
は
そ
れ
は
経
済
学
に
と
つ
て
、
無
用
た
理
論
で
あ
ろ
う
か
°
併
し
私
は
、
従
来
の
経
済
学
が
債
値
論
を
解
決
し
得
す
、

そ
し
て
最
近
の
経
済
学
が
債
値
論
の
存
在
を
否
定
す
る
所
に
、
却
つ
て
哲
学
の
問
題
と
し
て
、
債
値
論
の
認
識
論
的
研
究
の
必
要
な
る
所
以

を
見
出
す
の
で
あ
る
°
経
済
学
が
一
個
独
立
の
経
験
科
学
と
し
て
存
立
す
る
に
は
、
経
済
学
的
認
識
の
客
観
性
を
基
礎
づ
け
る
先
天
的
概

き
現
象
を
最
初
か
ら
前
提
す
る
循
環
論
に
外
た
ら
な
い
。

七
八



七
九

等
も
最
初
か
ら
債
値
を
債
格
に
置
き
代
へ
て
い
る
。
本
末

念
を
予
想
せ
ね
ば
た
ら
た
い
。
か
か
る
先
天
的
概
念
を
前
提
す
る
事
た
く
し
て
は
、
経
済
学
の
概
念
構
成
が
可
能
と
な
ら
な
い
。
債
値
が

経
済
学
の
基
礎
概
念
で
あ
る
の
は
、
か
i
る
先
天
的
概
念
の
意
味
に
於
て
ゞ
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
け
る
経
済
債
値
は
、
経
済
学
の
論
碑

的
前
提
で
あ
b
、
経
済
学
の
諸
概
念
を
可
能
た
ら
し
め
る
先
天
的
要
素
で
あ
る
。
か
4
る
論
理
的
前
提
と
し
て
の
債
値
概
念
は
、
経
済
学

自
身
に
よ
つ
て
は
基
礎
づ
け
る
事
は
出
来
た
い
。
従
来
の
経
済
学
が
債
値
概
念
を
確
立
し
得
た
か
っ
た
の
は
、
本
来
哲
学
の
問
題
で
あ
る

債
値
論
を
、
経
験
科
学
の
立
場
で
論
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
代
経
済
学
が
債
値
論
を
排
斥
す
る
の
は
、
科
学
と
哲
学
と
の
限
界
を
自
鴬
し

た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
併
し
哲
学
の
問
題
と
し
て
の
債
値
は
、
経
済
現
象
の
背
後
に
横
は
る
形
而
上
学
的
実
体
で
は
な
く
、
経
済
学

(

2

)

 

の
論
理
的
前
提
、
卯
ち
範
疇
と
し
て
の
債
値
で
あ
る
°
債
値
は
経
済
学
の
極
限
概
念
で
あ
る
°
経
済
学
よ
り
追
放
さ
れ
た
債
値
概
念
は
、

経
済
哲
学
の
中
に
正
当
た
位
置
を
見
出
す
と
共
に
｀
そ
れ
は
先
天
的
概
念
、
即
ち
範
疇
と
し
て
、
経
済
学
の
論
理
的
前
提
と
な
る
。
か
く

て
債
値
論
は
、
経
済
学
認
識
論
の
主
要
た
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
私
は
債
値
論
を
認
識
論
的
に
考
察
し
て
、
経
済
学
の
先
天
的
概
念
、

郎
ち
範
疇
と
し
て
の
経
済
償
値
の
意
義
を
確
立
す
る
と
同
時
に
、

経
済
学
に
関
す
る
範
疇
の
体
系
を
立
て
よ
う
と
思
う
。

こ
の
債
値
概
念
に
関
連
し
て
他
の
諸
範
疇
を
展
開
す
る
事
に
よ
つ
て
、

庭
(

1

)

カ
ッ
セ

JV(cgt
a
v
 C
a
s
s
e
l
)
は
債
値
論
を
以
つ
て
「
何
等
実
念
の
な
い
空
理
、
空
論
」
で
あ
る
と
な
し
、
経
済
学
ば
債
値
論
を
放
棄
し
て
盲

直
接
債
格
珊
論
の
上
に
立
て
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
債
値
論
よ

b
債
格
論
へ
の
轄
向
は
、
近
代
経
済
学
の
一
殻
的
傾
向
で
あ
っ
て

パ
レ
ト

(
V
i
l
f
r
e
n
o

P
a
r
e
t
o
)
や
シ
ュ
ン
ペ
ー
ク
ー
(
J
om
 ep
h
 S
c
h
u
m
p
e
t
e
r
)
 

の
意
味
に
於
け
る
債
値
論
は
｀
近
代
経
済
学
に
は
存
し
な
い
と
言
へ
る
。

G
u
s
t
a
v
 Cassel• 

Theoretische 
N
a
t
i
o
n
a
l
 01 k
o
n
o
m
i
e
,
 Einleitung. 

(

2

)

マ
ル
ク

k
(
K
a
r
l
M
a
r
x
)
の
労
働
債
値
翫
は
、
労
働
を
「
債
値
形
成
的
実
体
」
と
す
る
が
、
之
は
経
済
学
の
中
に
形
而
上
学
を
持
込
む
も
の

経
済
学
範
略
論
の
問
題



経
済
学
範
疇
論
の
問
題

で
あ
る
°
経
済
哲
学
に
は
。
認
識
論
と
形
而
上
学
と
の
二
つ
の
部
門
が
あ
る
か
ら
、
経
済
債
値
に
関
す
る
形
而
上
学
的
研
究
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
0

併
し
本
論
で
は
、
債
値
は
謡
済
学
の
先
天
的
概
念
と
し
て
。
認
識
論
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。

(

3

)

軽
済
学
は
歴
史
的
、
批
会
的
科
学
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
罷
済
学
に
関
す
る
範
暗
論
は
富
歴
史
及
び
社
会
料
学
一
披
に
関
す
る
範
喧
論
を
前
提

し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
個
の
研
究
が
要
求
さ
れ
る
が
、
私
は
本
論
で
は
、
経
済
学
に
特
有
な
範
疇
に
つ
い
て
論
及
し
た
。

経
済
学
に
於
け
る
従
来
の
債
値
論
の
問
題
は
、
結
局
債
値
は
主
観
的
で
あ
る
か
、
或
は
客
観
的
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
滞
着
す
る
。

こ
の
場
合
主
観
と
客
観
と
は
、
最
初
か
ら
相
対
立
し
て
存
在
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
そ
し
て
こ
の
主
客
の
関
係
に
於
て
、
債
値
は
主
観

の
意
識
内
容
で
あ
る
か
、
或
は
客
観
に
杓
属
す
る
性
質
で
あ
る
か
と
い
う
事
が
問
は
れ
る
の
で
あ
る
°
併
し
主
観
と
客
観
と
の
対
立
は
、

通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
様
に
、
直
接
、
自
明
曲
た
区
別
で
は
た
い
°
我
々
の
直
接
経
験
は
、
む
し
ろ
主
観
と
客
観
と
が
不
可
分
た
一
体
を

た
し
、
種
々
の
印
象
や
表
象
が
意
識
を
充
し
て
い
る
所
の
、
無
差
別
た
朕
態
か
ら
始
る
0

そ
し
て
こ
の
主
客
未
分
の
朕
態
か
ら
、
同
一
の

作
用
に
よ
つ
て
、
主
観
が
意
識
さ
れ
る
と
同
時
に
、
主
観
に
対
し
て
客
観
が
認
め
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
郁
ち
我
々
が
自
己
自
身
を

自
我
と
し
て
意
識
す
る
邁
程
と
、

こ
の
自
我
の
外
に
独
立
の
対
象
が
成
立
す
る
に
至
る
過
程
と
は
、
相
携
え
て
進
む
の
で
あ
る
。
知
識

の
泄
界
を
成
立
せ
し
め
る
か
上
る
過
程
は
、
実
践
的
領
域
に
於
て
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
上
で
も
主
親
と
客
観
と
の
区
別
は
、
最
初
か
ら
輿

え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
た
い
°
我
々
が
軍
に
何
等
か
の
対
象
を
享
業
す
る
に
止
る
限
り
、
そ
こ
に
は
唯
自
足
統
一
的
た
行
為
が
あ
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
自
我
の
意
識
も
客
観
の
意
識
も
存
し
な
い
。
こ
の
主
客
未
分
の
統
一
が
分
裂
し
て
、
欲
求
す
る
主
体
と
、
欲
求
さ
れ
る
客
体

―――
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八

と
が
、
相
互
に
区
別
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
客
観
が
成
立
す
る
事
と
、
そ
れ
が
主
観
に
よ
っ
て
欲
求
さ
れ
る
事
と
は
双
関

的
で
あ
っ
て
、
両
者
は
享
業
の
直
接
的
統
一
を
分
裂
せ
し
め
る
同
一
の
分
化
過
程
の
、
相
異
る
二
面
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
°
然
ら
ば

主
観
と
客
観
と
の
分
裂
は
如
何
に
し
生
す
る
か
。

客
観
的
実
在
に
関
す
る
我
々
の
意
識
は
、
我
々
が
事
物
に
つ
い
て
経
験
す
る
抵
抗
か
ら
生
れ
る
と
い
は
れ
る
。
郎
ち
我
々
の
意
志
活
動

が
、
事
物
か
ら
何
等
か
の
抵
抗
、
妨
害
を
受
け
る
時
、
我
々
は
事
物
が
客
観
的
に
実
在
す
る
と
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
そ
の
ま
4

(
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経
済
生
活
に
移
す
事
が
出
来
る
°
我
々
は
事
物
を
無
條
件
に
使
用
、
享
業
し
得
た
い
時
に
、
即
ち
事
物
が
我
々
の
使
用
、
享
業
に
対
し
て

何
等
か
の
抵
抗
を
起
す
時
に
、
始
め
て
か
よ
る
事
物
を
欲
求
す
る
0

そ
し
て
欲
求
の
内
容
は
、
未
だ
享
業
し
た
い
と
い
う
距
り
に
於
て
、

欲
求
の
対
象
と
た
る
。
か
く
し
て
成
立
す
る
客
体
は
、
主
観
か
ら
の
距
離
に
よ
つ
て
特
微
づ
け
ら
れ
る
が
、
か
か
る
客
体
を
我
々
は
債
値

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
°
欲
求
と
充
足
と
が
直
接
結
合
す
る
所
に
は
債
値
は
存
し
た
い
。
こ
の
結
合
が
阻
止
さ
れ
、
欲
求
の
充
足
に
対
し
て
距

離
ー
院
碍
、
困
難
の
現
わ
れ
る
所
に
、
主
観
的
に
は
欲
求
が
、
客
観
的
に
は
債
値
が
、
同
時
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
債
値
は
欲
求
の
双

関
係
者
で
あ

b‘

欲
求
の
対
象
と
し
て
、
主
観
の
評
債
作
用
に
於
て
成
立
す
る
。
そ
の
限
り
債
値
は
主
観
的
で
あ
る
と
い
え
る
0

併
し
債

値
は
こ
の
評
債
作
用
に
於
て
、
障
碍
、
困
難
、
稀
少
性
等
の
客
観
的
規
定
に
よ
っ
て
、
主
観
よ
り
距
離
を
保
ち
、
独
立
の
対
象
と
し
て
、

主
観
に
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
債
値
は
主
観
的
で
あ
る
か
、
客
観
的
で
あ
る
か
と
い
う
問
は
、
最
初
か
ら
問
題
の
立
て
方
を
誤
つ
て

い
る
0

衝
動
及
び
享
業
の
主
観
的
内
容
は
、
債
値
に
於
て
客
観
化
さ
れ
る
。
こ
の
過
程
を
見
落
す
所
に
、
債
値
は
主
観
的
で
あ
る
か
客
観

(

2

)

 

的
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
提
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

債
値
は
主
競
か
ら
の
距
離
に
於
て
、
欲
求
の
対
象
と
し
て
見
出
さ
れ
る
が
、
距
離
、
或
は
院
碍
の
意
味
は
、
そ
れ
が
克
服
さ
れ
る
所
に

経
済
学
範
晴
論
の
問
題



経
済
学
範
疇
論
の
問
題

存
す
る
°
欲
求
の
対
象
と
し
て
見
出
さ
れ
た
債
値
は
、
そ
れ
が
主
観
と
の
距
b
に
於
て
あ
る
限
り
、
単
に
債
値
の
可
能
性
で
あ
っ
て
、
現

実
の
債
値
で
は
な
い
0

債
値
を
実
現
す
る
に
は
、

こ
の
距
離
を
克
服
し
、
障
碍
や
困
難
を
排
除
し
て
、
欲
求
す
る
対
象
を
現
実
に
獲
得
せ

ね
ば
た
ら
な
い
°
欲
求
の
対
象
に
附
随
す
る
距
離
或
は
障
碍
を
克
服
し
て
、
債
値
を
実
現
す
る
過
程
が
経
済
で
あ
る
。
可
能
性
と
し
て
の

債
値
は
、
経
済
に
よ
っ
て
現
実
の
債
値
と
な
る
°
経
済
債
値
は
、
経
済
に
よ
っ
て
実
現
せ
ら
れ
た
償
値
、
即
ち
経
済
に
よ
っ
て
主
観
と
の

(

3

)

 

距
陛
を
克
服
さ
れ
て
、
経
済
の
対
象
と
な
っ
た
債
値
で
あ
る
。
か

4
る
経
済
の
形
式
と
し
て
、
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
生
産
で
あ
る
。

生
産
は
経
済
債
値
を
実
現
す
る
形
式
で
あ
る
。
然
る
に
生
産
に
於
て
、
距
欝
或
は
障
碍
を
克
服
し
て
、
欲
求
す
る
対
象
を
獲
得
す
る
為
に

は
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
他
の
何
物
か
を
提
供
せ
ね
ば
な
ら
た
い
0

郎
ち
あ
る
財
を
生
産
す
る
に
は
、
労
働
或
は
他
の
財
を
、
費
用
と
し

て
提
供
せ
ね
ば
た
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
過
程
に
於
て
、
生
産
者
は
生
産
物
と
生
産
手
段
と
を
、
利
得
と
犠
牲
と
し
て
相
互
に
計
量
し
、

一
物
の
債
値
を
他
の
慣
値
に
よ
つ
て
測
定
す
る
°
而
し
て
対
象
と
対
象
と
が
、
か
く
の
如
く
相
互
に
他
の
債
値
を
規
定
す
る
事
か
ら
、
債

値
は
対
象
に
属
す
る
客
観
的
関
係
と
た
る
。
こ
こ
に
対
象
の
主
観
か
ら
の
離
脱
が
逹
成
せ
ら
れ
、
経
済
債
値
の
客
観
性
が
実
現
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
生
産
に
於
て
犠
牲
と
し
て
提
供
せ
ら
れ
る
費
用
ば
、
生
産
の
目
的
を
逹
す
る
為
に
必
要
な
手
段
で
あ
る
。
こ
の
手
段
と
目
的

と
が
、
そ
の
対
象
性
に
於
て
相
互
に
秤
最
せ
ら
れ
る
に
よ
り
、
債
値
が
客
観
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
生
産
に
於
て
債
値
の
客
観
性
が
実
現

せ
ら
れ
る
が
、
生
産
は
償
値
を
客
観
化
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
債
値
を
産
出
す
る
も
の
で
あ
る
°
我
々
は
生
産
に
於
て
、
物
を
新
し
く
創

造
す
る
の
で
は
た
く
、
た
ゞ
奥
え
ら
れ
た
物
の
性
質
や
形
朕
を
変
更
し
て
、
実
在
系
列
に
あ
る
も
の
を
、
出
来
る
限
り
債
値
系
列
に
移
す

に
過
ぎ
た
い
。
こ
の
場
合
、
手
段
或
は
費
用
と
し
て
提
供
さ
れ
た
物
の
債
値
よ
り
も
、
目
的
と
し
て
生
産
さ
れ
る
物
の
債
値
の
方
が
、
よ

b
大
で
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
郎
ち
生
産
に
よ
つ
て
、
我
た
は
償
値
を
増
加
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
増
加
せ
ら
れ
た
債
値
を
余
剰
憤
値
と

八



八
I
-
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呼
ぶ
た
ら
ば
、
生
産
は
余
剰
債
値
の
生
産
で
あ
る
°
故
に
生
産
は
物
の
創
造
で
は
た
く
て
、
債
値
の
創
造
で
あ
り
、
債
値
の
増
殖
、
即
ち

余
剰
債
値
の
生
産
で
あ
る
。
か
く
て
経
済
債
値
は
、
生
産
に
よ
つ
て
産
出
さ
れ
、
超
主
観
的
な
客
観
的
関
係
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ

生
産
に
於
て
財
を
獲
得
す
る
為
に
は
、
労
働
叉
は
他
の
財
を
提
供
せ
ね
ば
な
ら
た
い
°
之
は
個
人
と
自
然
と
の
間
に
行
は
れ
る
犠
牲

と
利
得
と
の
交
換
に
外
た
ら
た
い
。
自
然
か
ら
物
を
獲
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
代
債
を
支
彿
は
ね
ば
た
ら
た
い
。
こ
の

(
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意
味
に
於
て
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
「
労
働
は
物
に
支
挑
わ
れ
る
最
初
の
代
債
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
0

併
し
本
来
の
意
味
に
於
け
る

交
換
は
、
個
人
と
自
然
と
の
間
の
交
換
で
け
た
く
て
、
個
人
相
互
の
間
の
交
換
で
あ
る
。
こ
上
に
於
て
交
換
が
、
経
済
の
第
二
の
形
式
と

し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
交
換
は
、
如
何
に
し
て
債
値
を
実
現
す
る
か
。
交
換
に
於
て
は
、
個
人
が
対
象
を
獲
得
す
る
為
に
提
供
す

る
犠
牲
が
、
同
時
に
他
の
個
人
の
欲
求
の
対
象
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
前
者
は
、
後
者
の
欲
求
す
る
財
又
は
労
働
を
提
供
す
る
事
に
よ
っ

て
、
後
者
の
所
有
に
係
り
、
而
も
自
己
の
欲
求
す
る
財
を
獲
得
す
る
。
即
ち
当
事
者
の
一
方
に
於
て
交
換
の
手
段
で
あ
る
も
の
が
、
他
方

に
と
つ
て
は
そ
の
目
的
で
あ
り
、
反
対
に
一
方
の
目
的
が
、
他
方
の
手
段
と
た
つ
て
い
る
の
で
あ
る
0

然
る
に
交
換
に
於
て
、
経
済
主
体

は
、
他
に
興
え
る
も
の
と
他
か
ら
受
取
る
も
の
、
即
ち
手
段
と
目
的
と
を
比
較
、
計
捩
す
る
が
、
こ
の
債
値
計
量
の
意
義
は
、
生
産
に
於

て
、
生
産
者
が
生
産
物
と
生
産
手
段
と
を
計
量
す
る
の
と
全
然
同
一
で
あ
る
。
た
ゞ
生
産
に
於
て
は
、
個
人
が
自
然
と
交
渉
す
る
に
反
し
、

交
換
に
於
て
は
、
他
の
個
人
が
対
手
方
に
立
つ
の
み
で
あ
る
。
経
済
主
体
に
と
つ
て
、
彼
の
有
す
る
物
又
は
労
働
を
、
土
地
に
投
下
す
る

か
、
或
は
他
の
個
人
に
輿
え
る
か
は
、
第
二
次
的
で
あ
っ
て
、
何
れ
の
場
合
に
於
て
も
、
提
供
に
よ
つ
て
空
虚
と
た
っ
た
場
所
が
、
よ
り

大
な
る
債
値
を
も
つ
対
象
に
よ
つ
て
充
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
交
換
は
、
生
産
と
同
様
に
生
産
的
で
あ
り
、
債
値
形
成
的
で
あ
る
。

る。

経
済
学
範
疇
論
の
問
題



に
比
し
て
、
債
値
の
余
洞
を
生
ぜ
し
め
る
事
が
主
眼
で
あ
る
。

経
済
学
範
馨
論
の
問
題

こ
の
形
式
に
よ
つ
て
、
債
値
は
客
観
化
さ
れ
、
経
済
債
値
と
し
て
形
成

生
産
に
於
て
も
交
換
に
於
て
も
、
自
己
の
提
供
す
る
財
を
代
償
と
し
て
、
他
の
財
を
獲
得
す
る
事
、
及
び
終
局
の
朕
態
が
、
最
初
の
朕
態

交
換
は
生
産
と
同
様
償
値
形
成
の
形
式
で
あ
る
が
、
債
値
の
客
観
化
の
過
程
は
、
交
換
に
於
て
一
層
進
め
ら
れ
る
。
即
ち
交
換
に
於
て

債
値
の
相
互
規
定
は
、
人
間
相
互
の
関
係
を
通
す
る
事
に
よ
つ
て
、
超
個
人
的
た
社
会
的
関
係
に
ま
で
成
長
し
、
個
人
の
主
観
的
評
債
よ

り
独
立
す
る
客
観
的
秩
序
を
構
成
す
る
。
交
換
は
社
会
的
形
式
で
あ
り
、
交
換
に
於
て
債
値
は
社
会
化
さ
れ
、
社
会
的
償
値
と
な
る
°
こ

上
に
使
用
債
値
の
交
換
債
値
え
の
轄
化
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
債
値
は
交
換
に
よ
っ
て
社
会
化
さ
れ
る
が
、
生
産
も
交
換

と
結
合
す
る
事
に
よ
つ
て
社
会
化
さ
れ
、
社
会
的
生
産
と
た
る
。
今
日
の
経
済
は
、
交
換
を
基
本
的
形
式
と
す
る
か
ら
、
交
換
経
済
と
呼

ば
れ
る
。
こ
上
で
は
一
切
の
経
済
行
為
が
、
交
換
に
於
て
、
或
は
交
換
の
為
に
行
わ
れ
る
。
従
っ
て
生
産
も
交
換
の
為
の
生
産
、
卸
ち
商

品
生
産
と
た
る
。
生
産
者
は
自
己
の
欲
求
す
る
物
よ
り
も
、
む
し
ろ
他
の
個
人
の
欲
求
す
る
物
を
生
産
す
る
°
而
し
て
そ
の
生
産
物
は
、

商
品
と
し
て
交
換
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
°
然
る
に
生
産
が
、
か
く
交
換
と
結
合
し
て
、
社
会
的
生
産
｀
商
品
生
産
と
な
る
の
は
、
生

産
が
本
来
交
換
で
あ
り
、
艤
牲
と
利
得
と
の
交
換
に
於
て
成
立
す
る
も
の

P
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

生
産
及
び
交
換
は
、
償
値
を
実
現
す
る
経
済
の
形
式
で
あ
る
。

さ
れ
る
。
生
産
及
び
交
換
は
、
距
茫
を
克
服
し
て
償
値
を
実
現
す
る
形
式
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
つ
て
却
つ
て
対
象
の
主
観
か
ら
の
離
脱

が
逹
成
せ
ら
れ
、
憤
値
は
超
主
観
的
な
客
観
的
秩
序
と
な
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
対
象
が
認
識
さ
れ
る
に
は
、
直
鍋
に
よ
つ
て
奥
え

(
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ら
れ
た
対
象
が
、
悟
性
に
よ
つ
て
思
惟
さ
れ
ね
ば
た
ら
な
い
と
言
っ
た
が
、
欲
求
の
対
象
と
し
て
見
出
さ
れ
た
債
値
が
、
経
済
債
値
と
し

て
形
成
さ
れ
る
に
は
、
そ
れ
が
生
産
及
び
交
換
に
よ
つ
て
、
対
象
の
相
互
規
定
に
持
来
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
産
及
び
交
換
に
於
て
、

八
四



経
済
の
債
値
が
成
立
す
る
。

あ
る
対
象
に
対
し
て
他
の
対
象
が
提
供
さ
れ
る
に
よ
り
、
両
者
は
利
得
と
犠
牲
と
し
て
相
互
に
秤
量
さ
れ
、

八
五

れ
る
。
こ
の
債
値
比
李
は
、
客
観
的
に
洞
定
さ
れ
た
も
の
、
法
則
酌
な
も
の
と
し
て
、
個
人
的
主
観
に
対
立
す
る
。
即
ち
経
済
の
あ
ら
ゆ

る
対
象
が
、
他
の
対
象
の
中
に
そ
の
償
値
を
表
現
す
る
所
の
秤
量
の
相
互
性
に
よ
つ
て
、
経
済
債
値
は
客
観
化
さ
れ
、
そ
れ
自
ら
の
法
則

を
も
つ
客
観
的
秩
序
に
形
成
さ
れ
る
°
蓮
常
対
象
が
相
互
に
比
較
さ
れ
、
交
換
さ
れ
る
に
は
｀
夫
々
の
対
象
が
一
定
の
債
値
を
持
つ
て
居

ら
ね
ば
な
ら
た
い
と
考
え
ら
れ
る
0

併
し
二
つ
の
線
は
、
夫
六
長
さ
を
持
つ
て
い
る
か
ら
比
較
さ
れ
る
の
で
た
く
て
、
却
つ
て
相
互
に
比

較
さ
れ
る
に
よ
っ
て
、
初
め
て
一
定
の
長
さ
を
持
つ
の
で
あ
る
。
同
様
に
一
定
の
債
値
を
持
っ
た
物
と
物
と
が
交
換
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

却
つ
て
物
と
物
と
が
相
互
に
利
得
と
犠
牲
と
の
関
係
に
立
つ
事
が
、
各
女
の
物
を
し
て
債
値
あ
ら
し
め
る
の
で
あ
る
°
故
に
債
値
は
、
対

象
が
そ
れ
自
身
も
つ
性
質
で
は
な
く
、
経
済
が
対
象
に
於
て
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
債
値
形
成
の
過
程
が
、
生
産
及
び
交
換
で
あ

経
済
学
が
一
個
独
立
の
科
学
で
あ
る
の
は
、
そ
の
対
象
で
あ
る
経
済
生
活
が
、
そ
れ
自
身
の
秩
序
を
も
つ
独
立
の
批
界
と
し
て
把
握
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
経
済
の
領
域
を
、
独
立
の
批
界
と
し
て
成
立
せ
し
め
る
の
は
、
経
済
債
値
の
客
観
性
で
あ
る
0

経
済
は
合

理
的
な
生
活
の
秩
序
で
あ
る
が
、
経
済
の
合
理
的
秩
序
は
、
債
値
の
客
観
的
秩
序
に
よ
つ
て
可
能
と
な
る
。
債
値
の
形
成
と
客
観
化
と
は
、

経
済
、
即
ち
生
産
及
び
交
換
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
が
｀
対
象
の
相
互
秤
最
に
よ
る
債
値
形
式
を
規
準
と
し
な
け
れ
ば
、
我
々
の
経
済
は
一

歩
も
前
進
す
る
事
が
出
来
た
い
°
欲
望
や
享
業
は
、
そ
れ
自
身
で
は
債
値
も
経
済
を
も
形
成
し
た
い
。
二
個
の
主
体
間
に
於
け
る
，
叉
は

同
一
の
主
体
に
於
け
る
交
換
に
よ
っ
て
、
始
め
て
債
値
と
経
済
と
は
同
時
に
可
能
と
な
る
0

交
換
、
即
ち
経
済
を
迪
じ
て
、
之
と
同
時
に

経
済
学
範
略
論
の
問
題

「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
は
、
同
時
に
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
制
約
で
あ
る
」
と
カ
ン
ト
は
言
っ
た
が
、

り
、
そ
の
一
般
的
形
式
が
、
相
互
提
供
の
交
換
性
で
あ
る
。

一
定
の
債
値
比
率
が
立
て
ら



れ
る
貨
幣
額
で
あ
る
0

債
格
に
於
て
物
の
債
値
は
、

経
済
学
範
疇
論
の
問
題

同
じ
意
味
に
於
て
、

(
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「
経
済
の
可
能
性
の
制
約
は
、
同
時
に
経
済
の
対
象
の
可
能
性
の
制
約
で
あ
る
」
と
言
う
事
が
出
来
る
。
二
個
の
対

象
を
、
経
済
と
呼
ば
れ
る
関
係
に
持
来
す
所
の
相
互
提
供
の
関
係
が
、
同
時
に
そ
の
対
象
を
債
値
の
範
疇
に
引
上
げ
る
。
郎
ち
債
値
の
経

済
性
が
成
立
す
る
同
一
の
相
互
性
の
中
に
、
経
済
の
債
値
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

債
値
が
経
済
的
相
互
性
、
即
ち
相
互
提
供
の
関
係
に
於
て
成
立
す
る
事
か
ら
、
債
値
と
債
格
と
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
幡
結
が
導
か
れ

る
。
あ
る
物
が
経
済
的
に
何
等
か
の
債
値
を
持
つ
と
言
う
事
は
、
そ
れ
が
何
物
か
を
値
す
る
事
、
即
ち
そ
の
物
に
対
し
て
、
何
物
か
ゞ
支

彿
わ
れ
る
と
い
う
事
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
債
格
と
は
、
あ
る
物
を
獲
得
す
る
為
に
支
挑
わ
れ
る
代
債
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の

代
債
、
郎
ち
犠
牲
の
提
供
が
、
債
値
を
成
立
せ
し
め
る
不
可
欠
の
條
件
で
、
あ
る
0

故
に
債
値
は
、
そ
の
概
念
的
本
質
に
於
て
、
債
格
に
一

致
す
る
ば
か
り
で
た
く
、
債
格
が
た
け
れ
ば
債
値
は
生
れ
な
い
と
い
え
る
°
然
る
に
経
済
学
に
於
て
概
念
上
、
債
格
が
債
値
よ

b
区
別
せ

ら
れ
る
所
以
は
、
債
格
が
一
定
の
貨
幣
量
で
表
現
さ
れ
た
債
値
で
あ
る
所
に
存
す
る
0

債
格
は
あ
る
物
に
対
し
て
、
代
債
と
し
て
支
挑
わ

一
定
の
貨
幣
彙
を
以
つ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
事
は
、
今
日
の
交

換
経
済
が
、
所
謂
貨
幣
経
済
で
あ
り
、
貨
幣
が
常
に
交
換
の
一
方
に
立
つ
て
い
る
事
に
関
連
し
て
い
る
°
然
ら
ば
貨
幣
と
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
経
済
に
於
て
如
何
た
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
。

債
値
は
事
物
の
相
互
提
供
の
関
係
に
於
て
成
立
す
る
が
、
か
よ
る
経
済
債
値
の
本
質
を
、
最
も
純
粋
た
形
式
に
於
て
表
現
す
る
の
が
貨

幣
で
あ
る
0

郁
ち
貨
幣
は
、
経
済
的
相
互
性
を
表
明
し
、
経
済
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
客
観
化
さ
れ
る
債
値
を
、
純
粋
た
数
量
的
関
係
に
於

て
、
客
観
的
に
表
現
す
る
の
で
あ
る
°
然
る
に
貨
幣
は
、
そ
れ
自
身
一
個
の
歴
史
的
概
念
で
あ
っ
て
、
経
済
生
活
の
歴
史
的
発
展
の
中
に

漸
次
に
そ
の
姿
を
現
わ
し
来
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
切
の
対
象
は
、
そ
れ
が
他
の
対
象
と
交
換
し
得
ら
れ
る
限
り
、
郁
ち
他
の
対
象
を
獲

八
六



八
七

得
す
る
為
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
限
り
、
あ
る
意
味
に
於
て
貨
幣
で
あ
る
。
か
よ
る
手
段
と
し
て
の
意
味
が
、

特
に
顕
著
と
た
る
に
従
っ
て
、
そ
の
対
象
の
個
有
の
債
値
と
結
合
し
つ

4
、
貨
幣
の
機
能
が
現
わ
れ
る
°
貨
幣
の
機
能
は
、
最
初
素
材
の

対
象
債
値
に
支
持
せ
ら
れ
て
成
立
す
る
が
、
そ
の
機
能
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
対
象
債
値
よ
り
解
放
さ
れ
る
。
而
し
て
貨
幣
の

機
能
債
値
が
遂
に
そ
の
対
象
債
値
を
征
服
し
て
純
粋
た
象
微
的
意
味
を
取
得
す
る
に
至
つ
て
、
貨
幣
は
経
済
慎
値
の
純
粋
な
表
塊
と
な
る

の
で
あ
る
。
こ
上
に
於
て
貨
幣
の
機
能
と
し
て
、
第
一
に

i

般
的
交
換
手
段
で
あ
る
事
が
、
そ
し
て
第
二
に
債
値
の
客
観
的
表
硯
で
あ
る

事
が
あ
げ
ら
れ
る
°
併
し
こ
の
二
つ
の
機
能
は
、
貨
幣
に
於
て
別
々
に
は
た
ら
く
の
で
は
な
い
。
貨
幣
が
交
換
手
段
と
し
て
、
純
粋
な
象

徴
的
意
味
を
持
つ
の
は
、
そ
れ
が
債
値
を
数
訛
的
関
係
に
於
て
、
客
観
的
に
表
現
す
る
か
ら
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
貨
幣
が
債
値
の
客

観
的
表
現
で
あ
る
の
は
、
貨
幣
が
純
梓
に
交
換
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
一
般
的
交
換
手
段
と
債
値
の
客
鍋
的
表
現

と
は
、
同
一
機
能
の
相
異
る
二
面
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
の
機
能
を
、
そ
れ
自
身
の
中
に
統
一
す
る
事
に
よ
っ
て
、
貨
幣
は
債
値
及

び
経
済
に
対
し
て
、
重
要
な
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。
郎
ち
貨
幣
が
交
換
を
媒
介
す
る
一
般
的
手
段
と
な
る
に
よ
っ
て
、
相
互
提
供
に
よ

る
経
済
の
債
値
形
成
の
過
程
が
無
限
に
進
展
す
る
と
共
に
、
貨
幣
が
債
値
を
数
輩
的
に
表
現
す
る
に
よ
つ
て
、
経
済
債
値
の
客
観
化
の
過

程
が
完
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
交
換
経
済
は
、
貨
幣
経
済
と
し
て
発
展
し
、

(
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抵
的
に
表
現
せ
ら
れ
、
償
格
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
於
て
私
は
、
債
値
論
の
認
識
論
的
考
察
よ
り
出
発
し
、
経
済
償
値
の
論
碑
的
意
義
を
確
定
す
る
と
共
に
、
債
値
形
成
の
形
式
と

し
て
、
生
産
、
交
換
、
経
済
~
債
格
、
貨
幣
等
の
諸
概
念
を
展
開
し
た
。
経
済
生
活
は
償
値
生
活
で
あ
り
、
債
値
と
経
済
と
は
相
互
概
念

で
あ
る
0

償
値
は
経
済
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
、
客
観
化
さ
れ
る
と
同
時
に
、
経
済
は
債
値
の
客
観
性
に
基
い
て
、
合
理
的
な
生
活
の
秩
序

経
済
学
範
踏
論
の
問
題

一
切
の
経
済
償
値
は
、
貨
幣
に
よ
つ
て
客
観
的
数

i

定
の
対
象
に
於
て



経
済
学
範
嗜
論
の
問
題

に
組
織
さ
れ
る
°
欲
求
の
対
象
と
し
て
見
出
さ
れ
た
債
値
は
~
生
産
及
び
交
換
に
よ
っ
て
客
観
化
さ
れ
る
。
こ
の
客
観
化
の
過
程
に
於
て

、
債
値
の
経
済
性
と
同
時
に
、
経
済
の
債
値
性
が
成
立
す
る
。
債
値
が
経
済
的
相
互
性
に
於
て
成
立
す
る
に
よ
り
、
債
値
は
債
格
と
一
致

す
る
が
，
佃
値
を
し
て
債
格
た
ら
し
め
る
貨
幣
は
、
経
済
債
値
を
純
粋
た
概
念
性
に
於
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
°
貨
幣
に
よ
つ
て
、
債

値
の
客
観
化
は
完
成
さ
れ
、
債
値
は
数
彙
的
表
現
を
得
て
、
債
格
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
之
等
の
諸
概
念
は
、
経
済
学
の
根
本
概
念
で
あ

り
、
経
済
学
的
認
識
の
先
天
的
概
念
、
郎
ち
範
疇
で
あ
る
。
か
4
る
範
疇
を
、
論
瑯
的
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
前
提
す
る
に
よ
っ
て
の
み
、

経
済
学
の
概
念
構
成
は
可
能
と
な
り
、
経
済
生
活
は
、
経
済
学
の
対
象
と
し
て
確
立
さ
れ
る
の
め
で
あ
る
°
貨
幣
が
債
値
形
成
の
最
後
の

段
階
で
あ
り
、
経
済
債
値
の
純
粋
形
式
で
あ
る
事
か
ら
、
貨
幣
を
以
つ
て
経
済
学
の
中
心
概
念
と
た
し
、
経
済
学
的
認
識
の
唯

l

の
論
理

的
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
と
す
る
所
に
、
貨
幣
中
心
説
が
生
れ
る
0

併
し
貨
幣
は
、
経
済
学
の
唯

l

の
範
疇
で
は
な
い
°
貨
幣
と
債
値
と
は

双
関
概
念
で
あ
り
、
債
値
を
肉
在
的
契
機
と
す
る
事
た
く
し
て
は
、
貨
幣
概
念
は
可
能
と
な
ら
た
い
。
こ
の
関
係
は
、
他
の
範
疇
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
っ
℃
、
経
済
学
の
諸
範
疇
は
、
相
互
に
他
に
依
存
し
つ

4
、
経
済
学
の
論
理
的
ア
プ
リ
オ
リ
と
な
る
。
対
象
の
相
互
規
定

が
、
償
値
及
び
経
済
を
成
立
せ
し
め
る
と
同
様
に
、
経
済
学
の
諸
範
疇
は
．
、
相
互
に
関
連
、
依
属
す
る
事
に
よ
つ
て
の
み
、
経
済
学
的
認

識
を
可
能
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
上
に
於
て
経
済
学
範
疇
論
は
、
範
疇
の
体
系
を
求
め
、
経
済
学
の
諸
範
疇
は
、
そ
の
相
互
関
係
に

於
て
、
体
系
的
に
組
織
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

経
済
学
の
諸
範
疇
は
、
経
済
学
の
依
つ
て
立
つ
論
狸
的
根
拠
で
あ
る
か
ら
、
経
済
学
自
身
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
る
事
は
出
来
た
い
°
経

済
学
は
範
疇
論
の
問
題
を
、
経
済
哲
学
に
任
さ
ね
ば
た
ら
た
い
0

然
る
に
範
疇
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
可
能
と
な
る
経
験
的
認
識
に
よ
つ
て
、

内
容
的
に
制
約
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
経
済
学
的
範
疇
は
、
経
済
学
を
賠
れ
て
超
越
的
に
構
成
す
る
事
は
出
来
た
い
°
哲
学
は
科
学
の
事

八
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実
を
前
提
す
る
の
み
た
ら
す
、
科
学
に
よ
つ
て
内
容
的
に
制
約
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
関
係
は
範
疇
論
に
於
て
最
も
緊
密
で
あ
る
°
範
疇

諭
は
、
哲
学
と
科
学
と
の
限
界
領
域
で
あ
り
、

冤
経
済
学
の
範
疇
は
、
経
済
的
認
識
の
内
在
的
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
り
、
経
済
学
を
超
越
す
る
と
同
時
に
之
に
内
在
し
て
い
る
。
経
済
学

の
方
法
及
び
認
識
目
的
は
、
あ
る
程
度
ま
で
、
認
識
論
及
び
方
法
論
一
般
か
ら
、
先
験
論
理
学
的
に
演
繹
せ
ら
れ
る
が
、
経
済
学
の
範

疇
は
、
ど
こ
ま
で
も
経
済
学
的
認
識
の
事
実
に
抑
し
て
、
先
験
心
理
学
的
に
構
成
せ
ら
れ
ね
ば
た
ら
た
い
。
こ
ょ
に
経
済
学
範
疇
論
の
、

特
殊
の
意
義
と
困
難
と
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
経
済
学
範
疇
論
は
、
経
済
学
認
識
論
に
と
つ
て
、
股
後
の
そ
し
て
最
も
困
難
な
問
題
で
あ

る
。
本
論
に
於

c
私
の
流
べ
た
所
は
、
菫
・
に
こ
の
問
題
の
所
在
と
、
解
決
の
方
向
と
を
示
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
完
成
は
今
後
の
研

(
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究
に
侯
た
ね
ば
た
ら
た
い
。

W
i
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(

2

)

債
値
概
念
の
理
解
に
関
し
て
．
冠
は
ジ
メ
ル

(
G
e
o
r
g
S
i
m
m
e
l
)

の
思
想
か
ら
、
多
く
の
点
を
学
ん
だ
。
ジ
ン
メ
ル
は
債
値
及
び
貨
幣
の
本
質

を
・
人
間
生
活
の
根
本
形
式
で
あ
る
相
互
作
用
か
ら
理
解
す
る
と
共
に
｀
経
済
的
相
互
性
の
純
粋
表
現
と
し
て
の
貨
幣
の
機
餌
か
ら
・
人
間
生

活
の
本
質
を
把
握
せ
ん
と
し
た
。
従
つ
て
彼
の
「
貨
幣
一
の
哲
学
」
ぱ
｀
貨
幣
の
形
而
上
学
、
経
済
の
形
而
上
学
で
あ
る
。
私
ば
ジ
ン
メ
ル
の
債

値
論
か
ら
｀
そ
の
論
理
的
、
認
識
論
的
意
義
を
取
出
す
事
に
努
め
た
。

経
済
学
範
嗜
論
の
問
題

C
8
 
r
g
 Simmel• 

P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
des G
e
l
d
e
s
.
 5
.
 1
ー
ふ
1

w
e
l
t
 u
n
d
 s
e
i
n
e
n
 
Realit!it 

明
し
て
い
る
。

底
(

1

)

デ
イ
ル
ク
イ

(
W
i
l
h
e
m
D
i
l
t
h
e
y
)
 

こ
上
で
は
超
越
的
当
為
と
経
済
的
存
在
と
が
、
肉
在
的
意
味
に
よ
っ
て
結
合
せ
ら
れ

c
い

は
。
外
界
の
実
在
性
に
対
す
我
々
の
信
念
を
、
衝
動
或
は
意
・
志
が
抵
抗
．

八
元 妨

害
を
受
け
る
事
実
か
ら
脱



(
7
>

貨
幣
が
債
値
の
客
観
的
表
現
で
あ
る
と
い
う
事
は
｀
そ
れ
自
身
主
楓
的
な
債
値
が
．
貨
幣
に
よ
っ
て
始
め
て
客
攘
化
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は

な
い
。
債
値
は
経
済
に
よ
っ
て
庇
に
客
観
的
関
係
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
。
貨
幣
は
そ
の
数
量
的
表
現
を
以
つ
て
。
こ
の
客
欄
化
の

過
程
を
完
成
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
事
は
｀
一
切
の
対
象
は
｀
そ
れ
が
他
の
対
象
と
交
換
せ
ら
れ
る
限

b°

貨
幣
の
意
味
を
も
つ
て
い
る
と

言
う
事
に
対
応
す
る
。
心
踵
上
最
終
の
も
の
が
論
理
上
最
初
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
。
我
々
は
債
値
の
論
理
を
生
成
的
に
把
握
せ
ね
ば

(

8

)

紐
済
に
は
｀
債
値
の
創
造
と
債
値
の
形
成
と
い
う
二
つ
の
方
面
が
あ
る
。
経
済
学
範
嗜
論
は
｀
経
済
学
を
可
餌
な
ら
し
め
る
先
天
的
條
件
を
究

明
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
生
産
や
交
換
に
於
て
．
債
値
の
形
成
｀
債
値
の
客
観
化
の
形
式
を
求
め
る
°
之
に
反
し
て
経
済
の
形
而
上
学
に
於

て
は
、
債
値
の
生
産
性
．
創
造
性
が
問
題
で
あ
る
0

債
値
及
び
経
済
が
．
客
鑢
性
と
創
造
性
と
の
二
つ
の
意
味
を
も
つ
に
よ

b
｀
経
済
学
範
嗜

論
は
｀
認
識
論
と
形
而
上
学
と
の
結
合
点
と
な
る
°
併
し
之
等
の
問
題
に
立
入
る
の
は
｀
別
の
機
会
に
隣
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

6

)

 

(

5

)

 紐
済
学
範
疇
論
の
問
題

(

3

)

主
鐵
か
ら
距
離
に
於
て
欲
求
の
対
象
と
し
て
見
出
さ
れ
た
債
値
が
｀
債
値
の
可
餌
性
に
過
ぎ
な
い
事
は
．
ホ
中
の
魚
や
．
空
飛
ぶ
鳥
が
．
現
実

の
経
済
債
値
で
な
い
と
い
う
事
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
°
之
等
の
対
象
が
現
実
の
経
済
債
値
と
な
る
に
は
．
距
離
や
障
害
が
克
服
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
°
欲
望
と
稀
少
性
と
だ
け
で
ぱ
債
値
は
生
れ
な
い
。
債
値
は
経
済
に
よ
っ
て
始
め
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

(
4
）
ア
ダ
ム
菖

k̀
‘
、
ス

(
A
d
a
m
S
m
i
t
h
)

は
こ
4

で
労
働
を
債
値
実
現
の
手
段
と
し
て
説
い
て
い
る
が
．
併
し
彼
に
と
つ
て
．
労
働
は
富
．
即
ち

債
値
の
源
泉
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
マ
ル
ク
K

は
そ
の
労
働
債
値
翫
を
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

K
a
n
t
,
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4
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 7
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k
g
 
t
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ibid, 
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S
甘

1D1el,
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S
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 4
5
 

な
ら
な
い
。

九
〇




