
古
典
学
派
の
二
つ
の
貿
易
理
論

井
　
上

次
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古
典
学
派
の
貿
場
理
論
と
い
う
と
、
ひ
と
は
比
較
生
産
費
説
（
掌
８
ｑ
◎
；
◎
昌
り
胃
き
き
Ｏ
◎
。
り
；
２
昌
２
２
昌
一
皇
８
ｈ
げ
３
二
◎
昌
－

寝
『
き
く
彗
？
◎
２
葦
◎
易
斤
邑
彗
一
↓
ま
◎
着
書
８
睾
ｑ
ｏ
買
◎
旨
２
８
８
昌
り
彗
き
き
）
を
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
そ
れ
ほ
ど
比
較
生
産

費
説
は
古
典
学
派
と
固
く
結
び
つ
げ
ら
れ
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
著
名
な
比
較
生
産
費
説
は
、
古
典
学
派
に
と
っ
て
、

同
学
派
の
開
祖
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以
来
の
伝
統
と
い
う
わ
げ
で
は
な
い
。
数
多
く
の
古
典
学
派
の
他
の
諾
理
論
が
い
ず
れ
も
そ
の
源

を
始
祖
ア
ダ
ム
．
ス
、
、
・
ス
に
発
し
て
い
る
の
に
１
対
し
、
比
較
生
産
費
説
は
こ
の
点
で
甚
だ
趣
を
異
に
し
て
い
る
。

　
比
較
生
産
費
説
は
普
通
『
リ
カ
ア
ド
オ
の
理
論
」
の
名
を
も
っ
て
喧
伝
さ
れ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
と
リ
カ
ア
ド
オ
は
同
じ
学
派
に
属

す
る
と
い
う
も
の
の
、
本
来
類
型
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
の
学
者
で
あ
っ
て
、
リ
カ
ア
ド
オ
が
理
論
の
精
徴
統
一
に
秀
で
て
い
る
の
に

対
し
て
、
ス
ミ
ス
は
想
華
の
多
彩
絢
燭
を
も
っ
て
鳴
っ
て
い
る
。
リ
カ
ア
ド
オ
は
問
題
を
一
つ
一
つ
つ
ぎ
つ
め
て
考
え
抜
く
て
い
の

思
想
宗
で
そ
の
理
論
は
局
限
的
、
純
理
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
問
題
の
処
斑
が
い
ち
じ
る
し
く
多
面
的
で
、
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

っ
て
そ
の
理
論
は
多
面
的
、
包
括
的
で
あ
る
こ
と
が
、
両
者
の
こ
よ
な
い
対
照
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
特
色
は
、
貿
易
理
論
の
考
察
に
つ
い
て
も
、
如
実
に
現
わ
れ
て
い
る
。
リ
カ
ア
ド
オ
の
貿
場
理
論
は
、
い
わ
ゆ
る
比
較
生
産

　
　
　
　
古
典
学
派
の
二
つ
の
貿
易
埋
論
（
井
上
）
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八
六
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二
　
　
（
五
八
七
）

費
説
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
彼
の
貿
易
理
論
が
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
首
尾
一
貫
し
た
結
構
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
比
較
生
産
費
説
の
創
始
者
た
る
栄
誉
が
彼
に
与
え
ら
れ
た
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
ス
ミ
ス
の
『
諸
国
民
の
富
』
の
中
に
お
い
て
も
、
比
較
生
産
費
説
の
萌
芽
形
態
と
目
さ
る
べ
ぎ
見
解
が
、
散
見
さ
れ

ぬ
で
も
な
い
。
た
と
え
ぱ
、
ス
ミ
ス
が
、
同
書
の
第
一
編
、
第
一
章
『
分
業
に
っ
い
て
』
と
題
す
る
箇
所
で
、

　
「
実
際
の
と
こ
ろ
、
も
っ
と
も
富
裕
な
諸
国
民
は
、
農
業
に
お
い
て
も
製
造
業
に
お
い
て
も
、
一
般
に
そ
の
す
べ
て
の
隣
国
民
を
し
の
い
で
い
る
が
、

　
か
れ
ら
は
前
者
よ
り
も
後
者
の
優
越
性
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
他
を
ひ
き
は
な
す
の
が
ふ
っ
う
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
土
地
は
、
一
般
に
よ
く
耕
作
さ
れ
、

　
ま
た
比
較
的
多
く
の
労
働
や
費
用
が
そ
れ
に
つ
い
や
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
面
積
や
そ
の
白
然
的
多
産
性
の
割
合
に
は
比
較
的
多
く
生
産
す
る
。
し
か

　
し
、
生
産
の
こ
の
優
越
性
が
労
働
や
費
用
の
割
合
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
農
業
に
お
い
て
は
、
宙
国
の
労
働
が
必
ず
し
も
っ

　
ね
に
貧
国
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
生
産
的
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
し
、
す
く
な
く
と
も
製
造
業
で
ふ
っ
う
そ
う
で
あ
る
ほ
ど
、
は
る
か
に
生
産
的

　
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
富
国
の
穀
物
は
、
そ
の
品
質
が
同
一
程
度
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
っ
ね
に
貧
国
の
そ
れ
よ
り
も
安
魎
に
市
場
へ

　
で
ま
わ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
は
、
す
ぐ
れ
て
富
裕
で
迭
少
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
穀
物
は
、

　
そ
の
品
質
が
同
一
程
度
で
あ
れ
ぼ
、
フ
ラ
ソ
ス
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
安
価
で
あ
る
。
た
と
え
フ
ラ
ノ
ス
は
、
そ
の
富
裕
や
進
歩
に
お
い
て
、
お
そ

　
ら
く
は
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
に
劣
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
フ
ラ
ソ
ス
の
殻
物
は
、
穀
産
諦
地
方
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
穀
物
と
ま
っ
た
く
同
品
質
で
、

　
た
い
て
い
の
年
に
は
ほ
ぼ
同
一
の
価
格
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
イ
ソ
グ
ラ
ン
ド
の
穀
産
地
は
、
フ
ラ
ソ
ス
の
そ
れ
よ
り
も
よ
く
耕
作
さ
れ
て
お
り
、

　
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
穀
座
地
は
、
ホ
ー
ラ
ソ
ド
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
よ
く
耕
作
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
貧
国
は
、
そ
の
耕
作

　
で
は
劣
っ
て
い
て
も
、
な
お
穀
物
の
安
価
や
舳
賃
に
お
い
て
は
、
あ
る
程
度
ま
で
當
国
に
匹
敵
で
き
る
が
、
そ
の
も
ろ
も
ろ
の
製
造
業
に
お
い
て
は
、

　
こ
の
よ
う
競
争
が
で
き
る
な
ど
と
主
張
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
な
い
し
、
す
く
な
く
と
も
、
そ
れ
ら
の
製
造
業
が
富
国
の
地
味
．
気
候
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
位
置
に
適
合
し
て
い
る
ば
あ
い
は
そ
う
で
あ
る
」

と
い
っ
た
、
た
ぐ
い
で
あ
る
、
、

那
ナ
よ
、

立
口
■
フ
～

だ
が
、
ス
ミ
ス
は
、

こ
の
見
方
を
ぱ
、
こ
れ
以
上
追
究
し
て
は
い
な
い
。

そ
れ
と
は
異
な
る
綴
点
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
、

彼
の
貿
場
理
論
の
士
上
た
る



（
１
）
　
拙
著
、
リ
カ
ア
ド
オ
貿
易
論
の
研
究
、
三
和
書
房
、
参
照
。

（
２
）
　
か
っ
て
、
比
較
生
産
費
説
の
創
始
者
は
詐
か
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て
、
論
争
が
交
わ
さ
れ
、
学
界
を
賑
し
た
こ
と
、
か
あ
る
。
ロ
バ
ア
ト
・

　
ト
レ
ソ
ズ
射
Ｏ
訂
ユ
弓
◎
冒
０
易
（
ミ
Ｏ
。
◎
Ｉ
Ｈ
Ｏ
。
置
）
を
推
す
も
の
と
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ア
ド
オ
Ｕ
～
く
己
霞
８
＆
◎
（
ミ
Ｓ
１
富
８
）
を
挙
げ
る
も

　
の
と
に
分
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
自
説
を
主
張
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。
後
年
、
ヂ
ェ
イ
・
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
－
く
ぎ
實
が
、
こ
れ
等
の
論
争
を
回
顧
し
て
、

　
　
「
そ
の
学
説
の
可
た
り
満
足
な
規
定
を
発
表
し
た
点
に
お
い
て
は
、
ト
レ
ソ
ズ
は
明
ら
か
に
リ
カ
ア
ド
オ
に
先
ん
じ
て
い
た
。
だ
が
、
リ
カ

　
ア
ド
オ
こ
そ
は
、
そ
の
学
説
に
、
そ
れ
に
相
応
し
い
重
味
を
与
え
た
最
初
の
人
で
あ
る
と
い
う
名
誉
を
担
う
権
利
の
あ
る
こ
と
は
、
疑
を
宥
れ

　
た
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
学
説
に
適
当
な
位
置
を
占
め
さ
せ
た
最
初
の
人
は
彼
で
あ
り
、
経
済
学
者
の
一
般
的
容
認
を
か
ち
え
さ
せ
た
の
も

　
彼
で
あ
る
か
ら
」
、
（
－
５
尾
■
○
っ
巨
畠
窃
ぎ
亭
ｏ
↓
ぎ
◎
ｑ
ｏ
｛
Ｈ
算
撃
量
饒
◎
畠
Ｈ
弓
ｓ
註
Ｌ
８
べ
ら
．
産
Ｎ
．
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
肯
一
緊

　
を
得
た
言
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
時
の
前
後
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
ト
レ
ン
ズ
の
方
が
リ
カ
ァ
ド
オ
よ
り
や
や
早
か
っ
た
。
だ
が
、

　
こ
の
理
論
は
、
リ
カ
ア
ド
オ
の
経
済
学
者
と
し
て
の
名
声
と
相
侠
っ
て
一
世
に
喧
伝
さ
れ
、
彼
の
後
継
者
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
リ
カ
ア
ド
オ
の
経
済
学
者
と
し
て
の
重
さ
が
一
般
の
容
認
を
得
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
而
も
、
況
ん
や
、
ト
レ
ン
ズ
の
見
解
は
、
特

　
に
そ
の
初
期
の
も
の
は
、
素
朴
に
過
ぎ
、
理
論
の
把
握
も
不
た
し
か
で
、
し
ぼ
し
ば
そ
の
意
義
と
内
容
と
に
関
し
て
混
乱
を
招
い
て
い
る
に
お

　
い
て
を
や
。
だ
か
ら
、
リ
カ
ア
ド
オ
を
比
較
生
産
費
説
の
創
姶
寿
と
称
し
た
か
ら
と
て
、
強
ち
し
も
牽
強
附
会
の
識
を
ば
受
け
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
比
校
生
脱
費
説
を
『
リ
カ
ア
ド
オ
理
論
』
の
名
を
以
て
呼
ぶ
所
以
で
あ
る
ビ

（
３
）
　
声
夢
冒
ｃ
っ
冒
岸
Ｆ
弓
亭
考
窒
Ｈ
；
◎
｛
く
◎
巨
◎
易
一
弓
訂
竃
◎
宗
；
巨
げ
Ｈ
ｐ
ｑ
向
２
饒
◎
Ｐ
暑
・
ｏ
ー
べ
・
大
内
兵
衛
、
松
川
七
郎
訳
、
杵
波
文

　
咋
版
「
諦
旧
民
の
常
」
Ｈ
、
一
〇
三
－
一
〇
四
頁
。

　
　
も
っ
と
も
、
こ
の
文
車
に
す
ぐ
続
い
て
、

　
　
「
フ
ラ
ン
ス
の
納
織
物
が
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
の
そ
れ
よ
り
も
優
良
で
安
伽
で
あ
る
の
は
、
す
く
た
く
と
も
、
原
料
舳
糸
の
灼
入
に
高
税
、
か
燃
せ
ら

　
れ
て
い
ろ
班
状
に
お
い
て
は
、
絹
織
物
茱
が
フ
ラ
ン
ス
の
ぼ
あ
い
ほ
ど
イ
ン
グ
ラ
ノ
ド
の
（
刈
候
に
十
分
適
く
〕
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
ゐ
。
し
か

　
し
、
イ
ソ
グ
ラ
ノ
ド
の
金
物
や
机
モ
モ
織
物
は
、
フ
ラ
ソ
ス
の
そ
れ
ら
と
は
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
す
ぐ
れ
て
お
り
、
同
一
釈
度
の
舳
皿

　
で
あ
れ
ば
安
伽
で
も
あ
る
」

　
と
述
べ
、
絶
村
的
牛
咋
炊
の
一
－
場
か
ら
の
見
解
．
か
披
淋
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
視
る
と
、
ス
ミ
ス
は
、
ど
の
秤
皮
に
そ
れ
を
惹
識
し
て
い
た

　
か
は
さ
だ
か
で
は
な
い
、

古
典
学
派
の
二
つ
の
貿
功
理
論
（
井
上
）

三
　
　
　
（
五
八
八
）
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四
　
　
（
五
八
九
）

二

　
そ
れ
で
は
、
ス
ミ
ス
は
、
お
も
に
、
ど
う
い
う
観
点
か
ら
、
貿
易
理
論
を
展
開
し
て
い
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
集
中
的
な

表
現
を
、
次
の
章
句
に
看
出
す
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。

　
「
外
国
貿
易
の
行
わ
れ
る
い
か
な
る
場
所
の
問
に
お
い
て
も
、
そ
れ
等
の
場
所
は
悉
く
外
国
貿
易
か
ら
二
っ
の
異
な
る
利
益
を
得

る
。
貿
昆
は
、
そ
れ
等
の
場
所
の
土
地
と
労
働
の
生
産
物
の
う
ち
で
、
そ
の
場
所
で
は
需
要
の
な
い
余
剰
部
分
を
持
ち
だ
し
、
そ
の

代
り
に
、
需
要
の
存
す
る
な
ん
等
か
の
他
の
物
を
持
っ
て
帰
る
。
貿
場
は
、
余
剰
物
を
ば
、
そ
の
場
所
の
需
要
の
一
部
分
を
充
た

し
享
楽
を
ぱ
増
す
こ
と
の
で
き
る
他
の
な
ん
等
か
の
物
と
交
換
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
余
剰
物
に
価
値
を
付
与
す
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
内
国
市
場
が
狭
隆
で
も
、
技
共
も
し
く
は
製
造
業
の
い
か
な
る
特
定
郁
門
の
分
業
も
、
最
高
度
に
完
成
さ
れ
る
こ
と
を
、
妨

げ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
内
国
の
消
費
を
超
過
す
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
等
の
場
所
の
労
働
の
生
産
物
の
い
か
な
る
部
分

に
対
し
て
も
、
一
層
広
汎
な
市
場
を
閑
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
域
を
力
づ
げ
て
そ
の
生
産
力
を
改
善
し
、
そ
の
年
々
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

産
額
を
枢
皮
に
ま
で
州
加
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
杜
会
の
真
の
収
入
と
富
と
を
増
大
す
る
。
」

　
ス
ミ
ス
の
見
解
に
拠
る
と
、
国
際
貿
易
な
る
も
の
は
、

　
一
　
同
内
市
場
の
狭
隆
さ
を
克
服
し
、
内
因
の
需
要
を
超
過
す
る
余
剰
物
に
対
し
て
、
版
路
を
捉
供
す
る
も
の
で
あ
り
、

　
二
　
分
業
を
改
善
し
、
そ
の
旧
の
生
産
性
の
一
般
水
準
定
＾
め
る
、

も
の
な
の
で
あ
る
。
　
ｐ
く
丘
暮
は
、
ス
ミ
ス
の
貿
泌
理
論
の
巾
に
潜
ん
で
い
る
こ
の
二
つ
の
概
念
を
弁
別
し
、
　
一
方
は
『
余

剰
物
捌
げ
口
』
説
（
｝
ｏ
４
彗
；
ｇ
。
。
；
勺
一
易
、
亭
８
ｑ
）
と
名
づ
げ
う
る
理
沽
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
は
『
生
産
力
．
一
脱
（
亭
。



、
肩
Ｏ
き
Ｏ
饒
己
ｑ
、
享
８
ｑ
）
と
坪
び
う
る
理
論
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
な
し
て
い
る
。

　
リ
カ
ア
ド
オ
の
見
地
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
。
彼
は
、
国
際
貿
貿
の
成
立
と
利
益
を
、
一
貫
し
て
比
較
生
産
費
の
原
理
に
も
と
め

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国
際
閉
の
商
品
の
移
動
に
は
、
二
つ
の
場
合
が
あ
る
。
一
つ
は
そ
の
商
品
が
こ
れ
を
輸
入
す
る
因
で
は
ま
っ

た
く
生
産
さ
れ
え
な
い
場
合
で
あ
り
、
他
は
そ
の
商
品
が
こ
れ
を
輸
入
す
る
国
に
お
い
て
も
生
産
さ
れ
う
る
場
合
で
あ
る
。
白
同
に

お
い
て
生
産
さ
れ
え
な
い
商
品
に
対
す
る
需
要
を
充
た
そ
う
と
す
れ
ぱ
、
こ
れ
を
生
産
す
る
こ
と
の
で
き
る
国
か
ら
輸
入
す
る
以
外

に
て
が
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
種
の
商
品
が
国
際
問
に
取
引
さ
れ
る
こ
と
に
っ
い
て
は
、
格
別
論
議
の
必
要
も
あ
る
ま
い
。
問
題
に

な
る
の
は
、
第
二
の
種
類
の
商
品
で
あ
る
。
リ
カ
ァ
ド
オ
が
も
っ
ぱ
ら
考
察
す
る
の
も
、
い
う
ま
で
な
く
、
こ
の
第
二
の
種
類
の
商

品
を
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
の
貿
場
で
あ
る
。

　
リ
ヵ
ア
ド
ォ
は
、
国
際
貿
易
は
必
ず
し
も
生
産
費
の
絶
対
的
相
違
を
必
要
と
せ
ず
、
そ
の
相
対
的
棚
違
さ
え
あ
れ
ぱ
起
り
う
る
と

考
え
、
そ
の
主
著
、
　
『
経
済
学
お
よ
び
租
税
の
諾
原
理
」
（
雫
ぎ
芭
窃
◎
｛
勺
◎
；
Ｓ
一
厚
冒
◎
冒
Ｋ
彗
ｑ
↓
翼
き
昌
二
。
。
Ｈ
べ
．
）
の
第
七
章
、

「
外
国
貿
場
に
っ
い
て
』
と
題
す
る
箇
所
に
お
い
て
、
か
の
著
名
な
比
較
生
産
費
説
を
展
開
し
て
い
る
。
リ
カ
ァ
ド
オ
は
、
数
例
を

用
い
て
、
こ
れ
を
説
閉
す
る
。

　
彼
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
イ
ギ
リ
ス
と
を
例
に
採
り
、
い
ず
れ
の
同
も
羅
紗
と
葡
萄
洲
を
生
産
す
る
こ
と
が
で
ぎ
、
し
か
も
ポ
ル
ト

ガ
ル
が
両
肘
貨
と
も
そ
の
生
産
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
に
優
る
場
合
に
、
は
た
し
て
貿
場
が
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。
か
よ

う
な
場
合
で
も
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
両
財
貨
の
優
越
度
が
異
な
る
時
は
、
も
し
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
羅
紗
の
生
産
よ
り
は
葡
萄
酒
の
酸
逃
に

お
い
て
一
胴
膀
る
場
八
〕
に
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
葡
萄
酒
の
生
産
に
特
化
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
羅
紗
の
生
陸
に
専
ら
当
り
、
互
に
そ
の
生

産
物
を
交
換
し
八
ｎ
う
こ
と
と
に
な
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
か
く
す
る
こ
と
が
、
ｎ
因
で
こ
れ
を
化
雌
す
る
よ
り
も
、
よ
り
多
最
の

　
　
　
　
市
典
学
派
の
二
つ
の
貿
場
理
論
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
（
五
九
〇
）
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六
　
　
（
五
九
一
）

財
貨
を
入
手
し
う
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
国
際
貿
易
で
あ
る
、
と
リ
カ
ア
ド
オ
は
い
う
。

　
以
上
の
リ
カ
ァ
ド
オ
の
珊
論
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
一
　
一
国
が
二
商
品
の
生
産
に
お
い
て
、
他
国
に
較
べ
て
絶
対
的
に
優
越
し
、
し
か
も
そ
の
一
商
品
が
他
商
品
よ
り
も
生
産
上
よ

　
　
り
大
な
る
優
魁
性
を
も
っ
時
は
、
そ
の
国
は
前
者
を
生
産
し
後
者
を
輸
入
す
る
こ
と
が
有
利
で
あ
る
。

　
二
　
一
国
が
一
、
崎
品
の
生
陸
に
お
い
て
、
他
国
に
較
ぺ
て
絶
対
的
に
劣
勢
で
、
し
か
も
そ
の
一
商
品
が
他
商
品
よ
り
も
生
産
上
よ

　
　
り
大
な
る
劣
皮
を
も
っ
時
は
、
そ
の
囚
は
前
者
を
楡
入
し
後
者
を
生
陸
す
る
こ
と
が
有
利
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
国
際
貿
坊
を
決
定
す
る
も
の
は
、
生
産
貰
の
『
比
較
的
相
違
』
（
８
旨
ｏ
實
き
毒
２
弐
ｇ
ｇ
８
。
っ
）
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
リ
カ
ァ
ド
オ
は
、
一
国
が
他
国
に
比
し
て
崎
品
の
生
産
上
絶
対
的
に
優
越
す
る
場
令
に
お
い
て
も
、
な
お

甘
っ
他
国
か
ら
商
舳
を
愉
入
し
、
両
国
の
閉
に
貿
易
の
成
立
す
る
所
以
を
閉
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
こ
に
、
ま
た
、
彼
は
、
因
内
商

茱
と
困
際
貿
易
と
の
相
違
を
認
め
る
。
だ
か
ら
、

　
「
一
旧
内
に
お
い
て
猪
貨
物
の
相
対
…
帷
を
支
紀
す
る
同
じ
視
則
は
、
二
国
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
国
の
…
に
交
換
さ
れ
る
渚
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

物
の
杣
対
…
他
を
支
削
す
る
も
の
で
は
な
い
」
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ス
ミ
ス
と
リ
ヵ
ア
ド
オ
は
、
向
じ
ソ
派
に
属
し
、
Ｈ
じ
広
統
に
悼
さ
す
学
者
で
は
あ
る
げ
れ
ど
、
こ
と
国
際
貿
易
に
閑
し
て
は
、

両
碩
学
の
考
え
方
は
、
か
よ
う
に
い
ち
じ
る
し
く
典
な
っ
て
い
る
。
貿
功
の
起
閑
や
利
益
に
っ
い
て
、
両
学
者
の
諭
ず
る
と
こ
ろ
は
、

独
型
を
火
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
逃
、
口
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
に
閑
し
て
、
北
川
教
授
も
、
ス
ミ
ス
の
賞
易
火
論
に

は
莇
態
沽
と
杵
態
的
均
衡
分
析
が
蛇
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
ス
ミ
ス
の
生
産
力
効
果
に
、
従
っ
て
ま
た
輪
出
効
皿
八
に
重



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

点
を
お
く
立
場
を
、
リ
カ
ァ
ド
オ
の
輸
入
効
果
に
多
く
比
重
を
お
く
立
場
と
対
比
し
て
、
注
目
す
べ
き
研
究
を
征
し
て
い
る
つ

　
く
旨
斗
も
ま
た
、
国
際
貿
場
の
た
め
の
「
特
化
」
（
。
。
肩
ｏ
巨
芽
＝
ｇ
）
の
解
釈
が
、
　
生
産
力
説
と
比
較
生
産
費
説
と
で
は
異
な
っ
て

い
る
と
な
し
、
次
の
よ
う
に
い
う
、

　
一
　
比
較
生
産
費
説
で
は
、
特
化
は
、
貿
日
勿
国
の
一
定
の
資
源
と
技
術
と
の
う
え
に
構
成
さ
れ
る
静
態
的
な
生
産
可
能
曲
線
に
沿

　
　
り
て
移
動
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
生
産
力
説
は
、
こ
れ
を
ぱ
、
市
場
の
範
囲
を
拡
げ
、
分
業

　
　
の
機
会
を
増
し
て
、
労
働
者
の
熟
練
と
技
巧
を
高
め
、
技
術
革
新
を
促
し
、
こ
れ
ま
で
技
術
的
に
為
し
得
な
か
っ
た
こ
と
も
成

　
　
し
遂
げ
さ
せ
、
か
よ
う
に
し
て
、
一
般
に
、
貿
易
を
行
う
国
を
し
て
収
益
を
殖
や
し
経
済
を
発
展
さ
せ
る
動
力
と
な
る
と
看
る

　
　
の
で
あ
る
。

　
二
　
比
較
生
産
費
説
で
は
、
特
化
を
資
源
の
再
配
置
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
完
全
に
転
換
の
で
ぎ
る
過
程
な
の

　
　
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
流
の
考
え
方
で
は
、
特
化
の
過
程
は
、
一
国
の
生
産
構
造
を
輸
出
需
要
に
適
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
　
す
る
よ
う
に
造
り
直
す
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
容
易
に
は
転
換
さ
れ
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
＞
ｑ
Ｐ
８
．
○
つ
一
８
．
斗
プ
ー
　
↓
フ
ｏ
タ
、
ｏ
州
白
算
－
ｏ
ｈ
７
～
巨
◎
箏
ｏ
ｏ
－
　
弓
プ
ｏ
く
ｏ
ら
ｏ
『
目
－
－
一
Ｕ
『
與
『
く
向
ｐ
｛
＝
ｏ
箏
一
〇
斤
・
　
Ｈ
く
－
　
Ｏ
プ
・
　
ピ
　
Ｐ
仁
Ｈ
岬
．

　
　
『
余
剰
物
捌
け
口
説
」
に
閑
し
て
は
、
「
諸
国
氏
の
富
』
の
第
二
編
・
第
五
市
に
も
同
岨
旨
の
記
蚊
が
あ
る
、

　
　
　
　
「
あ
ろ
特
定
潅
業
郁
門
の
生
唯
物
が
、
そ
の
国
の
需
要
が
必
要
と
す
る
以
上
に
た
る
ば
あ
い
に
は
、
こ
の
剰
余
は
海
外
に
送
ら
れ
、
国
内
で

　
　
沽
婁
さ
れ
る
な
に
も
の
か
と
交
挟
さ
れ
た
け
れ
ぼ
た
ら
た
い
。
こ
の
よ
う
な
輪
出
が
お
こ
な
わ
れ
た
い
な
ら
ぼ
、
そ
の
困
の
牛
唯
的
労
働
の
一

　
　
淋
は
必
ず
於
息
し
、
そ
の
年
々
の
生
潅
物
の
価
帷
は
減
少
す
る
。
大
ブ
リ
テ
ソ
の
土
地
お
よ
び
労
働
は
、
一
般
に
閑
内
市
場
が
必
要
と
す
る
以

　
　
上
に
、
穀
物
・
て
織
物
お
よ
び
金
物
類
を
生
陸
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
余
剰
郁
分
は
、
海
外
に
一
一
込
ら
れ
、
因
内
で
｝
要
さ
れ
る
な
に
も

　
　
の
か
と
交
換
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
剰
余
が
そ
の
牛
陸
に
要
す
る
労
働
と
縦
費
と
を
つ
ぐ
な
う
こ
た
り
ろ
岬
他
を
雌
得
し
う
る
の
は
、

　
　
こ
の
よ
う
な
愉
川
を
媒
介
と
し
て
だ
げ
で
あ
ろ
。
」
（
邦
訳
、
杵
派
文
脈
版
、
『
諾
因
火
の
富
』
箏
、
四
二
、
一
頁
。

　
　
　
　
古
典
学
派
の
二
つ
の
貿
易
理
論
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
（
五
九
二
）
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（
２
）
宴
く
さ
霞
Ｓ
邑
９
雫
巨
ｏ
宣
霧
◎
｛
雲
；
邑
厚
昌
ｏ
Ｂ
ｋ
彗
｛
弓
翼
き
ｏ
Ｐ

（
３
）
　
北
川
一
雅
、
経
済
発
展
と
外
因
貿
易
、
有
斐
閣
、
参
照
。

（
４
）
　
雪
．
く
ユ
目
戸
弓
サ
ｏ
。
、
９
麸
ｏ
つ
－
８
－
↓
｝
ｏ
冒
ｋ
，
ｏ
｛
Ｈ
ま
賢
自
斗
－
ｏ
箏
』
↓
轟
ｐ
¢

　
旨
ミ
§
Ｎ
』
目
鳥
Ｈ
竃
ｏ
。
一
署
．
ｃ
ｏ
Ｈ
◎
。
山
岩
．

○
旨
罵
Ｈ
，
ｏ
。
＆
．

｝
箏
ｐ
亭
ｏ

　
　
　
八
　
　
（
五
九
三
）

一
－
ｏ
邑
◎
ｐ
Ｈ
竃
ｐ
ｐ
－
お
．

一
」
「
目
Ｐ
¢
ｈ
｛
ｏ
く
ｏ
－
◎
り
ｏ
｛
　
Ｏ
◎
巨
箏
叶
Ｈ
－
ｏ
ｏ
ｏ
－

■
○
ｏ
ミ
◎
ミ
、

　
　
　
　
　
　
　
三

　
貿
易
の
効
果
に
関
す
る
論
議
は
と
も
か
く
と
し
て
、
更
に
進
ん
で
、
貿
易
の
発
生
な
い
し
成
立
に
関
す
る
両
者
の
見
解
の
相
違
に

つ
い
て
、
比
較
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
ス
ミ
ス
は
、
余
剰
物
な
い
し
は
余
剰
生
産
力
の
存
在
を
も
っ
て
、
貿
場
の
起
因
と
な
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
リ
カ
ア
ド
オ
は
、
生

産
費
の
比
較
差
が
、
貿
場
を
成
立
さ
せ
る
と
説
く
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
余
剰
物
捌
げ
口
説
と
比
較
生
産
費
説
と
で
は
、
こ
れ
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

竃
＜
ぎ
け
に
よ
る
と
、
次
の
二
つ
の
点
で
対
蹄
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
一
　
比
較
生
産
致
説
で
は
、
一
国
の
資
源
は
一
定
し
て
お
っ
て
、
貿
易
が
行
わ
れ
る
前
に
既
に
充
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と

　
　
仮
定
す
る
。
だ
か
ら
、
貿
場
の
機
能
は
、
彼
我
の
相
対
価
格
を
比
較
し
て
、
そ
の
所
与
の
資
源
を
国
内
向
げ
生
産
と
輸
出
生
産

　
　
と
の
問
に
よ
り
有
効
に
再
配
分
す
る
こ
と
に
在
る
。
技
術
が
一
定
で
且
っ
完
全
雇
用
の
状
態
に
あ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ぱ
、
輸

　
　
出
生
産
の
増
加
は
国
内
向
け
生
産
を
減
少
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
就
さ
れ
う
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
余
剰
物

　
　
捌
げ
口
説
は
、
い
ま
ま
で
孤
立
し
こ
れ
か
ら
将
に
貿
功
を
閉
始
し
よ
う
と
す
る
国
は
、
な
ん
ら
か
の
種
類
の
余
剰
生
産
力
を
も

　
　
っ
て
い
る
も
の
と
仮
定
す
る
。
こ
の
ば
あ
い
は
、
貿
易
の
機
能
は
、
そ
の
所
与
の
資
湶
の
再
配
分
と
い
う
よ
り
は
寧
ろ
貿
易
が

　
　
鎖
ざ
さ
れ
て
い
た
た
め
使
用
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
る
余
剰
資
源
の
所
産
に
た
い
し
て
新
た
な
有
効
需
要
を
提
供
す
る
こ
と
に



　
　
在
る
。
だ
か
ら
余
剰
物
捌
け
口
説
を
採
れ
ば
、
輸
出
生
産
は
、
必
ず
し
も
国
内
向
げ
生
産
を
減
少
し
な
く
て
も
、
増
加
さ
れ
う

　
　
る
こ
と
に
な
る
〇

　
二
　
国
内
消
費
に
必
要
と
す
る
も
の
以
上
の
余
剰
生
産
力
な
る
概
念
は
、
そ
の
輸
出
に
ふ
り
向
け
う
る
財
貨
に
対
し
て
は
、
国
内

　
　
の
需
要
が
非
弾
力
的
で
あ
っ
て
、
且
っ
（
も
し
く
は
）
そ
の
国
の
内
都
に
お
い
て
資
源
を
他
の
用
途
に
転
換
す
る
こ
と
が
ず
い

　
　
ぶ
ん
と
困
難
に
し
て
、
ま
た
特
種
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
比
較
生
産
費
説
は
、
生
産
諸
要
素
は

　
　
国
内
に
お
い
て
は
完
全
な
移
動
性
を
も
っ
か
、
少
な
く
と
も
甚
だ
移
動
し
易
い
も
の
で
あ
っ
－
て
、
且
つ
（
も
し
く
は
）
生
産
の
側

　
　
に
お
い
て
も
、
は
た
ま
た
消
費
の
面
に
お
い
て
も
、
い
ち
じ
る
し
、
い
融
通
性
と
弾
力
性
と
が
あ
る
も
の
と
仮
定
す
る
。
か
よ
う

　
　
に
し
て
、
輸
出
生
産
に
必
要
と
さ
れ
な
、
い
余
剰
資
源
は
、
余
剰
生
産
力
と
し
て
残
る
こ
と
な
く
、
国
内
向
げ
生
産
に
再
び
吸
収

　
　
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
、
こ
れ
が
た
め
に
は
若
干
の
期
問
を
要
し
、
そ
の
問
当
該
国
に
損
失
を
も
た
ら
す
こ

　
　
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
。

　
両
説
は
こ
の
よ
う
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ス
ミ
ス
の
余
剰
物
な
い
し
は
余
剰
生
産
力
捌
け
口
説
と
リ
カ
ァ
ド
オ
の
比
較
生

産
費
説
と
を
、
貿
易
理
論
と
し
て
同
一
の
範
醸
に
入
れ
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
ぎ
な
い
。
尤
も
、
ス
、
・
・
ス
の
論
ず
る
と
こ
ろ
は
、
素

朴
に
過
ぎ
、
従
っ
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
色
々
な
反
論
も
予
想
さ
れ
る
し
、
ま
た
事
実
、
こ
れ
に
対
し
て
強
い
批
判
も
加
え
ら
れ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
一
段
の
理
論
的
整
備
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
曽
て
、
ヂ
ェ
イ
・
エ
ス
・
、
・
・
ル
が
、

　
　
一
．
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
外
困
賃
場
利
益
説
は
、
貿
場
は
一
国
の
余
剰
生
産
物
に
捌
け
口
を
与
え
、
エ
、
の
国
の
資
本
の
一
部
分
を
し
て
利
潤
を
加
え

　
て
傲
迷
す
る
こ
と
を
得
さ
せ
る
、
と
い
う
に
在
っ
た
。
か
よ
う
な
い
い
ま
わ
し
は
、
貿
易
現
象
の
明
白
な
概
念
と
は
相
容
れ
な
い
観
念
を
暗
示
す
る

　
も
の
で
あ
る
。
余
剰
生
産
物
と
い
う
表
現
は
、
一
国
が
そ
の
輪
出
す
る
と
こ
ろ
の
穀
物
な
り
織
物
な
り
を
生
産
す
る
な
ん
等
か
の
必
要
に
迫
ら
れ
て

　
お
り
、
従
っ
て
ｎ
国
で
消
費
し
な
い
部
分
は
、
も
し
他
の
い
ず
れ
か
の
国
が
需
要
し
、
消
費
し
な
い
な
ら
ば
、
全
く
無
駄
に
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
な

　
　
　
　
古
典
学
派
の
二
つ
の
貿
易
理
論
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
（
五
九
四
）



　
　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
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一
〇
　
　
（
五
九
五
）

　
る
か
、
ま
た
は
そ
の
剖
分
が
最
初
か
ら
生
産
さ
れ
な
い
と
す
れ
ぼ
、
そ
の
郁
分
の
生
産
に
充
当
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
資
本
部
分
は
遊
休
す
る
に
任

　
さ
れ
、
従
っ
て
そ
の
国
の
化
産
高
は
そ
れ
だ
け
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
推
量
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
全
く
問
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
一
国
が
白
国
の
需
要
を
超
え
て
愉
出
品
を
牛
産
す
る
の
は
、
そ
の
国
独

　
白
の
必
要
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
白
国
に
他
の
財
貨
を
供
給
す
る
最
も
低
廉
な
方
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
、
こ
の
余
剰
物
の
輸
出
が
阻
害

　
さ
れ
る
な
ら
ぼ
、
そ
の
国
は
こ
れ
が
牛
産
を
止
め
、
対
価
を
与
え
得
ざ
る
が
ゆ
え
に
も
は
や
な
に
物
を
も
輪
人
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
叱
が

　
ら
、
鮒
出
を
目
的
と
し
て
生
産
す
る
こ
と
に
使
用
さ
れ
て
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
労
働
と
資
本
と
は
、
前
に
は
外
国
か
ら
購
入
し
た
自
国
の
所
望
す
る
物

　
品
を
今
度
は
国
内
で
ｔ
産
す
る
こ
と
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
ま
た
、
そ
の
物
品
の
あ
る
も
の
が
、
と
う
て
い
国
内
で
は
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
さ
れ
得
な
い
な
ら
ぼ
、
そ
の
代
用
口
ｍ
を
生
産
す
る
こ
と
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
」

と
批
判
し
、
か
よ
う
な
見
解
を
『
重
商
主
義
説
の
遺
物
」
　
（
Ｐ
乙
。
冒
く
三
轟
邑
庁
◎
＝
フ
Ｏ
竃
睾
Ｏ
彗
昌
Ｏ
■
ぎ
Ｏ
ｑ
）
と
難
詰
し
た
こ
と
は

人
口
に
膳
夷
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
国
際
貿
易
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
国
が
ど
う
し
て
余
剰
生
産
力
を
も
ち
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
る
で
あ
ろ

う
○　

こ
れ
等
の
閉
題
に
つ
い
て
、
竃
ユ
ま
は
次
の
よ
う
に
解
明
す
る
。

　
〔
然
資
源
、
生
産
技
術
、
嗜
好
及
び
人
口
の
行
ぎ
当
り
ば
っ
た
り
式
の
結
合
が
な
さ
れ
る
と
、
か
よ
う
な
孤
立
国
も
生
産
力
と
消

費
力
と
の
閉
の
不
均
衡
な
い
し
は
不
釣
合
に
悩
ま
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
に
な
る
、
こ
の
不
釣
合
は
、
高
度
に
発
達
し
た
伽
格
機
構
や
経

済
机
織
を
も
っ
と
こ
ろ
で
は
調
整
さ
れ
得
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
外
部
の
此
界
と
接
触
の
な
か
っ
た
真
の
孤
立
国
で
は
、
そ
れ
白

体
な
か
な
か
も
っ
て
洲
整
さ
れ
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
孤
立
国
の
資
源
、
技
術
、
嗜
好
及
び
人
口
か
ら
生
ず

る
当
初
の
こ
の
不
均
衡
は
、
余
剰
生
陸
力
の
形
態
で
現
わ
れ
ざ
る
を
俗
ぬ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
こ
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
余
剰
生
産
力
と
い
う
概
念
は
、
た
だ
革
に
余
剰
上
地
だ
げ
の
閉
題
で
は
な
く
、
余
剰
労
働
と
結
び



つ
い
た
余
剰
土
地
の
…
魑
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
場
合
こ
の
余
剰
労
働
は
ス
ミ
ス
の
『
不
生
産
的
」
労
働
の
概
念
に
つ
な
が
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
不
生
産
的
労
働
と
人
口
過
剰
旧
に
お
げ
る
土
地
の
甚
だ
し
い
不
足
に
よ
っ
て
惹
き
お
こ
さ
れ
る
近
代
的
概
念
で

あ
る
『
擬
装
失
業
」
　
（
ら
馬
豪
＆
；
彗
芭
Ｏ
く
昌
Ｏ
目
叶
）
と
を
同
一
視
す
べ
き
で
な
い
Ｃ
ス
ミ
ス
の
い
う
不
生
産
的
労
働
は
、
そ
の
国
の

内
部
の
経
済
組
織
が
充
分
に
開
発
さ
れ
て
い
な
い
時
は
、
人
口
の
稀
薄
な
国
に
お
い
て
さ
え
も
生
じ
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
し
て
、
く
寸
暮
は
、
一
九
世
紀
に
お
げ
る
東
南
ア
ジ
ア
、
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
、
ア
フ
リ
カ
の
低
開
発
国
の
国
際
貿
易

に
閑
し
て
は
、
比
較
生
鹿
費
説
よ
り
も
余
剰
物
捌
げ
口
説
の
方
が
、
次
の
よ
う
な
理
山
か
ら
、
よ
り
有
効
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
供
す

る
も
の
と
考
え
る
。

　
一
九
仕
紀
に
お
げ
る
こ
れ
等
の
低
閉
禿
旧
の
鮒
出
生
陸
は
、
そ
の
輸
出
が
ひ
と
た
び
順
調
に
軌
遣
に
乗
る
や
、
典
型
的
な
成
長
曲

線
に
沿
っ
て
急
速
に
発
於
し
、
先
ず
並
初
は
急
激
に
瑚
大
し
、
後
次
第
に
そ
の
騰
勢
が
鈍
っ
て
ぎ
た
こ
と
が
、
歴
史
的
な
事
実
で
あ

る
。
多
く
の
低
開
禿
国
の
輪
出
生
鹿
に
見
る
こ
と
の
で
ぎ
る
こ
の
特
徴
的
な
高
い
発
展
率
は
、
資
源
や
技
術
が
既
に
与
え
ら
れ
、
完

全
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
仮
定
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
比
較
生
産
費
説
に
よ
っ
て
は
実
際
上
説
明
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
急
速

な
売
展
は
、
こ
れ
等
の
国
々
が
未
使
用
の
ｎ
然
資
源
と
未
就
茱
労
働
か
ら
成
る
多
量
の
余
剰
生
産
力
を
か
か
え
て
出
党
し
た
と
仮
定

す
る
こ
と
な
し
に
は
淋
足
に
は
説
閉
さ
れ
得
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
れ
等
の
諦
同
に
と
っ
て
は
、
貿
易
が
閑
始
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て

格
別
資
源
を
岡
内
向
げ
生
産
か
ら
撤
回
す
る
必
要
が
な
く
、
ま
だ
利
用
さ
れ
て
い
な
い
資
源
、
半
ば
怠
惰
な
労
働
を
動
貝
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
輸
出
生
産
が
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
貿
易
の
閑
始
に
伴
な
い
、
輸
出
品
が
そ
の
価
値
に
お
い
て
も
は
た
ま
た
数
量

に
お
い
て
も
遼
に
増
加
し
た
の
も
、
ま
た
輸
出
貿
易
が
あ
る
程
度
ま
で
発
展
す
る
や
今
度
は
増
勢
が
鈍
り
出
し
て
き
た
こ
と
も
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

の
主
な
原
困
は
籔
に
水
め
ら
れ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
古
典
学
派
の
二
つ
の
貿
易
理
論
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
　
（
五
九
六
）



　
　
　
　
立
命
館
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済
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二
一
　
（
五
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七
）

　
貿
易
国
の
資
源
の
質
的
差
異
に
よ
っ
て
貿
易
の
成
立
を
規
定
す
る
比
較
生
産
費
説
は
、
明
白
な
地
理
上
の
相
違
を
強
調
し
て
、
略

同
じ
型
の
気
候
と
地
勢
を
有
す
る
国
の
生
産
要
素
の
量
的
差
異
を
無
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
ビ
ル
マ
（
前
員
昌
９
）
は
そ
の
気
侯
と
地

勢
の
ゆ
え
に
米
の
輸
出
国
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
充
分
に
正
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
そ
れ
と
気
候
や
地
勢
が

昨
等
し
い
隣
国
南
イ
ソ
ド
（
○
ｏ
昌
亭
Ｈ
己
庁
）
が
米
の
純
輸
入
国
と
な
っ
て
い
る
の
に
ビ
ル
マ
が
な
ぜ
米
の
主
要
輸
出
国
と
な
っ
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
が
、
一
層
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
閃
す
る
た
め
に
は
、
輸
出
力
の
主
た
る
決
定
因
と
し
て
人

口
密
度
に
注
意
を
向
げ
る
余
剰
物
捌
げ
口
説
の
方
が
勝
っ
て
と
い
る
い
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
低
開
発
因
は
ま
た
、
事
実
、
広
い
範
囲
の
変
化
に
対
応
し
て
、
生
産
方
法
、
生
産
要
素
の
組
合
せ
を
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
発
達

し
た
弾
力
性
の
あ
る
経
済
組
織
や
調
整
機
構
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
々
は
、
貧
弱
な
技
術
と
資
本
と
を
も
っ
て
、
可
変

的
技
術
係
数
で
は
な
く
固
定
的
技
術
係
数
に
近
い
条
件
の
下
に
稼
働
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
上
、
そ
れ
等
の
国
々
の
因
内
向
げ
生

産
は
主
と
し
て
氷
礎
的
父
料
＾
か
ら
成
り
、
ま
た
輪
出
生
産
は
主
と
し
て
工
業
原
料
＾
か
ら
成
る
か
ら
、
い
ず
れ
も
そ
の
需
要
が
非

弾
力
的
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
生
雌
の
松
扱
も
、
ま
た
生
産
高
の
加
減
に
よ
る
訓
整
も
、
甚
だ
困
難
な
事
情
に
在
る
。
だ
か
ら
、
こ

の
点
か
ら
も
、
余
剰
物
捌
げ
口
説
の
方
が
低
閉
発
因
の
実
情
に
は
よ
く
適
八
□
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
（
ユ
）
　
Ｈ
卜
彗
丘
箏
戸
◎
ｐ
ｏ
戸
一
弓
．
ｏ
。
旨
山
ｓ
．

　
（
２
）
　
ト
○
ｏ
．
…
已
一
勺
ユ
目
９
Ｈ
）
Ｈ
轟
◎
ｈ
勺
ｏ
－
三
８
－
■
８
箏
◎
昌
予
＞
ｏ
ｏ
巨
ｏ
＜
、
乙
り
ｏ
ら
二
り
Ｐ
睾
ｏ
山
ｏ
ｏ
ｏ
．

　
へ
３
）
　
こ
の
閉
胆
に
つ
い
て
、
…
丘
ま
は
、
次
の
よ
う
に
説
閉
オ
ろ
、

　
　
　
十
九
廿
紀
、
低
閉
准
旧
の
貫
場
が
急
逃
に
箏
火
し
、
輪
山
舳
の
仙
仙
も
数
批
も
似
に
蜘
著
な
州
加
を
い
一
た
こ
と
は
箏
火
て
あ
る
、
た
か
、
こ

　
　
の
州
加
も
、
分
茉
や
帷
茉
の
特
化
が
技
術
の
咋
祈
を
促
が
し
、
労
働
訴
の
撚
練
や
一
人
一
時
…
刈
り
の
小
｛
作
が
累
秩
的
に
高
ま
っ
て
た
さ
れ

　
　
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
も
、
同
様
に
木
、
で
あ
る
戸

　
　
　
鉱
床
物
や
茶
・
ゴ
ム
・
秒
糀
・
綿
・
畑
革
作
を
愉
川
す
る
地
ｋ
に
っ
い
て
観
る
と
、
た
ろ
ほ
ど
労
働
芳
一
人
当
り
の
生
陸
砧
は
州
加
し
た
け



れ
ど
、
そ
れ
は
、
一
っ
に
は
、
白
給
経
済
（
乙
・
自
茅
〆
叶
彗
８
０
８
９
昌
｝
）
か
ら
鉱
山
や
栽
枕
農
園
に
労
働
者
を
動
員
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
も
う
一
っ
は
、
白
給
経
済
の
半
ぼ
怠
惰
な
労
働
に
比
べ
る
と
作
業
時
問
等
が
長
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
労
働
を
白
給
経

済
か
ら
鉱
山
や
栽
植
農
園
に
転
換
し
た
こ
と
が
、
生
産
力
の
可
な
り
大
き
た
増
加
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
疑
を
容
れ
な
い
が
、
そ
の
増
加
も
、

多
く
の
場
合
、
一
度
限
り
の
性
貫
を
も
っ
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
自
給
経
済
か
ら
放
出
さ
れ
る
労
働
は
、
未
熟
で
技
術
的
に
も
後
れ

て
い
る
の
に
加
え
、
芭
々
と
遠
っ
た
仕
事
を
次
か
ら
次
へ
と
行
な
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
関
係
上
、
仕
事
の
量
も
格
別
生
産
力
を
高
め
る
こ
と
に

な
り
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
な
お
、
こ
れ
等
の
地
域
の
低
康
な
労
働
の
慣
習
も
生
産
力
の
向
上
を
阻
む
作
用
を
な
し
た
こ
と
を
忘

れ
て
は
た
ら
な
い
。
労
働
が
不
足
す
る
と
、
機
械
を
設
備
し
た
り
生
産
方
法
を
改
善
し
た
り
す
る
代
り
に
、
低
康
な
労
働
の
追
加
供
給
を
他
に

捜
し
求
め
、
こ
れ
が
ま
た
生
産
力
の
増
大
を
阻
止
す
る
作
用
を
た
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
貿
場
の
開
姶
に
よ
り
、
こ
れ
作
の
地
域
の
輸
出
が
急
速
に
伸
び
た
の
は
、
一
番
大
き
な
原
因
と
し
て
、
余
剰
生
産
力
の
存
在
が
こ

れ
を
可
能
に
し
た
も
の
と
観
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
同
様
に
ま
た
、
こ
れ
等
の
地
域
が
、
か
よ
う
な
状
態
に
と
ど
ま
る
限
り
に
お
い
て
、
人
口

が
蛸
加
す
る
と
、
そ
の
重
圧
に
よ
り
、
費
源
を
輸
出
の
た
め
の
生
産
か
ら
白
活
の
た
め
の
生
産
に
振
り
向
け
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
、
輪

山
川
力
が
減
退
す
る
煩
向
を
生
ず
る
こ
と
も
こ
れ
ま
た
見
場
い
道
理
で
あ
る
。

四

　
古
典
学
派
の
閑
祖
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
貿
場
理
論
と
同
学
派
中
興
の
祖
と
、
い
う
ぺ
ぎ
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ア
ド
オ
の
そ
れ
と
で
は
、

大
い
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
今
日
、
古
典
学
派
の
貿
場
理
論
と
い
う
と
、
一
般
に
リ
カ
ァ
ド
オ
の
比
較
生
産
費
説
を
指
す
も
の
と

さ
れ
、
ス
ミ
ス
の
理
論
は
忘
れ
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
両
者
の
貿
日
勿
理
論
を
比
較
検
討
し
て
い
る
竃
首
暮
の
研
究
は
、
は
な
は
だ
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

　
彼
に
よ
る
と
、
氏
開
発
国
、
な
か
ん
づ
く
一
九
世
紀
の
低
閑
発
国
の
貿
易
の
担
因
を
明
ら
か
に
す
る
理
論
と
し
て
は
、
ス
ミ
ス
の

所
論
は
比
較
生
産
費
説
に
勝
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
、
そ
の
余
剰
物
と
目
さ
れ
る
も
の
の
生
産
は
、
実

　
　
　
　
古
典
学
派
の
二
つ
の
貿
屠
理
論
（
井
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
（
五
九
八
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
　
（
五
九
九
）

は
た
ま
た
ま
そ
の
国
が
『
比
較
的
優
越
」
（
８
昌
寝
邑
才
Ｏ
邑
く
彗
訂
需
）
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
生
産
し
、
輸
出
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
で
は
批
判
と
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

問
題
は
、
い
ず
れ
の
観
点
か
ら
歴
史
的
現
実
に
迫
る
方
が
よ
り
有
効
で
あ
る
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
接
近
方
法
に
関
す
る
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。

　
一
九
世
紀
に
お
い
て
、
低
開
発
国
の
輸
出
が
、
他
に
較
ぺ
て
急
激
な
伸
展
を
示
し
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
問
、
労

働
の
生
産
性
　
　
労
働
者
の
熟
練
、
労
働
者
一
人
当
り
一
時
閉
の
生
産
高
に
い
ち
じ
る
し
い
向
上
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
ま

た
、
低
開
発
国
の
輸
出
貿
場
は
、
あ
る
程
度
に
ま
で
達
し
て
か
ら
後
は
、
停
滞
気
味
と
な
り
、
そ
の
多
く
は
現
在
で
も
低
迷
状
態
を

続
げ
て
い
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
低
開
発
因
の
貿
場
は
、
先
進
国
の
貿
場
に
比
べ
て
、
柔
軟
性
、
適
応
性
に
乏
ぼ
し
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
か
と
思
う
。
こ
れ
が
低
閑
発
国
の
貿
場
の
特
微
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
九
世
紀
式
の
低
閑
発
国
の
貿
場
の
成
立
を
閉
ら
か
に
す
る
理

論
と
し
て
は
、
ス
ミ
ス
の
貿
場
理
諭
の
方
が
比
較
生
産
費
説
よ
り
も
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
峯
丘
ま
の
見
解
で
あ

っ
て
、
彼
は
そ
こ
に
ス
ミ
ス
理
論
の
意
義
を
も
と
め
て
い
る
。


