
改訳

帝
国
主
義
論

原
名　

資
本
主
義
最
後
の
階
段
と
し
て
の
帝
国
主
義

レ
ー
ニ
ン
著

青
野
季
吉
訳
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凡
例

本
ｐ
ｄ
ｆ
は
青
野
季す

え
き
ち吉

訳
レ
ー
ニ
ン
著
『
改
訳
帝
国
主
義
論
』（1925.11.15

希
望
閣
刊
、
国
会
図
書
館
公
開
）
を
底
本
と

し
て
い
る
。
英
訳
本
と
青
木
書
店
本
（
マ
ル
ク
ス
＝
レ
ー
ニ
ン
主
義
原
典
選
書1965

）
を
参
照
し
た
。
訳
に
対
す
る
疑
問
は
、
多

く
青
木
書
店
本
に
由
る
。
但
し
、疑
問
も
、訳
者
の
参
照
し
た
ド
イ
ツ
語
版
は
未
調
査
で
、誤
訳
か
原
著
の
侭
か
は
不
詳
で
あ
る
。

・
底
本
の
旧
字
・
旧
仮
名
遣
い
は
、
新
字
・
現
代
か
な
遣
い
に
変
え
た
。
送
り
仮
名
も
い
く
つ
か
現
代
的
に
変
え
た
。

・
ル
ビ
は
、
底
本
に
あ
る
も
の
に
加
え
、
作
成
者
の
判
断
で
追
加
し
た
、
区
別
は
し
な
い
。

・
底
本
で
は
「—

—
」
が
、
数
の
並
び
に
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
数
の
並
び
は
「—

」
に
替
え
た
。

・
底
本
の
訳
文
の
、
項
目
分
け
で
、〈
空
白
・
数
〉
の
形
「　

一
、」
を
空
白
を
取
り
、
括
弧
付
き
数
（
一
）
に
し
た
等

形
を
変
え
た
箇
所
が
あ
る
。

・
書
籍
・
雑
誌
名
と
も
に
底
本
で
は
「
」
で
あ
っ
た
が
、『
』
に
替
え
た
。

・
書
名
が
青
字
斜
体
で
あ
る
の
は
、
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

・
挿
入
さ
れ
て
い
る
統
計
表
は
、
全
て
縦
書
き
の
漢
数
字
で
あ
っ
た
が
、
多
く
は
横
書
き
に
変
え
た
。

・
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
、
幾
つ
か
不
ぞ
ろ
い
で
あ
っ
た
が
、
統
一
し
現
代
的
に
変
え
た
。
一
覧
は
巻
末
に
。

・【
】お
よ
び
頁
左
の
脚
注
は
、す
べ
て
作
成
者
の
挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
赤
字【
訂
正
】は
、底
本（
或
い
は
訳
）の
ミ
ス
、

【
追
記
】
は
追
加
す
る
場
合
の
訂
正
等
を
示
す
。
明
ら
か
な
印
刷
上
の
ミ
ス
は
注
記
な
し
で
改
め
た
。

・
注
記
・
引
用
に
お
い
て
、
明
ら
か
な
作
成
者
追
記
（
英
文
な
ど
）
は
、
煩
瑣
に
な
る
の
で
【
】
を
付
し
て
い
な
い
。
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目
次

改
訳
に
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義
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独
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仏
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第
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仏
訳
本
の
序
文
）

近
代
資
本
主
義

一　

生
産
の
集
積
と
独
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融
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融
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割
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世
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滞
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史
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引
用
及
び
参
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献
）
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改
訳
に
つ
い
て

改
訳
に
つ
い
て

こ
の
訳
本
の
第
二
版
を
出
す
に
つ
い
て
、初
版
の
訳
文
の
誤
謬
、誤
植
を
訂
正
し
始
め
た
と
こ
ろ
、誤
謬
、悪
訳
、

拙
訳
が
ほ
と
ん
ど
各
頁
各
行
に
あ
る
の
を
発
見
し
て
、
一
層
の
こ
と
全
部
を
改
訳
す
る
こ
と
に
し
て
成
っ
た
の
が

こ
の
訳
本
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
こ
の
訳
本
は
、
初
出
よ
り
は
余
程
と
と
の
っ
て
い
る
と
自
信
す
る
が
、
そ
れ
で
も

ま
だ
ま
だ
到
ら
ぬ
節
が
多
い
こ
と
と
思
う
。
そ
れ
は
気
附
き
次
第
機
会
を
見
て
更
に
訂
正
し
て
行
く
つ
も
り
で
あ

る
。こ

の
訳
本
の
初
版
を
出
し
た
の
は
、
大
正
十
三
年
の
初
夏
で
あ
っ
た
。
当
時
恰あ

た

か
も
日
本
の
社
会
運
動
は
一
つ

の
大
き
な
転
回
期
に
あ
っ
て
、
そ
の
陣
営
内
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
方
法
に
よ
っ
て
日
本
の
社
会
の
政
治
的
経

済
的
の
現
実
を
研
究
批
判
し
、
運
動
の
新
出
発
の
た
め
の
基
礎
を
か
た
め
よ
う
と
の
気
運
が
高
ま
っ
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
一
般
に
帝
国
主
義
、
特
殊
に
日
本
の
帝
国
主
義
の
政
治
的
・
経
済
的
実
質
が
、
先
ず
研
究
討
議
の
対
象

と
な
っ
た
。
而し

か

し
て
こ
の
多
産
的
な
努
力
の
水
先
案
内
と
な
っ
た
も
の
は
、
実
に
こ
の
訳
本
の
内
容
を
な
す
レ
ニ

ン
の
帝
国
主
義
に
た
い
す
る
解
剖
、
批
判
で
あ
っ
た
。
私
は
不
完
全
極
ま
る
私
の
小
さ
な
仕
事
が
思
い
設も

う

け
ぬ
大

き
な
貢
献
を
し
た
こ
と
を
知
っ
て
、
ひ
そ
か
に
歓
び
を
禁
ず
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
一
年
半
後
の
今
日
日
本

の
社
会
運
動
は
内
に
準
備
を
と
と
の
え
て
、
力
強
い
一
渉
を
踏
出
し
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
に
つ
け
て
、
こ
の
訳
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本
の
初
版
の
出
た
当
時
を
想
い
出
さ
ぬ
わ
け
に
け
行
か
ぬ
。

こ
の
訳
本
はB

iblotek von K
om

m
unistischen Internationale 

の
ド
イ
ツ
本
か
ら
つ
く
っ
た
も
の
で
、A

ndre 

Tridon

い
う
人
の
英
訳
本i i

（
六
章
ま
で
の
）
も
多
少
参
考
に
し
た
。L’H

um
anite

社
か
ら
出
て
い
る
仏
訳
本
は
是

非
参
照
し
た
い
と
思
っ
た
が
遂
に
手
に
入
ら
な
か
っ
た
。
最
後
に
初
版
の
訳
文
、
訳
語
に
つ
い
て
親
切
な
注
意
を

与
え
て
く
れ
た
諸
兄
に
感
謝
す
る
。

大
正
十
四
【1925

】
年
十
一
月
一
日

青
野
季
吉

i　

本PD
F

も
英
訳
版
を
参
照
し
た
が
そ
れ
は
、Marxists Internet A

rchive
公
開
のTim

 D
elaney &

 K
evin G

oins

に
よ
る
英
訳
版
、

注
記
の
英
語
文
も
同
書
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
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序
言
（
一
九
一
七
年
）

序
言

私
が
い
ま
読
者
に
提
供
す
る
書
は
、
一
九
一
五
年
の
春
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
仕
事
を
し
た
関
係
か
ら
、
私
は
自
然
、
フ
ラ
ン
ス
文
献
及
び
イ
ギ
リ
ス
文
献
の
欠
乏
に
悩
ま
さ
れ
、
ロ
シ

ア
文
献
に
は
更
に
一
層
ひ
ど
い
欠
乏
に
悩
ま
さ
れ
た
。
し
か
し
帝
国
主
義
に
関
す
る
基
礎
的
な
イ
ギ
リ
ス
書
、
即

す
な
わ

ち
ヂ
ェ
ー
・
エ
イ
・
ホ
ブ
ソ
ン
の
書
物
は
こ
れ
を
、
多
大
の
注
意
を
払
っ
て
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
書

物
は
、
実
際
、
そ
れ
に
値
す
る
と
私
は
信
ず
る
。

こ
の
書
は
ツ
ァ
ー
政
治
の
検
閲
を
念
頭
に
お
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
か
ら
、
私
は
私
の
仕
事

を
、
厳げ

ん

に
理
論
的
―
―
特
に
経
済
的
―
―
解
剖
に
局
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
わ
ず
か
な

政
治
的
関
説
を
も
多
大
の
注
意
を
も
っ
て
記
し
、
示し

さ唆
的
に
、
或
部
分
で
は
譬ひ

ゆ喩
を
用
い
て
―
―
凡す

べ

て
の
革
命
家

が
ツ
ァ
ー
政
治
の
下
に
お
い
て
、
何
等
か
「
合
法
的
な
も
の
」
を
書
こ
う
と
し
て
ペ
ン
を
執と

れ
ば
す
ぐ
、
ど
う
し

て
も
そ
れ
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
の
忌い

ま
い
ま々

し
い
譬
喩
を
用
い
て
、
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

今
日
、
自
由
の
日
に
お
い
て
、
こ
の
小
冊
子
の
う
ち
、
ツ
ァ
ー
政
治
の
検
閲
を
念
頭
に
お
い
た
た
め
に
、
不
具

に
せ
ら
れ
、
圧あ

っ
さ
く搾

せ
ら
れ
、
潰つ

ぶ

し
砕く

だ

か
れ
て
あ
る
個
所
を
読
み
返
す
こ
と
は
、
真
に
苦
痛
で
あ
る
。
帝
国
主
義
は

社
会
主
義
の
前
夜
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
、
社
会
愛
国
主
義
（
言
葉
で
社
会
主
義
を
唱
え
、
行
為
で
愛
国
主
義
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を
執
る
）
は
、
社
会
主
義
に
た
い
す
る
全
き
裏
切
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
へ
の
改
宗
に
外
な
ら

ぬ
と
い
う
こ
と
、
労
働
運
動
の
内
部
に
お
け
る
こ
の
分
裂
は
、
帝
国
主
義
の
客
観
的
条
件
に
関
聯
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
等
―
―
そ
れ
に
関
し
て
私
は
「
奴
隷
の
言
葉
」
を
も
っ
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ

の
問
題
に
興
味
を
有
す
る
読
者
は
、
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
一
七
年
に
か
け
て
私
が
外
国
に
在
っ
て
草
し
た
諸
論

文
を
見
で
い
た
だ
き
度た

い
。
特
に
そ
れ
の
目
立
つ
の
は
、
第
九
章
の
終
り
の
或
る
個
所
で
、
私
は
そ
こ
で
、
資
本

家
と
、
そ
の
陣
営
に
投
じ
た
社
会
愛
国
主
義
者
（
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
こ
れ
に
向
っ
て
辻つ

じ
つ
ま棲

の
合
わ
ぬ
攻
撃
を
し
て
い

る
）
と
が
、
領
土
併
合
の
問
題
に
お
い
て
、
い
か
に
厚こ

う
が
ん
む
ち

顔
無
恥
に
嘘
を
つ
い
て
い
る
か
、
社
会
愛
国
主
義
者
が
、

自
国
の
資
本
家
の

0

0

0

0

0

0

0

領
土
併
合
を
、
い
か
に
厚
顔
無
恥
に
虚
飾
0

0

し
て
い
る
か
を
検
閲
の
許
す
範
囲
に
お
い
て
、
読
者

は
明
瞭
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
例
証
と
し
て
…
…
止
む
な
く
日
本
を
選
び
出
し
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
！

注
意
深
い
読
者
は
容
易
に
、
日
本
の
代
り
に
ロ
シ
ア
を
、
朝
鮮
の
代
り
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ク
ー

ル
ラ
ン
ド
【C

ourland,

現
ラ
ト
ビ
ア
の
一
角
に
あ
っ
た
小
国
】、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
支
那
【K

hiva

ヒ
バ
】、
ボ
カ
ラ
【B

okhara

ブ
ハ
ラ
：
共
に
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
都
市
】、
エ
ス
ト
ニ
ア
及
び
大
ロ
シ
ア
人
以
外
の
人
民
の
居
住
し
て
い
る
他
の
地
域

を
置
き
か
え
て
読
む
で
あ
ろ
う
。（
訳
者
は
そ
の
個
所
へ
注
を
加
え
て
お
い
た
。）

私
は
こ
の
書
が
、
そ
れ
を
研
究
す
る
こ
と
無
し
に
は
、
戦
争
及
び
今
日
の
政
治
の
評
価
に
お
い
て
何
事
も
明
確

と
は
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
、
基
本
的
経
済
問
題
の
理
会
【
こ
こ
で
は
理
解
と
同
じ
意
】
は
、
即
ち
帝
国
主
義
の
経
済
的
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序
言
（
一
九
一
七
年
）

本
質
の
問
題
の
理
会
に
、
貢
献
す
る
と
こ
ろ
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
す
る
。

一
九
一
七
年
四
月
二
十
六
日

ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
に
て　
　

著
者
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帝
国
主
義
と
資
本
主
義

（「
資
本
主
義
の
最
後
の
階
段
と
し
て
の
帝
国
主
義
」
の
ド
イ
ツ
訳
第
二
版
及
び
フ
ラ
ン
ス
訳
の
序
文
）

一

こ
の
書
は
、
曩さ

き

に
ロ
シ
ア
版
の
序
文
の
う
ち
に
述
べ
た
如
く
、
一
九
一
五
年
に
、
ツ
ァ
ー
政
治
の
検
閲
を
考
慮

し
な
が
ら
、
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
い
ま
到
底
、
こ
の
書
の
全
文
を
改
訂
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ

は
ま
た
恐
ら
く
、
無
益
な
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
書
の
主
要
任
務
は
依
然
と
し
て
、
争
う
可べ

か

ら
ざ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
統
計
の
総
括
的
報
告
と
、
凡す

べ

て
の
国
家
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
学
者
の
自
白
と
を
用
い
て
、
資
本
主

義
世
界
経
済
の
総
果
0

0

を
示
し
、
最
初
の
帝
国
主
義
世
界
戦
争
の
前
夜
、
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
そ
の
国
際
的
関

係
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ツ
ァ
ー
政
治
の
検
閲
の
立
場
か
ら
合
法
的
と
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
の
書
を
手
に
し
、
わ
ず
か
は
残
さ
れ
た
合
法
範
囲
で
も

そ
れ
を
利
用
し
て
、
社
会
平
和
主
義
者
【social-pacifist
】
の
「
世
界
民
主
主
義
」
の
見
解
と
希
望
の
虚
偽
な
る
こ

と
を
暴
露
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
―
―
且
つ
必
要
で
あ
る
―
―
と
確
信
す
る
こ
と
は
、
最
先
進
資
本
主
義
国
家

の
共
産
主
義
者
達
に
と
っ
て
恐
ら
く
有
益
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
僅
か
な
合
法
範
囲
は
、
最
近
ほ
と
ん
ど
凡
て

の
共
産
主
義
者
が
投
獄
さ
れ
た
が
、
な
お
今
日
の
ア
メ
リ
カ
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
共
産
主
義
者
に
残
さ
れ
て
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資
本
主
義
と
帝
国
主
義
（
一
九
二
〇
年
序
文
）

い
る
も
の
で
あ
る
。

検
閲
の
手
を
へ
て
来
た
本
書
に
は
、
若
干
の
注
解
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
私
は
こ
の
序
文
で
そ
れ
を
述
べ
る
で

あ
ろ
う
。

二

こ
の
書
に
お
い
て
、
一
九
一
四
―
一
九
一
八
年
の
戦
争
【
第
１
次
世
界
大
戦
】
は
、
双
方
の
側
か
ら
見
て
、
帝
国

主
義
戦
争
（
即
ち
、
侵
略
戦
争
、
掠
奪i i

戦
争
）
で
あ
り
、
世
界
支
配
分
割
の
た
め
の
戦
争
、
植
民
地
新
分
割
の
た

め
の
戦
争
、
金
融
資
本
の
「
勢
力
圏
」
の
た
め
の
戦
争
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
る
。

戦
争
の
実
際
の
社
会
的
性
質
、
も
っ
と
正
確
に
云
え
ば
、
そ
の
実
際
の
階
級
的
性
質
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、

我
々
は
勿も

ち
ろ
ん論

、
戦
争
の
外
交
史
を
研
究
す
る
必
要
な
く
、
凡す

べ

て
の
戦
争
参
加
国
の
支
配
階
級
0

0

の
客
観
的

0

0

0

地
位
を

穿せ
ん
さ
く鑿

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而し

か

し
て
そ
の
客
観
的
地
位
を
描
き
出
す
た
め
に
は
個
々
の
実
例
や
個
々
の
報
告
を
抜

き
と
っ
て
来
た
の
で
は
、
決
し
て
十
分
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
社
会
現
象
は
複
雑
極き

わ

ま
り
な
い
も
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
な
か
か
ら
必
要
な
だ
け
の
実
例
や
、
個
々
の
報
告
を
集
め
て
来
て
、
思
い
の
ま
ま
の
主
張
を
支
持
す

る
こ
と
は
、
い
つ
で
も
出
来
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
少
し
の
欠
陥
も
な
い
証
明
を
与
え
る
た
め
に
は
、
凡
て
の

0

0

0

i　
「
り
ょ
う
だ
つ
」
と
も
「
り
ゃ
く
だ
つ
」
と
も
読
め
る
ら
し
い
。



11

戦
争
参
加
国
及
び
全0

世
界
の
経
済
生
活
の
基
礎
0

0

に
関
す
る
総
括
的

0

0

0

報
告
を
解
剖
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

私
が
、
一
八
七
六
年
及
び
一
二
九
二
四
年
に
お
け
る
世
界
分
割

0

0

0

0

、（
第
六
章
）、
一
八
九
〇
年
及
び
一
九
〇
三
年

に
お
け
る
全
世
界
の
鉄
道
分
割
（
第
七
章
）
を
描
く
た
め
に
、
こ
の
書
に
引
用
し
て
あ
る
、
論
駁
す
る
こ
と
の
出

来
ぬ
総
括
的
報
告
は
、
正
に
そ
の
種
の
も
の
で
あ
る
。
鉄
道
は
、
資
本
主
義
産
業
の
主
要
部
門
、
石
炭
産
出
及
び

鉄
生
産
の
総
果
を
意
味
す
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
世
界
貿
易
及
び
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
文
明
の
、
発
展
を
示

す
具
体
的
の
分
度
器
で
あ
る
。
鉄
道
が
、
大
工
業
、
独
占
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
、
カ
ル
テ
ル
、
ト
ラ
ス
ト
、
銀
行
、

金
融
寡か

と
う頭

政
治
と
、い
か
に
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
は
、こ
の
書
の
右
の
章
【
以
下
の
章
】
に
示
さ
れ
て
い
る
。

鉄
道
網
の
分
割
、
そ
の
分
割
及
び
鉄
道
発
達
の
不
均
衡
―
―
こ
れ
は
何い

ず

れ
も
、
全
世
界
に
亘わ

た

っ
て
の
、
近
代
的
、

独
占
的
資
本
主
義
の
生
ん
だ
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
れ
ら
の
結
果
は
、そ
の
経
済
的
基
礎
が
存
続
す
る
限
り
、

生
産
手
段
の
私
有
制
が
存
在
す
る
限
り
、
帝
国
主
義
戦
争
の
絶
対
に
不
可
避
で
あ
る
こ
と
を
、
明
示
し
て
い
る
。

外
見
だ
け
で
云
え
ば
な
る
ほ
ど
、
鉄
道
の
敷
設
は
、
自
然
的
な
、
民
主
的
な
、
文
化
的
な
、
文
明
的
な
企
業
で

あ
る
。
事
実
ま
た
、
資
本
主
義
的
奴
隷
制
を
修
飾
し
て
報
酬
を
も
ら
っ
て
い
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
大
学
教
授
や
、
小
ブ

ル
ジ
ョ
ア
俗
輩
は
、
鉄
道
の
敷
設
を
そ
う
云
う
企
業
だ
と
讃た

た

え
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
お
い
て
は
、
こ
の
企
業

は
、
無
数
の
糸
で
、
生
産
手
段
の
私
有
制
と
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
企
業
は
、
植
民
地

及
び
半
植
民
地
の
十
億
0

0

の
人
類
に
た
い
す
る
抑
圧
手
段
と
さ
れ
て
居
り
、
資
本
家
等
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
隷
属
国
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の
全
人
民
及
び
「
文
明
」
国
の
資
本
の
賃
銀
奴
隷
を
、そ
の
軛く

び
きの

下
に
つ
な
い
で
置
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

独
立
小
生
産
者
の
私
有
制
、
自
由
競
争
、
民
主
主
義
―
―
資
本
家
と
そ
の
御
用
新
聞
と
は
、
そ
れ
ら
の
一
切
の

標
語
を
か
か
げ
て
、
労
働
者
と
農
民
を
瞞ま

ん
ち
ゃ
く着

し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
と
う
の
昔
に
、
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
仕し

舞ま

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
資
本
主
義
は
、
若
干
の
「
先
進
」
国
に
よ
る
、
世
界
人
口
の
ど
え
ら
い
多
数
の
、
植
民

地
的
抑
圧
及
び
金
融
的
搾さ

く
し
ゅ取

の
世
界
組
織
へ
と
発
展
し
た
。
二
三
の
大
泥
棒
（
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
△日

本△
）

は
、
爪
先
ま
で
も
武
装
し
て
、
そ
の
分ぶ

ん
ど
り捕

品
を
分
け
取
り
に
し
、
彼
等
0

0

の
分
捕
品
を
分
け
る
た
め
の
彼
等
0

0

の
戦
争

へ
、
凡す

べ

て
の
大
陸
を
捲ま

き

込
む
。

三

王
政
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
口
授
さ
れ
た
ブ
レ
ス
ト
媾こ

う
わ和

、
そ
れ
に
つ
い
で
、「
民
主
主
義
」
共
和
国
の
フ
ラ
ン
ス

及
び
ア
メ
リ
カ
並
び
に
「
自
由
を
愛
す
る
」
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
口
授
さ
れ
た
一
層
残
酷
で
卑
劣
な
ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
媾
和
は
、
人
類
に
と
っ
て
一
つ
の
測
る
可べ

か
ら
ざ
る
貢
献
を
し
た
。
そ
の
二
つ
の
媾
和
は
、
帝
国
主
義
の
御
用

ペ
ン
奴
隷
及
び
反
動
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
仮
面
を
剥は

ぎ
取
り
、
平
和
主
義
や
社
会
主
義
の
仮
面
を
つ
け
て
、「
ウ

ィ
ル
ソ
ン
主
義
」
を
賞
讃
し
、
帝
国
主
義
の
下
に
お
け
る
平
和
と
改
良
の
可
能
を
証
明
し
よ
う
と
努
め
た
者
の
仮

面
を
も
剥
ぎ
取
っ
た
。
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イ
ギ
リ
ス
側
と
ド
イ
ツ
側
と
、
二
つ
の
金
融
的
泥
棒
群
が
、
分
捕
品
の
た
め
に
起
し
た
戦
争
は
、
数
百
万
の
人

類
を
殺
し
、
不
具
者
に
し
た
。
こ
の
戦
争
の
犠
牲
と
、
そ
れ
か
ら
か
の
二
つ
の
「
平
和
条
約
」
と
は
、
数
百
万
数

千
万
の
、
抑
圧
さ
れ
、
打
ち
の
め
さ
れ
、
愚ぐ

ろ
う弄

さ
れ
た
人
類
に
と
っ
て
、
最
善
の
教
訓
で
あ
り
、
予
知
さ
れ
な
い

速
さ
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
を
覚
醒
さ
せ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
普
遍
的
な
戦
争
の
荒
廃
の
大
地
の
上
に
、

一
般
的
な
革
命
の
危
機
が
発
生
し
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
動
揺
と
困
難
と
が
あ
る
に
拘か

か

わ
ら
ず
、
無
産
階
級

革
命
の
勝
利
を
も
っ
て
、
局き

ょ
くを

結
ば
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

第
二
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
バ
ー
ゼ
ル
宣
言
が
、
一
九
一
二
年
に
明
示
し
た
の
は
、
一
九
一
四
年
に
勃ぼ

っ
ぱ
つ発

し
た

こ
の
戦
争
で
あ
っ
て
戦
争
一
般
で
は
な
い
。（
何
と
な
れ
ば
、
戦
争
に
は
い
ろ
ん
な
種
類
が
あ
り
得
る
。
そ
こ
に

は
革
命
戦
争
も
あ
る
。）
こ
の
宣
言
は
今
日
、
第
二
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
勇
士
達
の
不ふ

め
ん
ぼ
く

面
目
千
万
な
破
産
、
一

般
的
変
節
の
紀
念
碑
と
な
っ
て
い
る
。

私
は
、
こ
の
書
の
現
版
の
附
録
と
し
て
そ
の
宣
言
を
掲
載
し
（
こ
の
訳
書
に
は
添
加
し
な
い
―
―
訳
者
）
第
二
イ
ン

タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
勇
士
達
が
、
そ
の
宣
言
の
中
、
今
次
の
戦
争
と
無
産
階
級
革
命
と
の
関
係
の
歴
然
と
決
定
さ
れ

て
い
る
凡す

べ

て
の
個
所
を
、
今
日
注
意
深
く
避
け
て
通
っ
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
、
強
く
読
者
の
注
意
を
促う

な
がし

た
。

彼
等
は
実
に
、
泥
棒
が
盗
み
を
し
た
場
所
を
避
け
て
通
る
時
の
如ご

と

き
用
心
深
さ
を
も
っ
て
、
そ
れ
の
決
定
さ
れ
て

い
る
す
べ
て
の
個
所
を
避
け
て
通
っ
て
い
る
。
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四

こ
の
書
に
は
、
世
界
の
す
べ
て
の
国
々
に
お
い
て
「
最
も
卓
越
せ
る
」
理
論
家
か
ら
、
第
二
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ

ル
の
指
導
者
か
ら
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
オ
ッ
ト
ー
・
バ
ウ
エ
ル
等
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ラ
ム
ゼ
ー
・
マ
ク
ド
ナ
ル

ド
等
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ト
ー
マ
等
、
等
）
及
び
社
会
主
義
者
、
改
良
主
義
者
、
平
和
主
義
者
、
ブ

ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
者
並
び
に
坊
主
共
の
大
衆
か
ら
擁
護
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
か
の
国
際
的
思
潮
た
る
カ
ウ

ツ
キ
ー
主
義
が
、
特
に
徹
底
的
に
批
評
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
精
神
的
傾
向
は
、
第
二
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
解
体
、
崩
壊
の
産
物
で
あ
る
。
他
方
そ
れ
は
ま
た
、
そ
の

全
生
活
条
件
に
応
じ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
、
民
主
主
義
的
偏
見
の
羈き

は
ん絆

を
脱
し
得
な
い
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
、
精
神

的
果
実
で
あ
る
。

カ
ウ
ツ
キ
ー
及
び
彼
と
同
性
質
の
他
の
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
そ
の
見
解
は
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
が
十
年
の
長

き
に
わ
た
っ
て
、
特
に
社
会
主
義
的
日ひ

よ
り
み

和
見
主
義
者
（
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ミ
ル
ラ
ン
、
ハ
イ
ン
ド
マ
ン
、
ゴ

ン
パ
ー
ス
等
）
と
の
論
戦
に
お
い
て
擁
護
し
た
と
こ
ろ
の
、
か
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
革
命
的
基
礎
の
放
棄
以
外
の

何
も
の
で
も
な
い
。
さ
れ
ば
カ
ウ
ツ
キ
ー
主
義
者
が
、
全
世
界
に
於
い
て
実
際
に
極
端
な
日
和
見
主
義
と
（
第
二

即
ち
黄
色
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
を
通
じ
て
）
結
き
【
結
び
付
き
】、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
府
と
（
社
会
主
義
者
の
参
加
せ
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る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
聯れ

ん
り
つ立

政
府
を
通
じ
て
）
結
び
付
い
た
の
は
、
何
等
偶
然
な
こ
と
で
は
な
い
。

全
世
界
に
生
長
し
て
い
る
無
産
階
級
革
命
運
動
及
び
特
に
共
産
主
義
運
動
は
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
派
の
理
論
的
欠
陥

の
徹
底
的
な
解
剖
と
暴
露
と
を
企く

わ
だて

る
こ
と
な
し
に
は
、
決
し
て
発
展
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
上
、
平
和

主
義
的
、「
民
主
主
義
的
」
教
義
が
、
世
界
に
お
い
て
、
ま
だ
強
く
伝で

ん
ぱ播

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
事

は
更
に
一
層
必
要
で
あ
る
。
そ
の
教
義
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
教
義
で
あ
る
と
自
ら
主
張
は
し
な
い
が
、
し
か
し
カ

ウ
ツ
キ
ー
一
派
と
全
く
同
じ
に
、
帝
国
主
義
的
矛
盾
の
実
相
と
、
そ
れ
か
ら
生
れ
る
革
命
的
危
機
の
不
可
避
性
と

を
、
胡ご

ま

か
魔
化
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
思
潮
に
た
い
す
る
闘
争
は
、
多
か
れ
尠す

く
なか

れ
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
関
係
の
中
に
生
活
し
て
居
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
た
め
に
愚
弄
さ
れ
て
い
る
小
生
産
者
及
び
数
百
万
の
勤
労

者
の
蒙も

う

を
啓ひ

ら

く
任
務
を
有
す
る
無
産
階
級
党
の
、
義
務
で
あ
る
。

五

こ
の
書
第
八
章
の
「
資
本
主
義
の
寄
生
状
態
と
停
滞
」
に
つ
い
て
、
一
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ

の
書
の
本
文
に
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
以
前
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
で
、
今
日
は
カ
ウ
ツ
キ
ー
【K

arl Johann 

K
autsky, 1854-1938

】
の
戦
友
で
あ
り
、「
ド
イ
ツ
独
立
社
会
民
主
党
」
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
改
良
主
義
の
領
袖
の
一
人

で
あ
る
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
【R

udolf H
ilferding, 1877-1941

】
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
公
然
の
平
和
主
義
者
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改
良
主
義
者
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
ホ
ブ
ソ
ン
に
比
し
て
、
一
歩
退
却
し
て
い
る
。
全
労
働
者
運
動
の
国
際
的
分
裂

は
、
今
日
、
顕
著
な
事
実
で
あ
る
（
第
二
と
第
三
イ
ン
タ
ナ
シ
ナ
ル
）。
而
し
て
こ
の
二
つ
の
運
動
が
公
然
の
闘

争
と
市
民
戦
争
を
導
い
て
来
て
い
る
こ
と
も
亦ま

た

、
今
日
、
疑
い
な
き
事
実
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ

と
社
会
革
命
党
員
が
、
コ
ル
チ
ャ
ッ
ク
と
デ
ニ
キ
ン
を
支
持
し
て
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
当
り
、
ド
イ
ツ
の
シ
ャ

イ
デ
マ
ン
、
ノ
ス
ケ
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
結
合
し
て
、
ス
パ
ル
タ
カ
ス
に
当
っ
たi i

の
は
、
そ
の
故
で
あ
る
。

同
様
な
こ
と
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
等
に
も
起
っ
て
い
る
。
然
ら
ば
、
こ
の
世
界
史

的
現
象
の
経
済
的
基
礎
は
何
で
あ
る
か
？

そ
の
基
礎
は
、
資
本
主
義
の
最
高
歴
史
的
階
段i ii

た
る
、
帝
国
主
義
の
階
段
に
特
有
な
、
寄
生
状
態
と
頽た

い
は
い廃

と
の

う
ち
に
在
る
。
こ
の
書
に
お
い
て
詳
説
し
て
あ
る
通
り
、資
本
主
義
は
極ご

く
少
数
の
特
に
富
有
で
強
力
な
国
家
を
、

極
端
ま
で
押
し
や
り
、
そ
れ
ら
の
少
数
国
家
は
、
世
界
住
民
の
約
十
分
の
一
か
、
多
く
見
積
っ
て
、
高
々
五
分
の

一
し
か
擁よ

う

し
て
い
な
い
に
拘か

か

わ
ら
ず
、
単
な
る
「
利り

さ
つ札

切
り
」
で
、
全
世
界
を
掠
奪
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
資
本

輸
出
は
、
年
々
八
十
億
乃
至
千
億
【" eight to ten thousand m

illion francs"

、
八
十
億
か
ら
百
億
フ
ラ
ン
】
の
利
益
を
も
た

ら
し
、
し
か
も
そ
れ
が
戦
前
の
価
格
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
戦
前
の
統
計
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
。
現
在
で
は
そ
の

i　

Spartakusbund

ス
パ
ル
タ
カ
ス
団
。
第
１
次
世
界
大
戦
中
、
社
会
民
主
党
か
ら
分
離
し1918

ド
イ
ツ
共
産
党
を
結
成
、
指
導

者
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
、
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
ら
は
、
翌
年
の
武
装
蜂
起
で
殺
害
さ
れ
た
。

ii　
「
階
段stage

」
は
「
段
階
」
と
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
底
本
の
マ
マ
、
以
下
に
於
い
て
も
同
様
。
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利
益
は
、
更
に
巨
大
な
額
に
達
す
る
。

こ
の
巨
大
な
余
剰
利
潤
（
資
本
家
が
、
普
通
の
、「
自
分
の
」
国
の
労
働
者
か
ら
搾
取
す
る
利
潤
以
外
は
、
掻

き
集
め
る
と
こ
ろ
の
）
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
、
労
働
指
導
者
及
び
労
働
貴
族
の
上
層
の
買
取
0

0

を
可
能
な
ら
し

め
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
事
実
、
先
進
諸
国
の
資
本
家
は
、
そ
れ
ら
を
買
収
し
て
居
り
、
し
か
も
直
接
、
間

接
、
公
然
、
隠
然
の
無
数
の
手
段
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
し
た
労
働
者
の
層
、
即
ち
「
労
働
貴
族
」
は
、
そ
の
生
活
方
法
、
そ
の
収
入
、
そ
の
全
世

界
観
に
於
て
、
徹
頭
徹
尾
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
る
。
彼
等
は
同
時
に
第
二
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
支
柱
0

0

で
あ
り
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
社
会
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
軍
事
的
で
な
く
）
支
柱
で
あ
る

0

0

0

0

0

。
労
働
者
運
動
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
真

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
手
先

0

0

0

、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
無
産
階
級
代
理
人
（
資
本
家
階
級
の
労
働
将
校
）、
改
良
主
義
及
び
偏
愛
国
主
義

の
真
の
執
行
者
は
、
彼
等
で
あ
る
。
無
産
階
級
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
市
民
戦
争
に
お
い
て
、
彼
等
は
不
可
避

に
、
し
か
も
大
多
数
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
側
に
味
方
す
る
。「
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
派
」
に
反
対
し
て
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
派

に
味
方
す
る
。

こ
の
現
象
の
経
済
的
根
基
を
暴
露
す
る
こ
と
無
し
に
は
、
そ
の
政
治
的
社
会
的
意
義
を
評
価
す
る
こ
と
無
し
に

は
、
共
産
主
義
運
動
及
び
未
来
の
無
産
階
級
革
命
の
実
際
問
題
の
解
決
に
、
一
歩
も
進
め
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
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資
本
主
義
と
帝
国
主
義
（
一
九
二
〇
年
序
文
）

帝
国
主
義
は
、
無
産
階
級
的
社
会
革
命
の
東
天
紅i i

で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
一
七
年
こ
の
か
た
全
世
界
に
お
い
て

実
証
さ
れ
た
。（D

ie K
om

m
unistische Internationale

誌
第
二
年
度
第
十
八
冊
よ
り
）

一
九
二
〇
年
七
月
六
日

エ
ヌ
・
レ
ニ
ン

i　
「
と
う
て
ん
こ
う
」
夜
明
け
を
告
げ
る
鶏
の
鳴
き
声
の
こ
と
。
英
訳
で
は
単
に" the eve"

「
前
夜
」。
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近
代
資
本
主
義

最
近
十
年
乃
至
十
五
年
間
、
特
に
米
西
戦
争
（
一
八
九
八
年
【
ア
メ
リ
カ
対
ス
ペ
イ
ン
】）
及
び
ボ
ー
ア
戦
争i i

（
一
八
九
九
―
一
九
〇
二
）
の
後
、
国
民
経
済
文
献
な
ら
び
に
政
治
文
献
に
お
い
て
吾
々
の
生
活
し
て
い
る
時
代

の
特
性
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、「
帝
国
主
義
」
な
る
概
念
に
つ
い
て
説
か
れ
る
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て

来
て
い
る
。
一
九
〇
二
年
に
、
ロ
ン
ド
ン
及
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
の
国
民
経
済
学
者
ジ
ェ
ー
・

ヱ
イ
・
ホ
ブ
ソ
ン
【John A

tkinson H
obson, 1858-1940

】
の
『
帝
国
主
義
』【“Im

perialism
: A Study”

】
と
題
す
る
著
作

が
現
れ
た
。
著
者
は
、
改
良
主
義
的
社
会
主
義
及
び
平
和
主
義
の
立
場
―
―
そ
の
立
場
は
、
今
日
カ
ー
ル
・
カ
ウ

ツ
キ
ー
の
と
っ
て
い
る
立
場
と
、
本
来
同
一
な
も
の
で
あ
る
―
―
を
と
っ
て
い
る
人
で
あ
る
が
、
帝
国
主
義
の
基

礎
を
な
す
経
済
的
、
政
治
的
特
徴
の
、
非
常
に
立
派
な
詳
細
な
記
述
を
与
え
て
い
る
。
一
九
一
〇
年
に
、
ウ
イ
ー

ン
に
お
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ー
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
ル
ド
ル
フ
・
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
著
作
、「
金
融
資
本
」

【“Finance C
apital”,

英
訳
版
】
が
現
れ
た
。
著
者
は
貨
幣
理
論
に
お
い
て
誤
っ
た
見
解
を
示
し
て
い
る
に
拘か

か

わ
ら
ず
、

i　

オ
ラ
ン
ダ
系
白
人Boer

（
ブ
ー
ル
英
語
読
み
で
ボ
ー
ア
）
と
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
南
ア
フ
リ
カ
金
鉱
・
ダ
イ
ヤ
を
巡
る
戦
争
。

H
obson

は
こ
の
戦
争
を
取
材
し
て
そ
の
著
作
を
書
い
た
。
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近
代
資
本
主
義

又
、
著
者
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
日ひ

よ
り
み

和
見
主
義
と
を
混
同
す
る
傾
向
が
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
著
作
は
、
極
め

て
高
い
価
値
の
あ
る
理
論
的
な
、「
資
本
主
義
の
最
近
の
発
達
に
関
す
る
研
究
」
―
―
こ
の
書
の
傍
題
に
は
そ
う

記
し
て
あ
る
―
―
を
提
供
し
て
い
る
。
近
年
帝
国
主
義
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
た
凡
て
の
こ
と
、
―
―
特
に
こ
の
問

題
に
関
し
て
新
聞
雑
誌
の
無
数
の
論
文
に
お
い
て
、
な
ら
び
に
、
一
九
一
二
年
の
秋
、
チ
ム
ニ
ッ
ツ
及
び
バ
ー
ゼ

ル
で
開
催
さ
れ
た
大
会
の
決
議
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
凡
て
の
こ
と
は
、
本
来
こ
の
二
人
の
著
者
が
説
い
た
と
こ

ろ
の
、
更
に
正
確
に
云
え
ば
、
こ
の
二
人
の
著
者
が
推
論
し
た
と
こ
ろ
の
、
観
念
の
範
囲
を
何
等
出い

ず
る
も
の
で

は
な
い
。

以
下
に
お
い
て
私
は
、
帝
国
主
義
の
基
礎
的
な

0

0

0

0

経
済
的
諸
属
性
の
依
存
関
係
及
び
相
関
関
係
を
、
出
来
る
だ
け

簡
結
【
簡
潔
】
平
明
な
形
で
、
説
明
し
て
見
よ
う
と
思
う
。
こ
の
問
題
の
経
済
的
な
ら
ざ
る
方
面
に
関
し
て
は
、

私
は
こ
の
書
に
お
い
て
説
き
及
ぶ
機
会
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
参
考
文
献
及
び
そ
の
他
の
注
解
は
、
必
ら
ず
し

も
凡す

べ

て
の
読
者
に
用
は
な
い
が
、
こ
の
書
の
巻
末
に
そ
れ
を
附
し
て
お
く
。
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一　
生
産
の
集
積
と
独
占

産
業
の
ど
え
ら
い
発
達
と
、
凡す

べ

て
の
大
企
業
に
お
け
る
生
産
の
著
し
く
急
激
な
集
積
過
程
と
は
、
資
本
主
義
の

極
め
て
意
味
深
い
特
徴
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
。
近
代
産
業
の
統
計
は
、
こ
の
過
程
に
関
し
て
、
吾
々
に
完
全
詳

細
な
材
料
を
提
起
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
産
業
企
業
各
千
【1000

】
の
う
ち
、
大
経
営
即す

な
わち

五
十
人

以
上
の
賃
銀
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
経
営
は
、
一
八
八
二
年
に
三
、一
八
九
五
年
に
六
、

一
九
〇
七
年
に
九
で
あ
っ
た
。
而し

か

し
て
労
働
者
各
百
人
の
う
ち
、
そ
れ
ら
の
大
経
営
に
使

用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
二
二
、三
〇
、三
七
で
あ
っ
た
。
し
か
し
生
産
の
集
積
は
、
労
働

者
の
集
積
よ
り
は
、
多
分
に
ヨ
リ
強
度
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
労
働
は
、
大
経
営
の
う
ち

に
あ
っ
て
、
多
分
に
ヨ
リ
生
産
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
蒸
汽
機
械
及
び
電
動

機
に
関
す
る
材
料
が
証
明
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
極
め
て
広
い
意
味
に
、
即
ち

商
業
及
び
運
輸
等
を
ふ
く
め
て
、
産
業
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
全
体
を
と
っ
て
見
れ
ば
、

次
の
表
【
上
表
】
が
描
か
れ
る
。【
英
訳
本
で
は
表
で
は
な
く
文
で
書
か
れ
て
、
％
に
若
干
の
違
い
。】

ドイツにおける大経営の役割i【表 1】
数 労働者 蒸汽力 電力

（百万人）（百万馬力）（百万KW）

全企業 3,265,623 14.4 8.8 1.5

内大経営 30,588 5.7 6.6 1.2

百分率 0.9 39.7 75.0 80.0



22

一　

生
産
の
集
積
と
独
占

全
企
業
の
百
分
の
一
よ
り
尠す

く
ない

も
の
が
、
蒸
汽
力
及
び
電
力
の
総
量
の
四
分
の
三
を
使
用
し
、
企
業
の
全
数
の

九
一
％
を
占
め
る
小
経
営
（
最
高
五
人
の
労
働
者
を
使
用
す
る
も
の
）
三
百
十
九
万
七
千
は
、
全
体
で
、
蒸
汽
力

及
び
電
力
の
七
％
し
か
使
用
し
な
い
！
三
万
の
大
経
営
が
凡
て
で
、
三
百
万
の
小
経
営
は
―
―
何
物
で
も
な
い
。

百
人i i

以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
経
営
が
、
一
九
〇
七
年
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
五
百
八
十
六
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
大
経
営
は
、
労
働
者
の
全
数
の
約
十
分
の
一
（
百
三
十
八
万
人
）
蒸
汽
力
及
び
電
力
の
総
量
の
ほ
ぼ
三
分
の

一
（
三
二
％
）
を
使
用
し
て
い
た
。（
注
一
）

金
融
資
本
及
び
銀
行
は
、
後
章
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
極
く
少
数
の
大
経
営
の
こ
の
優
越
を
、
ま
す
ま
す
圧
倒

的
た
ら
し
め
、
し
か
も
真
に
文
字
通
り
に
然
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
数
百
万
の
小
、
中
、
企
業
な
ら
び
に
大
企
業

の
一
部
さ
え
、
実
際
に
お
い
て
、
僅
々
数
百
の
大
金
融
家
に
完
全
に
隷
属
し
て
仕し

舞ま

う
。

近
代
資
本
主
義
の
発
達
し
た
他
の
国
家
、
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
生
産
集
積
の
増
大
は
、

更
に
一
層
急
速
に
進
ん
で
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
統
計
は
、
産
業
を
狭
い
意
味
に
と
り
、
企
業
を
年
生
産
の
価
値
総

額
に
よ
っ
て
配
列
し
て
あ
る
が
、
い
ま
、
百
万
弗ド

ル

以
上
の
年
生
産
を
有
す
る
凡
て
の
企
業
を
、
大
経
営
に
計
算
す

れ
ば
、
次
の
表
が
出
来
る
。（
注
二
）

i　

英
訳
本
ほ
か
で
は1000

人
と
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
国
の
全
企
業
の
生
産
総
額
の
約
半
分
が
、
経
営
総
数
の
百
分
の
一
の
大
経
営
の
手
に
在
る
！
而し

か

し
て
こ

の
三
千
の
巨
人
的
経
営
は
、
二
百
五
十
の
産
業
部
門
を
包
擁
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
次
の
こ
と
が
分
る
。
集

積
は
、
一
定
の
発
達
階
段
に
お
い
て
、
自
ら
、
独
占
に
赴お

も
むく

と
い
う
こ
と
、
是こ

れ

で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
僅き

ん
き
ん々

数

十
の
企
業
が
相
互
の
間
に
、
協
定
を
と
げ
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
し
、
同
時
に
他
方
、
彼
等
の
経
営
の
大
規
模
で

あ
る
こ
と
が
、
競
争
を
困
難
な
ら
し
め
、
独
占
へ
の
傾
向
を
生
み
出
す
か
ら
で
あ
る
。
競
争
か
ら
独
占
へ
の
こ
の

変
化
は
、
最
近
資
本
主
義
経
済
に
お
け
る
、
最
重
要
な
現
象
の
一
つ
―
―
若も

し
く
は
最
重
要
な
現
象
―
―
で
あ
る
。

アメリカにおける大経営の役割【表 2】
数 労働者 年生産額

（百万）（十億弗）

全企業 216,180 5.50 14.8

1904｛ 内大経営 1,900 1.40 5.6

百分率 0.9 25.60 38.0

全企業 268,491 6.61 20.7

1909｛ 内大経営 3,060 2.00 9.0

百分率 1.1 30.50 43.8

【英訳本ほかでは、これも表ではなく、文で
書かれている。こちらは数字に違いはない。】
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一　

生
産
の
集
積
と
独
占

だ
か
ら
吾
々
は
そ
れ
を
仔
細
に
観
察
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
、
し
か
し
吾
々
は
先
ず
第
一
に
、
一
つ
の
或
は
起

り
得
可べ

き
誤
解
を
除
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ア
メ
リ
カ
の
統
計
は
、
二
百
五
十
の
産
業
部
門
に
三
千
の
巨
人
企
業
が
あ
る
、
と
記
戴
し
て
い
る
。
そ
れ
で
見

る
と
、
各
部
門
に
十
二
の
大
企
業
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
事
実
は
そ
う
で
な
い
。
各
産
業
部
門
に
大

経
営
が
在
る
の
で
な
く
、
そ
れ
よ
り
外
に
、
高
い
発
達
階
段
に
達
し
た
資
本
主
義
の
一
つ
の
特
に
重
要
な
特
徴
は
、

い
わ
ゆ
る
企コ

ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン

業
聯
合
即す

な
わち

若
干
の
大
企
業
へ
の
諸

も
ろ
も
ろの

産
業
部
門
の
結
合
で
あ
る
。
そ
の
産
業
部
門
が
、
原
料
の
加

工
に
お
い
て
、
接
続
的
な
階
段
を
な
す
も
の
（
た
と
え
ば
、
鉱
石
よ
り
鋳
鉄
の
溶
解
、
鋳
鉄
か
ら
鋼
鉄
の
製
錬
、

更
に
可
能
な
場
合
は
各
種
の
鋼
鉄
製
品
の
仕
上
げ
の
如ご

と

き
）
も
あ
れ
ば
、
併へ

い
り
つ立

し
て
相
互
に
補
助
的
な
作
業
を
営

む
も
の
（
廃
物
又
は
副
産
物
の
加
工
、
包
装
材
料
の
製
造
等
の
如
き
）
も
あ
る
。

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
述
べ
て
い
る
。（
注
三
）「
企コ

ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン

業
聯
合
は
、
市
況
の
差
異
を
平
均
し
、
そ
の
結
果
、
聯れ

ん

合
態
事
業
に
た
い
し
て
、
利
潤
率
の
ヨ
リ
大
い
な
る
安
定
を
与
え
る
。
第
二
に
、
企
業
聯
合
は
、
商
業
の
廃
棄

【elim
inating trade

商
業
の
廃
除
】
を
実
現
す
る
。
第
三
に
、
そ
れ
は
、
技
術
的
進
歩
を
可
能
な
ら
し
め
、
そ
の
結
果
、

純
粋
事
業
に
お
い
て
得
ら
れ
ぬ
特
別
利
潤
を
獲
得
せ
し
め
る
。
第
四
に
、
原
料
価
格
の
下
落
と
製
品
価
格
の
下
落

と
が
平
行
し
な
い
極
度
の
不
景
気
時
の
競
争
に
お
い
て
、
純
粋
事
業
に
た
い
し
て
聯
合
態
事
業
の
地
位
を
強
固
な

ら
し
め
る
。」
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ド
イ
ツ
の
大
鉄
工
業
に
お
け
る
「
混ゲ

ミ
シ
ュ
テ
ン

合
態
」
即
ち
聯
合
態
事
業
に
関
し
て
、
一
書
を
著あ

ら
わし

た
ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ

ョ
ア
国
民
経
済
学
者
ヘ
イ
マ
ン
は
云
っ
て
い
る
。「
純
粋
事
業
は
、
高
い
原
料
価
格
と
、
低
い
製
品
価
格
の
間
に

は
さ
ま
っ
て
、
押
し
潰つ

ぶ

さ
れ
る
」
…
…
そ
こ
で
次
の
如ご

と

き
結
果
が
生
ず
る
。「
一
方
に
お
い
て
、
数
百
万
噸ト

ン

の
石

炭
を
搬は

ん
し
ゅ
つ出

し
、
石
炭
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
と
緊
密
に
結
び
付
い
て
い
る
諸
大
石
炭
会
社
が
残
り
、
諸
大
鋼
鉄
業
と
其そ

の

鋼
鉄
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
と
は
、
そ
れ
ら
の
大
石
炭
会
社
と
密
接
に
団
結
す
る
。
こ
れ
ら
の
巨
人
的
企
業
は
、
年
々

四
十
万
噸ト

ン

の
鋼
鉄
を
生
産
し
、
鉱
石
及
び
鋳
鉄
を
多
量
に
産
出
し
、
一
万
人
の
労
働
者
を
も
っ
て
鋼
鉄
製
品
を
製

作
す
る
。
そ
れ
ら
の
労
働
者
は
そ
の
附
属
の
工
場
町
に
準
備
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
往
々
そ
れ
自
身
の
鉄
道
や

埠ふ
と
う頭

を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
巨
人
的
企
業
は
、
今
日
、
ド
イ
ツ
鉄
工
業
の
真
の
典
型
で
あ
る
。
個
々
の
経
営
は
、

断た

え
ず
そ
の
規
模
を
拡
大
す
る
。
同
一
種
又
は
異
種
の
経
営
が
、
益
々
巨
人
的
企
業
に
結
合
し
、
そ
れ
ら
巨
人
的

企
業
は
ま
た
、
若
干
の
ベ
ル
リ
ン
大
銀
行
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
指
導
さ
れ
る
。
か
く
て
、
鉱
山
業
が
、
ド
イ
ツ

に
お
け
る
如
く
、
関
税
及
び
運
輸
税
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
国
に
於
て
は
、
如い

か何
な
る
場
合
に
も
、
カ
ー
ル
・
マ

ル
ク
ス
の
集
積
理
論
の
正
し
い
こ
と
が
、
確
証
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
鉱
山
業
は
、
今
十
分
に
、
収
奪
し
て
よ
い
階

段
に
達
し
て
い
る
。」（
注
四
）

か
く
の
如ご

と

く
、こ
の
正
直
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
民
経
済
学
者
は
、こ
の
結
論
に
到
達
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。彼
は
、

鉱
山
業
を
保
護
す
る
た
め
の
高
率
の
保
護
関
税
を
設も

う

け
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ド
イ
ツ
に
或あ

る

程
度
ま
で
特
別
地
位
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一　

生
産
の
集
積
と
独
占

を
許
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事
情
は
、
た
だ
、
生
産
の
集
積
と
、
カ
ル
テ
ル
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
等

の
如ご

と

き
企
業
家
の
独
占
団
結
の
形
成
を
、
促
進
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
自
由
貿
易
の
典
型
国
た
る
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
も
、
多
少
は
遅
れ
、
又
た
と
え
変
っ
た
形
態
に
お
い
て
に
せ
よ
、
同
様
に
生
産
の
集
積
が
独
占
に
赴お

も
むい

て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ル
マ
ン
・
レ
ヴ
ィ
教
授
は
、『
独
占
、カ
ル
テ
ル
及
び
ト
ラ
ス
ト
』

【“M
onopole, K

artelle und Trusts”

】
に
関
す
る
そ
の
専
門
的
著
書
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
的
発
展
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
企
業
の
規
模
の
大
き
い
こ
と
と
、
そ
の
管
理
力
の
優
れ

て
い
る
こ
と
と
が
、
自
ら
そ
の
な
か
に
独
占
的
傾
向
を
持
つ
。
そ
し
て
そ
の
傾
向
は
次
の
よ
う
に
し
て
高
め
ら
れ

る
。
一
度
び
集
積
運
動
が
始
ま
る
と
、
各
企
業
に
お
け
る
資
本
投
下
額
が
大
き
く
な
り
、
そ
の
結
果
新
し
い
企
業

は
同
じ
く
巨
額
な
資
本
を
必
要
と
し
、
従
っ
て
そ
の
成
立
が
困
難
と
な
る
。
し
か
し
な
お
そ
の
上
（
こ
れ
が
吾
々

に
は
最
重
要
な
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）、
集
積
過
程
の
う
ち
に
生
じ
た
巨
人
的
企
業
と
歩
調
を
合
せ
て
進
も
う

と
す
る
新
企
業
は
何
れ
も
、
極
め
て
多
量
の
商
品
を
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
極
め
て
多
量
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
売
り
捌さ

ば

い
て
利
潤
を
収
め
る
こ
と
は
、
不
断
に
そ
の
商
品
に
た
い
す
る
需
要
を
増
す
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
可
能
で
あ
る
。
も
し
需
要
が
増
さ
な
い
場
合
に
は
、
価
格
の
水
準
は
、
そ
れ
ら
の
新
企
業
に
と
っ
て
も
、
ま

た
独
占
的
諸
結
合
に
と
っ
て
も
引
き
合
な
い
ま
で
に
、引
下
げ
ら
れ
る
。」
他
の
国
家
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、「
イ

ギ
リ
ス
に
お
け
る
カ
ル
テ
ル
、
ト
ラ
ス
ト
の
独
占
利
益
の
獲
得
」
は
、
一
般
は
、
競
争
す
る
企
業
の
数
が
極ご

く
少
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数
に
、
普
通
に
は
二
十
四
五
の
個
々
の
会
社
に
減
少
し
た
時
に
始
め
て
、
起
っ
て
来
る
。「
全
然
経
済
的
な
領
域

に
お
い
て
、
集
積
運
動
が
大
産
業
の
独
占
組
織
の
上
に
、
ど
れ
だ
け
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
が
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
い
て
、
透
き
徹
る
よ
う
な
純
粋
な
形
で
現
れ
て
い
る
。」（
注
五
）

五
十
年
前
マ
ル
ク
ス
が
「
資

ダ
ス
・
カ
ピ
タ
ル

本
」【
以
下
で
は
『
資
本
論
』】
を
書
い
た
時
、
当
時
の
国
民
経
済
学
者
の
大
多
数
は
、

自
由
貿
易
を
一
つ
の
「
自
然
法
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
御
用
科
学
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
』
を
黙
殺
し
よ

う
と
努
め
た
。
と
い
う
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、
資
本
主
義
を
、
理
論
的
、
歴
史
的
に
解
剖
し
て
、
自
由
競
争
は
生

産
の
集
積
を
生
み
出
し
、
生
産
の
集
積
は
そ
の
発
展
の
一
定
階
段
に
お
い
て
独
占
を
招
来
す
る
と
い
う
こ
と
を
、

論
証
し
た
か
ら
で
あ
る
。
今
日
、
独
占
は
事
実
と
な
っ
て
い
る
。
国
民
経
済
学
者
は
山
の
如
き
書
物
を
書
き
、
そ

の
中
で
独
占
に
関
す
る
個
々
の
現
象
を
描
き
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
異
口
同
音
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
征
服
さ
れ

た
、
と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
云
う
如ご

と

く
、「
事
実
は
動
か
す
可べ

か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
」。

否い
や

で
も
応お

う

で
も
そ
れ
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
事
実
は
次
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
保
護
貿
易
国
で
あ
る
か
自
由
貿

易
国
で
あ
る
か
と
い
う
、
個
々
の
資
本
主
義
国
家
の
差
異
は
、
独
占
の
形
態
又
は
そ
の
発
生
の
時
期
に
関
し
て
、

重
大
な
ら
ざ
る
差
異
を
齎も

た
らす

に
過
ぎ
ず
、
生
産
の
集
積
か
ら
来
る
独
占
の
成
立
は
、
資
本
主
義
今
日
の
発
展
階
段

の
普
遍
的
、
基
礎
的
法
則
を
成
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
是こ

れ

で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
新
し
い
資
本
主
義
が
古
い
資
本
主
義
を
決
定
的
に
解
消
す
可べ

き
時
期
が
、
可か

な
り
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一　

生
産
の
集
積
と
独
占

充
分
に
熟
し
て
い
る
。
そ
れ
に
【
は
】
即す

な
わち

二
十
世
紀
の
初
頭
に
お
い
て
で
あ
る
。
独
占
形
成
の
歴
史
に
関
す
る

最
近
の
或あ

る
総
括
的
な
著
述
に
お
い
て
、
吾
々
は
読
む
。「
資
本
主
義
的
独
占
の
個
々
の
実
例
は
、
一
八
六
〇
年

以
前
に
、
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
ら
の
実
例
の
う
ち
に
、
今
日
吾
々
が
熟
知
す
る
独
占
形
態
へ
の

萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
凡す

べ

て
は
全
く
歴
史
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
近
代
的
独
占
の
実
際
に
発
生
し
た

の
は
、
早
く
と
も
、
八
十
年
代
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
最
初
の
大
い
な
る
発
展
期
は
、
七
十
年
代
の
国
際
的
不

景
気
と
共
に
高
ま
り
、
九
十
年
代
の
初
め
に
達
す
る
。
…
…
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
自
由
競
争
は

六
十
年
代
及
び
七
十
年
代
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
た
。
当
時
イ
ギ
リ
ス
は
、
古
い
様
式
の
資
本
主
義
的
組
織
の
構

成
を
完
了
し
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
古
い
資
本
主
義
が
、
手
工
業
及
び
家
内
工
業
を
圧
し
て
、
力
強
く
前
進

し
来
り
、
そ
れ
自
身
の
存
在
形
態
を
つ
く
り
始
め
た
。
…
…
大
き
な
変
化
は
、
一
八
七
三
年
の
恐
慌
と
共
に
、
も

っ
と
正
し
く
云
え
ば
、
そ
れ
に
次つ

い
で
来
た
不
景
気
と
共
に
始
ま
る
。
そ
の
不
景
気
は
、
八
十
年
代
の
初
め
の
ほ

ん
の
僅わ

ず

か
な
中
断
と
、
一
八
八
九
年
の
異
常
に
急
激
な
、
然し

か

し
極ご

く

く
短
期
な
「
好
景
気
」
を
除
い
て
、
二
十
二
年

間
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
史
を
埋
め
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
一
八
八
九
―
九
〇
年
の
短
期
な
好
景
気
時
期
に
お
い

て
、
市
況
を
左
右
す
る
た
め
に
、
カ
ル
テ
ル
秩
序
が
強
度
に
利
用
さ
れ
た
。
物
価
は
い
ず
れ
騰と

う
き貴

し
た
に
は
相
違

な
い
が
、
不
聡
明
な
【ill-considered

無
分
別
な
】
政
策
は
、
一
層
急
激
に
、
一
層
強
く
、
物
価
を
騰
貴
さ
せ
た
。
そ

し
て
殆ほ

と
んど

凡す
べ

て
の
そ
れ
ら
の
カ
ル
テ
ル
団
結
は
、そ
の
後
、「
恐
慌
の
墓
穴
」に
落
ち
て
し
ま
っ
た
。そ
の
後
五
年
間
、
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更
に
激
し
い
事
業
の
不
振
と
、
物
価
の
下
落
が
続
い
た
が
、
産
業
界
を
支
配
し
た
空
気
は
、
最も

は早
や
以
前
と
同
一

で
は
な
か
っ
た
。
世
人
は
そ
の
不
景
気
を
、
来
る
可べ

き
新
た
な
市
場
の
好
景
気
の
前
の
、
一
つ
の
休
息
で
あ
る
と

考
え
た
。

「
か
く
て
カ
ル
テ
ル
運
動
は
、
そ
の
第
二
期
に
入
っ
た
。
カ
ル
テ
ル
は
最も

は早
や
、
一
時
の
過
渡
的
現
象
で
な
く

な
り
、
全
経
済
生
活
の
基
礎
の
一
つ
と
な
っ
た
。
カ
ル
テ
ル
は
一
つ
の
分
野
か
ら
他
の
分
野
へ
と
征
服
し
て
行
く

が
、
先
ず
第
一
に
原
料
産
業
を
征
服
す
る
。
既
に
九
十
年
代
の
初
め
に
、
コ
ー
ク
ス
・
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
が
組
織
せ

ら
れ
、
つ
い
で
そ
れ
に
則

の
っ
と

っ
て
石
炭
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
今
日
に
お
い
て
も
、
本
質
的
に

脱
却
し
切
れ
な
い
一
つ
の
結
合
技
術
で
あ
る
。
十
九
世
紀
半
【
末
】
の
大
好
景
気
及
び
一
九
〇
〇
―
一
九
〇
三
年

の
恐
慌
は
、
尠す

く
なく

と
も
鉱
山
業
及
び
治
金
工
業
に
お
い
て
は
、
始
め
て
全ま

っ
たく

カ
ル
テ
ル
の
作
用
の
下
に
起
っ
た
も

の
で
あ
る
。
而し

か

し
て
当
時
ま
だ
世
人
は
、
そ
れ
を
何
等
か
新
た
な
も
の
と
見
做な

し
て
い
た
が
、
か
れ
こ
れ
す
る
中
、

自
由
競
争
と
い
う
経
済
生
活
の
大
部
分
は
、
規
則
的
に
【a general rule

「
原
則
と
し
て
」】
取
除
か
れ
つ
つ
あ
る
と
い

う
こ
と
が
、
世
人
の
常
識
に
自
明
な
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。」（
注
六
）

か
く
し
て
独
占
発
達
史
の
基
礎
的
階
段
は
、
次
の
三
つ
に
分
れ
る
。（
一
）
一
八
六
〇
―
一
八
七
〇
年
。
こ
の

時
期
は
自
由
競
争
の
発
展
に
お
け
る
最
高
階
段
で
、
独
占
は
漸よ

う
やく

発
生
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。（
二
）
一
八
七
三

年
の
恐
慌
以
後
。
こ
の
時
期
に
カ
ル
テ
ル
は
広
汎
な
発
展
を
見
た
が
、
そ
れ
は
ま
だ
例
外
的
で
、
通
則
的
で
な
く
、
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一　

生
産
の
集
積
と
独
占

過
渡
的
現
象
の
域
を
脱
し
な
か
っ
た
。（
三
）
十
九
世
紀
末
の
好
景
気
と
一
九
〇
〇
―
一
九
〇
三
年
の
恐
慌
期
。

こ
の
時
期
に
カ
ル
テ
ル
は
、
全
経
済
生
活
の
基
礎
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
資
本
主
義
は
帝
国
主
義
は
変
化
し
た
。

カ
ル
テ
ル
は
販
売
条
件
、
計
算
期
日
等
を
一
定
す
る
。
カ
ル
テ
ル
は
ま
た
相
互
の
間
に
、
販
路
を
分
割
す
る
。

生
産
す
可べ

き
商
品
の
量
を
協
定
す
る
。
個
々
の
企
業
家
の
間
に
、
利
潤
等
を
割
り
当
て
る
。

カ
ル
テ
ル
の
数
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
一
八
九
六
年
に
約
二
百
五
十
、一
九
〇
五
年
に
三
百
八
十
を
数
え
、
約

一
万
二
千
の
工
場
が
そ
れ
に
結
び
付
い
て
い
た
。（
注
七
）
し
か
し
こ
の
数
字
が
、
実
際
よ
り
低
く
見
積
ら
れ
て
あ

る
こ
と
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
曩さ

き

に
掲
げ
た
一
九
〇
七
年
の
ド
イ
ツ
産
業
統
計
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
一
万
二
千
の
大
経
営
が
、
蒸
汽
力
及
び
電
力
の
半

な
か
ば

以
上
を
使
用
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
一
九
〇
〇
年
に
ト
ラ
ス
ト
の
数
が
百
八
十
五
、一
九
〇
七
年
に
二
百
五
十
を
数
え
た
。

ア
メ
リ
カ
の
統
計
は
、
凡す

べ

て
の
産
業
企
業
を
、
個
人
に
属
す
る
も
の
、
会
社
に
属
す
る
も
の
、
又
は
ト
ラ
ス
ト
に

属
す
る
も
の
に
分
類
し
て
い
る
が
、
ト
ラ
ス
ト
に
属
す
る
も
の
は
、
一
九
〇
七
年
に
二
三
・
六
％
、
一
九
〇
九
年

に
二
五
・
九
％
、
即
ち
、
企
業
全
数
の
四
分
の
一
以
上
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
企
業
に
雇
傭
さ
れ
て
い
る
労
働
者

は
、
一
九
〇
四
年
に
全
労
働
者
数
の
七
〇
・
六
％
、
一
九
〇
九
年
に
七
五
・
六
％
で
、
そ
の
生
産
高
は
、
百
九
億
万

弗ド
ル

（
一
九
〇
四
年
）、
百
六
十
三
億
万
弗ド

ル

（
一
九
〇
九
年
）、
即
ち
、
総
額
の
七
三
・
七
％
、
七
九
％
で
あ
っ
た
。

カ
ル
テ
ル
及
び
ト
ラ
ス
ト
は
屡
々
、
あ
る
産
業
部
門
の
全
生
業
【
全
生
産
高
】
の
七
割
乃
至
八
割
を
、
そ
の
手
中
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に
集
積
し
た
。
ラ
イ
ン
・
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
石
炭
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
は
、
そ
の
創
立
年
度
の
一
八
九
三
年
に
、
全

石
炭
産
出
高
の
八
六
・
七
％
、
一
九
一
〇
年
に
九
五
・
四
％
を
供
給
し
た
。【（
注
＊
1
）
英
訳
本
で
は
こ
こ
に
改
行
無
し
】

か
く
の
如
き
方
法
で
発
生
す
る
独
占
は
、
大
い
な
る
利
潤
を
保
証
し
、
大
規
模
の
生
産
技
術
の
統
一
を

形
成
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
有
名
な
石
油
ト
ラ
ス
ト
（
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
会
社
）
は
一
九
〇
〇
年
に
創

立
さ
れ
た
。「
そ
の
資
本
は
一
億
五
千
万
磅
【dollar

】
で
、
一
億
磅
【dollar

】
の
普
通
株
、
一
億
六
百
万

磅
【dollar

】
の
優
先
株
が
発
行
さ
れ
て
居
り
、
そ
れ
に
た
い
し
て
、
一
九
〇
〇
―
一
九
〇
七
年
に
、

四
八
、四
八
、四
五
、四
四
、三
六
、四
〇
、四
〇
、四
〇
％
の
配
当
が
行
わ
れ
、
そ
の
総
額
一
億
六
千
七
百
万
磅

【dollar

】
で
あ
る
。
一
八
八
二
年
か
ら
一
九
〇
七
年
の
末
ま
で
に
、
純
粋
利
得
八
億
八
千
九
百
万
磅
【dollar

】
の
う

ち
か
ら
、
六
億
六
百
万
磅
【dollar

】
は
配
当
さ
れ
、
残
額
は
準
備
金
に
ま
あ
さ
れ
た
。」（
注
八
）「
一
九
〇
七
年
、

米ユ
ー
・
エ
ス
・
エ
ス
・
シ
ー

国
鋼
鉄
会
社
の
全
工
場
に
、
二
十
一
万
百
八
十
人
の
使
用
人
が
働
ら
い
て
い
た
。
ド
イ
ツ
鉱
山
業
中
の
最
大
企

業
た
る
ゲ
ル
ゼ
ン
キ
ル
ヘ
ン
鉱
山
会
社
は
、
一
九
〇
八
年
に
、
四
万
六
千
四
十
八
人
の
使
用
人
を
雇
っ
て
い
た
。」

（
注
九
）
既
に
一
九
〇
二
年
に
、
鋼
鉄
ト
ラ
ス
ト
も
、
九
百
万
噸ト

ン

の
鋼
鉄
を
生
産
し
た
。（
注
一
〇
）
そ
の
鋼
鉄
生
産

高
は
、
一
九
〇
一
年
に
、
ア
メ
リ
カ
の
全
鋼
鉄
生
産
高
の
、
六
六
・
三
％
、
一
九
〇
八
年
に
、
五
六
・
一
％
に
達
し

（
注
一
一
）、
そ
の
採
鉱
量
は
、
四
三
・
三
％
（
一
九
〇
一
年
）、
四
六
・
三
％
（
一
九
〇
八
年
）
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
政
府
の
ト
ラ
ス
ト
調
査
委
員
会
の
報
告
は
云
う
。「
競
争
者
に
た
い
す
る
ト
ラ
ス
ト
の
地
位
の
優
越
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一　

生
産
の
集
積
と
独
占

は
、
そ
の
経
営
の
規
模
の
大
と
、
そ
の
進
歩
し
た
技
術
的
準
備
と
に
基
づ
く
。
煙
草
ト
ラ
ス
ト
は
そ
の
成
立
以
来
、

一
切
の
筋
肉
労
働
に
代
え
る
に
出
来
得
る
限
り
機
械
を
も
っ
て
す
る
事
に
努
力
し
た
。
同
ト
ラ
ス
ト
は
そ
の
目
的

の
た
め
に
、
煙
草
製
造
に
何
等
か
の
関
係
あ
る
凡す

べ

て
の
特
許
を
買
収
し
、
そ
の
た
め
に
巨
額
の
金
を
支
出
し
た
。

多
く
の
特
許
は
、
最
初
は
、
実
用
に
適
せ
ず
、
ま
ず
ト
ラ
ス
ト
附
の
技
師
が
そ
れ
に
改
良
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
一
九
〇
六
年
の
終
り
に
、
単
に
特
許
の
買
収
だ
け
を
そ
の
業
務
と
す
る
二
つ
の
姉
妹
会
社
が
設
立
さ

れ
た
。
同
じ
目
的
の
た
め
に
、
煙
草
ト
ラ
ス
ト
は
自
身
の
鋳
造
工
場
、
機
械
製
造
工
場
、
修
繕
工
場
を
設
け
た
。

ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
に
在
る
こ
の
種
の
工
場
の
一
つ
は
、
平
均
三
百
人
の
労
働
者
を
使
用
し
、
そ
こ
で
は
、
葉
巻
、
紙

巻
、
嗅か

ぎ

煙
草
、
錫す

ず
が
み紙

、
葉
巻
包
、
箱
等
の
製
造
に
関
す
る
諸

も
ろ
も
ろの

発
明
が
試
験
さ
れ
、
必
要
な
場
合
に
は
、
そ
れ
に

改
良
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。【（
注
一
二
）】
…
…
そ
れ
以
外
の
ト
ラ
ス
ト
も
亦ま

た

、
新
し
い
製
造
方
法
の
案
出
、
技
術

的
改
良
を
そ
の
職
務
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
改

デ
ウ
エ
ロ
ー
ビ
ン
グ
・
エ
ン
ヂ
ニ
ア

良
技
師
【developm

ent engineers

】
を
使
用
し
て
い
る
。
鋼
鉄
ト

ラ
ス
ト
は
、
所
属
の
技
師
や
労
働
者
に
た
い
し
、
多
額
の
賞
与
金
を
懸
け
て
、
経
営
の
技
術
的
能
力
を
高
め
、
又

は
生
産
費
を
軽
減
す
る
如ご

と

き
、
新
発
明
を
奨
励
し
て
い
る
。」（
注
一
二
【
一
三
】）

ド
イ
ツ
大
産
業
に
お
け
る
技
術
的
改
良
も
ま
た
同
様
に
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
近
年
非
常
な
発
展
を

見
て
い
る
化
学
工
業
に
お
け
る
が
如
く
で
あ
る
。（
注
一
四
）
化
学
工
業
に
お
け
る
生
産
集
積
の
過
程
は
、
既
に

一
九
〇
八
年
に
、
二
つ
の
主
要
集
団
を
造
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
集
団
は
特
殊
な
方
法
で
、
独
占
に
近
づ
い
た
。
最
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初
こ
の
集
団
は
、
各
二
千
万
馬マ

ル
ク克

か
ら
二
千
百
万
馬マ

ル
ク克

の
資
本
を
持
つ
大
事
業
の
二
組
の
「
二

ド
ッ
ペ
ル
フ
エ
ル
ベ
ン
デ

重
団
結
」
で
あ
っ

た
。
即
ち
、
一
方
は
、
ホ
ッ
ク
ス
タ
ー
染
料
工
場
と
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ン
・
マ
イ
ン
の
以
前
の
マ
イ
ス
タ
ー
・

ル
シ
ウ
ス
・
ブ
ル
ニ
ン
グ
・
レ
オ
ボ
ル
ド
・
カ
ッ
セ
ル
ラ
会
社
、
他
方
は
、
ラ
イ
ン
河
畔
ル
ド
ウ
ィ
ヒ
シ
ャ
フ
ェ

ン
の
ア
ニ
リ
ン
曹ソ

ー
ダ達

会
社
と
、
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ド
の
以
前
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
バ
イ
エ
ル
会
社
で
あ
る
。
更
に

前
者
は
一
九
〇
五
年
に
、
後
者
は
一
九
〇
八
年
に
、
各
一
個
の
大
経
営
と
団
結
し
、
か
く
て
各
四
千
万
馬マ

ル
ク克

か
ら

五
千
万
馬マ

ル
ク克

の
資
本
を
持
つ
二
つ
の
「
三ド

ラ
イ
ン
ベ
ン
デ

重
団
結
」
が
出
来
上
り
、
こ
の
団
結
の
下
に
既
に
、
価
格
そ
の
他
に
関

す
る
「
協
定
」、「
契
約
」
が
開
始
さ
れ
た
。（
一
九
一
六
年
六
月
に
は
、
ド
イ
ツ
化
学
工
業
に
お
い
て
一
つ
の
新

た
な
大
ト
ラ
ス
ト
が
組
織
さ
れ
る
と
、
新
聞
紙
は
報
じ
た
。）

競
争
は
独
立
に
変
化
す
る
。
か
く
て
、
生
産
の
ど
え
ら
い
社
会
化
過
程
が
生
ず
る
。
個
々
の
生
産
に
お
い
て
、

技
術
的
完
成
の
過
程
も
亦
、
社
会
化
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
未
知
の
市
場
の
販
路
の
た
め
に
生
産
す
る
、
離
れ
離
れ
の
、
互
に
相
識
ら
ぬ
企
業
家
の
古
い
自
由
競

争
と
は
、
全
く
別
個
の
も
の
で
あ
る
。
集
積
運
動
は
極
め
て
広
汎
な
範
囲
で
進
行
し
て
い
る
。
さ
れ
ば
、
或
る
一

つ
の
国
家
の
又
は
、
後
に
示
す
が
如
く
数
ヶ
国
の
、
否
、
全
世
界
の
原
料
（
た
と
え
ば
鉄
鉱
）
の
凡す

べ

て
の
産
地
は
、

ほ
ぼ
こ
れ
を
一
日
に
見
渡
す
こ
と
が
出
来
る
。
か
く
凡
て
を
一
日
に
見
渡
す
こ
と
が
出
来
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ

れ
ら
の
産
地
は
全
く
、
ど
え
ら
い
独
占
団
体
の
手
に
占
め
ら
れ
て
い
る
。
販
路
の
大
い
さ
は
ほ
ぼ
予
め
計
算
せ
ら
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一　

生
産
の
集
積
と
独
占

れ
、
そ
れ
ら
の
団
体
の
間
に
「
分
割
」
さ
れ
る
。
熟
練
労
働
者
は
独
占
せ
ら
れ
、
良
き
技
帥
を
雇
い
入
れ
ら
れ
、

交
通
運
輸
の
諸
機
関
―
―
ア
メ
リ
カ
諸
鉄
道
、
ア
メ
リ
カ
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
汽
船
会
社
―
―
は
、
押
収
さ
れ

て
し
ま
う
【
押
さ
え
ら
れ
る
】。
資
本
主
義
は
、
そ
の
帝
国
主
義
的
階
段
に
お
い
て
、
や
が
て
、
生
産
の
凡
て
の
方

面
に
お
け
る
社
会
化
を
導
い
て
来
る
。
そ
れ
は
、
云
わ
ば
資
本
家
を
、
そ
の
意
志
と
意
識
の
如い

か
ん何

に
拘か

か

わ
ら
ず
一

つ
の
新
た
な
社
会
秩
序
の
中
へ
引
き
褶
【
摺ず

】
り
込
む
。
そ
の
新
た
な
社
会
秩
序
は
、
競
争
の
完
全
な
る
自
由
か

ら
完
全
な
る
社
会
化
へ
の
過
渡
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
生
産
は
社
会
化
さ
れ
る
。
し
か
し
乍な

が

ら
、
生
産
物
の
穫
得

は
、
依
然
と
し
て
私
有
的
で
あ
る
。
社
会
的
生
産
手
段
は
依
然
と
し
て
、
小
数
個
人
の
私
有
財
産
で
あ
る
。
形
式

的
に
認
め
ら
れ
た
自
由
競
争
の
普
遍
的
制
度
は
存
置
せ
ら
れ
、
爾じ

よ余
の
民
衆
に
た
い
す
る
独
占
の
圧
迫
は
、
更
に

百
倍
も
、
惨
酷
に
、
峻
烈
に
、
堪
え
難
い
も
の
と
な
る
。

フ
リ
ッ
ツ
・
ケ
ス
ト
ナ
ー
博
士
【
ド
イ
ツ
経
済
学
者
】（
注
一
五
）
は
、「
カ
ル
テ
ル
と
外
側
者
、
即す

な
わち

カ
ル
テ
ル
に

属
な
さ
な
い
企
業
家
と
の
間
の
闘
争
に
関
す
る
研
究
」
を
公
に
し
た
。
彼
は
、
そ
の
著
作
を
「
組
織
強
制
」
と
題

し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
「
独
占
団
体
の
下
に
お
け
る
服
従
強
制
」
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

独
占
の
利
用
す
る
、
今
日
の
、
近
代
的
な
、
文
明
的
な
「
組
織
闘
争
」
の
手
段
の
一
覧
表
に
、
一
瞥
を
投
げ
た
だ

け
で
も
、
大
い
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。（
一
）
原
料
封
鎖
（
…
…
カ
ル
テ
ル
強
制
の
最
重
要
な
方
法
の

一
つ
で
あ
る
）。（
二
）「
同

ア
リ
ア
ン
ツ
ェ
ン

盟
」
に
よ
る
労
働
力
の
封
鎖
（
即す

な
わち

、
資
本
家
と
労
働
者
団
体
と
が
結
合
し
、
そ
の
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結
果
、
労
働
者
団
体
は
カ
ル
テ
ル
化
さ
れ
た
企
業
に
お
い
て
の
み
労
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。）（
三
）
運
輸
機
関

の
封
鎖
。（
四
）
販
路
の
封
鎖
。（
五
）
排
他
的
隔
壁
に
よ
る
購
買
者
の
拘
束
。（
六
）
外
側
者
を
仆た

お

さ
ん
が
た
め

の
計
画
的
価
格
引
下
。
一
時
生
産
費
以
下
に
買
却
す
るi i

た
め
に
、巨
額
の
金
が
投
げ
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。（
ベ

ン
ヂ
ン
工
業
で
は
時
価
が
、
四
〇
馬マ

ル
ク克

か
ら
、
二
〇
乃
至
二
二
馬マ

ル
ク克

に
引
下
げ
ら
れ
る
時
が
あ
る
）。（
七
）
信
用

の
封
鎖
【stopping

】。（
八
）
中
傷
【boycott

】。
最も

は
や早

、
小
経
営
と
大
経
営
と
の
競
争
、
技
術
的
に
遅
れ
た
経
営
と

進
ん
だ
経
営
と
の
競
争
は
問
題
と
は
な
ら
ぬ
。
独
占
と
、
そ
の
圧
迫
と
、
そ
の
暴
圧
と
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
凡す

べ

て
の
も
の
は
、独
占
に
よ
っ
て
絞
殺
さ
れ
る
。
こ
の
過
程
は
、ブ
ル
ジ
ョ
ア
研
究
家
の
意
識
に
ど
う
反
映
す
る
か
？

「
純
粋
の
経
済
的
活
動
の
内
部
に
も
、
以
前
の
意
味
の
商
人
的
活
動
か
ら
、
組
織
的
投
機
的
活
動
へ
の
推
移
が
、

入
り
込
ん
で
来
る
。
最
も
大
き
な
成
功
を
お
さ
め
る
も
の
は
、
技
術
的
商
業
的
結
論
に
基
づ
い
て
顧
客
の
需
要
を

最
も
よ
く
解
し
、
潜
在
的
需
要
を
発
見
し
、
実
際
に
そ
れ
を
喚よ

び
起
す
こ
と
の
出
来
る
商
人
で
は
な
く
て
、
組
織

的
発
展
、
個
々
の
企
業
と
銀
行
の
間
の
提
携
の
可
能
性
を
、
予
測
し
又
は
予
感
し
得
る
投
機
的
天
才
⁉
で
あ
る
。」

（
注
一
六
）

そ
れ
を
人
間
的
な
言
葉
に
移
せ
ば
こ
う
な
る
。
資
本
主
義
は
非
常
な
発
展
を
遂
げ
、
そ
の
結
果
、
商
品
生
産
は

元
通
り
「
支
配
」
し
て
居
り
、
全
経
済
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
が
、
実
際
に
お
い
て
は
既
に
そ
こ
に
罅か

げ
き隙

が
生
じ
、

i　

生
産
価
格
＝
コ
ス
ト
以
下
で
販
売
す
る
。
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一　

生
産
の
集
積
と
独
占

主
要
利
潤
は
金
融
活
動
の
「
天
才
」
の
手
に
帰
し
て
い
る
。
こ
の
活
動
と
詐さ

ぎ偽
の
基
礎
を
な
す
も
の
は
、
生
産
の

社
会
化
で
あ
る
。
努
力
し
て
こ
の
社
会
化
を
齎も

た
らし

た
人
類
の
ど
え
ら
い
進
歩
は
、
結
局
投
機
業
者
を
利
す
る
結
果

に
な
っ
て
い
る
。
吾
々
は
更
に
以
下
に
お
い
て
い
か
に
、
資
本
主
義
的
帝
国
主
義
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
反
動
的
批

評
が
、
こ
の
基
礎
に
立
っ
て
、「
自
由
な
」、「
平
和
的
な
」、「
正
直
な
」
競
争
へ
の
復
帰
を
夢
み
て
い
る
か
を
、

点
検
す
る
で
あ
ろ
う
。

ケ
ス
ト
ナ
ー
博
士
は
云
う
。「
カ
ル
テ
ル
作
用
と
し
て
の
価
格
の
継
続
的
引
上
は
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、

最
重
要
な
生
産
手
段
特
に
石
炭
、
鉄
、
石
灰
【potassium

カ
リ
ウ
ム
】
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
て
居
て
、
精
製
品
に

お
い
て
は
嘗か

つ

て
継
続
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
関
聯
す
る
利
潤
の
引
上
も
ま
た
同
様
に
、
依
然
と
し

て
生
産
財
産
業
に
局
限
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
吾
々
は
そ
の
観
察
を
次
の
点
ま
で
拡
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即

す
な
わ

ち
、
原
料
産
業
が
、
こ
れ
ま
で
の
カ
ル
テ
ル
構
成
に
よ
っ
て
得
た
る
収
入
と
利
益
と
は
、
精
製
品
産
業
の
利
益
を

犠
牲
と
し
て
得
た
る
も
の
で
な
く
、
後
者
に
た
い
し
て
、
自
由
競
争
の
下
で
は
嘗か

つ

て
知
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
支

配
関
係
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（
注
一
七
）

こ
の
支
配
関
係
こ
そ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
民
経
済
学
に
よ
っ
て
、
極
め
て
稀ま

れ
に
嫌い

や
嫌
や
な
が
ら
認
め
ら
れ
、

カ
ー
ル
・
カ
ウ
ツ
キ
ー
を
頭
目
と
す
る
今
日
の
日
和
見
主
義
の
擁
護
者
の
側
か
ら
は
、
熱
心
に
修
飾
さ
れ
て
い
る

物
の
実
体
で
な
る
【
あ
る=

「
事
態
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
」】。
そ
の
支
配
関
係
と
、
そ
れ
に
結
び
付
け
ら
れ
た



37

権
力
―
―
そ
れ
こ
そ
は
、
資
本
主
義
最
近
の
発
展
に
と
っ
て
典
型
な
も
の
で
あ
り
、
全
能
な
る
経
済
的
独
占
か
ら

不
可
避
的
に
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
、
又
実
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

吾
々
は
カ
ル
テ
ル
経
済
に
関
し
て
更
に
一
つ
の
実
例
を
挙
げ
よ
う
と
思
う
。
原
料
産
地
の
凡す

べ

て
又
は
そ
の
最
重

要
な
も
の
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
処
で
は
、独
占
の
成
立
と
形
成
と
は
特
に
容
易
に
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、

原
料
産
地
の
獲
得
が
不
可
能
で
あ
る
他
の
産
業
部
門
に
お
い
て
、
独
占
は
発
生
し
な
い
と
考
え
る
の
は
、
間
違
い

で
あ
る
、
セ
メ
ン
ト
工
業
の
原
料
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
工
業
も
亦ま

た

ド
イ
ツ
で
は
、
立
派
に
カ
ル
テ

ル
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
諸
工
場
は
、
南
ド
イ
ツ
・
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
、
ラ
イ
ン
・
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
・
シ
ン
ジ

ケ
ー
ト
の
如
く
、
地
方
的
に
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
を
結
ん
で
居
り
、
生
産
価
格
百
八
十
馬マ

ル
ク克

の
セ
メ
ン
ト
一
輌
に
た

い
し
て
、
二
百
三
十
馬マ

ル
ク克

か
ら
二
百
八
十
馬マ

ル
ク克

の
独
占
価
格
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
企
業
は
一
二
％
か
ら

一
六
％
の
配
当
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
利
益
配
当
以
外
に
、
近
代
的
投
機
の
「
天
才
」　

達
が
、
莫
金
【
莫
大
】
な

金
を
自
身
の
ポ
ケ
ッ
ト
へ
ね
じ
込
む
こ
と
知
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
上
独
占
家
は
、

競
争
を
除
く
た
め
に
、奸か

ん
さ
く策

を
利
用
す
る
。セ
メ
ン
ト
工
業
の
地
位
危
し
と
の
虚
報
が
伝
え
ら
れ
、「
資
本
家
諸
君
！

警
戒
せ
よ
！
セ
メ
ン
ト
工
業
に
は
一
文
の
投
資
も
す
る
勿な

か

れ
！
」
と
の
匿と

く
め
い名

の
報
道
が
新
聞
紙
に
現
れ
る
な
ど

が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
で
結
局
は
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
に
属
さ
な
い
諸
工
場
が
買
収
さ
れ
、
六
万
―
八
万
―
十
五
万

馬マ
ル
ク克

の
賠
償
金
が
支
払
ら
わ
れ
る
。（
注
一
八
）
独
占
は
到い

た

る
処
に
お
い
て
、
且
つ
、「
穏
和
な
」
賠
償
金
支
払
か
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一　

生
産
の
集
積
と
独
占

ら
始
め
て
、
競
争
者
に
た
い
す
る
ア
メ
リ
カ
式
の
爆
弾
的
威い

か
く嚇

に
い
た
る
ま
で
の
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
用
い
て
、

そ
の
進
路
を
展ひ

ら

い
て
行
く
。

カ
ル
テ
ル
は
恐
慌
を
除
去
す
る
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
代
価
を
払
っ
て
も
資
本
主
義
を
弁
護

し
よ
う
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
民
経
済
学
者
の
、
お
伽と

ぎ
ば
な
し噺

で
あ
る
。
反
対
に
、
二
三
の
産
業
部
門
に
発
生
す
る
独

占
組
織
は
、
全
体
と
し
て
の
資
本
主
義
生
産
に
固
有
な
る
混
沌
状
態
を
、
増
大
し
、
激
化
す
る
。
資
本
主
義
一
般

に
と
っ
て
特
徴
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
農
業
の
発
展
と
工
業
の
発
展
と
の
不
均
衡
は
、
悪
化
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

「
ド
イ
ツ
大
銀
行
の
産
業
に
対
す
る
関
係
」
に
つ
い
て
の
立
派
な
著
作
の
一
つ
の
著
者
た
る
ヤ
イ
デ
ル
ス
氏
が
（
注

一
九
）
述
べ
て
い
る
が
如
く
、
大
部
分
カ
ル
テ
ル
化
さ
れ
た
、
所
謂
重
工
業

0

0

0

、
特
に
石
炭
業
及
び
鉄
工
業
の
占
め

る
特
権
的
地
位
は
、
爾じ

よ余
の
産
業
部
門
に
、「
昂
進
さ
れ
た
無
計
画
」
を
導
い
て
来
る
。

資
本
主
義
の
忠
僕
リ
ー
フ
マ
ン
は
（
注
二
〇
）
述
べ
て
い
る
。「
国
民
経
済
が
発
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
益
々
そ

れ
は
冒
険
的
な
、
又
は
、
対
外
的
な
企
業
に
変
化
す
る
。
そ
れ
は
発
展
に
極
め
て
長
い
時
を
要
す
る
か
、
若も

し
く

は
、
た
だ
地
方
的
意
義
し
か
持
た
ぬ
如ご

と

き
も
の
で
あ
る
。」

そ
の
危
険
の
増
大
は
、
結
局
、
ゆ
は
ゆ
る
国
境
を
越
え
てi i

外
国
に
流
れ
出
る
資
本
が
、
驚
く
可べ

く
増
加
す
る
と

云
う
事
実
と
結
び
付
い
て
い
る
。
而し

か

し
て
同
時
に
、
技
術
の
急
激
な
発
達
は
、
国
民
経
済
の
個
々
の
部
分
間
の
不

i　
「
ゆ
は
ゆ
る
」
は
疑
問
。「
謂
わ
ば
縁
か
ら
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
外
国
に
云
々
」w

hich, as it w
ere, overflow

s the brim
, flow

s abroad,
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均
衡
の
要
素
を
ま
す
ま
す
多
く
生
み
出
し
、
混
沌
と
危
機
を
増
大
す
る
。
そ
の
リ
ー
フ
マ
ン
さ
え
次
の
よ
う
に

告
白
し
な
い
わ
け
に
行
か
な
い
。「
必
ら
ず
、
遠
か
ら
ぬ
未
来
に
於
て
、
も
う
一
度
、
技
術
的
方
面
に
お
け
る
大

き
な
変
革
が
、
人
類
に
迫
っ
て
来
る
。
そ
の
変
革
は
、
国
民
経
済
の
組
織
の
上
に
も
、
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う

…
…
。」
電
力
、
空
中
飛
行
。「
そ
う
云
う
、
基
礎
的
な
経
済
的
変
革
の
時
代
に
は
、
概
し
て
、
激
し
い
投
機
の
発

展
を
見
る
の
を
常
と
す
る
。」【
こ
こ
ま
で
リ
ー
フ
マ
ン
の
引
用
（
注
二
〇
）】

し
か
し
各
種
の
危
機
、
最
も
多
く
、
経
済
的
性
質
を
帯
び
た
危
機
―
―
尤も

っ
とも

、
単
に
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
が
―

―
は
、
驚
く
可べ

き
範
囲
に
わ
た
っ
て
、
集
積
及
び
独
占
へ
の
傾
向
を
増
大
す
る
。
一
九
〇
〇
年
の
危
機
の
意
義
に

関
し
て
、
ヤ
イ
デ
ル
ス
は
次
の
如
き
非
常
に
教
訓
に
富
ん
だ
観
察
を
下
し
て
い
る
。
そ
の
危
機
は
、
周
知
の
如
く
、

近
代
独
占
発
達
史
に
お
い
て
、
一
転
期
を
劃か

く

し
た
も
の
で
あ
る
。

「
一
九
〇
〇
年
の
危
機
は
、
基
礎
的
工
業
の
巨
人
的
経
営
と
相
並
ん
で
、
今
日
の
観
念
か
ら
す
れ
ば
旧
式
な
多

く
の
経
営
、
即す

な
わち

、
市
場
の
好
況
の
波
に
乗
じ
た
「
純
粋
企
業
」
を
発
生
せ
し
め
た
。
価
格
の
下
落
、
需
要
の
減

退
は
、
そ
れ
ら
の
「
純
粋
企
業
」
を
窮
地
に
陥

お
と
し
いれ

た
が
、
聯
合
態
巨
人
的
大
経
営
に
あ
っ
て
は
、
一
部
は
全
く
安

全
で
あ
っ
た
し
、
一
部
は
困
窮
し
た
が
そ
れ
も
極
く
短
い
期
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
九
〇
〇
年
の
危

機
は
、
一
八
七
三
年
の
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
高
い
度
合
に
、
産
業
の
集
積
を
促
進
し
た
。
一
八
七
三
年
の
危

機
は
、
企
業
の
淘
汰
を
行
っ
た
に
は
相
違
な
い
が
、
当
時
の
技
術
的
発
達
の
程
度
か
ら
、
首
尾
よ
く
成
功
し
た
企
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一　

生
産
の
集
積
と
独
占

業
の
独
占
が
形
成
さ
れ
る
ほ
ど
の
淘
汰
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。今
日
、そ
の
複
雑
し
た
技
術
と
、大
規
模
な
組
織
と
、

資
本
の
強
さ
と
を
も
っ
て
、
永
続
的
な
独
占
を
形
成
し
て
い
る
も
の
は
、
鉄
工
業
及
び
電
気
業
の
大
経
営
で
あ
っ

て
そ
れ
に
つ
ぐ
も
の
は
、
機
械
工
業
、
或あ

る

種
の
金
属
工
業
、
交
通
業
及
び
そ
の
他
の
産
業
で
あ
る
。」（
注
二
一
）

独
占
は
ま
こ
と
に
、
資
本
主
義
の
発
達
に
お
け
る
、
最
近
の
階
段
で
あ
る
。
し
か
し
、
銀
行
の
演
ず
る
役
目
を

等
閑
に
附
す
る
な
ら
ば
、
近
代
的
独
占
の
実
際
的
権
力
及
び
意
義
に
関
す
る
吾
々
の
説
明
は
、
極
め
て
不
完
全
な

も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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二　
銀
行
と
そ
の
新
役
割

銀
行
の
基
本
的
、本
源
的
な
活
動
は
、支
払
仲
介
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
聯
し
て
銀
行
は
、非
活
動
的
貨
幣
資
本
を
、

活
動
的
即
ち
利
潤
を
生
む
資
本
に
転
化
し
、
凡す

べ

て
の
貨
幣
収
人
を
蒐

し
ゅ
う
し
ゅ
う

集
し
て
、
資
本
家
の
処
理
に
委ま

か

せ
る
。

銀
行
制
度
が
発
展
し
、
少
数
の
設
備
に
集
中
さ
れ
る
度
合
に
応
じ
て
、
銀
行
は
、
穏
和
な
仲
介
者
か
ら
、
凡
て

の
資
本
家
及
び
小
企
業
家
の
殆ほ

と
んど

す
べ
て
の
貨
幣
資
本
、
並
び
に
或
一
国
又
は
数
ヶ
国
の
生
産
手
段
及
び
原
料
産

地
の
大
部
分
を
も
左
右
す
る
と
こ
ろ
の
、
強
力
な
独
占
主
に
転
化
す
る
。
多
数
の
小
仲
介
者
か
ら
極
く
少
数
の
独

占
把は

じ持
者
へ
の
こ
の
変
化
は
、
資
本
主
義
か
ら
資
本
主
義
的
帝
国
主
義
へ
の
変
化
の
基
礎
的
過
程
の
一
つ
を
形
成

す
る
。
さ
れ
ば
吾
々
は
先
ず
、
銀
行
の
集
中
に
つ
い
て
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一
九
〇
七
―
八
年
に
お
い
て
百
万
馬マ

ル
ク克

以
上
の
資
本
を
持
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
の
全
株
式
銀
行
の
預
金
は
、

七
十
億
馬マ

ル
ク克

に
達
し
、
そ
れ
が
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
一
三
年
に
、
既
に
九
十
八
億
と
な
っ
た
。
五
ヶ
年
間
に

四
〇
％
の
増
加
で
あ
る
が
、
そ
の
増
加
額
二
十
八
億
の
う
ち
二
十
七
億
五
千
万
ま
で
は
、
一
千
万
馬マ

ル
ク克

以
上
の
資

本
を
持
っ
て
い
た
五
百
七
個
の
銀
行
に
お
け
る
増
加
額
で
あ
っ
た
。
大
銀
行
と
小
銀
行
の
間
に
お
け
る
預
金
の
配

分
は
次
に
示
す
通
り
で
あ
っ
た
。（
注
二
二
）
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銀
行
は
大
銀
行
の
た
め
に
追
い
退の

け
ら
れ
、
大
銀
行
の
う
ち
九
個
の
ベ
ル
リ
ン

銀
行
が
、
全
預
金
の
殆ほ

と
んど

半
分
を
集
積
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
た
と
え
ば

小
銀
行
の
全
系
列
が
大
銀
行
の
事
実
上
の
支
社
に
変
化
す
る
と
云
う
ご
と
き
こ
と
は
、

ま
だ
こ
れ
を
問
題
と
し
な
い
。（
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
説
く
。）

シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
は
、
一
九
一
三
年
の
終
り
に
、
約
百
億
馬マ

ル
ク克

の

預
金
総
額
の
う
ち
、
九
個
の
ベ
ル
リ
ン
大
銀
行
の
預
金
は
、
五
十
一
億
馬マ

ル
ク克

と
見
積

っ
た
。
預
金
ば
か
り
で
な
く
、
全
銀
行
資
本
も
考
慮
に
入
れ
て
、
同
じ
著
者
は
こ
う

書
い
て
い
る
。「
九
個
の
ベ
ル
リ
ン
大
銀
行
は
、
そ
れ
に
結
合
し
て
い
る
諸
銀
行
と
共

に
、
一
九
〇
九
年
の
終
り
に
、
百
十
二
億
七
千
六
百
万
馬マ

ル
ク克

（
一
九
〇
八
年
の
終
り

に
は
、
百
五
億
八
千
七
百
万
馬マ

ル
ク克

で
あ
っ
た
が
）、
即す

な
わち

、
全
ド
イ
ツ
の
銀
行
資
本
の

八
三
％
を
管
理
し
て
い
た
。
そ
の
合コ

ン
ツ
ェ
ル
ン
・
バ
ン
ケ
ン

同
諸
銀
行
と
共
に
、
三
十
億
馬マ

ル
ク克

を
管
理
し
て

い
る
「
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
」i i

は
、
プ
ロ
シ
ア
鉄
道
省
と
な
ら
ん
で
、「
旧
世
界
の

最
大
の
―
―
同
時
に
、
最
高
の
地
方
分
権
的
の
―
―
資
本
綜
合i ii

で
あ
る
。」（
注
二
三
）

i　

D
eutsche B

ank

、
底
本
で
は
「
ド
イ
ツ
シ
ェ
」「
ド
イ
ツ
シ
ェ
ン
」
と
も
表
記
さ
れ
て
い
る
が
「
ド
イ
ッ
チ
ェ
」
に
統
一
す
る
。

ii　

" accum
ulation of capital"

、
こ
こ
は
当
然
マ
ル
ク
ス
の
「
資
本
蓄
積
」
の
こ
と
を
云
っ
て
い
る
筈
と
思
う
が
。

全預金の百分率【表 3】
九 個 ベ
ル リ ン
の 大 銀
行

 1千 万以上
の資本を有
つその他の
48個の銀行

資本金 百万
から 1千 万
までの資本
を 有 つ 115
個の銀行

 百万以
下の資本
を有つ小
銀行

1907-8  47% 32.5% 16.5% 4%

1912-3 49% 36.0% 12.0% 3%
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吾
々
が
、
こ
こ
に
特
に
「
合
同
諸
銀
行
」
を
指
摘
し
た
の
は
、
そ
れ
が
、
近
代
的
資
本
主
義
的
集
積
の
最
重
要

な
特
徴
の
一
つ
に
触
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
大
経
営
特
に
大
銀
行
は
、
小
銀
行
を
釘
づ
け
に
し
て
し
ま
う
ば

か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
自
己
に
結
合
し
、
そ
れ
ら
を
征
服
し
、
そ
れ
ら
の
資
本
へ
の
参
与i i

、
株
の
買
収
又
は
交

換
に
よ
っ
て
、
ま
た
負
債
関
係
の
組
織
等
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
「
自
己
の
」
集グ

ル
ッ
ペ団

に
、
自
己
の
「
合

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

同
」（
専

門
的
の
表
現
に
し
た
が
え
ば
）
に
包
擁
す
る
。
リ
ー
フ
マ
ン
教
授
は
、近
代
の
「
企
業
参
与
会
社
及
び
金
融
会
社
」

を
説
明
す
る
た
め
に
、
約
五
百
頁
に
亘わ

た

る
研
究
を
捧
げ
て
い
る
が
【（
注
＊
2
）】、
彼
は
不
幸
に
も
、
正
し
い
材
料

に
た
い
し
て
、
余
り
価
値
の
な
い
観
察
を
下
し
て
い
る
。
右
の
「
企
業
参
与
」
の
組
織
が
、
ど
の
程
度
ま
で
集
積

を
齎も

た
らす

か
は
、
ド
イ
ツ
の
大
銀
行
に
関
す
る
専
門
の
銀
行
研
究
家
リ
ー
ゼ
ル
の
著
書
が
、
最
も
よ
く
説
明
し
て
い

る
。
然
し
彼
の
材
料
を
点
検
す
る
ま
え
に
、
吾
々
は
先
ず
、「
企
業
参
与
」
組
織
（
注
二
四
）
の
、
実
例
を
示
そ
う

と
思
う
。

ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
の
「
集
団
」
は
、
ド
イ
ツ
の
最
大
の
銀
行
団
の
一
か
、
又
は
、
最
大
の
銀
行
団
で
あ
る
。

こ
の
銀
行
団
に
属
す
る
凡
て
の
銀
行
を
結
び
つ
け
る
糸
筋
を
知
る
た
め
に
は
、
参
与
を
第
一
、
第
二
、
第
三
の
程

度
の
そ
れ
に
、
又
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
に
た
い
す
る
小
銀
行
の
隷
属
を
、
第
一
、
第

二
、
第
三
の
程
度
の
そ
れ
に
、
分
類
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
る
と
、
次
の
表
が
得
ら
れ
る
。【（
注
二
四
）】

i　
「
参
与
」“holdings”

「
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
」、
株
式
の
持
ち
合
い
、
或
い
は
持
ち
株
会
社—

—

株
の
管
理
だ
け
を
す
る
。
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【
表
４;

但
しTotals

の
行
は
英
語
版
に
あ
っ
て
本
底
本
に
は
記
載
が

な
い
、
故
に
英
語
の
マ
マ
。】

「
第
一
の
程
度
の
隷
属
」
の
八
個
の
銀
行
の
う
ち
に
、
三
個
の

外
国
銀
行
が
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ー
の
銀
行
一
個
（
ウ
イ
ン
ナ

銀
行
同
盟
）、
ロ
シ
ア
の
銀
行
二
個
（
シ
ベ
リ
ア
商
業
銀
行
、
ロ

シ
ア
貿
易
銀
行
）
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
全
部
で
八
十
七
個
の
銀

行
が
、直
接
又
は
間
接
、全
部
的
又
は
部
分
的
に
、ド
イ
ッ
チ
ェ
・

バ
ン
ク
の
合
同
に
参
加
し
て
居
り
、
そ
の
合
同
の
支
配
す
る
資

本
の
総
額
は
、
二
十
億
か
ら
三
十
億
馬マ

ル
ク克

に
達
し
て
い
る
。

か
か
る
合

コ
ン
ッ
ェ
ル
ン

同
の
先
頭
に
立
っ
て
居
り
、
且
つ
、
例
え
ば
公
債

引
受
の
如ご

と

き
大
規
模
な
、
有
利
な
金
融
活
動
の
た
め
に
、
他
の

五
六
の
小
銀
行
と
協
定
を
結
ぶ
大
銀
行
が
、
既
に
仲
介
の
役
目

を
越
え
て
、
極
く
少
数
の
独
占
主
の
団
結
に
変
化
し
た
こ
と
は
、

明
ら
か
で
あ
る
。
十
九
世
紀
及
び
二
十
世
紀
初
頭
に
お
い
て
ド

イ
ツ
に
お
け
る
銀
行
の
集
中
が
い
か
な
る
速
度
を
も
っ
て
進
行
し
た
か
は
、
次
に
簡
約
し
て
引
用
す
る
リ
ー
ゼ
ル

【表４　ドイッチェ・バンクの参与】
第一の程度
の隷属

第二の程度
の隷属

第三の程度の
隷属

ドイッチェ・
バンクは

永続的に 17 銀行に
参与し

その中 9 銀
行 は 34 銀
行に

その中4銀行
は7銀行に参
与する

期限を定
めずに

5銀行に参
与する

………… …………

利益に応
じて

8銀行に参
与し

その中 5 銀
行 は 14 銀
行に

その中2銀行
は2銀行に参
与する

Totals in 30 other 
banks

14 of the 30 
have holdings in 
48 other banks

6 of the 14 have 
holdings in 9 
other banks
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の
材
料
に
よ
っ
て
、
示
さ
れ
て
い
る
。

【
表
５
：
六
個
の
ベ
ル
リ
ン
大
銀
行
の
勢
力
】

全
国
家
を
包
擁
し
、
全
資
本
及
び
貨
幣
収
得
を
集
中
し
、
無
数
の
分
散
せ
る

経
済
を
、
一
つ
の
全
国
的
資
本
主
義
経
済
に
、
や
が
て
一
つ
の
国
際
的
資
本
主

義
経
済
に
変
化
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
、
細
か
い
網
の
目
の
如ご

と

き
運
河
が
、
い
か
に

速す
み
やか

に
出
来
上
る
か
は
、
そ
れ
で
分
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
文
章
の
う
ち
で
、

シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
民
経
済
学
を
代
表
し
て
説

述
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
か
の
「
地
方
分
権
」
な
る
も
の
は
、
事
実
に
お
い
て

は
、
以
前
に
は
比
較
的
に
「
独
立
」
し
て
い
た
、
若も

し
く
は
モ
ッ
ト
正
し
く
云

え
ば
地
方
に
限
ら
れ
て
い
た
経
済
単
位
の
ま
す
ま
す
大
い
な
る
部
分
が
、
単
一

の
中
心
の
下
に
降
服
す
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。か
く
の
如
く
、実
際
に
お
い
て
は
、

そ
れ
は
巨
大
な
独
占
の
役
割
、
意
義
、
権
力
の
集
中
、
増
大
で
あ
る
。

古
き
資
本
主
義
国
家
で
は
、
こ
の
銀
行
網
は
一
層
緊
密
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
も
含
め
て
）
に
お
い
て
、
銀
行
支
店
の
総
数
七
千
百
五
十
一
個
に
達
し
た
。
四
個
の
最
大
銀
行
は
、
各
々
、

四
百
以
上
（
四
百
四
十
七
か
ら
六
百
八
十
九
）
の
支
店
を
持
ち
、
そ
の
支
店
の
う
ち
四
個
の
銀
行
は
更
に
二
百
以

六個のベルリン大銀行の勢力【表 5】

ドイツ国
内におけ
る支社

預金所及
び為替所

永続的に
関係して
いるドイ
ツの株式
会社

諸般の施
設の総数

1895 16 14 1 42

1900 21 40 8 80

1911 104 276 63 450
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上
、
十
一
個
の
銀
行
は
百
以
上
の
支
局
を
持
っ
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
に
於
い
て
は
、
ク
レ
ヂ
・
リ
オ
ネ
、
コ
ン
ト
ア
ー
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
ス
コ
ン
ト
及
び
ソ
シ
エ
テ
・

ゼ
ネ
ラ
ル
の
三
個
の
最
大
銀
行
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
発
展
し

た
。（
注
二
五
）

【
表
６
】

リ
ー
ゼ
ル
は
、
近
代
的
大
銀
行
の
取
引
の
特
質
を
示
す
た
め

に
、
ド
イ
ツ
並
び
に
全
世
界
の
最
大
銀
行
の
一
た
る
「
デ
ィ
ス

コ
ン
ト
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ァ
フ
ト
」（
そ
の
資
本
は
一
九
一
四
年
に

三
億
馬マ

ル
ク克

に
達
し
た
。）
の
手
形
の
受
附
数
及
び
発
行
数
を
挙

示
し
て
い
る
。

　
 【

上
表
７
】

パ
リ
の
大
銀
行
ク
レ
デ
・
リ
オ
ネ
で
は
、
計
算
書
の
総
数

が
、
一
八
七
五
年
に
二
万
八
千
五
百
三
十
五
通
で
あ
っ
た
の

が
、
一
九
一
二
年
に
は
六
十
三
万
二
千
五
百
三
十
九
通
に
増
加

し
た
。【（
注
二
六
）
底
本
に
於
い
て
記
載
漏
れ
。】

【表６】
支社及び預金所 資本（単位百万フラン）

地方 パリ及び
管轄地域

計 固有資本 外来資本

1870 47 17 64 200
(1872)

427

1890 192 66 258 265 1,245

1909 1,033 196 1,229 887 4,363

【注：(1872)は1890年の数字に対してかも知れない。不詳】

【表７】
受付数 発行数

1852 6,135 6,292
1870 85,800 87,513
1900 533,102 626,043
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こ
の
単
な
る
数
字
は
、
管く

だ
く
だ々

し
い
考
察
よ
り
は
一
層
明
瞭
に
、
銀
行
の
意
義
が
、
資
本
の
集
積
及
び
銀
行
の
取

引
の
増
加
と
共
に
、
い
か
に
本
質
的
に
変
化
す
る
か
を
示
し
て
い
る
。
離
れ
離
れ
の
諸

も
ろ
も
ろの

資
本
家
か
ら
、
一
人
の

資
本
家
が
生
れ
る
。
銀
行
は
、
あ
る
資
本
家
達
の
た
め
に
交
互
勘
定
を
為な

す
間
に
、
或
程
度
に
お
い
て
、
純
技
術

的
な
、
独
占
的
な
援
助
的
活
動
を
行
う
。
し
か
し
こ
の
援
助
的
活
動
が
、
極
め
て
広
い
範
囲
に
ひ
ろ
が
る
や
否
や
、

一
組
の
独
占
主
が
、
全
資
本
家
社
会
の
商
工
業
の
活
動
を
征
服
す
る
結
果
が
生
ず
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
の
授
助
的

活
動
が
拡
大
す
る
間
に
、
そ
の
独
占
主
は
、
銀
行
団
結
、
交
互
勘
定
及
び
そ
の
他
の
金
融
活
動
を
通
じ
て
、
先
ず

個
々
の
資
本
家
の
事
業
内
容
を
知
悉
し

0

0

0

、
次
い
で
そ
れ
ら
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

0

0

0

0

0

0

し
、
信
用
の
拡
大
又
は
縮
小
、
軽
減

又
は
重
加
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
を
索さ

く
せ
い制

し
、
結
局
そ
れ
ら
の
運
命
を
完
全
に
左
右
し

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
利
益
を
決
定
し
そ
の

資
本
を
取
上
げ
、
又
は
急
激
に
大
袈
裟
に
そ
の
資
本
を
増
加
さ
せ
る
等
の
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

吾
々
は
た
っ
た
今
、
ベ
ル
リ
ン
の
「
デ
ィ
ス
コ
ン
ト
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
が
、
三
億
馬マ

ル
ク克

の
資
本
を
有も

っ
て

い
る
と
述
べ
た
。
同
銀
行
の
こ
の
資
本
の
増
加
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
二
個
の
最
大
銀
行
す
な
わ
ち
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ

ン
ク
と
デ
ィ
ス
コ
ン
ト
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
の
間
の
、
覇
権
の
争
い
の
う
ち
に
現
れ
た
特
殊
な
一
挿
話
で
あ
る
。

一
八
七
〇
年
に
、
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
は
ま
だ
一
個
の
新
参
者
で
、
総
額
千
五
百
万
馬マ

ル
ク克

し
か
持
っ
て
い
な

か
っ
た
が
、デ
ィ
ス
コ
ン
ト
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
三
千
万
馬マ

ル
ク克

の
資
本
を
持
っ
て
い
た
。と
こ
ろ
が
一
九
〇
八
年
、

前
者
の
資
本
は
二
億
馬マ

ル
ク克

と
な
り
、
後
者
の
そ
れ
は
一
億
七
千
万
馬マ

ル
ク克

と
な
っ
た
。
一
九
一
四
年
、
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
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バ
ン
ク
は
そ
の
資
本
を
二
億
五
千
万
馬マ

ル
ク克

に
増
加
し
、
デ
ィ
ス
コ
ン
ト
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
一
流
の
大
銀
行

た
る
「
シ
ャ
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
・
バ
ン
ク
フ
ェ
ラ
イ
ン
」
と
合

フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
資
本
を
三
億
馬マ

ル
ク克

に
増

大
し
た
。
而し

か

し
て
勿も

ち
ろ
ん論

、
両
銀
行
は
、
一
方
に
こ
の
覇
権
の
争
い
を
演
ず
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
両
銀
行

間
の
「
協
定
」
は
、
い
よ
い
よ
益
々
頻
繁
に
且
つ
強
固
に
な
っ
て
行
っ
た
。
法
則
的
な
秩
序
正
し
い
改
良
主
義
の

埒ら
ち

を
一
歩
も
出
な
い
観
察
点
か
ら
、
諸
の
経
済
問
題
を
考
察
す
る
銀
行
専
門
家
等
は
、
こ
の
発
展
過
程
に
い
か
な

る
結
論
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
？

デ
ィ
ス
コ
ン
ト
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
そ
の
資
本
を
三
億
馬マ

ル
ク克

に
増
大
し
た
時
に
、
そ
れ
に
因ち

な

ん
で
ラ
ン
ス

ブ
ル
グ
は
雑
誌
『
銀
行
』
に
書
い
た
。「
更
に
他
の
銀
行
も
そ
の
道
を
踏
ん
で
行
く
で
あ
ろ
う
。
今
日
ド
イ
ツ
を

経
済
的
に
支
配
し
て
い
る
者
は
、
三
百
人
の
人
間
で
あ
る
が
、
時
の
経た

つ
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
五
十
人
、

二
十
五
人
、
若も

し
く
は
更
に
そ
れ
以
下
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
最
近
の
集
積
運
動
を
、
銀

行
に
限
ら
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
。
個
々
の
銀
行
の
間
の
密
接
な
関
係
は
、
自
然
に
、
彼
等
に
保
護

さ
れ
る
産
業
的
合
同
の
間
の
、
接
近
を
も
招
致
す
る
。
…
…
而し

か

し
て
或
日
床
を
起
き
出
で
て
、
眼
を
擦こ

す

っ
て
眺
め

る
と
、
吾
々
の
傍
に
は
純
粋
の
ト
ラ
ス
ト
し
か
な
く
、
吾
々
の
前
に
は
国
家
的
独
占
に
よ
っ
て
個
人
的
独
占
が
取

っ
て
代
ら
れ
る
必
然
性
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
態
の
発
展
に
、
そ
れ
の
自
然
な
、「
株
式
」
に

よ
っ
て
若
干
促
進
さ
れ
た
進
行
を
許
し
た
と
云
う
こ
と
以
外
に
は
、
根
抵
【
柢
】
に
お
い
て
何
等
吾
々
に
非
難
さ
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る
可べ

き
点
は
な
い
の
で
あ
る
。」（
注
二
七
）

　

こ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
流
行
文
献
の
貧
弱
な
る
こ
と
を
示
す
標
本
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
科
学
も
、
一
層
不
正

直
で
あ
る
こ
と
と
、
事
業
の
本
体
を
塗
り
つ
ぶ
し
、
樹
の
前
に
立
っ
て
森
を
見
ざ
ら
し
め
る
底
の
努
力
を
す
る
こ

と
だ
け
が
、
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
。
集
積
の
結
果
に
驚
愕
し
た
り
、
資
本
主
義
ド
イ
ツ
の
政
府
又
は

資
本
主
義
秩
序
一
般
を
非
難
し
た
り
、
株
式
募
集
の
結
果
集
積
の
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
戦
慄
し
た
り
、
カ
ル
テ
ル

専
門
家
チ
エ
ル
ス
キ
ー
の
如
く
、（
注
二
八
）
ド
イ
ツ
の
カ
ル
テ
ル
の
方
が
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ス
ト
よ
り
は
、
独
占

技
術
の
進
歩
を
促う

な
がす

こ
と
が
尠す

く
ない

と
い
う
無
意
味
な
理
由
で
、
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ス
ト
に
顔
を
そ
む
け
て
、
ド
イ

ツ
の
カ
ル
テ
ル
の
方
を
「
取
っ
」
た
り
、
―
―
か
か
る
こ
と
の
凡す

べ

て
が
、
何
の
役
に
立
つ
か
？

し
か
し
、
事
実
は
依
然
と
し
て
事
実
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
は
ト
ラ
ス
ト
な
ど
は
な
く
、
カ
ル
テ
ル
＊
が
あ
る
ば

か
り
で
、
し
か
も
そ
れ
は
、
高
々
三
百
人
の
大
諸
侯
の
手
に
掴つ

か

ま
れ
て
居
り
、
そ
の
大
諸
侯
の
数
は
減
少
す
る
ば

か
り
で
あ
る
。
凡
て
の
資
本
主
義
国
家
に
お
い
て
、
銀
行
法
制
が
い
か
な
る
形
態
で
あ
ろ
う
と
も
、
資
本
集
積
と

独
占
形
成
の
過
程
は
、
凡
て
の
場
合
に
お
い
て
、
銀
行
を
通
じ
て
、
確
実
に
さ
れ
、
促
進
さ
れ
る
。

（
＊
）
グ
ン
ツ
エ
ル
博
士
の
「
カ
ル
テ
ル
論
」（
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
、
一
九
〇
二
年
）
の
所
説
に
従
え
ば
、
生
産
及
び
販

路
の
共
同
規
定
を
目
的
と
し
て
、
平
等
の
利
益
共
同
を
持
て
る
独
立
企
業
が
、
自
由
な
る
意
志
の
疎
通
に
よ
っ
て

造
っ
た
結
合
が
、
カ
ル
テ
ル

0

0

0

0

と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
反
し
ト
ラ
ス
ト

0

0

0

0

に
お
い
て
は
、
個
々
の
企
業
の
独
立
が
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奪
わ
れ
て
い
る
。
―
―
独
訳
者
注

五
十
年
前
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
の
著
『
資
本
論
』
の
う
ち
に
、
銀
行
は
、
社
会
的
尺
度
に
お
い
て
、
生
産
手
段
の

社
会
的
簿
記
と
一
般
的
分
配
の
形
式
を
提
供
す
る
が
、
た
だ
そ
の
形
式
だ
け
で
あ
る
、
と
書
い
た
。（『
資
本
論
』

第
三
巻
第
二
章
）
銀
行
業
の
発
達
、
最
大
銀
行
の
支
社
及
び
出
張
所
数
の
増
加
、
信
用
手
形
数
の
増
加
等
に
関
す

る
既
掲
の
資
料
は
、
資
本
家
の
全
階
級
の
「
社
会
的
簿
記
」
を
具
体
的
に
示
し
た
。
が
、
そ
れ
は
独
り
資
本
家
の

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
銀
行
は
、
小
企
業
家
な
ら
び
に
官
吏
、
労
働
階
級
の
少
数
上
層
の
一
切

の
可
能
な
貨
幣
収
入
を
―
―
た
と
え
一
時
的
に
せ
よ
―
―
そ
の
手
に
掻か

き
集
め
る
か
ら
で
あ
る
。
生
産
手
段
の
一

般
的
分
配
は
、
形
式
的
事
情
か
ら
見
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
三
個
か
ら
六
個
、
ド
イ
ツ
で
は
六
個
か
ら
八
個
の
、

幾
十
億
の
巨
額
の
金
を
左
右
し
て
い
る
近
代
的
銀
行
か
ら
生
長
0

0

す
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
0

0

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
生

産
手
段
の
分
配
は
、
決
し
て
「
社
会
的
」
で
な
く
、
個
人
的
で
あ
る
。
即
ち
、
独
占
さ
れ
た
大
資
本
の
利
益
に
応

ず
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
大
資
本
の
独
占
は
、
民
衆
の
大
多
数
が
飽あ

く
ま
で
飢
え
て
居
り
、
農
業
の
全
発

展
が
工
業
よ
り
遥
か
に
遅
れ
て
居
り
、
工
業
そ
の
も
の
の
内
部
に
お
い
て
は
、
重
工
業
が
凡す

べ

て
の
他
の
部
門
を
犠

牲
と
し
て
い
る
と
い
う
関
係
の
下
に
お
い
て
、
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

資
本
主
義
経
済
の
社
会
化
過
程
に
お
い
て
貯
蓄
銀
行
及
び
郵
便
局
と
、
銀
行
と
の
競
争
が
始
ま
る
。
と
い
う
の

は
貯
蓄
銀
行
及
郵
便
局
は
、
よ
り
多
く
「
地
方
分
権
的
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
即す

な
わち

、
町
村
別わ

け
て
も
遠
隔
な
地
点
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の
町
村
の
ヨ
リ
大
い
な
る
数
、
ヨ
リ
大
い
な
る
民
衆
の
層
を
抱
擁
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
銀
行
及
び

貯
蓄
銀
行
に
お
け
る
貯
蓄
の
相
対
的
増
加
問
題
に
関
し
て
、ア
メ
リ
カ
の
調
査
委
員
会
の
蒐
集
し
た
資
材
が
あ
る
。

（
注
二
九
）

【
表
８
】

貯
蓄
銀
行
は
、
四
乃
至
四
・
五
％
【
英
訳
版4.25%

】
の
利
子
を
支
払
う
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
資
本
に
た
い
す
る
「
利
益
あ
る
」
投
下
の
道
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
為
替
業
、

抵
当
貸か

し
つ
け附

及
び
そ
の
他
の
活
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
通
銀
行
と
貯
蓄
銀
行
と
の

区
別
は
、消
滅
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ボ
ヒ
ュ
ム
及
び
エ
ル
フ
ル
ト
の
両
商
業
会
議
所
は
、

た
と
え
ば
、貯
蓄
銀
行
に
純
銀
行
的
活
動
を
な
す
こ
と
を
「
禁
止
」
し
、郵
便
局
員
の
「
銀

行
的
勤
務
」
を
制
限
せ
ん
こ
と
を
、
要
求
し
て
い
る
。（
注
三
〇
）
銀
行
王
等
は
、
国
家
的

独
占
が
全
く
予
期
し
な
い
方
面
か
ら
、
彼
等
を
襲
っ
て
来
は
し
な
い
か
と
、
惧お

そ

れ
て
い
る

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
不
安
は
、
勿も

ち
ろ
ん論

、
二
人
の
対
立
す
る
競
争
者
の
競
争

以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
一
方
に
お
い
て
、
貯
蓄
銀
行
の
数
十
億
の
貯

金
は
、
結
局
、
そ
の
銀
行
資
本
の
大
諸
侯
の
手
に
掴に

ぎ

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
他
方
資
本
主

義
社
会
に
お
け
る
国
家
独
占
は
要
す
る
に
、
或
る
産
業
部
門
に
お
け
る
破
産
に
瀕ひ

ん

し
た
大

【表８】貯 金 額 （単位十億マルク）
Year イギリス フランス ドイツ

銀行 貯蓄銀行 銀行 貯蓄銀行 銀行 貯蓄銀行 信用組合

1880 8.4 1.6 ? 0.9 0.5 0.4 2.6

1888 12.4 2.0 1.5 2.1 1.1 0.4 4.5

1908 23.2 4.2 3.7 4.2 7.1 2.2 13.9
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金
持
の
利
得
を
高
め
且
つ
保
証
す
る
手
段
に
過
ぎ
ぬ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

独
占
の
支
配
す
る
新
し
い
資
本
主
義
に
よ
る
、
自
由
競
争
の
支
配
す
る
旧
い
資
本
主
義
の
解
消
は
、
ま
た
、
取

引
所
の
衰
微
と
な
っ
て
現
れ
る
。
雑
誌
『
銀
行
』
は
言
う
。（
注
三
一
）「
銀
行
が
株
の
大
部
分
を
顧
客
に
売
渡
す

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
時
代
は
、
取
引
所
は
欠
く
可べ

か
ら
ざ
る
取
引
仲
介
者
で
あ
っ
た
が
、
も
う
よ
ほ
ど
前
か
ら
、

そ
う
で
な
く
な
っ
て
仕し

舞ま

っ
た
。」

「『
個
々
の
銀
行
は
一
個
の
取
引
所
で
あ
る
』
と
い
う
言
葉
は
、
銀
行
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
銀
行
業
の

集
積
が
進
行
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、ま
す
ま
す
真
実
と
な
る
格
言
で
あ
る
。」i i（
注
三
二
）「
嘗か

つ

て
七
十
年
代
に
お
い
て
、

若
い
放
蕩
的
な
取
引
所
が
、
株
式
の
賭
博
を
利
用
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
の
産
業
化
を
導
い
た
と
す
れ
ば
、
今
日
、

銀
行
と
産
業
は
、『
独
り
で
騎
行
す
る
』【
独
り
立
ち
で
や
っ
て
行
け
る
】
こ
と
が
出
来
る
。
今
日
の
銀
行
の
取
引
所
支

配
は
…
…
ド
イ
ツ
の
産
業
が
完
全
に
組
織
さ
れ
た
こ
と
を
表
す
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
れ
と
共
に
、
経
済
法
則
が

自
働
的
に
作
用
す
る
領
域
は
切
断
せ
ら
れ
、
銀
行
に
よ
る
意
識
的
統
制
の
領
域
は
非
常
に
拡
大
せ
ら
れ
、
そ
れ
と

共
に
、
極
く
少
数
の
指
導
者
の
国
民
経
済
上
の
責
任
が
、
度ど

外は
ず

れ
に
増
大
す
る
。」（
注
三
三
）
ド
イ
ツ
帝
国
主
義

の
弁
護
者
で
、
凡す

べ

て
の
国
家
の
帝
国
主
義
者
に
と
っ
て
一
権
威
た
る
、
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ

ツ
教
授
は
、
そ
う
言
っ
て
い
る
。
彼
は
実
に
、
銀
行
に
よ
る
こ
の
「
意
識
的
統
制
」
は
、
完
全
に
組
織
さ
れ
た

i　

底
本
で
は
引
用
符
が
な
い
が
、
行
頭
か
ら
こ
こ
ま
で
がStillich

か
ら
の
引
用
。
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極
少
数
の
独
占
者
が
民
衆
の
血
を
絞
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、「
一
項
事
」
を

塗と
ま
つ抹

し
よ
う
と
し
て
い
る
人
で
あ
る
。
こ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
大
学
教
授
は
、
そ
の
全
機
構
を
暴
露
し
、
銀
行
独
占
の

危
計
の
底
に
潜
入
す
る
こ
と【
陰
謀
を
暴
露
す
る
こ
と
】を
目
的
と
せ
ず
、そ
れ
を
隠い

ん
ぺ
い蔽

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
優
れ
た
国
民
経
済
学
者
で
あ
り
、
銀
行
専
門
家
で
あ
る
リ
ー
ゼ
ル
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
彼
は
否
定
す

可べ

か
ら
ざ
る
事
実
を
、
一
対
の
空
虚
な
句
で
片
附
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。
曰い

わ

く
「
そ
の
こ
と
か
ら
、
ま
た
こ
う
い

う
こ
と
が
生
ず
る
。
取
引
所
は
立
派
な
取
引
機
関
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
へ
流
れ
込
ん
で
来
る
経
済
的
運

動
の
ほ
と
ん
ど
自
働
的
な
統
制
者
で
あ
る
と
い
う
、
全
経
済
及
び
有
価
証
券
市
場
に
と
っ
て
欠
く
可べ

か
ら
ざ
る
特

質
を
、
ま
す
ま
す
失
い
つ
つ
あ
る
…
…
」（
注
三
四
）

言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
、
自
由
競
争
の
古
き
資
本
主
義
は
、
無
条
件
的
に
必
要
な
統
制
者
と
し
て
の
取
引
所
と

共
に
、
破
滅
の
淵
に
赴お

も
むく

。
古
い
資
本
主
義
は
、
自
由
競
争
と
独
占
の
混
合
と
い
う
、
過
渡
的
現
象
の
凡す

べ

て
の
特

徴
が
附
着
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
新
し
い
資
本
主
義
に
よ
っ
て
剥
ぎ
取
ら
れ
る
。
そ
れ
で
自
然
、
問
題
は
こ
う
な

る
。
然
ら
ば
こ
の
最
新
の
資
本
主
義
は
ど
う
0

0

な
っ
て
行
く
か
？
―
―
だ
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
学
者
は
、
こ
の
問
題
定

立
の
前
に
尻
込
み
す
る
。

「
三
十
年
前
に
は
、
三
人
の
競
争
す
る
企
業
家i i

は
、
手
工
上
の
熟
練
と
し
て
「
労
働
者
」
に
帰
さ
な
い
種
類
の

i　

" businessm
en, freely com

peting against one another,"

「
自
由
に
互
い
に
競
争
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
」
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二　

銀
行
と
そ
の
新
役
割

経
済
的
労
働
の
、
十
分
の
九
を
自
ら
行
っ
た
。
今
日
で
は
、
事
務
員

0

0

0

が
、
そ
の
経
済
的
頭
脳
労
働
の
十
分
の
九
を

行
う
。
銀
行
業
は
、
こ
の
発
展
の
先
頭
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。」（
注
三
四
【
三
五
】）
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ

ッ
ツ
の
こ
の
告
白
は
、
結
局
す
る
と
こ
ろ
常
に
、
次
の
問
題
に
帰
っ
て
来
る
。
最
新
資
本
主
義
、
即す

な
わち

帝
国
主
義

的
階
段
に
達
し
た
資
本
主
義
は
、
何ど

こ処
へ
向
っ
て
進
む
で
あ
ろ
う
か
？
是こ

れ

で
あ
る
。

少
数
の
銀
行
が
、
集
積
過
程
の
結
果
と
し
て
資
本
主
義
経
済
の
な
か
に
勢
力
を
振
っ
て
い
る
下
に
あ
っ
て
は
、

自
然
、
相
互
の
間
に
独
占
協
定
を
結
び
、
銀
行
ト
ラ
ス
ト

0

0

0

0

0

0

を
形
成
せ
ん
と
す
る
努
力
が
ま
す
ま
す
強
烈
に
な
っ
て

行
く
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
九
個
の
銀
行
で
は
な
く
て
、
百
十
億
馬マ

ル
ク克

の
資
本
を
擁
す
る
、
百
万
長
者
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
と
モ
ル
ガ
ン
の
二
個
の
最
大
銀
行
が
支
配
し
て
い
る
。（
注
三
六
）
取
引
所
関
係
者
の
機
関
紙
「
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
テ
ル
・
ツ
ァ
イ
ツ
ン
グ
」
は
、
デ
ィ
ス
コ
ン
ト
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
シ
ャ
テ
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
・
バ
ン
ク
フ
ェ
ラ

イ
ン
と
の
合
同
を
、
次
の
言
葉
で
見
送
っ
て
い
る
。「
集
積
運
動
の
進
行
す
る
に
伴
っ
て
、
巨
額
の
信
用
を
要
請

し
得
る
範
囲
は
、
常
に
縮
小
し
、
そ
の
結
果
、
若
干
の
銀

バ
ン
ク
・
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

行
合
同
に
た
い
す
る
大
産
業
の
隷
属
が
増
大
す
る
。
産

業
と
金
融
の
内
部
的
連
絡
た
め
に
、
銀
行
資
本
に
依
存
す
る
産
業
会
社
の
活
動
の
自
由
は
、
制
限
さ
れ
る
。
さ
れ

ば
大
産
業
は
、
銀
行
の
ト
ラ
ス
ト
化
の
増
大
を
、
困
惑
の
情
を
も
っ
て
見
送
る
。
し
か
し
既
に
、
競
争
の
制
限
を

目
的
と
し
て
、
個
々
の
大
合
同
間
に
、
一
定
の
協
定
の
成
立
を
告
ぐ
る
諸
の
萌
芽
が
現
れ
て
い
る
。」（
注
三
七
）

銀
行
発
展
の
最
後
の
言
葉
は
、
常
に
、
独
占
で
あ
る
。
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銀
行
と
産
業
の
密
接
な
関
係
の
方
面
に
お
い
て
、
銀
行
の
新
し
い
役
割
が
、
極
め
て
明
瞭
に
現
れ
る
。
銀
行
が
、

一
定
の
企
業
家
等
の
為か

わ
せ替

を
割
引
き
、
彼
等
に
交
互
勘
定
の
便
を
与
え
る
、
等
々
の
こ
と
を
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ

の
活
動
は
、
個
別
的
に
見
れ
ば
、
毫ご

う
ま
つ末

も
そ
の
企
業
家
の
独
立
を
殺そ

ぐ
も
の
で
な
く
、
銀
行
は
依
然
と
し
て
、
単

な
る
仲
介
機
関
の
範
囲
に
止と

ど

ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
活
動
が
屡し

ば
し
ば々

繰
り
返
さ
れ
、
固
定
す
る
や
否
や
、
銀
行

が
ど
え
ら
い
額
の
資
本
を
そ
の
手
に
「
堆
積
す
る
」
や
否
や
、
一
定
の
企
業
家
達
の
交
互
勘
定
の
指
導
が
、
銀
行

を
そ
の
地
位
に
―
―
そ
れ
は
実
際
に
起
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
―
―
即
ち
、
彼
等
企
業
家
の
経
済
的
地
位
を
ま
す

ま
す
十
分
に
完
全
に
知
り
得
る
地
位
に
、
置
く
や
否
や
―
―
そ
の
結
果
と
し
て
、
銀
行
に
た
い
す
る
産
業
の
、
常

に
完
成
さ
れ
て
行
く
隷
属
が
生
ず
る
。

同
時
に
、
大
商
工
企
業
と
銀
行
と
の
、
い
わ
ゆ
る
人
的
結
合
が
生
れ
て
来
る
。
株
の
所
有
と
か
、
商
工
企
業
の

重
役
会
議
へ
銀
行
の
取
締
役
が
入
り
込
む
と
か
、
又
は
そ
の
逆
の
遣や

り
方
で
、
両
者
の
融
合
が
生
ず
る
の
で
あ

る
。
ヤ
イ
デ
ル
ス
は
、
資
本
及
び
企
業
の
こ
の
種
の
集
積
に
つ
い
て
、
十
分
な
資
料
を
蒐

し
ゅ
う
し
ゅ
う

集
し
た
。
六
個
の
ベ
ル

リ
ン
最
大
銀
行
は
、
三
百
四
十
四
の
産
業
会
社
に
取
締
役
を
送
り
更
に
四
百
七
の
産
業
会
社
に
重
役
を
持
ち
、
か

く
て
全
部
で
七
百
五
十
一
の
会
社
に
代
表
者
を
出
し
て
い
た
。
ま
た
そ
れ
ら
の
大
銀
行
は
、
二
百
八
十
九
の
会
社

に
お
い
て
、
各
二
名
の
監
査
役
会
議
の
議
員
か
又
は
そ
の
議
長
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
商
工
会
社
に
は
、
保
険
会

社
、
運
輸
会
社
、
料
理
店
会
社
、
劇
場
会
社
、
工
芸
会
社
等
、
各
種
各
様
の
産
業
部
門
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
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二　

銀
行
と
そ
の
新
役
割

し
ま
た
こ
の
六
個
の
大
銀
行
の
監
査
役
会
議
に
は
（
一
九
一
〇
年
）
五
十
一
の
大
産
業
会
社
が
代
表
者
を
出
し
て

居
り
、そ
れ
に
は
ク
ル
ッ
プ
の
一
取
締
役
、漢
米i i

汽
船
会
社
の
そ
れ
等
、等
が
あ
っ
た
。
こ
の
六
大
銀
行
は
何い

ず

れ
も
、

一
八
九
五
年
か
ら
一
九
一
〇
年
ま
で
に
、
数
百
の
産
業
会
社
の
た
め
に
、
株
式
及
び
社
債
を
発
行
し
た
。
そ
の
会

社
の
数
は
実
に
、二
百
八
十
一
（
一
八
九
五
年
）
か
ら
四
百
十
九
（
一
九
一
〇
年
）
に
及
ん
で
い
る
。【
注
三
八-

０
】

銀
行
と
産
業
と
の「
人
的
結
合
」は
ま
た
、彼あ

れ
こ
れ此

の
会
社
と
政
府
と
の「
人
的
結
合
」に
よ
っ
て
、補
わ
れ
る
。「
重

役
の
地
位
が
、
思
う
ま
ま
に
、
名
声
高
い
人
物
や
、
以
前
の
高
官
に
提
供
さ
れ
る
。
彼
は
、
諸

も
ろ
も
ろの

官
庁
と
の
交
渉

に
お
い
て
、
多
く
の
便
宜
（
！
）
を
つ
く
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
…
…
」（
注
三
八
）

大
銀
行
の
重
役
会
議
に
、
国
会
議
員
及
び
市
会
議
員
が
就
任
し
て
い
る
の
は
、
常
に
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

資
本
主
義
的
大
独
占
の
発
生
と
発
達
と
は
、
か
く
の
如
く
、
あ
ら
ゆ
る
「
自
然
的
」
及
び
「
超
自
然
的
」
の
道

を
と
っ
て
、
活
溌
に
進
行
す
る
。
而し

か

し
て
、
近
代
資
本
主
義
社
会
の
二
百
人
の
財
政
王
の
間
に
、
組
織
的
に
、
一

定
の
分
業
が
形
成
さ
れ
る
。

「
個
々
の
大
産
業
家
の
活
動
範
囲
の
こ
の
拡
大
（
銀
行
の
取
締
役
に
任
命
さ
れ
る
等
に
よ
っ
て
）
と
、
地
方
の

取
締
役
の
活
動
を
一
定
の
産
業
区
域
に
制
限
す
る
事
と
は
、
益
々
大
銀
行
の
指
導
者
を
し
て
特
殊
の
営
業
部
門
に

お
け
る
専
門
家
た
ら
し
め
る
。
そ
れ
は
、全
銀
行
活
動
及
び
特
に
産
業
的
聯
絡
の
範
囲
が
大
き
く
な
っ
て
始
め
て
、

i　

ハ
ン
ブ
ル
グ
―
ア
メ
リ
カ
航
路
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考
え
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
分
業
は
二
重
の
方
向
を
と
っ
て
行
わ
れ
る
。
即
ち
、
全
体
と
し
て
の
或
産
業

と
の
交
渉
が
、
取
締
役
中
の
一
人
に
特
殊
受
持
範
囲
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
各
取
締

役
が
、
そ
の
重
役
会
議
の
一
員
と
し
て
個
々
の
独
立
し
た
、
又
は
事
業
と
利
益
と
の
性
質
を
同
じ
く
し
た
諸
の
企

業
を
監
督
す
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
方
向
で
あ
る
。
国
内
産
業
時
と
し
て
は
西
ド
イ
ツi i

の
産
業
が
、
一
人
の
取
締

役
の
受
持
と
な
り
、
諸
国
家
及
び
外
国
産
業
に
た
い
す
る
関
係
、
人
事
関
係
、
取
引
所
事
務
等
が
他
の
取
締
役
の

専
門
と
な
る
。
そ
の
上
、
取
締
役
の
各
人
に
、
一
つ
の
地
方
又
は
特
殊
の
産
業
部
門
が
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
一
人
は
一
時
的
に
電
気
会
社
の
重
役
会
議
に
加
わ
り
、
他
の
一
人
は
化
学
工
業
会
社
、
醸
造
会
社
又
は
製

糖
会
社
の
そ
れ
に
参
加
し
、
更
に
他
の
者
は
、
孤
立
せ
る
産
業
企
業
を
管
理
す
る
と
同
時
に
、
保
険
会
社
の
よ
う

な
非
産
業
会
社
の
重
役
会
議
の
一
員
と
な
る
…
…
確
か
に
、
大
銀
行
に
お
い
て
、
産
業
の
範
囲
と
方
面
が
増
大
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
指
導
者
間
の
分
業
が
発
展
し
、
そ
の
結
果
、
彼
等
は
或
る
程
度
に
お
い
て
、
純
粋
の
銀
行

的
活
動
か
ら
ぬ
け
出
し
、
産
業
の
普
遍
的
問
題
な
ら
び
に
個
々
の
事
業
の
特
殊
問
題
に
対
し
て
、
評
価
及
び
理
解

の
能
力
を
持
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
銀
行
の
産
業
勢
力
圏
内
に
、
積
極
的
に
活
動
す
る
能
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

銀
行
の
こ
の
組
織
は
、
産
業
に
通つ

う
ぎ
ょ
う暁

す
る
人
物
を
、
そ
れ
自
身
の
重
役
に
推
挙
す
る
こ
と
や
、
又
は
、
産
業
家
、

前
役
員
、
即
ち
鉄
道
及
び
鉱
山
の
そ
れ
の
如
き
を
、
娘
銀
行
の
重
役
に
取
り
込
ん
で
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
補
わ

i　

ド
イ
ツ
の
西
部
に
工
業
の
重
要
な
部
分
が
あ
る
。
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二　

銀
行
と
そ
の
新
役
割

れ
る
」（
注
三
二
【
三
九
、
こ
の
段
落
す
べ
てJeidels

】）

フ
ラ
ン
ス
の
銀
行
に
お
い
て
も
、
若
干
変
っ
た
形
態
で
は
あ
る
が
、
同
様
な
施
設
が
見
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス

三
大
銀
行
の
一
た
る
ク
レ
ヂ
・
リ
オ
ン
ネ
は
、
例
え
ば
、
一
つ
の
特
別
な
「
金

フ
ィ
ナ
ン
ツ
ス
チ
ュ
デ
ン
ビ
ュ
ロ

融
調
査
局
」【service des études 

financières

】
を
設も

う

け
た
。
そ
こ
で
は
常
に
、
技
師
、
統
計
家
、
経
済
学
者
、
法
律
家
等
、
五
十
人
以
上
の
人
間
が

働
い
て
い
る
。
そ
の
年
経
費
は
六
―
七
千
法i i

で
、
八
つ
の
課
に
分
れ
、
第
一
の
課
は
産
業
企
業
に
関
す
る
特
殊
の

報
告
を
蒐
集
し
、
第
二
の
課
は
一
般
的
統
計
を
調
査
し
、
第
三
の
課
は
鉄
道
会
社
及
び
汽
船
会
社
を
研
究
し
、
第

四
の
課
長
は
公
債
を
、
第
五
の
課
は
金
融
報
告
を
研
究
す
る
等
で
あ
る
。（
注
四
〇
）

か
く
し
て
一
方
で
は
、
銀
行
資
本
と
産
業
資
本
と
の
融
合
、
エ
ヌ
・
ジ
ェ
ー
・
ブ
ハ
ー
リ
ン
【N

ikolai Ivanovich 

B
ukharin, 1888-1938

】
の
表
現
に
し
た
が
え
ば
、
合
生
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
り
、
他
方
で
は
、
銀
行
が
、
益
々

真
に
「
普
遍
的
性
質
」
を
も
っ
た
施
設
に
生
長
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
道
で
鳴
っ
て
い
る
ヤ
イ
デ

ル
ス
の
説
明
を
引
用
す
れ
ば
足
り
る
。「
産
業
的
関
係
を
、
そ
の
全
体
に
お
い
て
観
察
す
れ
ば
、
産
業
の
為
に
活

動
す
る
金
融
機
関
の
、
普
遍
的

0

0

0

性
質
が
目
に
つ
い
て
来
る
。
銀
行
は
脚
下
の
大
地
を
忘
却
し
な
い
た
め
に
、
一
定

の
領
域
又
は
事
業
に
専
門
的
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
往
々
経
済
文
献
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

要
望
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
反
し
て
、
又
他
の
銀
行
形
態
に
反
し
て
、
―
―
大
銀
行
は
、
産
業
企
業
と
の
団
結
を
、

i　

" six to seven hundred thousand",i

つ
ま
りi 600,000 francs to 700,000 francs
「
六
か
ら
七
十
万
フ
ラ
ン
」



59

地
方
及
び
事
業
の
性
質
に
随

し
た
が

っ
て
、
出
来
得
る
限
り
多
面
的
に
し
、
個
々
の
銀
行
の
歴
史
に
示
さ
れ
て
い
る
如ご

と

き
、

地
域
的
、
事
業
的
配
分
の
不
釣
合
を
、
極
力
取
除
か
ん
と
努
力
し
て
い
る
。
…
…
産
業
と
の
団
結
を
普
遍
的
に
し

よ
う
と
す
る
の
が
、
一
つ
の
傾
向
で
あ
り
、
そ
の
団
結
を
永
続
的
に
強
度
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
他
の
一
つ
の

傾
向
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
傾
向
は
、
既
に
六
大
銀
行
に
お
い
て
、
全
く
同
じ
度
合
で
は
な
い
が
、
実
際
に
お
い

て
同
じ
度
合
に
、
立
派
に
実
現
さ
れ
て
い
る
。」（
注
四
一
）

商
工
界
か
ら
屡
々
銀
行
の
「
恐テ

ロ
リ
ズ
ム

怖
主
義
」
に
関
す
る
不
満
が
起
っ
て
来
る
。
次
の
実
例
の
示
す
よ
う
に
銀
行
が

そ
れ
ほ
ど
ま
で
「
号
令
す
る
」
場
合
に
、
そ
う
し
た
不
満
の
声
の
高
く
発
せ
ら
れ
る
の
は
、
決
し
て
不
思
議
で
は

な
い
。
一
九
〇
一
年
十
一
月
九
日
、
ベ
ル
リ
ン
の
Ｄ
銀
行
（
四
個
の
ベ
ル
リ
ン
最
大
銀
行
の
名
称
は
Ｄ
の
頭
文
字

で
始
ま
っ
て
い
る
）
は
、
北
西
中
ド
イ
ツ
・
セ
メ
ン
ト
・
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
の
重
役
会
議
に
宛
て
て
、
次
の
よ
う
な

書
簡
を
送
っ
た
。「
去き

ょ
げ
つ月

十
八
日i i

の
『
官
報
』
に
発
表
さ
れ
た
貴
会
社
の
広
告
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
本
月
三
十
日

に
開
催
さ
れ
る
貴
会
社
の
総
会
に
お
い
て
、
貴
会
社
の
営
業
上
面
白
か
ら
ぬ
種
類
の
変
改
を
齎も

た
らす

決
議
が
為な

さ
れ

る
可
能
が
あ
る
と
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
本
銀
行
は
甚は

な
はだ

遺
憾
な
が
ら
、
従
来
貴
会
社
に
与
え

て
い
た
信
用
を
、
こ
こ
に
撤
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
、
同
総
会
に
於
い
て
、
吾
人
が
面
白

か
ら
ず
と
す
る
事
項
が
決
議
さ
れ
ず
、
且
つ
こ
れ
に
関
し
て
、
将
来
ま
で
も
適
当
な
保
証
が
附
さ
れ
る
な
ら
ば
、

i　

英
訳
本" a certain new

spaper of the 18th inst.,",i" inst."

は
当
月
の
意
で
あ
ろ
う
。
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二　

銀
行
と
そ
の
新
役
割

本
銀
行
は
喜
ん
で
、
貴
会
社
に
新
し
い
信
用
を
与
え
る
た
め
に
、
協
定
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
声
明
す
る
。」

（
注
四
二
）

畢ひ
っ
き
ょ
う

竟
す
る
に
そ
れ
は
、
大
資
本
の
圧
迫
に
た
い
す
る
小
資
本
の
不
平
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
の
場
合
で
は
、
一
つ

の
全
き
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
が
「
小
資
本
」
の
役
目
を
つ
と
め
て
い
る
！
と
云
う
だ
け
の
違
い
で
あ
る
。
小
資
本
と

大
資
本
間
の
古
き
闘
争
は
、
新
た
な
、
測
り
知
ら
れ
ぬ
高
い
発
展
階
段
に
お
い
て
、
繰
り
返
さ
れ
る
。
誰
で
も
分

る
よ
う
に
、
大
銀
行
の
大
資
本
企
業
家
は
、
以
前
の
そ
れ
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
よ
う
な
手
段
で
、
技
術
的

進
歩
を
促
進
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
銀
行
は
例
え
ば
特
殊
の
研
究
団
体
を
作
る
。
そ
の
研
究
の
成
果
は
、
勿
論
、

「
友ゆ

う
ぎ誼

的
」
産
業
企
業
家
だ
け
を
益
す
る
。
電
気
鉄
道
研
究
協
会
、中
央
科
学
技
術
調
査
局
な
ど
が
、そ
れ
で
あ
る
。

大
銀
行
の
指
導
者
自
身
、
国
民
経
済
に
於
い
て
新
関
係
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
行
か
な
い

が
、
然
し
彼
等
は
そ
れ
を
如
何
と
も
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

ヤ
イ
デ
ル
ス
は
言
う
。（
注
四
三
）「
近
年
に
お
け
る
大
銀
行
の
取
締
役
及
び
重
役
会
議
の
人
物
の
交
替
を
観
察

し
た
者
は
誰
で
も
、
次
の
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
産
業
の
全
発
展
に
積
極
的
な
干
渉
を
行
う
こ
と
を

も
っ
て
、
大
銀
行
の
必
須
な
、
益
々
積
極
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
業
務
で
あ
る
と
す
る
人
々
が
、
い
か
に
徐
々
に
大

銀
行
の
舵だ

し
ゅ手

と
な
っ
て
来
た
か
、
こ
の
新
手
の
舵
手
と
古
き
重
役
と
の
間
に
、
そ
の
こ
と
か
ら
い
か
に
一
個
の
実

際
的
な
、
屡
々
個
人
的
な
対
立
が
持
ち
上
っ
て
い
る
か
と
云
う
こ
と
、
是こ

れ

で
あ
る
。
詰つ

ま

り
古
き
重
役
の
問
題
と
す
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る
と
こ
ろ
は
、
銀
行
が
産
業
の
生
産
過
程
を
蚕さ

ん
し
ょ
く食

し
て
行
く
結
果
、
信
用
設
備
と
し
て
の
銀
行
の
業
務
が
損
な
わ

れ
は
し
な
い
か
ど
う
か
、
信
用
仲
介
と
は
何
の
関
係
も
な
い
活
動
の
た
め
に
、
産
業
的
変
動
の
支
配
を
是こ

れ

迄
よ
り

は
一
層
強
く
受
け
る
如
き
地
位
に
銀
行
を
押
し
や
る
惧お

そ

れ
の
あ
る
活
動
の
た
め
に
、
銀
行
本
来
の
堅
固
な
原
則
及

び
確
実
な
利
得
が
犠
牲
に
さ
れ
は
し
な
い
か
ど
う
か
、
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
古
い
銀
行
指
導
者
の
多
く
は
そ
の

疑ぎ

ぐ惧
を
抱い

だ

い
て
い
る
が
、
若
い
指
導
者
の
大
多
数
は
、
産
業
問
題
に
お
け
る
積
極
的
干
渉
は
、
近
代
大
産
業
の
発

展
に
つ
れ
て
大
銀
行
を
生
み
、大
銀
行
の
今
日
の
産
業
関
係
業
務
を
生
ん
だ
と
同
一
の
必
然
性
に
基
づ
く
も
の
だ
、

と
し
て
い
る
。
た
だ
両
者
の
共
に
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
大
銀
行
の
こ
の
新
し
い
活
動
に
は
、
ま
だ
確
固
た
る
原

則
も
、
具
体
的
な
目
的
も
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。」【
こ
こ
ま
で
（
注
四
三
）】

古
き
資
本
主
義
は
お
終し

ま

い
で
あ
る
。
新
し
き
資
本
主
義
は
、
何
も
の
か
へ
の
過
渡
で
あ
る
。
独
占
と
自
由
競
争

を
「
調
和
」
さ
せ
る
た
め
に
、「
確
固
た
る
原
則
と
具
体
的
な
目
的
」
を
捜
が
す
こ
と
は
、
勿
論
出
来
な
い
相
談

で
あ
る
。
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
、
リ
ー
フ
マ
ン
及
び
同
類
の
理
論
家
の
如
き
、
資
本
主
義
の
擁
護
者

共
の
、「
組
織
さ
れ
た
」資
本
主
義
の
美
に
た
い
す
る
公
然
の
諂て

ん
ゆ諛

と
、実
際
家
の
洞
察
と
は
、全
く
異
な
っ
て
い
る
。

大
銀
行
の
こ
の
「
新
し
い
活
動
」
の
決
定
的
発
端
は
何
時
で
あ
る
か
？
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、ヤ
イ
デ
ル
ス
は
、

か
な
り
満
足
す
可べ

き
答
を
与
え
て
い
る
。

「
産
業
と
、
そ
の
新
対
象
、
新
形
態
、
新
機
関
即
ち
、
集
中
的
で
あ
る
と
同
時
に
分
散
的
に
組
織
さ
れ
た
大
銀
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二　

銀
行
と
そ
の
新
役
割

行
と
の
聯
結
は
、
九
十
年
代
以
前
に
は
ま
だ
、
特
性
的
の
国
民
経
済
的
現
象
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
意
味
に
お
い

て
は
、
そ
の
出
発
点
を
一
八
九
七
年
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
産
業
と
銀
行
の
大
合
同
が
成
っ
た
年
で
、

そ
の
合
同
は
始
め
て
産
業
的
銀
行
政
策
の
基
礎
か
ら
、
地
方
分
権
的
組
織
と
い
う
新
形
態
を
造
り
上
げ
た
の
で
あ

る
。
若
し
く
は
そ
の
出
発
点
を
も
っ
と
遅
れ
た
時
期
と
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
と
い
う
の
は
、
産
業
並
び
に
銀
行

に
お
け
る
集
積
過
程
を
強
く
促
進
し
、
確
立
し
、
産
業
と
の
交
渉
を
始
め
て
正
し
く
、
大
銀
行
の
独
占
と
な
し
、

そ
の
交
渉
を
個
々
に
著
し
く
密
接
に
、
強
度
に
し
た
の
は
、
一
九
〇
〇
年
の
恐
慌
だ
か
ら
で
あ
る
。」（
注
四
四
）

か
く
の
如
く
、
二
十
世
紀
は
、
古
き
資
本
主
義
か
ら
新
し
い
資
本
主
義
へ
の
、
単
な
る
資
本
の
支
配
か
ら
金
融

資
本
の
支
配
へ
の
、
転
回
期
で
あ
る
。
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三　
金
融
資
本
と
金
融
寡
頭
政
治

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
云
う
。「
産
業
の
資
本
の
常
に
増
大
す
る
部
分
は
、
最も

は
や早

、
そ
れ
を
使
用
す
る
産
業
家

に
は
属
さ
な
い
。
産
業
家
は
銀
行
を
通
じ
て
の
み
、
資
本
の
処
理
権
を
持
ち
、
銀
行
は
産
業
家
に
た
い
し
て
、
資

本
の
所
有
者
を
代
表
す
る
。
他
方
、
銀
行
は
、
そ
の
資
本
の
常
に
増
大
す
る
部
分
を
、
産
業
に
固
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
そ
れ
と
共
に
、
銀
行
は
、
ま
す
ま
す
大
い
な
る
範
囲
に
お
い
て
、
産
業
資
本
家
と
成
る
。
か
く
の
如ご

と

く

し
て
実
際
に
お
い
て
産
業
資
本
に
転
換
さ
れ
る
銀
行
資
本
、貨
幣
形
態
の
資
本
を
、私
は
金フ

ィ
ナ
ン
ツ
カ
ピ
タ
ル

融
資
本
と
名
づ
け
る
。」

さ
れ
ば
金
融
資
本
と
は
、「
銀
行
が
処
理
し
、
産
業
家
が
使
用
す
る
資
本
」
で
あ
る
。【（
注
四
五
）】

こ
の
定
義
は
、
最
重
要
な
要
因
の
一
つ
、
即す

な
わち

、
生
産
及
び
資
本
の
集
積
が
、
独
占
を
導
き
、
且
つ
実
際
導
い

て
来
た
ほ
ど
高
い
程
度
に
達
し
た
と
い
う
点
に
関
説
し
て
い
な
い
だ
け
、
不
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
ヒ
ル
フ
ァ
デ

ィ
ン
グ
の
説
明
一
般
に
亘わ

た

っ
て
、
特
に
、
こ
の
定
義
が
下
さ
れ
て
い
る
章
の
前
二
章
に
お
い
て
、
資
本
主
義
的
独

0

0

0

0

0

0

占0

の
役
割
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

生
産
の
集
積
、
そ
れ
か
ら
生
れ
て
来
る
独
占
、
銀
行
と
産
業
の
融
合
又
は
合
生
―
―
そ
れ
が
、
金
融
資
本
の
発

生
史
で
あ
り
、
そ
の
観
念
の
内
容
で
あ
る
。

吾
々
は
、
今
や
、
資
本
主
義
的
独
占
の
「
経
済
」【“business operations”
】
は
、
商
品
生
産
及
び
私
有
財
産
制
の
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三　

金
融
資
本
と
金
融
寡
頭
政
治

普
遍
的
環
境
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
不
可
避
的
に
、
金
融
寡
頭
政
治
の
支
配
と
成
ら
ざ
る
を
得
な
い
所ゆ

え
ん以

を
説
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
リ
ー
ゼ
ル
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
、
リ
ー
フ
マ
ン
等
の
如
き
、
ド
イ
ツ
―
―
独

り
ド
イ
ツ
だ
け
で
な
く
―
―
学
術
の
代
表
者
等
が
、
一
人
の
例
外
も
な
く
、
帝
国
主
義
及
び
金
融
資
本
の
擁
護
者

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
等
は
こ
の
寡
頭
政
治
形
成
の
「
機
構
」、
そ
の
方
法
、
そ
の
利
得
の
量
（
公

認
さ
れ
た
も
の
も
、
公
認
さ
れ
ぬ
も
の
も
【“im

peccable and peccable”

善
か
れ
悪
し
か
れ
】）、
そ
れ
と
議
会
と
の
依

存
関
係
等
、
等
を
暴
露
し
な
い
で
、
反か

え

っ
て
隠
蔽
し
、
美
化
す
る
。
彼
等
は
、
銀
行
重
役
の
「
責
任
感
」
に
訴
え

た
り
、
プ
ロ
シ
ア
官
吏
の
「
義
務
感
」
を
無
限
に
高
め
た
り
、「
監
督
」
及
び
「
法
律
化
」
に
関
す
る
下
ら
ぬ
法

案
の
細
目
に
大
真ま

じ

め
面
目
に
没
頭
し
た
り
、
次
に
示
す
リ
ー
フ
マ
ン
教
授
の
「
科
学
的
」
定
義
の
如ご

と

き
、
理
論
的
遊

戯
に
耽ふ

け

っ
た
り
し
て
、
こ
の
不
運
な
問
題
を
、
勿
体
ぶ
っ
た
曖
昧
至
極
な
文
句
で
片
附
け
て
仕し

舞ま

う
。
リ
ー
フ
マ

ン
教
授
の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
商
業
と
は
、
貨
物
の
蒐
集
、
貯
蔵
を
手
段
と
し
、
そ
の
処
理
を
目
的
と
す
る
、
利

得
活
動
で
あ
る
」（
注
四
六
）
そ
れ
な
ら
ば
、
ま
だ
交
換
さ
え
知
ら
な
か
っ
た
原
始
人
に
も
既
に
、
商
業
が
あ
っ
た

わ
け
で
あ
り
、
社
会
主
義
社
会
に
も
、
商
業
は
存
在
す
る
わ
け
に
な
る
！

し
か
し
金
融
寡
頭
政
治
の
広
大
な
支
配
を
示
す
無
数
の
事
実
は
、
眼
前
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
さ
れ
ば
、
ア

メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
等
凡す

べ

て
の
資
本
主
義
国
家
に
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
立
場
か
ら
出
で
て
金
融
寡

頭
政
治
の
真
に
近
い
構
成
な
ら
び
に
そ
の
批
評
―
―
勿も

ち
ろ
ん論

小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
―
―
を
載の

せ
て
い
る
無
数
の
文
献
が
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現
れ
て
い
る
。

吾
々
は
先
ず
、
曩さ

き

に
一
寸
説
き
及
ん
だ
「
企
業
参
与
の
組
織
」
に
つ
い
て
、
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
組

織
に
逸い

ち

早
く
注
意
を
払
っ
た
ド
イ
ツ
の
経
済
学
者
ヘ
イ
マ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
或
る
指
導
者
が

母
会
社
を
管
理
し
、
そ
の
母
会
社
が
娘
会
社
を
管
理
し
、
そ
の
娘
会
社
が
更
に
孫
会
社
を
管
理
す
る
。
そ
の
結
果
、

大
し
た
資
本
を
持
た
な
い
人
間
が
、
生
産
の
巨
大
な
領
域
を
支
配
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
何
と
な
れ

ば
資
本
の
五
〇
％
を
支
配
し
得
れ
ば
い
つ
で
も
母
会
社
の
管
理
し
得
る
と
す
れ
ば
、
孫
会
社
の
八
百
万
の
資
本
を

管
理
す
る
た
め
に
は
、
指
導
者
は
百
万
の
資
本
を
持
っ
て
お
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
更
に
そ
の
指
導
者
が
工
夫

を
こ
ら
せ
ば
、
千
六
百
万
、三
千
二
百
万
と
い
っ
た
風
の
大
資
本
を
管
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
。」（
注
四
七
）

し
か
し
経
験
の
実
際
に
示
す
と
こ
ろ
に
依
る
と
、
一
個
の
株
式
会
社
の
営
業
を
左
右
す
る
た
め
に
は
、
総
株
の

四
〇
％
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
【
注
四
六-

2
】。
と
云
う
の
は
、
散
在
せ
る
小
株
主
の
一
定
数
は
、

事
実
上
、
株
主
総
会
に
参
加
す
る
等
の
こ
と
が
絶
対
に
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
詭
弁
家
及
び
日
和

見
主
義
者
（
社
会
民
主
義
者
も
亦ま

た

）
は
、
株
所
有
の
「
民
主
化
」
か
ら
、「
資
本
の
民
主
化
」、
小
生
産
の
意
義
の

増
大
等
が
生
ず
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
実
際
に
お
い
て
は
、
金
融
寡
頭
政
治
の
権
力
増
加
の
一
手

段
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
理
由
で
、
古
い
、「
経
験
を
つ
ん
だ
」
資
本
主
義
国
家
で
は
、
小
株
式
会
社
の
設
立

が
法
律
で
許
可
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
一
千
馬マ

ル
ク克

以
下
の
株
は
、
法
律
で
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
ド
イ
ツ



66

三　

金
融
資
本
と
金
融
寡
頭
政
治

の
金
融
王
等
は
、
一
磅ポ

ン
ド（

二
十
馬マ

ル
ク克

）
の
株
が
既
に
法
律
で
許
可
さ
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
を
、
嫉し

っ
し視

し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
最
大
産
業
家
で
、「
金
融
王
」
の
一
人
た
る
ヂ
ー
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
メ
ン
ス
は
、
一
九
〇
〇
年
六
月
七
日
、

帝
国
議
会
に
お
い
て
、
一
磅ポ

ン
ドの

株
は
実
に
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
の
基
礎
で
あ
る
、
と
喝か

っ
ぱ破

し
た
。（
注
四
八
）

ロ
シ
ア
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
創
始
者
と
し
て
通
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
帝
国
主
義
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
或
る

一
国
の
国
民
の
悪
い
性
質
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
あ
る
意
味
で
優
れ
た
一
著
述
家
よ
り
も
、
件
の
ド

イ
ツ
の
巨
商
の
方
が
、
帝
国
主
義
の
何
た
る
や
に
つ
い
て
、
ヨ
リ
深
い
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
」
見
解
を
持
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。（
＊
）

（
＊
）
そ
れ
は
ヂ
ー
・
プ
レ
ハ
ノ
フ
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
世
界
戦
争
の
初
頭
に
、
社
会
愛
国
主
義
者
に
早
変
り
し
た

男
で
あ
る
。

し
か
し
「
企
業
参
与
組
織
」【“holding system

”

】
は
、
た
だ
に
独
占
の
権
力
を
驚
く
可べ

き
程
度
に
増
大
す
る
ば
か

り
で
な
く
、
種
々
の
得
体
の
知
れ
ぬ
、
陋ろ

う
れ
つ劣

な
仕
事
を
勝
手
に
行
わ
し
め
、
公
衆
を
瞞ま

ん
ち
ゃ
く着

さ
せ
る
。
と
い
う
の
は
、

形
式
的
に
見
れ
ば
、
法
律
の
前
に
、「
母
会
社
」
は
「
娘
会
社
」
に
た
い
し
て
何
等
の
責
任
が
な
く
、
娘
会
社
は

独
立
せ
る
も
の
と
さ
れ
て
居
り
、
母
会
社
は
娘
会
社
を
通
じ
て
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら

で
あ
る
。
次
の
実
例
は
雑
誌
『
銀
行
』
の
一
九
一
四
年
五
月
号
か
ら
抽
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。「
例
え
ば
、
カ

ッ
セ
ル
の
弾
鋼
【
バ
ネ
鋼
】
株
式
会
社
は
、
先
頃
ま
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
も
利
益
の
あ
る
会
社
の
一
つ
で
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あ
っ
た
が
、
重
役
の
方
針
が
変
っ
た
結
果
、
儲も

う

け
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
数
年
の
う
ち
に
配
当
が
一
五
％
か
ら

零
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
重
役
等
は
、
そ
の
娘
会
社
の
一
つ
で
、
公
称
資
本
十
万
馬マ

ル
ク克

で
し
か
な
い
ハ
シ
ヤ
会
社

【H
assia C

om
pany

】
へ
、
株
主
の
承
諾
な
く
し
て
、
六
百
万
馬マ

ル
ク克

を
貸た

い
よ与

し
た
。
母
会
社
の
株
式
資
本
の
始
ん
ど
三

倍
に
当
た
る
こ
の
取
引
に
つ
い
て
、母
会
社
の
貸

た
い
し
ゃ
く借

表
に
は
何
事
も
記
入
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実
の
隠
蔽
は
、

法
律
的
に
は
少
し
も
差
し
支つ

か

え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
商
法
の
規
定
を
少
し
も
傷
付
け
る
も
の
で
な
か
っ
た
か
ら
、

丸
二
年
間
そ
れ
を
継
続
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
虚
偽
の
貸
借
表
に
責
任
を
も
っ
て
署
名
し
た
母
会
社
の
重
役

会
議
長
は
、当
時
カ
ッ
セ
ル
の
商
業
会
議
所
議
長
で
あ
っ
た
し
、今
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、そ
れ
が「
失
策
」（
こ

の
言
葉
に
引
用
符
を
附
さ
ず
に
は
な
れ
な
い
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
り
、
売
手
の
投
売
り
に
よ
っ
て
弾
鋼
株
が
市

場
に
お
い
て
一
〇
〇
％
方
暴
落
し
た
後
に
始
め
て
、
株
主
等
は
そ
の
ハ
シ
ヤ
取
引
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

「
…
…
株
式
制
度
に
お
け
る
全
く
日
常
普
通
の
こ
の
貸
借
表
の
見
本
に
よ
っ
て
見
れ
ばi i
、
株
式
会
社
の
重
役
等

が
、
ど
う
云
う
わ
け
で
一
般
に
個
人
企
業
家
よ
り
は
、
非
常
に
無
責
任
な
気
持
で
、
冒
険
を
敢
て
す
る
か
が
解
せ

ら
れ
る
。
彼
等
は
近
代
的
貸
借
表
製
作
様
式
に
よ
っ
て
容
易
に
、
そ
の
企く

わ
だて

る
冒
険
を
株
主
の
眼
か
ら
隠
蔽
す
る

こ
と
が
出
来
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
主
要
利
益
関
係
者
は
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
適
当
な
時
期
に
そ
の
持
株
を

手
離
し
、
以も

っ

て
冒
険
の
失
敗
か
ら
来
る
損
失
を
免ま

ぬ

か
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
然し

か

る
に
個
人
企
業
家
に
あ

i　

底
本
で
は
な
い
が
、
英
訳
版
で
は
こ
の
引
用
部
分
を
、
イ
タ
リ
ッ
ク
に
し
て
い
る
。
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っ
て
は
、
彼
の
為な

す
こ
と
の
一
切
に
た
い
し
て
、
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

「
多
数
の
株
式
会
社
の
貸

た
い
し
ゃ
く借

表
は
、
か
の
中
世
の
有
名
な
パ
リ
ン
プ
ゼ
ス
テ
ン
（【Palim

psests

】
一
種
の
羊
皮
紙
）

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
上
に
書
い
て
あ
る
肉
筆
の
文
字
を
削
り
取
る
と
始
め
て
、
そ
の
下
に
あ
る
本
紙
の
意
味

を
も
っ
た
記
号
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
…
…

「
貸
借
表
を
不
明
瞭
な
ら
し
め
る
た
め
の
、
最
も
簡
単
な
、
そ
の
故
に
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
手
段
は
、
姉
妹

会
社
の
設
立
又
は
合
併
と
云
う
形
式
で
、
一
個
の
統
一
的
な
経
営
を
、
多
く
の
部
分
に
分
割
す
る
や
り
方
で
あ
る
。

こ
の
組
織
の
利
益
あ
る
こ
と
は
、
種
々
の
目
的
―
―
合
法
的
、
非
合
法
的
の
―
―
か
ら
見
て
、
極
め
て
明
ら
か
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
組
織
を
採
用
し
て
お
ら
ぬ
大
会
社
は
、
今
日
は
最も

は
や早

例
外
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」（
注
四
九
）

こ
の
組
織
を
採
っ
て
い
る
最
大
独
占
会
社
の
実
例
と
し
て
、
著
者
は
有
名
な
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ

シ
ェ
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
ア
ー
・
エ
ー
・
ゲ
ー
【A

.E.G
.

】、
こ
の
会
社
に
つ
い
て
は
後
に
説
く
）
を
挙
げ
て
い
る
。

一
九
一
二
年
に
、
ア
ー
・
エ
ー
・
ゲ
ー
は
百
七
十
五
個
か
ら
二
百
個
の
会
社
に
参
与
し
、
そ
れ
ら
の
会
社
を
支
配

し
、
全
体
で
十
億
五
千
万
【1,500 m

illion

十
五
億
】
馬マ

ル
ク克

の
資
本
を
擁
し
て
い
る
と
、
見
積
ら
れ
た
。（
注
五
〇
）

合
計
監
督
、
決
算
報
告
、
そ
の
一
定
様
式
の
確
定
、
そ
の
監
督
等
に
関
す
る
一
切
の
規
定
（
資
本
主
義
を
擁
護

し
、
美
化
せ
ん
と
す
る
大
学
教
授
連
は
、
ま
こ
と
に
そ
う
し
た
諸
の
規
定
を
も
っ
て
、
公
衆
を
忙
殺
す
る
）
―
―

そ
れ
ら
の
一
切
は
、
全
然
無
意
味
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
私
有
財
産
は
神
聖
な
も
の
で
あ
り
、
株
を
買
い
、
売
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り
、
交
換
し
、
質
入
す
る
等
の
こ
と
に
関
し
て
何
人
に
向
っ
て
抗
議
す
る
こ
と
も
出
来
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
の
大
銀
行
に
お
い
て
こ
の
企
業
参
与
組
織
が
ど
れ
だ
け
の
範
囲
に
達
し
て
い
る
か
は
、
デ
ィ
・
ア
ガ
ー

ド
【E. A

gadt
】
の
資
料
か
ら
測
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
彼
は
十
五
年
間
、
露
支
銀
行i i

の
役
員
た
り
、
一
九
一
四

年
五
月
、「
大
銀
行
と
世
界
市
場
」（
注
五
一
）
と
い
う
多
少
他
を
迷
わ
す
表
題
で
、大
著
述
を
公
に
し
た
人
で
あ
る
。

著
者
は
ロ
シ
ア
の
大
銀
行
を
、（
ａ
）、
参
与
の
様
式
の
下
に
活
動
す
る
も
の
と
、（
ｂ
）、「
独
立
的
の
も
の
」
と
の
、

二
つ
の
群

グ
ル
ッ
ペに

分
け
て
い
る
。
そ
の
「
独
立
」
と
い
う
こ
と
を
著
者
は
勝
手
に
外
国
銀
行
か
ら
の
独
立
と
し
て
い
る
。

更
に
著
者
は
第
一
の
群
を
、（
一
）、
ド
イ
ツ
参
与
、（
二
）、
イ
ギ
リ
ス
参
与
、（
三
）、
フ
ラ
ン
ス
参
与
の
、
三
つ

の
小
群
に
分
ち
、関
係
国
家
の
大
銀
行
の「
参
与
」と
支
配
を
示
し
て
い
る
。
著
書
は
ま
た
銀
行
資
本
を
、「
生
産
的
」

（
商
業
及
び
産
業
）
に
使
用
さ
れ
る
も
の
と
、「
投
機
的
」（
株
式
取
引
及
び
金
融
）
に
使
用
さ
れ
る
も
の
と
に
分

け
て
い
る
。
そ
の
場
合
彼
は
、
そ
の
固
有
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
改
良
主
義
的
立
場
か
ら
、
資
本
主
義
を
取
り
扱
う
上

に
、
そ
の
三
つ
の
投
資
の
様
式
を
分
離
し
得
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ガ
ー
ド
の
資
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
表
９
】

こ
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
大
銀
行
の
活
動
資
本
た
る
四
十
億
ル
ー
ブ
ル
の
中
、
そ
の
四
分
の
三
以
上
即
ち
三
十
億

i　
「
露
支
銀
行
」R

usso-C
hinese B

ank

、
こ
の
時
代
で
あ
れ
ば
、
露
清
銀
行
と
す
る
と
こ
ろ
。「
ロ
シ
ア-

中
国
銀
行
」
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【表９】　銀 行 株 （1913.10 〜 11）【銀行資産】
ロシアの銀行 投下資本（単位百万ルーブル）

生産的 投機的 合計
a)「参与の様式」にあるもの

一　ドイツ参与―四銀行
シベリヤ商業銀行
ロシア銀行、国際銀行
割引銀行

413.7 859.1 1,272.8

二　イギリス参与―二銀行
ロシア商工銀行
露英銀行

239.3 169.1 408.4

三　フランス参与―五銀行
露亜銀行、プラユベート銀行
アゾヴ・ドン銀行、ユニオン銀行
露仏商業銀行

711.8 661.2 1,373.0

十一銀行 1,364.8 1,689.4 3,054.2

b) 独立のロシア銀行
モスコー商人銀行
ヴオルガ・カマ・商業銀行
アイ・ダブルユー・ユンケル
株式会社
ペテルスブルグ商業銀行（前
のワーウエルベルグ）
モスコー銀行（前のラブスチン
スキー）
ディスコント銀行、商業銀行、
私立銀行

504.2 391.1 859.3

十九銀行 1,869.0 2,080.5 3,949.4
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以
上
は
、
外
国
銀
行
就な

か
ん
ず
く

中
パ
リ
ー
及
び
ベ
ル
リ
ン
の
銀
行
の
固
有
の
姉
妹
会
社
た
る
大
銀
行
の
資
本
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
の
最
大
銀
行
の
二
つ
、
ロ
シ
ア
貿
易
銀
行
（
デ
イ
・
ル
シ
イ
シ
ェ
・
バ
ン
ク
・
フ
ュ
ー
ル
・
ア
ウ
セ
ン
ハ
ン

デ
ル
）
と
国
際
商
業
銀
行
（
ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
・
イ
ン
タ
ナ
チ
ョ
ナ
ー
レ
・
ハ
ン
デ
ル
ス
バ
ン
ク
）
と
は
、
一
九
〇
六

年
か
ら
一
九
一
二
年
ま
で
に
、
そ
の
資
本
を
四
千
四
百
万
ル
ー
ブ
ル
か
ら
九
千
八
百
万
ル
ー
ブ
ル
に
、
そ
の
準
備

金
を
千
五
百
万
か
ら
、
三
千
九
百
万
ル
ー
ブ
ル
に
増
加
し
た
が
、
そ
の
四
分
の
三
は
、
ド
イ
ツ
の
資
本
で
あ
る
。

前
者
は
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
の
合

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

同
に
属
し
、
後
者
は
ベ
ル
リ
ン
の
デ
ィ
ス
コ
ン
ト
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
そ

れ
に
属
し
て
い
る
。
お
人
よ
し
の
ア
ガ
ー
ド
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
銀
行
が
株
の
大
部
分
を
そ
の
手
中
に
握
り
、
そ
の

た
め
に
ロ
シ
ア
の
株
主
が
無
力
で
あ
る
こ
と
を
、
ひ
ど
く
憤
激
し
て
い
る
。
資
本
を
輸
出
す
る
国
家
は
、
勿も

ち
ろ
ん論

、

甘
い
汁
を
吸
う
。
例
え
ば
、
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
は
シ
ベ
リ
ヤ
商
業
銀
行
の
株
を
ベ
ル
リ
ン
へ
持
っ
て
来
て
、

殆ほ
と
んど

一
ヶ
年
手て

か
ば
ん鞄

の
な
か
に
し
ま
っ
て
お
い
た
後
で
、
一
〇
〇
に
た
い
す
る
九
三
の
相
場
で
売
り
放な

な

し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
約
六
百
万
ル
ー
ブ
ル
の
利
潤
、
即す

な
わち

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
「
創

グ
ル
ン
ド
ウ
ン
グ
ス
・
ゲ
ウ
イ
ン

立
利
得
」
と
名
附
け
た
利
潤
を
、

「
儲も

う

け
た
」
の
で
あ
る
。

ア
ガ
ー
ド
は
、
ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
の
大
銀
行
の
全
「
勢
力
」
を
、
八
十
二
億
二
千
五
百
万
ル
ー
ブ
ル
若も

し
く
は

約
八
十
二
億
五
千
万
ル
ー
ブ
ル
と
概
算
し
、
そ
れ
に
た
い
し
て
「
参
与
」
若
し
く
は
一
層
正
確
に
云
え
ば
外
国
銀

行
の
支
配
を
、
左
の
如ご

と

く
分
け
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
銀
行
―
五
五
％
、
イ
ギ
リ
ス
の
銀
行
―
一
〇
％
、
ド
イ
ツ
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三　

金
融
資
本
と
金
融
寡
頭
政
治

の
銀
行
―
三
五
％　

而し
か

し
て
ア
ガ
ー
ド
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
こ
の
営
業
資
本
総
額
八
十
二
億
三
千
五
百
万
ル
ー
ブ

ル
の
う
ち
、
三
十
六
億
八
千
七
百
万
ル
ー
ブ
ル
、
即
ち
そ
の
四
〇
％
以
上
は
、
プ
ロ
デ
ュ
ゴ
ル
（
石
炭
）・
プ
ロ
デ

メ
ン
ト
【
製
鉄
】
の
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
並
び
に
揮
発
油
、
金
属
セ
メ
ン
ト
工
業
の
各
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
の
資
本
で
あ
る
。

か
く
ロ
シ
ア
に
お
い
て
も
、
資
本
主
義
独
占
の
構
成
と
共
に
、
銀
行
資
本
と
産
業
資
本
と
の
融
合
が
、
驚
く
可べ

き

前
進
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

極
く
少
数
者
の
手
に
集
積
し
、
事
実
上
独
占
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
る
金
融
資
本
は
、
株
の
発
行
、
有
価
証
券

の
発
行
、国
債
発
行
等
の
巨
大
な
、常
に
増
大
す
る
信
用
を
把は

じ持
し
、全
社
会
に
向
っ
て
独
占
主
に
貢く

も
つ物

を
納
め
し
め
、

以も
っ

て
金
融
寡
頭
政
治
の
支
配
を
確
立
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ス
ト
の
遣や

り
く
ち口

を
示
す
無
数
の
実
例
の
う
ち
か
ら
、
一

例
を
と
る
。
一
八
八
七
年
、
ハ
ヴ
メ
ー
ヤ
ー
は
十
五
個
の
会
社
を
合
同
し
て
一
製
糖
ト
ラ
ス
ト
を
設
立
し
た
。
そ
の

資
本
の
合
計
は
六
百
五
十
万
弗ド

ル
で
あ
っ
た
。
そ
の
ト
ラ
ス
ト
資
本
は
、
ア
メ
リ
カ
の
用
語
で
、
い
わ
ゆ
る
「
水
を
割

ら
れ
」
て
五
千
万
弗ド

ル
と
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
「
超
資
本
化
」
は
、
未
来
の
独
占
利
潤
を
勘
定
に
入
れ
た
も
の
で
、
恰

か
も
鋼
鉄
ト
ラ
ス
ト
―
―
や
は
り
ア
メ
リ
カ
の
―
―
が
、
常
に
新
し
い
鉱
山
を
買
収
し
つ
つ
未
来
の
独
占
利
潤
を
勘

定
に
入
れ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
而し

か
し
て
実
際
、製
糖
ト
ラ
ス
ト
は
、独
占
価
格
を
つ
く
り
、そ
の
七
倍
0

0

に
「
水

を
割
ら
れ
た
」
資
本
に
た
い
し
て
一
〇
％
、
設
立
に
際
し
て
事
実
払
込
ま
れ
た
資
本
に
た
い
し
て
七
〇
％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
配
当
を

為な

す
こ
と
が
出
来
た
ほ
ど
の
、
莫
大
な
利
潤
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
一
九
〇
九
年
、
こ
の
ト
ラ
ス
ト
は
、
九
千
万
弗ド

ル



73

の
資
本
を
も
っ
て
い
た
。
か
く
て
―
―
二
十
二
年
間
に
、
資
本
は
十
倍
以
上
と
な
っ
た
！

フ
ラ
ン
ス
で
は
金
融
寡
頭
政
治
の
支
配
（
一
九
〇
八
年
に
第
五
版
を
出
し
た
リ
ー
シ
【Lysis

】
の
有
名
な
書
物
は
、

「
フ
ラ
ン
ス
金
融
寡
頭
政
治
反
対
論
」
と
題
し
て
あ
る
）
は
、
多
少
異
な
っ
た
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
四
個
の
最
大

銀
行
は
、
有
価
証
券
の
発
行
に
お
い
て
、
相
対
的
の
独
占
で
な
く
、「
絶
対
的
独
占
」
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
る
。

事
実
上
そ
れ
は
、「
大
銀
行
の
ト
ラ
ス
ト
」
で
あ
る
。
而
し
て
独
占
は
、有
価
証
券
発
行
の
独
占
利
潤
を
確
保
す
る
。

国
債
の
発
行
に
あ
た
っ
て
は
、
借
款
国
は
普
通
に
、
全
額
の
九
〇
％
以
上
は
受
取
ら
ぬ
。
そ
の
一
〇
％
は
、
銀
行

及
び
爾
余
の
仲
介
業
者
の
手
に
帰
す
る
。そ
れ
ら
の
銀
行
は
、四
億
法フ

ラ
ンの

露
支
公
債【Russo-Chinese

ロ
シ
ア-

中
国
公
債
】

で
、
八
％
を
、
八
億
法フ

ラ
ンの

ロ
シ
ア
公
債
（
一
九
〇
四
年
）
で
一
〇
％
を
、
六
千
二
百
五
十
万
法フ

ラ
ンの

モ
ロ
ッ
コ
公
債

で
、
一
八
％
四
分
の
三
を
儲
け
た
。
小
高
利
貸
資
本
を
も
っ
て
競
争
裡
に
入
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
資
本
主
義
は
、
ど

え
ら
い
高
利
貸
資
本
を
も
っ
て
、
そ
の
発
展
を
終
る
。「
フ
ラ
ン
ス
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
高
利
貸
で
あ
る
」
と
リ

ー
シ
は
云
う
。
経
済
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
条
件
は
、
こ
の
資
本
主
義
の
変
革
に
よ
っ
て
、
深
甚
な
る
変
化
を
と
げ
る
。

植
民
、工
業
、商
業
及
び
海
運
業
が
停
止
し
た
場
合
に
も
、「
フ
ラ
ン
ス
は
高
利
貸
に
よ
っ
て
富
む
こ
と
が
出
来
る
。」

八
百
万
法フ

ラ
ンの

資
本
を
代
表
す
る
五
十
人
の
人
間
が
、
四
大
銀
行
の
二
十
億

0

0

0

法フ
ラ
ンの

金
を
左
右
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

曩さ
き

に
説
明
し
た
企
業
参
与
組
織
は
、
同
様
な
結
果
を
齎も

た
らし

て
い
る
。
即
ち
フ
ラ
ン
ス
最
大
銀
行
の
一
た
る
ソ
シ
エ

テ
・
ヂ
ェ
ネ
ラ
ー
ル
は
、
そ
の
娘
会
社
た
る
「
エ
ジ
プ
ト
製
糖
会
社
」
の
社
債
六
万
四
千
株
を
発
行
し
た
。
発
売
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三　

金
融
資
本
と
金
融
寡
頭
政
治

の
相
場
は
一
五
〇
％
で
あ
る
。
即
ち
同
銀
行
は
一
馬マ

ル
ク克

毎
に
五
十
ペ
ン
ニ
ヒi i

づ
つ
儲
け
た
。
其そ

の

後
こ
の
会
社
の
配

当
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
が
分
り
、「
公
衆
」
は
九
十
万
法フ

ラ
ンか

ら
百
万
法フ

ラ
ンを

損
害
し
た
。
而
し
て
ソ
シ
エ
テ
・
ヂ
ェ

ネ
ラ
ー
ル
の
重
役
の
一
人
は
製
糖
会
社
の
重
役
会
議
の
一
員
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
リ
ー
シ
が

次
の
如
く
結
論
し
た
の
も
、
驚
く
可べ

き
こ
と
で
は
な
い
。「
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
金
融
寡
頭
政
治
で
あ
る
！
―
―

金
融
寡
頭
政
治
の
完
全
な
支
配
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
聞
紙
並
び
に
政
府
を
支
配
し
て
い
る
。」（
注
五
二
）

金
融
資
本
の
主
要
活
動
と
し
て
の
、
有
価
証
券
発
行
の
も
た
ら
す
異
常
に
高
い
利
益
は
、
金
融
寡
頭
政
治
の
発

展
と
確
立
に
貢
献
す
る
。
…
…
「
外
国
公
債
の
引
受
及
び
売
出
ほ
ど
の
利
益
を
生
む
仕
事
は
、
国
内
に
一
つ
も
な

い
。」【「
ド
イ
ツ
の
雑
誌
『
銀
行
』
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
」】（
注
五
三
）

銀
行
の
業
務
の
う
ち
で
、
有
価
証
券
の
発
行
ほ
ど
大
き
な
利
得
を
齎も

た
らす

も
の
は
な
い
。
産
業
株
の
発
行
に
お
け

る
プ
レ
ミ
ヤ
ム
は
、
大
体
に
お
い
て
利
得
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、「
ド
イ
ツ
シ
ェ
ン
・
オ
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
誌

の
調
査
に
よ
れ
ば
、
そ
の
年
平
均
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
八
九
五
年
＝
三
八
・
六
％ 

一
八
九
八
年
＝
六
七
・
七
％

一
八
九
六
年
＝
二
六
・
一
％ 

一
八
九
九
年
＝
六
六
・
九
％

一
八
九
七
年
＝
六
六
・
七
％ 

一
九
〇
〇
年
＝
五
五
・
二
％

i　

フ
ラ
ン
ス
だ
か
ら
、franc

当
り50 centim

es

サ
ン
チ
ー
ム
。
当
時
の
貨
幣
単
位
は
フ
ラ
ン
ス
はfranc

法フ
ラ
ン、

ド
イ
ツ
はM

ark

馬マ
ル
ク克

。
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「
一
八
九
二
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
ま
で
の
十
ヶ
年
間
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
産
業
株
だ
け
で
、
十
億
馬マ

ル
ク克

以
上

の
プ
レ
ミ
ヤ
ム
が
、『
儲
け
』
ら
れ
て
い
る
。」（
注
五
四
）

産
業
の
好
景
気
の
時
に
、
金
融
資
本
の
利
潤
が
ど
え
ら
く
高
ま
る
と
す
れ
ば
、
不
景
気
の
時
に
は
小
規
模
な
、

根
底
の
薄
弱
な
企
業
は
潰
滅
す
る
。
そ
の
場
合
、
銀
行
は
協
同
し
て
、
棄す

て
ね値

で
そ
の
小
企
業
を
買
収
す
る
か
、
又

は
そ
れ
を
利
益
の
あ
る
よ
う
に
整
理
し
、
組
織
替が

え

を
や
る
。
破
産
し
た
企
業
の
「
整
理
」
に
は
、
株
式
資
本
が
減

額
さ
れ
る
。
即す

な
わち

収
入
が
ヨ
リ
少
額
の
資
本
を
土
台
と
し
て
分
け
ら
れ
、更
に
そ
の
少
額
の
資
本
で
計
算
さ
れ
る
。

又
、
利
益
が
零
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
新
た
な
資
本
が
注
ぎ
込
ま
れ
、
こ
の
資
本
が
利
益
の
尠
く
な
い
資

本
と
結
合
さ
れ
て
、
始
め
て
十
分
の
利
潤
が
あ
げ
ら
れ
る
。
序つ

い
でに

、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
こ
う
云
っ
て
い
る
。

こ
の
整
理
と
組
織
替
と
は
銀
行
に
と
っ
て
二
重
の
意
義
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
。
第
一
に
、
利
益
の
あ
る
活
動
と
し

て
、
第
二
、
窮
乏
し
た
会
社
を
自
己
に
隷
属
さ
せ
る
絶
好
の
機
会
と
し
て
。

一
例
を
あ
げ
る
。
ド
ル
ム
ン
ド
の
鉱

ベ
ル
グ
バ
ウ
・
ア
ク
チ
ェ
ン
・
ゲ
ゼ
ル

山
株
式
会
社
「
合

シ
ャ
フ
ト
・
ユ
ニ
オ
ン

同
」【The U

nion M
ining C

om
pany of D

ortm
und

】
は
、

一
八
七
二
年
に
設
立
さ
れ
た
。
四
千
万
馬マ

ル
ク克

の
株
式
が
払
込
ま
れ
、
最
初
の
年
に
一
二
％
の
配
当
が
な
さ
れ
た
の

で
、
株
の
相
場
は
一
七
〇
％
ま
で
騰と

う
き貴

し
た
。
金
融
資
本
は
、
二
千
八
百
【
万
】
馬マ

ル
ク克

【28 m
illion m

arks

】
ば
か
り

の
少
額
の
金
を
投
資
し
な
が
ら
甘
い
汁
を
吸
っ
た
。
こ
の
会
社
の
設
立
に
際
し
て
は
、
当
時
そ
の
資
本
三
億
馬マ

ル
ク克

に
達
し
て
い
た
大
銀
行
の
デ
ィ
ス
コ
ン
ト
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
、主
要
な
役
目
を
演
じ
た
。そ
の
後
、こ
の「
合
同
」
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三　

金
融
資
本
と
金
融
寡
頭
政
治

の
配
当
が
零
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
株
主
等
は
、
資
本
を
「
減
額
す
る
」
こ
と
、
即
ち
、
そ
の
投
資
金
額
の
全
部

を
失
わ
ぬ
た
め
に
、
そ
の
一
部
を
放
棄
す
る
こ
と
を
、
承
諾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
而し

か

し
て
「
整
理
」
の

結
果
と
し
て
、
三
十
ヶ
年
の
間
に
、
七
千
三
百
【
万
】
馬マ

ル
ク克

【73 m
illion m

arks

】
の
金
が
、「
合
同
」
の
帳
簿
か
ら

消
え
失
せ
た
。「
今
日
、
最
初
の
株
主
等
は
、『
合
同
』
株
の
額
面
価
格
の
五
％
し
か
持
っ
て
い
な
い
。」（
注
五
五
）

而
し
て
「
整
理
」
す
る
度
毎
に
、
銀
行
は
「
儲
け
る
」
の
で
あ
る
。

金
融
資
本
の
特
に
利
益
あ
る
活
動
の
一
つ
は
、
急
激
に
発
展
す
る
都
市
の
郊
外
に
在
る
土
地
を
も
っ
て
す
る
、

土
地
投
機
で
あ
る
。銀
行
独
占
は
こ
の
場
合
交
通
機
関
の
独
占
と
合
体
す
る
。と
い
う
の
は
、土
地
の
価
格
の
騰
貴
、

分
割
し
て
売
る
可
能
等
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
都
市
の
中
心
へ
の
交
通
聯
絡
が
よ
い
と
い
う
こ
と
が
条
件
で
あ
り
、

そ
の
交
通
聯
絡
は
大
会
社
の
手
に
掴
ら
れ
て
居
り
、
そ
の
大
会
社
は
ま
た
参
与
組
織
及
び
重
役
の
割
振
り
に
よ
っ

て
、
銀
行
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
雑
誌
『
銀
行
』
の
寄
書
家
で
、
土
地
投
機
を
特
別

に
研
究
し
た
エ
ル
・
エ
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ゲ
の
「
沼ズ

ン
プ地

」
と
名
づ
け
た
現
象
が
生
ず
る
。（
注
五
六
）
狂
暴
な
土
地
投
機
、

ベ
ル
リ
ン
の
「
ボ
ス
オ
ー
・
ク
ナ
ウ
エ
ル
会
社
」
の
如
き
建
物
会
社
の
破
産
―
―
こ
の
会
社
は
約
一
億
馬マ

ル
ク克

を
掻

集
め
、
そ
の
上
最
も
強
固
な
信
用
あ
る
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
の
授
助
を
受
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
同
銀
行
は

勿も
ち
ろ
ん論

企
業
参
与
組
織
に
よ
っ
て
、
即す

な
わち

秘
密
に
、
背
後
か
ら
援
助
し
て
い
た
が
、
千
二
百
万
馬マ

ル
ク克

の
損
失
を
し
た

後
無
事
に
そ
れ
か
ら
逃
出
し
て
し
ま
っ
た
―
―
建
物
業
の
山
勘
会
社
【fictitious

い
か
さ
ま
会
社
】
か
ら
何
も
の
も
受
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取
ら
ぬ
小
生
存
者
【of sm

all proprietors and of w
orkers

】
の
破
産
、
報
道
や
利
権
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
警
察
や
市

当
局
と
の
提
携
等
が
、
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。

「
ア
メ
リ
カ
風
」
と
し
て
、
曩さ

き

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
教
授
連
や
善
良
な
市
民
が
、
偽
善
的
に
顔
を
そ
む
け
た

こ
と
が
、
金
融
資
本
の
時
代
に
お
い
て
、
文
字
通
り
に
凡す

べ

て
の
国
家
の
凡
て
の
大
都
市
の
風
習
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。一

九
一
四
年
の
初
め
ベ
ル
リ
ン
で
、「
交
通
ト
ラ
ス
ト
」す
な
わ
ち
ベ
ル
リ
ン
の
三
大
交
通
企
業
た
る
高
架
鉄
道
、

市
街
鉄
道
、
乗
合
馬
車
会
社
の
間
に
、
一
つ
の
利
益
共
同
が
形
成
さ
れ
る
と
報
ぜ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
雑
誌

『
銀
行
』
は
書
い
た
。（
注
五
七
）「
乗
合
馬
車
会
社
の
株
の
大
部
分
が
、
他
の
二
つ
の
交
通
会
社
の
手
に
占
め
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
が
分
っ
た
日
か
ら
、
そ
う
云
う
目
論
見
の
あ
る
こ
と
を
既
に
各
人
は
知
っ
て
い
る
。
…
…
こ
の
計

画
の
樹
立
に
つ
い
て
、世
人
が
無
造
作
に
こ
う
信
ず
る
の
も
無
理
は
な
い
。
そ
れ
は
交
通
機
関
の
統
一
に
よ
っ
て
、

節
約
を
期
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
部
は
結
局
公
衆
に
と
っ
て
も
利
益
と
な
る
も
の
に
相
違
な
い
と
。
し
か

し
な
が
ら
、
樹
立
さ
れ
る
交
通
ト
ラ
ス
ト
の
背
後
に
は
銀
行
が
控
え
て
お
り
、
銀
行
は
そ
の
欲
す
る
時
に
、
そ
の

独
占
す
る
交
通
機
関
を
土
地
投
機
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
事
情
か
ら
、
問
題
は
複
雑
な
も
の

と
な
る
。
既
に
高
架
鉄
道
の
設
立
に
際
し
て
、
高
架
鉄
道
を
後
援
す
る
大
銀
行
の
土
地
利
益
と
、
交
通
利
益
と
の

化
合
が
実
現
せ
ら
れ
、
加

し
か
の
み
な
ら
ず

之
、
こ
の
交
通
企
業
の
創
立
に
た
い
し
て
一
個
の
肝
要
な
前
提
を
樹た

て

て
あ
っ
た
こ
と
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融
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融
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を
回
想
す
れ
ば
、
右
の
考
え
の
存
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
高
架
鉄
道
の
東
部
線
は
、
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
た

後
で
、
銀
行
が
自
個
と
シ
ェ
ー
ン
ハ
ウ
ゼ
ル
・
ア
ル
レ
駅
な
る
土
地
会
社
の
若
干
協
同
者
の
た
め
に
、
高
い
利
益

を
占
め
て
売
り
放は

な

し
た
と
こ
ろ
の
、
そ
の
土
地
を
開
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。」

独
占
が
成
立
し
、
数
百
万
の
資
本
を
支
配
す
る
や
否
や
、
そ
れ
は
、
政
治
状
態
や
そ
の
他
の
「
細
か
い
事
情
」
か

ら
は
全
く
独
立
に
、
社
会
生
活
の
全
野
に
影
響
を
及
ぼ
す
に
到
る
。
ド
イ
ツ
の
国
民
経
済
文
献
に
は
、
プ
ロ
シ
ア

官
吏
の
誠
実
に
関
す
る
自
画
自
讃
や
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
ナ
マ
事
件i i

や
ア
メ
リ
カ
人
の
収

し
ゅ
う
わ
い賄

性
に
関
す
る
攻
撃
や
が
、

ど
っ
さ
り
載
せ
て
あ
る
。
し
か
し
ド
イ
ツ
の
銀
行
に
関
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
献
さ
え
も

0

0

0

絶
え
ず
、
純
粋
の
専
門
科

学
の
限
界
を
遥
か
に
越
え
ざ
る
を
得
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
官
吏
の
銀
行
役
員
に
鞍
替
す
る
こ
と

が
益
々
頻
繁
に
な
っ
て
来
た
と
き
に
、「
銀
行
へ
の
蝟い

し
ゅ
う集

」
に
つ
い
て
書
か
れ
る
。
曰い

わ

く
「
官
吏
の
心
に
秘
め
た
願

望
が
、
バ
ー
レ
ン
街i ii

の
温
か
い
椅
子
で
あ
る
時
、
そ
の
非
腐
敗
性
な
ど
が
ど
う
し
て
あ
り
得
よ
う
か
？
」（
注
五
八
）

雑
誌『
銀
行
』の
発
行
者
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ラ
ン
ス
ブ
ル
グ
は
、一
九
〇
九
年「
ビ
ザ
ン
チ
ン
主
義
の
経
済
的
意
義
」

（
注
五
九
）
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
バ
レ
ス
タ
イ
ン
巡
礼
と
そ
の
直
接
の
結
果
た
る
バ

グ
ダ
ッ
ド
鉄
道
の
建
設
と
を
論
じ
、「
ド
イ
ツ
の
天
才
企
業
家
の
こ
の
不
運
な
大
事
業
、
そ
れ
は
、
凡す

べ

て
の
他
の

i　

ス
エ
ズ
運
河
建
設
を
手
懸
け
た
レ
セ
ッ
プ
ス
が
パ
ナ
マ
運
河
に
手
を
出
し
、
乱
脈
経
理
・
政
界
汚
職
で
、
多
数
の
犠
牲
者
を
出
す
。

ii　
「
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
」
の
あ
る
ベ
ル
リ
ン
の
街
路
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政
治
的
失
敗
の
全
部
を
合
せ
た
よ
り
も
、ヨ
リ
多
く
か
の「
囲ア

イ
ン
ク
ラ
イ
ズ
ン
グ

饒
政
策
」に
つ
い
て
責せ

め
が
あ
る
。」と
述
べ
た【（
注

五
九-
2
）】。（
囲い

に
ょ
う饒

政
策
【
包
囲
】
と
は
、
ド
イ
ツ
を
孤
立
さ
せ
、
反
ド
イ
ツ
団
体
の
環
を
も
っ
て
ド
イ
ツ
を
囲
ま

ん
と
す
る
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
の
政
策
で
あ
る
。）
エ
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ゲ
に
つ
い
て
は
曩さ

き

に
述
べ
た
が
、
彼
も
亦ま

た

前
述

の
「
沼ズ

ン
ブ地

」
と
題
し
た
論
文
の
う
ち
で
、
次
の
如
く
告
白
し
な
い
で
は
お
れ
な
か
っ
た
。「
今
日
既
に
、
国
内
の

利
得
生
活
の
多
く
の
分
野
に
お
け
る
、
ド
イ
ツ
憲
法
の
保
証
し
た
経
済
的
自
由
は
、
全
く
無
意
味
な
文
字
と
な
っ

て
い
る
。」
金
権
政
治
の
支
配
が
確
立
さ
れ
た
今
日
、「
最
も
広
汎
な
政
治
的
自
由
さ
え
も
最も

は
や早

、
吾
々
が
不
自
由

民
と
な
る
こ
と
を
、
救
う
こ
と
は
出
来
な
い
。」（
注
六
〇
）

ロ
シ
ア
に
つ
い
て
は
一
個
の
実
例
を
あ
げ
る
に
止と

ど

め
よ
う
。ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
金
融
局
の
官
吏
ダ
ウ
ィ
ド
ウ
が
、

二
三
年
内
に
給
料
を
百
万
ル
ー
ブ
ル
に
上
げ
る
と
の
契
約
で
、
官
吏
の
職
を
辞
し
、
或
大
銀
行
に
入
る
と
い
う
報

道
が
、
数
年
前
諸
新
聞
に
掲
げ
ら
れ
た
。
金
融
局
は
政
府
の
一
施
設
で
あ
っ
て
、
そ
の
職
務
は
、「
国
内
の
凡す

べ

て

の
信
用
機
関
の
活
動
を
統
一
し
、」
大
都
市
の
凡
て
の
銀
行
に
、
八
億
か
ら
十
億
ル
ー
ブ
ル
の
補
助
金
を
与
え
る

こ
と
で
あ
る
。（
注
六
一
）

資
本
主
義
は
概
し
て
、
資
本
所
有
者
を
生
産
手
段
か
ら
分
離
し
、
貨
幣
資
本
の
利
得
で
生
活
す
る
金か

ね
か
し貸

【rentier

不
労
所
得
生
活
者
】
を
、
企
業
家
及
び
直
接
に
資
本
運
用
に
参
加
す
る
凡
て
の
者
か
ら
孤
立
さ
せ
る
、
特
性
を
持
っ

て
い
る
。
帝
国
主
義
若も

し
く
は
金
融
資
本
の
支
配
は
、
こ
の
分
離
が
残
る
と
こ
ろ
な
く
行
わ
れ
た
、
資
本
主
義
の
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最
高
階
段
で
あ
る
。
凡
て
の
他
の
資
本
形
態
に
た
い
す
る
金
融
資
本
の
優
越
は
、
配
当
生
活
者
及
び
金
融
寡
頭
政

治
家
の
支
配
的
役
割
を
意
味
し
、
少
数
の
金
融
力
あ
る
国
家
の
隔
離
を
意
味
す
る
。
こ
の
過
程
が
ど
れ
だ
け
進
ん

で
い
る
か
は
、
各
種
の
有
価
証
券
の
発
行
に
関
す
る
統
計
が
示
し
て
い
る
。

国イ
ン
テ
ル
ナ
チ
オ
ナ
ー
レ
ン
・
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
シ
ェ
ン
・
イ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
ト

際

統

計

研

究

所
の
報
告
【B

ulletin of the International Statistical Institute

】
に
お
い
て
、
ネ
ー

マ
ル
ク
【A

. N
eym

arck

】（
注
六
二
）
は
、
全
世
界
の
有
価
証
券
発
行
に
関
す
る
極
め
て
詳
細
な
、
完
全
な
、
比
較

対
照
し
た
資
料
を
公
に
し
た
。
こ
の
資
料
は
そ
の
後
幾
度
も
国
民
文
献
に
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
八
七
〇

―
一
九
一
〇
年
ま
で
の
四
十
年
間
の
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

各
十
年
間
に
於
け
る
発
行
の
総
額
（
単
位
十
億
法フ

ラ
ン）【

表
10
】

一
八
七
一
―
一
八
八
〇

七
六
・
一

一
八
八
一
―
一
八
九
〇

六
四
・
五

一
八
九
一
―
一
九
〇
〇

一
〇
〇
・
四

一
九
〇
一
―
一
九
一
〇

一
九
七
・
八

七
十
年
代
に
お
い
て
、
特
に
普
仏
戦
争
【1870-1
年
、
プ
ロ
イ
セ
ン
対
フ
ラ
ン
ス
】
と
そ
れ
に
つ
い
で
の
ド
イ
ツ
に

お
け
る
泡
沫
会
社
発
生
時
代i i

に
お
け
る
公
債
発
行
に
よ
っ
て
、
全
世
界
の
有
価
証
券
発
行
高
は
増
加
し
た
。
一
般

に
十
九
世
紀
の
最
後
の
三
十
年
間
に
は
、
増
加
は
比
較
的
急
激
で
は
な
か
っ
た
が
、
二
十
世
紀
の
最
初
の
十
年
間

i　

会
社
創
業
ブ
ー
ム
時
代
。
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に
い
た
っ
て
始
め
て
、
異
常
な
増
加
を
見
、
殆ほ

と
んど

倍
加
し
た
。
か
く
の
如
く
、
二
十
世
紀
の
初
頭
は
、
曩さ

き

に
述
べ

た
如
き
、
独
占
（
カ
ル
テ
ル
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
及
び
ト
ラ
ス
ト
）
の
発
達
に
関
し
て
の
み
で
な
く
、
金
融
資
本
に

関
し
て
も
、
転
回
期
で
あ
る
。

ネ
ー
マ
ル
ク
は
、
一
九
一
〇
年
の
世
界
の
有
価
証
券
の
総
額
を
、
ほ
ぼ
八
千
百
五
十
億
法フ

ラ
ンと

見
積
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
か
ら
重
複
せ
る
も
の
を
控
除
す
れ
ば
、
こ
の
総
額
は
五
千
七
百
五
十
億
法フ

ラ
ン―

六
千
億
法フ

ラ
ンに

減
少
す
る
。

そ
れ
を
国
別
に
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。（
総
額
六
千
億
と
計
算
し
て
）

【表 11】
1910 年の有償証券高（単位十億法

フラン

）

イ ギ リ ス ………… 142.00

｝ 479.0
ア メ リ カ ………… 132.00

フ ラ ン ス ………… 110.00

ド イ ツ ………… 95.00

ロ シ ア ………… 31.00

オーストリ
ハンガリー

………… 24.00

イ タ リ ー ………… 14.00

日 本 ………… 12.00

オ ラ ン ダ ………… 12.50

ベ ル ギ ー ………… 7.50

ス イ ス ………… 6.25

デンマルク ………… 3.25

スエデン・ノルエー・ルー
マニア・その他………

2.50

ス ペ イ ン ………… 7.50

総 額 600.00
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こ
の
資
料
よ
っ
て
千
億
―
千
五
百
億
法フ

ラ
ンの

有
価
証
券
を
所
有
す
る
四
大
富
有
資
本
主
義
国
が
、他
の
諸
国
家
と
、

い
か
に
激
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
か
が
分
る
。
そ
の
う
ち
二
ヶ
国
は
、
財
力
及
び
植
民
地
に
お
い
て
最
も
富
ん

だ
資
本
主
義
国
家
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
他
の
二
ヶ
国
は
、
生
産
の
資
本
主
義
的
独
占
の
急
激
な
発

展
と
拡
大
と
に
お
い
て
、
最
も
進
ん
だ
資
本
主
義
国
家
ア
メ
リ
カ
と
ド
イ
ツ
で
あ
る
。
こ
の
四
大
国
は
合
し
て
、

四
千
七
百
九
十
億
法フ

ラ
ン、

即
ち
、
世
界
金
融
資
本
の
約
八
〇
％
を
占
有
し
て
い
る
。
爾じ

よ

余
の
世
界
は
実
に
、
国
際
的

世
界
資
本
の
四
個
の
「
支
柱
」
た
る
そ
れ
ら
の
大
国
の
国
際
的
銀
行
家
に
た
い
し
て
、
債
務
者
、
納
税
者
の
役
目

を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

吾
々
は
特
に
、
従
属
関
係
の
国
際
網
及
び
金
融
資
本
の
連
絡
の
成
立
に
関
し
て
、
資
本
輸
出
の
演
ず
る
役
割
を

研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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四　
資
本
輸
出

古
い
資
本
主
義
に
と
っ
て
は
、
即
ち
自
由
競
争
の
完
全
な
支
配
に
お
い
て
は
、
商
品
の
輸
出
が
典
型
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
独
占
の
支
配
の
下
に
あ
る
近
代
資
本
主
義
に
と
っ
て
は
、資
本
の
輸
出
が
特
長
的
な
も
の
と
な
っ
た
。

資
本
主
義
は
、
最
高
の
発
展
階
段
に
達
し
た
商
品
生
産
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
労
働
力
も
ま
た
商
品
と
な
っ
て

い
る
。
資
本
主
義
の
一
つ
の
特
徴
は
、
国
内
及
び
特
に
国
際
市
場
に
於
け
る
、
商
品
交
換
の
増
加
で
あ
る
。
個
々

の
企
業
、
個
々
の
産
業
部
門
及
び
個
々
の
国
家
の
発
展
上
の
不
均
衡
性
と
飛
躍
性
と
は
、
資
本
主
義
の
下
に
お
い

て
は
、
不
可
避
な
も
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
第
一
に
資
本
主
義
国
家
と
な
っ
た
。
自
由
貿
易
制
を
と
っ
て
い
た

十
九
世
紀
の
中
葉
に
於
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
、「
全
世
界
の
た
め
に
製
造
工
場
」、
凡す

べ

て
国
家
の
た
め
の
製
造
品
の

供
給
者
を
も
っ
て
自
ら
任
じ
、
他
の
国
家
は
製
造
品
と
引
き
換
え
に
、
イ
ギ
リ
ス
へ
原
料
を
供
給
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
の
こ
の
独
占
は
、
既
に
十
九
世
紀
の
最
後
の
二
十
五
年
間
に
お
い
て

覆く
つ
が
えさ

れ
て
し
ま
っ
た
。
と
い
う
の
は
、「
保
護
関
税
」
で
自
衛
し
て
い
た
他
の
一
聯
の
国
家
が
、
独
立
の
資
本
家

国
家
へ
と
発
展
し
た
か
ら
で
あ
る
。
二
十
世
紀
の
劈へ

き
と
う頭

に
、
新
た
な
種
類
の
独
占
が
出
現
し
た
。
第
一
に
凡
て
の

先
進
資
本
主
義
国
家
に
お
け
る
、
資
本
家
の
独
占
団
結
、
第
二
に
資
本
の
集
積
が
巨
大
な
程
度
に
達
し
た
若
干
富

有
国
家
の
独
占
地
位
の
獲
得
、
こ
れ
で
あ
る
。
先
進
国
家
に
お
い
て
ど
え
ら
い
「
資
本
過
剰
」
が
生
じ
た
。
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勿も
ち
ろ
ん論

、
資
本
主
義
が
、
今
日
一
般
に
工
業
よ
り
遥
か
に
遅
れ
て
い
る
農
業
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
、
目
ま

ぐ
る
し
い
ほ
ど
の
技
術
の
進
歩
が
あ
る
に
も
拘か

か

わ
ら
ず
、
概
し
て
半
ば
飢
え
、
赤
貧
の
中
に
生
存
を
つ
づ
け
て
い

る
大
衆
の
生
活
水
準
を
高
め
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
―
―
資
本
の
過
剰
に
つ
い
て
、
何
等
論
ず
る
必
要
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
ま
た
、
通
常
資
本
主
義
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
批
評
家
が
高
調
す
る
「
反
対
論
」
で
あ
る
。
し
か

し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
資
本
主
義
は
最も

は
や早

資
本
主
義
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
発
展
の
不
平
均
な

こ
と
と
、
大
衆
が
半
餓
死
的
な
状
態
に
あ
る
こ
と
と
は
正
し
く
、
資
本
主
義
生
産
方
法
の
、
本
質
的
な
、
不
可
避

的
な
条
件
で
あ
り
、
前
提
だ
か
ら
で
あ
る
。
資
本
主
義
が
存
続
す
る
限
り
、
過
剰
の
資
本
は
、
当
該
国
の
大
衆
の

生
活
水
準
の
向
上
の
た
め
に
使
用
さ
れ
ず
―
―
そ
れ
に
使
用
さ
れ
れ
ば
、
資
本
主
家
【capitalists

資
本
家
】
の
利
潤

は
減
少
す
る
か
ら
―
―
外
国
へ
の
、
即
ち
後
進
国
家
へ
の
、
資
本
の
輸
出
に
よ
る
利
潤
の
増
加
の
た
め
に
使
用
さ

れ
る
。
後
進
国
家
で
は
普
通
に
利
潤
は
非
常
に
高
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
は
資
本
が
尠す

く
なく

、
土
地
が
比
較
的

低て
い
れ
ん廉

で
あ
り
、
賃
銀
が
安
く
、
原
料
が
廉れ

ん
か価

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
般
の
後
進
国
が
既
に
世
界
資
本
主
義

の
圏
内
に
引
き
摺ず

り
込
ま
れ
、
鉄
道
の
幹
線
が
既
に
敷
設
さ
れ
て
い
る
と
か
、
鉄
道
の
建
設
が
始
ま
り
、
産
業
発

展
の
初
発
的
条
件
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
か
と
云
っ
た
事
情
に
よ
っ
て
資
本
の
輸
出
が
可
能
0

0

と
な
る
。
又
他
方
、

若
干
の
国
家
に
お
い
て
資
本
主
義
が
「
成
熟
し
過
ぎ
」
て
、
資
本
に
た
い
し
て
（
農
業
の
遅
れ
て
い
る
と
、
大
衆

の
赤
貧
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
）「
利
益
あ
る
」
活
動
の
余
地
が
な
い
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
、
資
本
の
輸
出
が
必
然
0

0
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と
な
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
大
国
が
外
国
へ
輸
出
し
た
資
本
額
の
大
要
は
、
次
の
数
字
の
示
す
通
り
で
あ
る
。【（
注
六
二-2

）】

こ
れ
に
よ
っ
て
資
本
輸
出
が
、
二
十
世
紀
の
初
頭
に
お
い
て
始
め
て
、
巨
大
な
量
に
達
し
た
こ
と
が
分
る
。
世

界
大
戦
以
前
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
大
国
が
外
国
に
輸
出
し
た
資
本
は
、
千
七
百
五
十
億
乃
至
二
千
億
法フ

ラ
ンに

達
し
た
。

こ
の
資
本
の
利
益
は
、
内
輪
に
五
％
と
計
算
し
て
年
に
八
十
億
乃
至
百
億
法フ

ラ
ンに

達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
極
く
少

【表 12】在外資本（単位十億法
フラン

）
年次 イギリス フランス ドイツ

1862 3.6 —— ——

1872 15.0 10.0
(1869)

——

1882 22.0 15.0
(1880)

?

1893 42.0 20.0
(1890)

?

1902 62.0 27.0-37.0 12.5

1914 75.0-100.0 60.0 44.0
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数
の
富
強
国
家
の
資
本
主
義
的
寄
生
に
よ
る
、
世
界
の
大
多
数
の
国
民
と
国
家
の
、
帝
国
主
義
的
抑
圧
と
搾さ

く
し
ゅ取

の

基
礎
の
、
如
何
に
鞏き

ょ
う
こ固

な
る
こ
と
ぞ
！
こ
の
存
外
資
本
は
、
輸
出
さ
れ
た
諸

も
ろ
も
ろの

国
家
に
い
か
に
配
分
さ
れ
て
い

る
か
？
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
概
略
の
答
え
し
か
得
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
答
は
た
し
か
に
、
近
代
帝
国

主
義
の
一
般
的
な
連
絡
及
び
依
存
関
係
を
闡せ

ん
め
い明

す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

【
表
13
】

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ア
ジ
ア
そ
の
他
に
お
い
て
は
云
う
に
及
ば
ず
、
ア
メ
リ
カ

（
た
と
え
ば
カ
ナ
ダ
）
に
お
い
て
も
非
常
に
広
大
な
植
民
地
が
、
そ
の
首
位
に
立

っ
て
い
る
。
巨
額
の
資
本
の
輸
出
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
そ
の
広
大
な
植
民
地

と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。（
そ
の
植
民
地
の
意
義
に
つ
い
て
は
後
に
説
く
で

あ
ろ
う
。）
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
そ
れ
と
異
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
そ
の
資
本
を

主
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
就
中
ロ
シ
ア
（
一
千
万
法フ

ラ
ン

以
上
【at least ten thousand 

m
illion francs

百
億
フ
ラ
ン--

訳
者
の
ミ
ス
で
あ
ろ
う
】）
に
投
下
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
主
と
し
て
公
債
、
国
債
の
形
で
あ
っ
て
、
産
業
企
業
に
使
用
さ
れ
る
資
本
と

し
て
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
主
義
と
区
別
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
を
、

高
利
貸
帝
国
主
義
と
名
づ
け
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
帝
国
主
義
は
ま

【表 13】在外資本の国別（概略）
（1910 年、単位十億マルク）

イギリス フランス ドイツ 計

ヨーロッパ 4 23 18 45

アメリカ 37 4 10 51
アジア・ア
フリカ・オー
ストラリア

29 8 7 44

総 額 70 35 35 140
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た
前
二
者
と
は
異
な
っ
た
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
植
民
地
は
大
き
く
は
な
く
、
そ
の
在
外
資
本
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。

資
本
輸
出
は
、
そ
れ
の
流
れ
込
む
国
家
の
資
本
主
義
の
発
展
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
発
展
を
促
進
す
る
。
故
に
、

資
本
輸
出
が
一
定
の
程
度
に
達
し
、
輸
出
国
に
資
本
輸
出
の
停
滞
を
来き

た

さ
せ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、

全
世
界
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
の
向
上
と
深
化
と
が
あ
っ
て
、
始
め
て
起
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。

資
本
を
輸
出
す
る
国
家
は
常
に
、
一
定
の
「
利
益
」
を
占
め
る
可
能
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
獲
得
の
手
段

方
法
を
見
れ
ば
、
金
融
資
本
及
び
独
占
の
支
配
す
る
特
定
の
時
代
が
、
照
し
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
ベ
ル
リ
ン
の

雑
誌
『
銀
行
』
は
一
九
一
三
年
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
先
頃
か
ら
国
際
資
本
市
場
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
ネ
スi i

の
筆
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
、
喜
劇
が
演
ぜ

ら
れ
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
か
ら
バ
ル
カ
ン
諸
国
ま
で
、
ロ
シ
ア
か
ら
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
支
那
【
中
国
】

ま
で
の
無
数
の
国
家
が
、
或
は
公
然
或
は
秘
密
に
、
国
債
募
集
の
希
望
を
も
っ
て
、
大
貨
幣
市
場
に
現
れ
て
来
て

居
り
、
そ
の
う
ち
二
三
の
国
家
で
は
非
常
に
事
情
が
急
迫
し
て
い
る
。
貨
幣
市
場
は
実
際
、
何
等
特
別
に
良
好
な

状
態
に
あ
る
わ
け
で
な
く
、
政
治
的
情
勢
も
決
し
て
絶
好
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘か

か

わ
ら
ず
ど
こ
の
国
の
貨
幣
市

場
も
、
敢あ

え

て
そ
の
外
国
の
要
請
を
斥し

り
ぞけ

よ
う
と
し
な
い
。
つ
ま
り
、
隣
国
の
貨
幣
市
場
が
先せ

ん
べ
ん鞭

を
つ
け
て
公
債
発

i　

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
と
も
、
古
代
ア
テ
ネ
で
戦
争
諷
刺
劇
等
を
書
い
た
喜
劇
作
家
。
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行
を
引
受
け
、
そ
れ
の
代
償
と
し
て
何
等
か
小
さ
な
権
利
を
占
め
や
し
な
い
か
と
の
杞
惧
【
危き

ぐ惧
】
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
そ
う
云
う
国
際
取
引
の
場
合
に
は
、
い
つ
も
債
権
者
の
手
に
何
等
か
の
利
益
が
提
供
さ
れ
る
。
そ
れ
は
商

業
政
策
上
の
利
益
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
石
炭
貯
蔵
所
の
建
設
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
さ
て
は
ま
た
港
湾
の
築

造
、
有
利
な
利
権
、
大
砲
の
注
文
な
ど
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。」（
注
六
三
）

金
融
資
本
は
独
占
の
時
代
を
生
ん
だ
。
独
占
は
ま
た
到
る
所
に
、
独
占
の
原
則
を
生
み
、
公
然
の
市
場
に
お
け

る
自
由
競
争
の
代
り
に
、
利
益
あ
る
事
業
契
約
を
目
的
と
す
る
「
団
結
」
の
利
用
が
現
れ
た
。
公
債
の
発
行
に
際

し
て
、
そ
の
一
部
を
債
権
国
の
生
産
物
、
就
中
戦
争
材
料
、
船
舶
等
の
購
入
に
当
て
る
と
の
条
件
の
附
さ
れ
る
こ

と
は
、常
に
起
る
現
象
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
最
近
二
十
年
間
（
一
八
九
〇
年
―
一
九
一
〇
年
）
に
お
い
て
、屡
々

こ
の
手
段
を
用
い
た
。
或
る
外
国
へ
の
資
本
の
輸
出
は
、そ
の
国
へ
の
商
品
の
輸
出
を
強
要
す
る
一
手
段
と
な
る
。

特
に
大
企
業
の
間
の
協
約
は
、
そ
の
場
合
、
シ
ル
ダ
ー
が
物
柔
か
に
表
白
し
た
よ
う
に
【（
注
六
四
）】、「
堕
落
の

淵
に
臨
ん
で
」
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
ク
ル
ッ
プ
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
、
イ
ギ
リ
ス
の

ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
―
―
そ
れ
ら
は
、
大
銀
行
及
び
政
府
と
密
接
な
関
係
を
結
ん
で
い
て
、
公
債
の
発
行
に
際
し

て
、「
抜
け
目
」
の
な
い
大
会
社
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
ロ
シ
ア
の
公
債
を
引
受
け
、
一
九
〇
五
年
九
月
十
六
日
の
通
商
条
約
の
際
、
一
九
一
七
年
ま
で
そ

の
効
力
を
認
め
さ
せ
て
、
勝
利
を
博
し
た
。
一
九
一
一
年
八
月
十
九
日
の
日
本
と
の
通
商
条
約
の
場
合
に
も
、
同
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様
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と
セ
ル
ビ
ヤ
間
の
関
税
戦
争
は
、中
途
七
ヶ
月
の
休
止
を
見
た
だ
け
で
、

一
九
〇
六
年
か
ら
一
九
一
一
年
ま
で
継
続
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
の
一
部
は
、
セ
ル
ビ
ヤ
へ
戦
争
材
料

を
供
給
す
る
こ
と
に
関
し
て
の
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
間
の
競
争
か
ら
来
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
ル
・

デ
シ
ャ
ネ
ル
は
、
一
九
一
二
年
議
会
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
諸
会
社
は
、
一
九
〇
八
年
か
ら
一
九
一
一
年
ま
で

に
、
セ
ル
ビ
ヤ
へ
四
千
五
百
万
法フ

ラ
ンの

物
資
を
供
給
し
た
、
と
発
表
し
た
。

サ
ン
・
パ
ウ
ロ
（
ブ
ラ
ジ
ル
）
駐ち

ゅ
う
さ
つ剳

オ
ー
ス
ト
リ
ー
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
領
事
の
報
告
に
云
う
。「
ブ
ラ
ジ
ル
の
鉄

道
の
建
設
は
、
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
の
資
本
の
援
助
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
。

そ
れ
ら
の
国
家
は
、
鉄
道
建
設
の
金
を
融
通
す
る
に
際
し
、
建
設
材
料
の
供
給
を
契
約
条
件
と
す
る
。」

か
か
る
方
法
で
、
金
融
資
本
は
、
世
界
の
凡す

べ

て
の
国
家
に
、
文
字
通
り
に
、
金
融
網
を
張
り
廻め

ぐ
らし

た
。
そ
の
場

合
、
植
民
地
に
設
立
さ
れ
た
銀
行
と
、
そ
の
支
店
と
は
、
重
要
な
役
目
を
演
ず
る
。
ド
イ
ツ
の
帝
国
主
義
者
は
、

こ
の
点
に
関
し
て
特
に
立
派
な
注
意
を
払
っ
て
い
る
「
古
き
」
植
民
国
に
た
い
し
て
羨
望
の
禁
じ
難
い
も
の
が
あ

る
。
一
九
〇
四
年
、
イ
ギ
リ
ス
は
二
千
二
百
七
十
九
の
支
店
を
有
す
る
五
十
の
植
民
地
銀
行
を
（
一
九
一
〇
年
に

は
本
店
七
十
二
、
支
店
五
千
四
百
四
十
九
）、
フ
ラ
ン
ス
は
百
三
十
六
の
支
店
を
有
す
る
二
十
の
銀
行
を
、
オ
ラ

ン
ダ
は
六
十
八
の
支
店
を
有
す
る
十
六
の
銀
行
を
持
っ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
は
「
全
部
で
わ
ず
か
」
十
三
の
本
店

と
七
十
の
支
店
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。（
注
六
四
【
注
＊
3
】）
ア
メ
リ
カ
の
資
本
家
は
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
と
ド
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資
本
輸
出

イ
ツ
の
資
本
家
を
羨う

ら
やん

で
い
る
。
一
九
一
五
年
彼
等
は
こ
う
歎た

ん

じ
た
。
南
ア
メ
リ
カ
に
於
て
五
個
の
ド
イ
ツ
銀
行

は
四
十
の
支
店
を
、
五
個
の
イ
ギ
リ
ス
銀
行
は
七
十
の
支
店
を
持
っ
て
い
た
―
―
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
と

は
最
近
二
十
八
年
間
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
及
び
ウ
ル
グ
ァ
イ
に
お
い
て
、
約
四
十
億
弗ド

ル

を
投
資
し
、

そ
の
結
果
、
彼
等
は
そ
れ
ら
国
家
の
全
商
業
の
四
六
％
を
獲
得
し
た
と
。（
注
六
五
）

資
本
を
輸
出
す
る
国
家
は
、
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
世
界
を
彼
等
の
間
に
分
割
し
た
。
が
更
に
金
融
資

本
は
、
世
界
を
直
接
に
分
割
す
る
に
到い

た

っ
た
の
で
あ
る
。
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資
本
家
間
の
独
占
的
団
結
―
―
カ
ル
テ
ル
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
及
び
ト
ラ
ス
ト
―
―
は
、
先
ず
第
一
に
国
内
市
場

を
そ
の
手
に
分
割
し
、
国
内
の
生
産
を
益
々
掌
握
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
国
内
市
場
は
、
資
本
主
義
の
下
に
あ
っ

て
は
、
外
国
市
場
と
離
る
可べ

か
ら
ざ
る
関
係
に
あ
る
。
資
本
主
義
は
久
し
い
以
前
か
ら
一
個
の
世
界
市
場
を
つ
く

っ
て
い
る
。
資
本
輸
出
が
増
加
し
、
大
独
占
団
結
の
外
国
及
び
植
民
地
に
た
い
す
る
聯
絡
及
び
「
勢
力
圏
」
が
拡

大
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
そ
れ
ら
の
団
結
間
の
国
際
的
協
定
及
び
世
界
カ
ル
テ
ル
の
形
成
が
、「
自
然
的
」
に
現
れ

て
来
る
。

そ
れ
は
、資
本
及
び
生
産
の
世
界
的
集
積
の
新
た
な
階
段
で
あ
り
、未み

ぞ

う
曾
有
の
高
い
一
つ
の
階
段
で
あ
る
。
吾
々

は
、
こ
の
「
超

ユ
ー
バ
ー
・
モ
ノ
ポ
ー
ル

独
占
」
が
、
ど
う
し
て
生
れ
て
来
る
か
を
眺
め
よ
う
。

電
気
工
業
は
、
技
術
の
最
新
の
発
達
と
、
十
九
世
紀
末
及
び
二
十
世
紀
初
頭
の
資
本
主
義
を
、
最
も
よ
く
標
識

す
る
。
電
気
工
業
は
、
二
個
の
先
進
資
本
主
義
国
家
、
ア
メ
リ
カ
と
ド
イ
ツ
に
お
い
て
最
も
強
く
発
展
し
た
。
ド

イ
ツ
で
は
特
に
一
九
〇
〇
年
の
危
機
が
、
こ
の
工
業
部
門
に
お
け
る
集
積
の
増
大
に
、
著
し
い
影
響
を
与
え
た
。

当
時
既
に
十
分
に
産
業
と
合
成
し
て
い
た
【m

erged

癒
着
し
て
い
た
】
銀
行
は
、
こ
の
危
機
の
間
に
、
極
め
て
高
い

度
合
に
、
比
較
的
規
模
の
小
さ
い
企
業
の
没
落
と
、
そ
れ
の
大
企
業
へ
の
融
合
と
を
、
促
進
し
、
激
化
し
た
。
ヤ
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イ
デ
ル
ス
は
云
う
。「
銀
行
は
、
資
本
に
窮
し
て
い
る
企
業
か
ら
手
を
ひ
い
て
し
ま
っ
て
、
第
一
に
欺
偽
的
な
物

価
の
騰
貴
を
強
要
しi i

、次
い
で
彼
等
と
永
続
的
に
密
着
し
て
い
な
い
会
社
の
絶
体
絶
命
の
消
滅
を
強
要
す
る
。」（
注

六
六
）

そ
の
結
果
と
し
て
、
一
九
〇
〇
年
以
後
、
集
積
は
驚
く
可べ

き
速
度
を
も
っ
て
進
行
し
た
。
一
九
〇
〇
年
以
前
に

は
、電
気
工
業
に
八
個
又
は
七
個
の
「
小グ

ル
ッ
ペ

集
団
」
が
あ
り
、そ
の
各
々
は
若
干
の
会
社
の
あ
つ
ま
っ
た
も
の
で
（
全

部
で
二
十
八
個
）、
そ
の
各
小
集
団
の
背
後
に
は
二
個
乃
至
十
一
個
の
銀
行
が
控
え
て
い
た
。
一
九
〇
八
年
か
ら

一
九
一
二
年
ま
で
に
、
そ
れ
ら
の
小
集
団
は
融
合
し
て
、
二
個
又
は
一
個
の
集
団
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
如
き

過
程
を
と
っ
て
行
わ
れ
た
。【
表
中
のA.iE.iG

.

は
ア
ー
・
エ
ー
・
ゲ
ー
、u.

は
「
ウ
ン
ト
」、Co.

「
コ
ン
パ
ニ
ー
」
の
略
】

電
気
工
業
内
部
の
集
団

一
九
〇
〇
年
ま
で

フ
ェ
ル
テ
ンu.

ギ
ョ
ー
ム

ラ
ー
メ
ー
ヤ
ー

ユ
ニ
オ
ンA.E.G

.

シ
ー
メ
ン
スu.

ハ
ル
ス
ケ

シ
ュ
ツ
ケ
ル
トC

o.

ベ
ル
グ
マ
ン

ク
ン
メ
ル

｛
｛

｜

｜

フ
ェ
ル
テ
ン
・
ラ
ー
メ
ー
ヤ
ー

A.iE.iG
.

シ
ー
メ
ン
ス
・
ウ
ン
ト
・
ハ
ル
ス
ケ
ー
シ
ュ
ツ
ケ
ル
ト

破
産
（1900

）

｛
｛

一
九
一
二
年

ア
ー
・
エ
ー
・
ゲ
ー

シ
ー
メ
ン
ス
・
ウ
ン
ト
・
ハ
ル
ス
ケ
ー
シ
ュ
ツ
ケ
ル
ト

｛

（
一
九
〇
八
年
以
来
協
働
す
）

i　

" brought on first a frenzied boom
"

「
は
じ
め
は
気
違
い
じ
み
た
景
気
を
あ
お
っ
て
お
き
な
が
ら
」
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有
名
な
ア
ー
・
エ
ー
・
ゲ
ー
は
、
か
く
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
百
七
十
五
か
ら
二
百
の
会
社
を
（
企
業

参
与
組
織
に
よ
っ
て
）
支
配
し
、
約
十
五
億
馬マ

ル
ク克

の
資
本
を
左
右
し
て
い
る
。
同
会
社
だ
け
で
三
十
四
の
在
外
代

理
店
を
持
っ
て
居
り
、
そ
の
う
ち
十
二
は
十
ヶ
国
以
上
に
あ
る
株
式
会
社
で
あ
る
。
既
に
一
九
〇
四
年
、
外
国
に

投
下
さ
れ
た
ド
イ
ツ
電
気
工
業
の
資
本
は
、
二
億
二
千
三
百
万
馬マ

ル
ク克

と
見
積
ら
れ
、
そ
の
う
ち
六
千
二
百
万
馬マ

ル
ク克

は
ロ
シ
ア
に
投
下
さ
れ
て
い
た
。
ア
ー
・
エ
ー
・
ゲ
ー
は
勿
論
一
個
の
巨
大
な
「
聯
合
」
工
場
で
あ
っ
て
、
同
会

社
だ
け
で
十
六
個
の
製
造
会
社
を
も
ち
、
そ
こ
で
は
電
纜
【
電
線
】
及
び
碍が

い
し子

か
ら
自
働
車
及
び
飛
行
機
に
い
た

る
ま
で
、
各
種
各
様
の
生
産
が
行
わ
れ
て
い
る
。

然
し
な
が
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
集
積
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
集
積
過
程
の
単
に
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
。

そ
の
発
展
は
次
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
。

ヂ
ー
・
イ
ー
・
シ
ー
（
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
コ
ン
パ
ニ
ー
）【G

. E. C
.

】

ア
メ
リ
カ

ト
ム
ソ
ン
・
ハ
ウ
ス
ト
ン
会
社
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

一
会
社
を
設
立
し
た

エ
ヂ
ソ
ン
会
社
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
フ
ラ
ン
ス
・
エ
ヂ
ソ

ン
会
社
を
設
立
し
、
同
会
社
は
ド
イ
ツ
の
会
社
に
パ
テ

ン
ト
の
使
用
権
を
与
え
た
。

ド
イ
ツ

ユ
ニ
オ
ン
・
エ
レ
ク
ト
リ
チ
テ
ー
ツ
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト

ア
ー
・
エ
ー
・
ゲ
ー

ア
ー
・
エ
ー
・
ゲ
ー
（
ア
ル
ゲ
イ
マ
ネ
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
シ
エ
・
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
）【A

. E. G
.

】
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か
く
し
て
二
個
の
「
電
気
強
国
」
が
生
れ
た
。
―
―
「
尠す

く
なく

と
も
こ
の
二
個
の
電
気
強
国
か
ら
、
完
全
に

0

0

0

独
立

し
て
い
る
他
の
電
気
強
国
は
、
地
球
上
存
在
し
な
い
。」
ハ
イ
ニ
ヒ
は
そ
の
論
文
「
電
気
ト
ラ
ス
ト
へ
の
道
」
に

お
い
て
、そ
う
考
え
て
い
る
。こ
の
ト
ラ
ス
ト
の
取
引
と
勢
力
範
囲
に
つ
い
て
は
、次
の
数
字
が
大
略
を
説
明
す
る
。

【
表
14
】

而し
か

し
て
一
九
〇
七
年
、
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ス
ト
と
ド
イ
ツ
の
ト
ラ
ス
ト
と
は
、
世
界

を
分
割
す
る
一
個
の
協
約
を
締
結
し
た
。
か
く
し
て
競
争
は
取
除
か
れ
、
ヂ
ー
・
イ
ー
・

シ
ー
は
ア
メ
リ
カ
及
び
カ
ナ
ダ
を
「
手
に
入
れ
」、
ア
ー
・
エ
ー
・
ゲ
ー
は
ド
イ
ツ
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
、
ロ
シ
ヤ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
イ
ス
、
ト
ル
コ
、
バ
ル
カ

ン
を
「
保
有
す
る
」
こ
と
と
な
っ
た
。
新
た
な
産
業
部
門
に
手
を
つ
け
、「
新
し
い
」、

表
面
上
ま
だ
分
割
さ
れ
て
い
な
い
国
家
を
開
発
す
可べ

き
娘
会
社
に
関
し
て
は
、特
別
に
、

も
と
よ
り
秘
密
な
協
約
が
結
ば
れ
た
。
発
明
や
経
験
の
結
果
は
、
互
に
交
換
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。（
注
六
七
）

こ
れ
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
数
十
億
馬マ

ル
ク克

の
巨
大
な
資
本
を
擁
し
、
世
界
の
隅
々
に
支

店
、
代
理
店
取
引
店
等
を
持
っ
て
い
る
こ
の
事
実
上
の
世
界
ト
ラ
ス
ト
に
対
抗
し
て
、
競
争
す
る
こ
と
の
い
か
に

困
難
で
あ
る
か
が
分
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
個
の
強
力
な
ト
ラ
ス
ト
の
間
に
世
界
が
分
割
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

【表 14】
商品取引 使用者の数 純利得

アメリカ 1907 252 28,000 35.4
G.iE.iC. 1910 298 32,000 45.6

ドイツ 1907 216 30,000 14.5
iA.iE.iG. 1911 362 60,800 21.7

【注 : 取引・利得の単位は百万マルク】
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は
、
勿も

ち
ろ
ん論

実
力
の
相
互
関
係
が
―
―
戦
争
、
恐
慌
等
に
よ
る
発
展
の
不
均
衡
の
結
果
と
し
て
―
―
変
化
す
る
や
否

や
、
新
分
割

0

0

0

の
起
る
こ
と
を
不
可
能
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

左
様
な
新
分
割
と
、
そ
の
た
め
の
闘
争
を
見
る
上
に
、
教
訓
に
富と

ん
だ
実
例
が
石
油
業
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い

る
。一

九
〇
五
年
に
ヤ
イ
デ
ル
ス
は
こ
う
記
し
た
、「
世
界
の
石
油
市
場i i

は
、
事
業
に
お
い
て
猶な

お
今
日
、
二
個
の

巨
大
な
金
融
団
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
会
社
を
も
っ
て
い
る
ロ
ッ
ク
フ

ェ
ラ
ー
財
団
と
、
ロ
シ
ア
の
バ
ク
油
田
を
支
配
し
て
い
る
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
、
ノ
ー
ベ
ル
財
団
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

両
財
団
は
密
接
に
提
携
し
て
い
る
が
、
そ
の
独
占
的
地
位
は
こ
の
数
年
来
、
五
つ
の
敵
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い

る
。（
注
六
八
）
一
、
ア
メ
リ
カ
の
油
田
の
涸
渇
、
二
、
バ
ク
に
お
け
る
フ
ィ
ル
マ
・
マ
ン
ト
シ
ェ
ヴ
会
社
の
抗
争
、

三
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
新
油
田
の
開
発
、　

四
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
新
油
田
の
開
発
、
五
、
イ
ギ
リ
ス
の
石

油
業
者
サ
ム
エ
ル
の
、海
外
油
田
特
に
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
の
油
田
の
掌
握
、こ
れ
で
あ
る
。最
後
三
つ
の
企
業
群
は
、

ド
イ
ツ
の
諸
銀
行
と
結
合
し
て
居
り
、そ
の
先
頭
に
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
が
立
っ
て
い
る
。そ
れ
等
の
諸
銀
行
は
、

た
と
え
ば
ル
ー
マ
ニ
ア
に
お
け
る
が
如
く
、
独
自
の
「
足
場
」
を
つ
く
る
た
め
、
独
立
に
計
画
的
に
、
石
油
業
を

開
始
し
た
。」
一
九
〇
七
年
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
石
油
業
に
投
下
さ
れ
て
い
る
外
国
資
本
は
、
一
億
八
千
五
百
万
法

フ
ラ
ン

i　

こ
の
当
時1905

に
は
、
ま
だ
、
中
東
に
莫
大
な
石
油
資
源
が
眠
っ
て
い
る
と
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
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と
見
積
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
七
千
四
百
万
法フ

ラ
ンは

ド
イ
ツ
の
資
本
で
あ
っ
た
。（
注
六
九
）

こ
こ
で
経
済
文
献
に
お
い
て
も
亦ま

た

、「
世
界
分
割
」
の
た
め
の
闘
争
と
名
附
け
ら
れ
て
い
る
一
つ
の
闘
争
が
開

始
さ
れ
た
。
一
方
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
石
油
ト
ラ
ス
ト
は
、
一
切
の
も
の
を
自
個
の
掌
中
に
握
ら
ん
と
し

て
オ
ラ
ン
ダ
に
一
娘
会
社
を
設
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
敵
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
石
油
ト
ラ
ス
ト
を
外
さ
ん

が
た
め
に
、
オ
ラ
ン
ダ
領
印
度
の
油
田
を
買
収
し
て
し
ま
っ
た
。
他
方
、
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
と
そ
の
他
の
ベ

ル
リ
ン
諸
銀
行
と
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
油
田
を
確
保
し
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
油
田
と
ロ
シ
ア
の
油
田
と
を
結
合
し
て

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
に
対
抗
し
よ
う
と
計
っ
た
。
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
に
は
、
ヨ
リ
大
な
る
資
本
と
、
消
費
者
へ
の
石

油
の
輸
送
及
び
供
給
の
立
派
な
機
関
が
具
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
闘
争
は
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
側
の
徹
底
的
敗
北

を
も
っ
て
局
を
結
び
（
一
九
〇
七
年
）、
同
銀
行
は
、
数
百
万
金
を
犠
牲
と
し
て
そ
の
「
石
油
利
益
」
を
放
棄
す

る
か
、
そ
れ
と
も
敵
手
に
降
服
す
る
か
、
そ
の
中
一
途
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
運
命
と
な
っ
た
。
ド
イ
ッ
チ
ェ
・

バ
ン
ク
は
後
者
を
選
び
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
石
油
ト
ラ
ス
ト
と
非
常
に
好
都
合
な
協
約
を
結
ん
だ
。
こ
の
協
約
に

よ
っ
て
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
利
益
」
に
反
す
る
こ
と
は
何
事
も
企
て
ぬ
と
の
義
務
を
負
う

た
が
、
し
か
し
同
協
約
の
一
項
に
は
、
ド
イ
ツ
が
石
油
国
営
の
法
律
を
制
定
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
協
約
は
効
力

を
失
う
、
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
石
油
喜
劇
」
が
始
ま
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
金
融
王
の
一
人
で
、．
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
の
支
配
人
た
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る
フ
ォ
ン
・
グ
イ
ン
ナ
ー
は
、
そ
の
秘
書
役
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
を
手
先
と
し
て
、
石
油
独
占
の
た
め
に
躍ア

ヂ
タ
チ
オ
ン

気
運
動

を
開
始
し
た
。
ベ
ル
リ
ン
大
銀
行
の
巨
大
な
機
関
、
一
切
の
広
汎
な
連
絡
機
関
が
、
一
斉
に
活
動
を
始
め
、
諸

新
聞
紙
は
こ
ぞ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ス
ト
の
束
縛
に
向
っ
て
、「
愛
国
的
」
謀
反
を
企
て
た
。
か
く
て
遂
に

一
九
一
一
年
三
月
十
五
日
、
帝
国
議
会
は
、
石
油
独
占
に
関
す
る
法
律
案
の
作
製
方
を
政
府
に
求
む
る
の
決
議
案

を
、
殆ほ

と
んど

満
場
一
致
を
も
っ
て
議
決
し
た
。
政
府
は
俗
論
に
屈
し
て
し
ま
い
、
ア
メ
リ
カ
の
協
約
者
を
欺あ

ざ
むき

、
自

己
の
事
業
の
利
益
を
計
ら
ん
と
し
た
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
の
術
算
は
、
勝
利
を
博
し
た
か
の
観
が
あ
っ
た
。
ド

イ
ツ
の
石
油
王
等
は
、
ロ
シ
ア
の
製
糖
事
業
の
利
益
に
比
肩
す
可べ

き
巨
利
を
夢
み
て
、
前
喜
び
に
耽ふ

け

っ
て
い
た
。

…
…
し
か
し
そ
の
時
、
分ぶ

ん
ど
り捕

品
の
分
前
の
事
で
、
ド
イ
ツ
の
大
銀
行
間
に
内な

い
こ
う訌

が
生
じ
、
デ
ィ
ス
コ
ン
ト
・
ゲ
ゼ

ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
バ
ン
ク
の
食
欲
を
あ
ば
き
立
て
た
。
つ
い
で
政
府
は
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
と
の

闘
争
に
、
非
常
な
恐
怖
を
抱
い
た
。
と
い
う
の
は
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
の
石
油
な
し
で
、
ド
イ
ツ
が
や
っ
て
行
け

る
か
ど
う
か
（
ル
ー
マ
ニ
ア
の
産
山
量
は
僅
少
で
あ
る
か
ら
）、
全
く
疑
問
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
結
局
、
ド
イ
ツ

の
巨
額
な
軍
事
予
算
に
た
い
す
る
投
票
が
延
期
せ
ら
れ
、
石
油
独
占
計
画
は
中
止
さ
れ
た
。
か
く
て
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
石
油
ト
ラ
ス
ト
は
一
時
、
こ
の
戦
い
か
ら
、
勝
利
者
と
し
て
歩
み
出
た
。

こ
の
機
会
に
雑
誌
『
銀
行
』
は
論
じ
て
曰い

わ

く
、「
ド
イ
ツ
は
、
電
流
の
独
占
と
、
水
力
を
も
っ
て
安
価
な
電
力

を
起
す
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
石
油
ト
ラ
ス
ト
と
対
抗
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
」
と
。「
然
し
な
が
ら
」
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と
更
に
同
誌
は
附
言
し
て
曰
く
、（
注
七
〇
）「
電
流
独
占
は
、
電
力
業
者
が
そ
れ
を
必
要
と
す
る
時
に
始
め
て
、

実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
電
力
業
に
大
い
な
る
恐
慌
が
迫
っ
た
時
、
電
力
業
の
個
人
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
よ

っ
て
今
日
到
る
処
に
建
設
さ
れ
、
国
家
や
自
治
体
や
そ
の
他
の
団
体
が
そ
の
一
部
的
独
占
を
認
め
て
い
る
非
常
に

出
費
の
多
い
発
電
工
場
が
、
最も

は早
や
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
時
、
そ
の
時
に
始
め
て
実
現
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
は
水
力
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
直
接
政
府
事
業
と
し
て
は
、
水
力
を
も
っ
て

安
価
な
「
電
力
を
起
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
結
局
そ
れ
を
政
府
の
管
理
す
る
個
人
独
占
者
の
手
に
引
渡
さ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
個
人
企
業
に
そ
の
高
価
な
蒸
気
力
工
場
の
た
め
に
支
払
う
可べ

き
賠
償
金

と
、
国
家
の
手
で
行
わ
れ
、
水
力
を
利
用
す
る
電
力
独
占
の
地
代
が
、
余
り
に
嵩か

さ

ば
る
か
ら
で
あ
る
。
加
里i i

独
占

の
場
合
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、石
油
独
占
の
場
合
に
も
そ
う
で
あ
る
如ご

と

く
電
流
独
占
の
場
合
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。

美
し
い
原
理
に
よ
っ
て
目
を
く
ら
ま
さ
れ
て
い
る
国
家
社
会
主
義
者
等
は
、
次
の
こ
と
を
理
解
す
可べ

き
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
独
占
は
、
消
費
者
を
利
益
す
る
と
か
、
独
占
利
得
の
分
前
を
国
家
に
与
え
る
と
か
云
う
目

的
や
結
果
を
伴
っ
て
居
ら
ず
、破
産
に
瀕
し
た
個
人
企
業
を
政
府
の
出
費
で
救
済
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
云
う
こ
と
、

是こ
れ

で
あ
る
。」【
こ
こ
ま
で
（
注
七
〇
）。
単
一
の
引
用
文
で
は
無
い
と
す
る
よ
う
な
注
で
あ
る
が
。】

ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
民
経
済
学
者
は
、何
と
い
う
価
値
あ
る
自
白
を
、為な

さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
か
！

i　
「
加
里
」nitrate

硝
酸
塩
の
こ
と
。
こ
の
文
の
直
前
に
は
、
文
の
省
略
を
示
す
「
…
…
」
が
英
訳
・
和
訳
本
に
は
あ
る
。
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吾
々
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
金
融
資
本
の
時
代
に
お
い
て
は
、
個
人
独
占
と
国
家
独
占
と
が
相
互
に
い
か
に
も
密
接

に
結
び
合
っ
て
居
る
こ
と
、
個
人
独
占
も
国
家
独
占
も
要
す
る
に
、
世
界
分
割
の
た
め
の
独
占
間
の
帝
国
主
義
戦

争
と
い
う
鎖
の
個
々
の
鏈れ

ん
か
ん環

に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
明
ら
か
に
知
る
の
で
あ
る
。

海
運
業
で
は
集
積
の
大
い
な
る
発
展
は
、
既
に
世
界
の
分
割
を
齎も

た
らし

て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
は
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
・

ア
メ
リ
カ
汽
船
会
社
と
、
北
ド
イ
ツ
・
ロ
イ
ド
汽
船
会
社
と
の
二
大
会
社
が
あ
り
、
各
二
億
馬マ

ル
ク克

の
資
本
（
株
及

び
債
権
で
）
と
、
一
億
八
千
五
百
万
―
―
一
億
八
千
九
百
万
馬マ

ル
ク克

に
値
す
る
船
腹
と
を
持
っ
て
い
る
。
他
方
ア
メ

リ
カ
に
は
、
一
九
〇
三
年
一
月
一
日
以
来
、
有
名
な
モ
ル
ガ
ン
・
ト
ラ
ス
ト
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
九
個
の
ア

メ
リ
カ
及
び
イ
ギ
リ
ス
の
会
社
を
合
同
し
、
一
億
二
千
万
弗ド

ル

（
四
億
八
千
万
馬マ

ル
ク克

）
の
資
本
を
有
す
る
、
海
運
業

の
一
大
国
際
会
社
で
あ
る
。
既
に
一
九
〇
三
年
、
そ
の
ド
イ
ツ
の
大
会
社
と
、
英
米
ト
ラ
ス
ト
と
の
間
に
、
利
潤

を
配
分
す
る
た
め
に
世
界
を
分
割
す
る
協
約
が
締
結
さ
れ
た
。
そ
の
協
約
に
基
づ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
会
社
は
、
イ

ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
間
の
運
賃
の
競
争
を
放
棄
し
た
。
港
湾
の
割
り
当
に
関
し
て
も
正
確
な
協
定
が
な
さ
れ
、
管

理
委
員
等
も
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
協
約
は
二
十
年
間
の
有
効
期
限
を
附
せ
ら
れ
、
戦
時
に
お
い
て
は
効
力
を
失
う

も
の
と
さ
れ
た
。【（
注
＊
4
）】

国
際
レ
ー
ル
・
カ
ル
テ
ル
の
成
立
史
も
亦ま

た

、
極
め
て
教
訓
に
富と

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
一
八
八
四
年
の
強
烈
な
産

業
沈
滞
期
に
、
始
め
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
及
び
ド
イ
ツ
の
レ
ー
ル
製
造
業
者
は
、
そ
う
い
う
カ
ル
テ
ル
を
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組
織
し
よ
う
と
企
て
た
。
そ
し
て
カ
ル
テ
ル
参
加
国
の
国
内
市
場
に
お
い
て
は
、
相
互
に
競
争
せ
ぬ
こ
と
、
海
外

市
場
は
イ
ギ
リ
ス
六
六
、
ド
イ
ツ
二
七
、
ベ
ル
ギ
ー
一
七
の
百
分
率
で
分
割
す
る
こ
と
に
協
定
さ
れ
た
。
印イ

ン
ド度

は

完
全
に
イ
ギ
リ
ス
の
も
の
と
さ
れ
た
。
而し

か

し
て
そ
の
カ
ル
テ
ル
に
参
加
し
な
か
っ
た
一
イ
ギ
リ
ス
会
社
に
た
い

し
て
、
共
同
戦
線
が
張
ら
れ
、
そ
の
費
用
は
共
同
販
売
高
か
ら
の
一
定
額
の
出
費
を
も
っ
て
支
給
さ
れ
た
。
然
し

一
八
八
六
年
、
二
個
の
イ
ギ
リ
ス
曾
社
の
脱
退
が
あ
っ
て
そ
の
カ
ル
テ
ル
は
潰か

い
め
つ滅

し
た
。
そ
れ
に
つ
づ
く
産
業
好

景
気
の
間
に
、
カ
ル
テ
ル
の
成
立
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
事
実
は
、
注
意
に
値
す
る
。

一
九
〇
四
年
の
初
頭
に
、
ド
イ
ツ
鋼
鉄
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
が
組
織
さ
れ
、
同
年
十
一
月
に
、
国
際
レ
ー
ル
・
カ
ル

テ
ル
が
、
イ
ギ
リ
ス
五
三
・
五
％
、
ド
イ
ツ
二
八
・
八
三
％
、
ベ
ル
ギ
ー
一
七
・
六
七
％
の
参
加
率
を
基
礎
と
し
て
、

再
組
織
さ
れ
た
。
次
い
で
フ
ラ
ン
ス
は
、
第
一
年
、
第
二
年
、
第
三
年
に
、
一
〇
〇
を
超
ゆ
る
四
・
八
％
、
五
・
八

％
、
六
・
四
％
、
即
ち
総
額
、
一
〇
四
・
八
％
、
一
〇
五
・
八
％
、
一
〇
六
・
四
％
の
割
合
で
、
そ
れ
に
参
加
し
た
。

一
九
〇
五
年
、
ア
メ
リ
カ
と
諒り

ょ
う
か
い解

が
成
りi i

、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
ス
ペ
イ
ン
も
引
入
れ
た
。
一
九
一
〇
年
フ
ォ
ゲ

ル
ス
タ
イ
ン
は
述
べ
て
曰
く
、「
瞬ま

た
たく

間
に
、
世
界
の
分
割
が
完
了
し
た
。
大
消
費
者
就な

か
ん
ず
く中

国
有
鉄
道
は
、
今
や
、

詩
人
の
如
く
、
ジ
ュ
ピ
タ
ー
の
天
に
暮
す
こ
と
が
出
来
る
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
等
の
利
益
は
少
し
も
勘
定
に
入
れ

ら
れ
な
い
で
、
こ
の
世
界
が
分
割
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。」（
注
七
一
）

i　

簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。" the U

nited States Steel C
orporation entered the cartel"

、U
S

ス
チ
ー
ル
が
カ
ル
テ
ル
に
加
わ
り
…
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更
に
亜
鉛
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一
九
〇
九
年
に
組
織
さ
れ
、
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ

ン
ス
、ス
ペ
イ
ン
、イ
ギ
リ
ス
の
五
ヶ
国
の
工
場
の
小グ

ル
ッ
ペ

集
団
が
、そ
の
生
産
を
分
担
し
た
。
更
に
火
薬
工
業
が
あ
る
。

合
同
ケ
ル
ン
・
ロ
ッ
ト
ワ
イ
レ
ル
火
薬
工
場
は
、
他
の
諸
火
薬
工
場
と
カ
ル
テ
ル
を
結
ん
だ
ば
か
り
で
な
く
、
ダ

イ
ナ
マ
イ
ト
製
造
の
ト
ラ
ス
ト
と
も
、
カ
ル
テ
ル
を
結
ん
だ
。
リ
ー
フ
マ
ン
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
（
注
七
二
）、「
か

く
し
て
、
爆
発
物
を
製
造
す
る
全
企
業
の
、
全
然
近
代
的
な
緊
密
な
団
結
が
成
立
し
た
。
そ
れ
は
次
い
で
、
同
様

に
組
織
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
及
び
ア
メ
リ
カ
の
爆
発
物
製
造
工
場
と
共
に
、
云
わ
ば
全
世
界
を
分
割
し
て
し
ま
っ

た
。」リ

ー
フ
マ
ン
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
参
加
し
て
い
る
国
際
カ
ル
テ
ル
の
数
は
、
一
八
九
七
年
に
、
四
〇

で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
〇
年
に
は
、
一
〇
〇
に
増
加
し
た
。

多
く
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
著
述
家
等i i

は
、
資
本
の
国
際
化
を
最
も
明
白
に
表
現
し
て
い
る
こ
の
国
際
カ
ル
テ
ル
の
成

立
は
、
資
本
主
義
の
下
に
あ
っ
て
諸
国
民
間
に
平
和
の
来
る
望
み
が
あ
る
こ
と
を
語
る
も
の
だ
、
と
の
意
見
を
公

に
し
た
。
こ
の
見
解
は
理
論
的
に
は
無
意
味
で
あ
り
、
実
際
的
に
は
詭
弁
で
あ
り
、
最
悪
の
日ひ

よ
り
み

和
見
主
義
の
軽け

い
ぶ侮

す
可べ

き
擁
護
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
国
際
カ
ル
テ
ル
の
示
す
も
の
は
、
い
か
な
る
程
度
ま
で
資
本
主
義
的
独
占
が
発

i　

英
訳
本
で
は
こ
こ
に"( now

 joined by K
arl K

autsky, w
ho has com

pletely abandoned the M
arxist position he had held, for 

exam
ple, in 1909)"

が
入
る
。「（
今
で
は
カ
ウ
ツ
キ
ー
も1909

時
代
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
立
場
を
裏
切
っ
て
彼
等
の
仲
間
）」
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達
し
た
か
、
資
本
家
団
結
間
の
闘
争
が
ど
う
な
っ
て
行
く

0

0

0

0

0

0

0

か
、
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
事
情
は
、
特
に
重
要
な
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
、
こ
の
事
象
の
歴
史
的
経
済
的
意
義
を
説
明
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
闘
争

の
形
態
0

0

は
、
諸

も
ろ
も
ろの

個
人
的
、
時
期
的
関
係
に
よ
っ
て
、
常
に
変
化
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
変
化
し
て
い
る
が
、

闘
争
の
本
質
0

0

、
即
ち
そ
の
階

ク
ラ
ッ
セ
ン
・
イ
ン
ハ
ル
ト

級
内
容
は
、
階
級
が
存
続
す
る
限
り
、
決
し
て
変
化
し
得
ぬ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

今
日
の
経
済
的
闘
争
の
内
容
0

0

（
世
界
の
分
割
）
を
塗と

ま
つ抹

し
、
闘
争
の
彼あ

れ
こ
れ此

の
形
態
の
み
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
た

と
え
ば
ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ーi i

に
と
っ
て
は
、
た
し
か
に
利
益
で
あ
る
。
こ
の
失
敗
を
カ
ー
ル
・
カ
ウ
ツ
キ

ー
は
演
じ
て
い
る
。
而
し
て
こ
の
場
合
、
単
に
ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
問
題
で
な
く
、
国
際
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
が
問
題
で
あ
る
。
資
本
家
が
彼
等
の
間
に
世
界
を
分
割
す
る
の
は
、
何
等
か
の
特
殊
な
悪
意
か
ら
で
は
な
く

て
、
一
定
の
階
段
に
達
し
た
集
積
の
下
に
お
い
て
、
利
潤
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
彼
等
は
そ
の
道
を
執と

ら
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
資
本
に
し
た
が
い
」、「
実
力
に
し
た
が
っ
て
」、
分
割
が
行
わ
れ
る
の
で

―
―
商
品
生
産
と
資
本
主
義
の
下
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
外
の
分
配
方
法
は
在
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
実
力
は
、
経
済
的
、
政
治
的
発
展
に
つ
れ
て
、
変
化
す
る
。
こ
の
事
柄
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
実
力
の
変

化
に
よ
っ
て
い
か
な
る
問
題
が
解
決
さ
れ
る
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
変
化
が
「
純
粋
に
」
経
済
的
な
性
質

i　

英
訳
本
で
は
、
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
側
に
カ
ウ
ツ
キ
ー
が
移
っ
て
い
る
と
、" to w

hose side K
autsky has in effect gone 

over in his theoretical argum
ents (I shall deal w

ith this later),"

「
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
」
と
あ
る
。



103

の
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
経
済
的
以
外
（
例
え
ば
軍
事
的
）
の
種
類
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
そ
れ
自
身
第

二
義
的
の
問
題
で
あ
っ
て
、
近
代
資
本
主
義
の
基
礎
的
理
解
に
何
等
変
化
を
齎も

た
らし

得
る
も
の
で
は
な
い
。
資
本
家

団
結
間
の
闘
争
及
び
妥
協
の
内
容
0

0

を
問
題
と
し
な
い
で
、
そ
の
闘
争
及
び
妥
協
の
形
態
0

0

（
今
日
は
平
和
的
で
、
明

日
は
非
平
和
的
、
更
に
明
後
日
は
平
和
的
なi i

）
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
即
ち
詭
弁
家
に
堕
落
す
る
こ
と
で
あ
る
。

近
代
資
本
主
義
の
時
代
は
、
吾
々
に
次
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
世
界
の
経
済
的
分
割
を
基
礎
と
し
て
、
資
本

家
団
結
間
に
一
定
の
関
係
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
と
相
携た

ず
さえ

、
そ
れ
に
関
聯
し
て
、
世
界
の
領
土
的
分

割
、
即
ち
植
民
地
争
奪
戦
、「
経
済
的
領
土
争
奪
戦
」
を
基
礎
と
し
て
、
政
治
的
団
結
即
ち
国
家
間
に
、
一
定
の

関
係
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
是こ

れ

で
あ
る
。

i　

英
訳
本
で
は
、" (today peaceful, tom

orrow
 w

arlike, the next day w
arlike again)"

「
そ
の
次
の
日
は
再
び
好
戦
的
」
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地
理
学
者
エ
ー
・
ス
ー
ポ
ン
（
注
七
三
）
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
地
の
領
土
的
発
展
」
と
題
す
る
そ
の
著
述
に
、

十
九
世
紀
の
終
末
に
於
け
る
、
そ
の
発
展
を
、
次
の
如
く
要
約
し
て
い
る
。

地
表
一
〇
〇
％
の
中
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
強
国
に
属
す
る
も
の
は
左
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
強
国
中
へ
ア
メ
リ

カ
も
含
め
る
。【表 15】

【ヨーロッパ植民強国による占拠百分率】

1876 1900 増加 減少

アフリカ 10.8 90.4 79.6 ――

ポリネシヤ 56.8 98.9 42.1 ――

アジヤ 51.5 56.5 5.0 ――

オーストラ
リヤ

100.0 100.0 ―― ――

アメリカ 27.5 27.2 ―― 0.3
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「
こ
の
時
期
の
特
長
は
か
く
の
如
く
ア
フ
リ
カ
及
び
ポ
リ
ネ
シ
ヤ
の
分
割
で
あ
る
。」
と
ス
ー
ポ
ン
は
結
論
し
て

い
る
。
然
し
ア
ジ
ア
及
び
ア
メ
リ
カ
に
は
、
占
領
さ
れ
な
い
即
ち
如
何
な
る
国
家
に
も
属
さ
な
い
土
地
は
少
し
も

無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ス
ー
ポ
ン
の
結
論
を
拡
張
し
て
、
こ
の
時
期
の
特
長
は
、
地
球
の
最
後
の
分
割
で
あ
る
と

云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
最
後
の
云
う
の
は
、
今
後
新
分
割

0

0

0

は
不
可
能
だ
と
云
う
意
味
で
は
無
く
―
―
全

く
反
対
に
、
新
分
割
は
可
能
で
あ
り
且
つ
不
可
避
で
あ
る
―
―
資
本
家
国
家
の
植
民
政
策
が
、
吾
々
の
地
上
の
未

だ
占
領
さ
れ
な
か
っ
た
土
地
を
、
す
っ
か
り
奪
取
し
て
仕し

舞ま

っ
た
と
い
う
意
味
に
於
て
で
あ
る
。
初
め
て
地
表
は

全
部
分
割
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
後
更
に
新
た
な
る
分
割
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
つ
の
「
所
有
者
」
か
ら

他
の
「
所
有
者
」
へ
の
移
動
で
あ
っ
て
、
独
立
か
ら
従
属
へ
の
移
動
で
は
な
い
。

吾
々
は
そ
れ
故
に
、
金
融
資
本
と
密
着
せ
る
世
界
植
民
政
策
の
特
殊
時
代
に
、
面
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
故

に
此こ

の

時
代
と
凡す

べ

て
の
先
行
の
時
代
と
の
差
異
、
並
び
に
現
在
の
事
態
を
、
出
来
る
だ
け
十
分
に
定
立
す
る
た
め
に

は
、
何
よ
り
も
先
ず
事
実
に
則そ

く

し
て
考
慮
す
る
こ
と
が
、
利
益
で
あ
る
。
先
ず
こ
こ
に
二
個
の
事
実
問
題
が
あ
る
。

金
融
資
本
の
時
代
に
於
て
、植
民
政
策
は
ヨ
リ
優
勢
と
な
り
植
民
地
争
奪
は
激
化
す
る
と
、認
む
可べ

き
で
あ
る
か
？

植
民
地
と
い
う
点
か
ら
見
て
、
現
在
世
界
は
い
か
に
分
割
さ
れ
て
い
る
か
？
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
人
ヘ
ン
リ
ー
・
シ
ー
・
モ
ー
リ
ス
（
注
七
三
【
七
四
】）
は
、
そ
の
著
『
植
民
史
』
中
に
、
十
九
世
紀
の

最
後
の
各
時
期
に
於
け
る
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
植
民
地
の
広
さ
に
関
す
る
数
字
を
集
め
た
。
そ
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れ
を
簡
単
に
す
れ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
大
植
民
地
奪
取
の
時
代
は
、
一
八
六
〇
年
―
一
八
八
〇
年
代
で
、
十
九
世
紀
の
最
後
の
二
十
年

間
に
は
、
特
に
そ
れ
が
大
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
及
び
ド
イ
ツ
で
は
、
特
に
こ
の
二
十
年
間
に
そ
の
植
民
地
の
大

【表 16】　植民地の広さ
イギリス フランス ドイツ

地域 住民 地域 住民 地域 住民
百万人 百万人 百万人

1815-
1830 ？ 126.4 0.02 0.5 ― ―

1860  2.5 145.1 0.2  3.4 ― ―

1880 7.7 267.9 0.7 7.5 ― ―

1899 9.3 309.0 3.7 56.4 1.0 14.7

【地域の広さの単位は、百万平方マイル】
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部
分
を
奪
取
し
た
。

吾
々
は
曩さ

き

に
、
独
占
以
前
の
資
本
主
義
、
自
由
競
争
の
優
勢
な
り
し
資
本
主
義
の
最
高
発
展
の
時
代
は
、

一
八
六
〇
年
代
及
び
一
八
七
〇
年
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
観
た
。
而し

か

し
て
今
や
吾
々
は
、特
に
そ
の
時
代
に
次
い
で
、

植
民
地
奪
取
が
驚
く
可べ

き
ま
で
に
飛
躍
し
来き

た

り
、
世
界
の
領
土
分
割
闘
争
が
極
め
て
高
い
度
合
に
激
化
し
て
来
た

の
を
観
る
。
さ
れ
ば
、
自
由
競
争
的
資
本
主
義
か
ら
独
占
的
資
本
主
義
即
ち
金
融
資
本
主
義
の
階
級
【stage

階
段

＝
段
階
】
へ
の
移
動
が
、
世
界
分
割
の
闘
争
と
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
疑
い
無
き
こ
と
と
し
て
よ
い
。

ホ
ブ
ソ
ン
は
帝
国
主
義
に
関
す
る
そ
の
著
述
に
於
て
、
一
八
九
四
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
ま
で
の
時
期
を
、
特
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
、
強
度
の
膨
脹
時
代
と
し
た
。
彼
の
計
算
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
に
於
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
は

三
百
七
十
万
平
方
哩マ

イ
ル、

五
千
七
百
万
の
住
民
を
、
フ
ラ
ン
ス
は
三
百
六
十
万
平
方
哩マ

イ
ル、

三
千
六
百
万
【3650

万
】

の
住
民
を
、
ド
イ
ツ
は
百
万
平
方
哩マ

イ
ル、

千
四
百
七
十
万
の
住
民
を
、
ベ
ル
ギ
ー
は
九
千
【
九
十
万
】
平
方
哩マ

イ
ル、

三
百
万
【
三
千
万
】
の
住
民
を
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
八
千
【
八
十
万
】
平
方
哩マ

イ
ル、

九
百
万
の
住
民
を
、
獲
得
し
た
。【
赤

字
は
底
本
の
ミ
ス
と
思
わ
れ
る
数
値
】
十
九
世
紀
の
終
末
及
び
特
に
一
八
八
〇
年
代
以
来
の
、
凡す

べ

て
の
資
本
主
義
国
家

の
植
民
地
欲
は
、
外
交
及
び
対
外
政
策
史
上
に
お
け
る
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

一
八
四
〇
年
―
一
八
六
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
競
争
の
黄
金
時
代
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
治

家
は
、
植
民
政
策
の
敵0

で
あ
り
、
植
民
地
の
解
放
及
び
植
民
地
の
イ
ギ
リ
ス
よ
り
の
完
全
な
る
分
離
は
、
不
可
避
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に
し
て
且
つ
有
益
な
こ
と
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
エ
ム
・
ベ
ー
ア
が
（
注
七
五
）
一
八
九
八
年
に
公
に
せ
る
新
ら

し
き
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義i i

に
関
す
る
論
文
中
に
挙
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ヂ
ス
レ
リ
ー
【D

israeli, 1804-

81

】
の
よ
う
に
、概
し
て
帝
国
主
義
に
ヨ
リ
多
く
傾
い
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
さ
え
、「
植
民
地
は
邪
魔
物
だ
」

と
言
明
し
た
。
と
こ
ろ
が
十
九
世
紀
の
終
末
に
は
セ
シ
ル
・
ロ
ー
ズ
【C

ecil R
hodes, 1853-1902

】
と
ジ
ョ
セ
フ
・

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
【Joseph C

ham
berlain, 1836-1914

】
と
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
於
け
る
時
代
の
寵
児
と
な
っ
た
。
彼
等
は

帝
国
主
義
の
到
来
を
屡
々
予
断
し
、
且
つ
最
も
厚
顔
無
恥
に
帝
国
主
義
政
策
を
推
し
進
め
た
！

既
に
そ
の
当
時
、
そ
れ
ら
の
英
国
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
先
達
政
治
家
に
、
最
新
帝
国
主
義
の
い
わ
ゆ
る
経
済
的

根
柢
と
社
会
政
策
的
根
柢
と
の
関
係
が
明
白
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
は
、
興
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
チ
ェ
ン

バ
レ
ン
は
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
が
世
界
市
場
に
於
て
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
及
び
ベ
ル
ギ
ー
に
競
争
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
事
実
を
指
摘
し
て
、
帝
国
主
義
は
「
真
の
、
賢
明
な
、
経
済
的
な
政
策
」
で
あ
る
と
予
断
し
た
。
救
い
の
道
は

独
占
に
あ
り
、
資
本
家
等
は
そ
う
叫
ん
で
、
カ
ル
テ
ル
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
、
ト
ラ
ス
ト
を
組
織
し
、
救
い
の
道
は

独
占
に
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
治
的
先
達
も
、
同
じ
く
そ
の
叫
び
に
応
じ
て
、
未
だ
分
割
さ
れ
な
い
地
表

の
奪
取
を
急
い
だ
。
セ
シ
ル
・
ロ
ー
ズ
は
、
そ
の
親
友
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ス
テ
ッ
ド
の
語
っ
て
い
る
が
如
く
、

一
八
九
五
年
に
折
々
そ
の
帝
国
主
義
的
観
念
を
表
明
し
た
。「
余
は
昨
日
ロ
ン
ド
ン
の
イ
ー
ス
ト
・
エ
ン
ド
に
赴

i　
「
新
ら
し
き
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
」
は
論
文
の
標
題
。“M

odern B
ritish Im

perialism
”
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い
て
、
失
業
者
大
会
を
傍
聴
し
た
。
余
が
そ
こ
で
聞
い
た
素
朴
な
演
説
は
、
パ
ン
を
求
む
る
叫
び
の
外ほ

か

何
物
で
も

な
か
っ
た
。
余
は
家
に
帰
っ
て
後
沈ち

ん
し思

し
、
帝
国
主
義
の
重
要
な
る
こ
と
を
愈い

よ
い
よ々

痛
感
し
た
。
…
…
余
の
大
目
的

は
社
会
問
題
の
解
決
に
あ
る
。
即す

な
わち

イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
四
千
万
の
国
民
を
、
惨
酷
な
る
市
民
戦
争
か
ら
保
護
す
る

た
め
に
は
、
吾
々
植
民
政
治
家
は
新
た
な
る
土
地
を
開
発
し
、
以
て
過
剰
な
る
国
民
を
そ
こ
に
収
容
し
、
工
場
及

び
鉱
山
で
生
産
さ
れ
る
商
品
の
販
路
を
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
の
常
に
云
う
如ご

と

く
、
帝
国
は
胃
腑
の
問
題
で

あ
る
。
汝
若も

し
市
民
戦
争
を
欲
し
な
い
な
ら
ば
、
汝
は
帝
国
主
義
者
と
な
る
可べ

き
で
あ
る
」
と
。（
注
七
六
）

百
万
長
者
で
、
財
政
王
で
、
ボ
ー
ア
戦
争
の
主
犯
た
る
セ
シ
ル
・
ロ
ー
ズ
は
、
一
八
九
五
年
に
そ
う
語
っ
た
。【
続

く
文
が
訳
さ
れ
て
い
な
い
。"True, his defence of im

perialism
 is crude and cynical, but in substance it does not differ from

 the 

“theory” advocated by M
essrs. M

aslov, Südekum
, Potresov, D

avid, the founder of R
ussian M

arxism
 and others. C

ecil R
hodes 

w
as a som

ew
hat m

ore honest social-chauvinist...."
（
訳
は
、
注
＊
訳
）】

領
土
的
世
界
分
割
に
関
す
る
出
来
る
だ
け
十
分
な
形
像
を
描
き
、
そ
こ
に
起
っ
た
最
近
十
年
間
の
変
化
を
よ
く

理
解
す
る
た
め
に
、
ス
ー
ポ
ン
が
前
記
の
世
界
各
国
の
植
民
地
に
関
す
る
著
述
に
掲
げ
て
い
る
材
料
を
利
用
し
よ

う
。
ス
ー
ポ
ン
は
一
八
七
六
年
と
一
九
〇
〇
年
の
状
況
を
取
り
扱
っ
た
が
、
独
占
以
前
の
西
欧
資
本
主
義
の
発
展

は
大
体
に
お
い
て
一
八
七
六
年
に
完
了
し
た
と
見
る
事
が
出
来
る
か
ら
、
吾
々
は
恰
好
な
時
期
と
し
て
こ
の
年
を

選
び
と
り
、
更
に
ヒ
ュ
ブ
ナ
ー
の
「
地
理
統
計
表
」
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
新
し
い
材
料
を
も
っ
て
ス
ー
ポ
ン
の
数
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【表 17】　強国の植民地
植 民 地 本 国 合 計
1876 1914 1914 1914

地 域 住 民 地 域 住 民 地 域 住 民 地 域 住 民
イギリス 22.5 251.9 33.5 393.5 0.3 46.5 33.8 440.0

ロシア 17.0 15.9 17.4 33.2 5.4 136.2 22.8 169.4

フランス 0.9 6.0 10.6 55.5 0.5 39.6 11.1 95.1

ドイツ ― ― 2.9 12.3 0.5 64.9 3.4 77.2

合衆国 ― ― 0.3 9.7 9.4 97.0 9.7 106.7

日本 0.3 19.2 0.4 53.0 0.7 72.2

六国合計 40.4 273.8 65.0 523.4 16.5 437.2 81.5 960.6

その他の諸国（ベルギー，オランダ，等）の植民地 9.9 45.3

半植民地（ペルシア，中国，トルコ）……………… 14.5 361.2

その他の諸国…………………………………………… 28.0 289.9

全世界…………………………………………………… 133.9 1,657.0

【地域面積の単位は、百万平方ｋｍ、住民単位は百万人
底本では 1914 日本の合計を 72.7 と。青木書店版原典選書訳
(1965.8.20) でも日本の合計を 72.7 と、また六国合計を 906.6
とミス、英訳版はイギリス 1914 住民数合計を 444.0 とミス。】
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字
に
代
え
、
一
九
一
四
年
を
選
び
と
ろ
う
と
思
う
。
ま
た
、
ス
ー
ポ
ン
は
単
に
植
民
地
だ
け
を
取
り
扱
っ
た
に
過

ぎ
ぬ
が
、
吾
々
は
完
全
に
事
態
を
知
る
た
め
に
は
、
非
植
民
地
並
び
に
ペ
ル
シ
ャ
、
支
那
【
中
国
】、
ト
ル
コ
の
如

き
半
植
民
地

0

0

0

0

に
関
す
る
材
料
を
も
簡
単
に
附
加
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
ペ
ル
シ
ャ
は
既
に
殆ほ

と
んど

全
く
植
民

地
化
し
て
居
り
、
支
那
【
中
国
】
及
び
ト
ル
コ
は
正
に
植
民
地
化
せ
ん
と
し
て
い
る
。

吾
々
は
次
の
如
き
結
果
を
得
る
。

【
前
頁
、
表
17
】

吾
々
は
十
九
世
紀
と
二
十
世
紀
の
境
目
に
お
い
て
、
い
か
に
「
完
全
に
」
世
界
の
分
割
が
行
わ
れ
た
か
を
、

こ
れ
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
見
る
。
一
八
七
六
年
後
、
植
民
地
は
驚
く
可べ

く
増
大
し
た
。
正
に
四
千
万
か
ら

六
千
五
百
万
平
方
キ
ロ
米

メ
ー
ト
ルへ

、
即
ち
一
倍
半
以
上
の
増
加
を
見
た
。
六
大
強
国
に
於
け
る
こ
の
二
千
五
百
万
平
方

キ
ロ
米

メ
ー
ト
ルの

増
加
は
、本
国
の
地
域（
千
六
百
五
十
万
平
方
キ
ロ
米

メ
ー
ト
ル）の

一
倍
半
で
あ
る
。
一
八
七
六
年
に
は
ド
イ
ツ
、

ア
メ
リ
カ
、
日
本
の
三
国
は
全
く
植
民
地
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
も
僅わ

ず

か
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
然

る
に
一
九
一
四
年
に
は
こ
れ
ら
の
四
ヶ
国
は
、
約
一
億
万
の
人
口
を
有
す
る
千
四
百
十
万
平
方
キ
ロ
米

メ
ー
ト
ルの

植
民
地

を
奪
取
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
植
民
地
の
拡
大
は
、
非
常
に
不
平
均
に
進
展
す
る
。
例
え
ば
、
地
域
及
び

人
口
に
於
い
て
大
し
た
差
異
の
な
い
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
日
本
を
対
比
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
ド
イ
ツ
と
日
本

の
植
民
地
を
合
し
た
も
の
の
約
三
倍
の
（
地
域
に
於
て
）
植
民
地
を
奪
取
し
た
こ
と
が
分
る
。
然
し
金
融
資
本
か
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ら
見
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
こ
の
時
期
の
初
頭
に
於
て
、
ド
イ
ツ
と
日
本
を
合
し
た
よ
り
は
、
遥
か
に
富
ん
で
い
た
。

植
民
地
の
大
い
さ
に
就つ

い
て
は
、
純
粋
の
経
済
的
条
件
以
外
に
、
地
理
的
関
係
そ
の
他
も
影
響
す
る
。
最
近
十
年

間
に
、
世
界
は
大
い
に
水
平
化
し
、
大
工
業
、
貿
易
、
金
融
資
本
の
圧
迫
に
よ
っ
て
、
各
国
の
経
済
条
件
、
生
活

条
件
が
平
等
化
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
猶な

お

ま
だ
大
い
な
る
差
異
が
残
っ
て
い
る
。
右
の
六
大
強
国
に
於
て
も
、
一

方
に
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
日
本
の
如
き
、
新
進
の
、
驚
く
可べ

く
急
激
に
発
展
す
る
資
本
主
義
国
家
が
あ
り
、
他

方
に
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
如
き
、
前
記
の
国
々
に
比
し
て
最
近
発
展
が
緩
慢
に
な
っ
た
古
い
資
本
主
義
国
家

が
あ
り
、
又
最
後
に
、
経
済
的
に
非
常
に
後
れ
た
国
家
、
即
ち
ロ
シ
ア
如
き
が
あ
る
。
ロ
シ
ア
に
於
て
は
、
近
代

資
本
主
義
的
帝
国
主
義
は
、
云
わ
ば
特
殊
の
緊
密
な
綱
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
以
前
の
関
係
と
結
び
付
け
ら
れ
て

い
る
。

強
国
の
植
民
地
と
接
し
て
小
国
の
小
植
民
地
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
植
民
地
の
新
分
割
を
可
能
な
ら
し
め
、
確
実

な
ら
し
め
る
、
云
わ
ば
手
近
か
の
目
的
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
小
国
が
植
民
地
を
保
持
し
て
い
る
の
は
、
単
に
其そ

の

国
々
が
強
国
間
の
利
益
衝
突
と
、
分ぶ

ん
ど
り捕

品
の
分
前
か
ら
生
じ
た
軋あ

つ
れ
き轢

の
下
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
情
の
お
蔭か

げ
で
あ
る
。
吾
々
は
自
然
及
び
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
於
い
て
過
渡
的
形
態
な
る
も
の
を
見
受
け
る
が
、
半
植

民
地
国
家
は
実
に
そ
の
一
実
例
で
あ
る
。
金
融
資
本
は
、
あ
ら
ゆ
る
経
済
的
、
国
際
的
関
係
に
お
け
る
、
一
個
の

顕
著
な
、
真
に
決
定
的
な
権
力
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
完
全
な
独
立
を
保
っ
て
い
る
国
家
を
征
服
す
る
こ
と
が
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出
来
、
又
実
際
に
征
服
し
て
い
る
。
こ
れ
が
実
例
は
間
も
な
く
示
す
で
あ
ろ
う
。
勿も

ち
ろ
ん論

、
金
融
資
本
は
、
被
征
服

国
家
及
び
国
民
の
政
治
的
独
立
の
失
墜
か
ら
来
る
隷
属
化
に
よ
っ
て
、
多
く
の
「
便
宜
」
と
、
大
い
な
る
利
益
と

を
得
る
。
こ
の
点
に
於
て
半
植
民
地
の
特
長
は
、「
中
間
物
」
た
る
こ
と
で
あ
る
。
爾じ

よ余
の
世
界
が
既
に
分
割
し

尽
さ
れ
た
金
融
資
本
の
時
代
に
於
て
、
半
植
民
国
争
奪
戦
は
特
に
熾し

れ
つ烈

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

植
民
政
策
と
帝
国
主
義
と
は
、資
本
主
義
の
新
階
段
以
前
に
於
て
も
、否
、資
本
主
義
そ
の
も
の
よ
り
も
以
前
に
、

存
在
し
て
い
た
。
奴
隷
に
基
礎
を
お
い
て
い
た
ロ
ー
マ
は
、
植
民
政
策
を
行
い
、
帝
国
主
義
を
実
現
し
た
。
し
か

し
社
会
的
、
経
済
的
構
成
の
基
礎
的
差
異
を
忘
却
し
た
と
こ
ろ
の
、
帝
国
主
義
に
関
す
る
一
切
の
「
一
般
的
な
」

観
察
は
、「
大
い
な
る
ロ
ー
マ
と
大
い
な
る
イ
ギ
リ
ス
」（
注
七
七
）
と
い
う
が
如
き
、
空
虚
な
凡
庸
に
堕
す
る
か
、

大
き
な
虚き

ょ
ぎ偽

に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
以
前
の
資
本
主
義
の
諸
階
段
の
資
本
主
義
的
植
民
政
策
さ
え
、
金
融
資
本

の
植
民
政
策
と
は
、
本
質
的
に
異
な
れ
る
も
の
で
あ
る
。

最
新
の
資
本
主
義
の
基
礎
的
特
徴
は
、
大
企
業
家
の
独
占
団
体
の
支
配
で
あ
る
。
か
か
る
独
占
は
凡す

べ

て
の
原
料

産
地
が
一
人
の
手
に
帰
し
た
場
合
に
、最
も
確
固
た
る
も
の
と
な
る
。
さ
れ
ば
国
際
資
本
団
体
は
夢
中
に
な
っ
て
、

敵
手
か
ら
一
切
の
競
争
能
力
を
奪
わ
ん
と
腐
心
し
、
鉄
鉱
又
は
油
田
等
を
買
収
せ
ん
と
努
力
し
て
い
る
。
而し

か

し
て

敵
手
と
の
闘
争
に
於
け
る
一
切
の
偶
発
事
に
対
し
て
、
独
占
団
体
の
成
功
を
保
証
す
る
も
の
は
独
り
植
民
地
あ
る

の
み
で
あ
る
―
―
敵
手
が
国
営
の
法
律
を
楯
に
し
て
戦
わ
ん
と
の
額
望
を
起
す
よ
う
な
偶
発
事
に
対
し
て
も
。
資



114

六　

強
国
間
の
世
界
分
割

本
主
義
が
発
展
し
、
原
料
の
欠
乏
が
痛
感
さ
れ
、
全
世
界
の
原
料
産
地
争
奪
戦
が
激
烈
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
植

民
地
奪
取
の
闘
争
は
愈い

よ
い
よ々

絶
望
的
と
な
っ
て
行
く
。

「
都
市
工
業
民
の
増
加
は
、
当
分
の
間
は
、
食
料
品
の
欠
乏
よ
り
も
寧
ろ
、
加
工
す
可べ

き
工
業
原
料
の
不
足
に

よ
っ
て
遥
か
に
よ
く
、
防
止
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
、
一
見
矛
盾
し
た
主
張
さ
え
も
敢あ

え

て
す
る
こ
と
が
出
来

る
。」（
注
七
八
）
木
材
は
欠
乏
し
、
騰と

う
き貴

す
る
一
方
で
あ
り
、
獣
皮
及
び
繊
維
工
業
の
原
料
も
そ
う
で
あ
る
。「
全

世
界
経
済
の
内
部
に
於
い
て
農
業
と
工
業
の
間
に
均
衡
を
保
た
せ
よ
う
と
す
る
工
業
団
体
の
努
力
を
示
す
実
例
と

し
て
、
一
九
〇
四
年
に
創
立
さ
れ
た
重
要
工
業
国
に
お
け
る
木
綿
製
造
業
者
同
盟
の
国
際
的
団
結
、
及
び
、
そ
の

例
に
な
ら
っ
て
一
九
一
〇
年
に
組
織
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
亜
麻
製
造
業
者
同
盟
の
団
結
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。」（
注
七
九
）

勿
論
ブ
ル
ジ
ョ
ア
改
良
政
治
家
等
【「
中
で
も
特
に
カ
ウ
ツ
キ
ー
主
義
者
」】
は
、「
高
価
」
で
且
つ
「
危
険
な
」
植
民

政
策
に
依
ら
な
く
と
も
、
原
料
は
自
由
市
場
で
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
主
張
し
、
亦ま

た

一
般
に
農
業
を
改
善

さ
え
す
れ
ば
原
料
の
供
給
を
大
い
に
高
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
主
張
し
て
、
如じ

ょ
じ
ょ
う上

の
事
実
の
意
義
を
弱
め
よ
う
と

努
め
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
右
の
如
き
主
張
は
、
結
局
帝
国
主
義
の
讃
美
と
粉
飾
に
堕
し
て
仕し

舞ま

う
。
何
と
な
れ

ば
、そ
れ
は
近
代
資
本
主
義
の
重
大
な
特
質
た
る
独
占
を
無
視
し
た
主
張
だ
か
ら
で
あ
る
。自
由
市
場
は
常
に
益
々

過
去
の
も
の
と
な
っ
て
行
き
、
独
占
的
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
や
ト
ラ
ス
ト
は
、
刻
々
に
自
由
市
場
を
狭
め
て
い
る
。
且
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つ
農
業
の
「
単
な
る
」
改
良
は
、
大
衆
の
地
位
の
改
善
、
賃
銀
の
高
上
、
し
た
が
っ
て
制
約
の
低
下
に
帰
着
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
植
民
地
を
奪
収
す
る
代
り
に
、
大
衆
の
地
位
の
向
上
の
た
め
に
苦
慮
す
る
ト
ラ
ス
ト
が
、
改
良
主
義

者
の
空
想
以
外
に
、
何
処
に
存
在
す
る
か
？

金
融
資
本
に
と
っ
て
は
、
既
に
発
見
さ
れ
た
原
料
産
地
が
重
要
で
あ
る
ば
か
り
で
無
く
、
ま
だ
開
発
さ
れ
な
い

原
料
産
地
も
亦
重
要
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
吾
人
の
時
代
に
お
い
て
は
、技
術
は
驚
く
可べ

き
速
度
を
以も

っ

て
進
歩
し
、

今
日
利
用
さ
れ
な
い
土
地
も
、
新
し
い
方
法
が
発
見
さ
れ
（
大
資
本
家
は
そ
の
た
め
に
技
帥
や
農
夫
等
を
以
て
特

別
の
遠
征
隊
を
組
織
す
る
こ
と
が
出
来
る
）、
ヨ
リ
大
い
な
る
資
本
が
投
ぜ
ら
れ
る
や
否
や
、
明
日
は
利
用
し
得

る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
事
は
、
鉱
山
の
新
発
見
、
彼あ

れ
こ
れ此

の
原
料
の
加
工
及
び
利
用
の
新
方
法

に
つ
い
て
も
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
次
い
で
そ
の
経
済
的
領
土
及
び
一
般
に
領
土
の
拡
張
を
図
る
金
融
資
本
の
活

動
が
、
不
可
避
的
に
そ
れ
に
追
随
す
る
。
ト
ラ
ス
ト
が
、
将
来
に
期
待
さ
る
る
（
現
在
で
は
手
元
に
無
い
）
利
潤

並
び
に
独
占
の
発
展
の
結
果
を
勘
定
に
入
れ
て
、
二
重
三
重
の
評
価
で
そ
の
財
産
を
資
本
化
す
る
と
同
様
に
、
金

融
資
本
は
一
般
に
、
処
、
方
法
、
性
質
の
如い

か
ん何

を
問
わ
ず
、
出
来
得
る
限
り
多
く
の
土
地
を
掻か

き
集
め
ん
と
腐
心

す
る
。
そ
れ
は
た
だ
原
料
産
地
の
獲
取
を
目
当
て
と
す
る
も
の
で
、
未
だ
分
割
さ
れ
な
い
地
表
の
最
小
の
一
断
片

ま
で
も
奪
取
せ
ん
と
し
、
既
に
分
割
さ
れ
た
断
片
は
之
を
新
分
割
せ
ん
と
し
て
、
狂
的
な
闘
争
を
続
け
て
行
く
。

イ
ギ
リ
ス
の
資
本
家
は
、
そ
の
植
民
地
エ
ジ
プ
ト
の
棉め

ん
か花

栽
培
を
奨
励
し
（
一
九
〇
四
年
に
エ
ジ
プ
ト
の
耕
地
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二
百
三
十
万
ヘ
ク
タ
ー
の
中
、
六
十
万
ヘ
ク
タ
ー
即
ち
四
分
の
一
以
上
が
棉
花
栽
培
に
供
さ
れ
た
）、
ロ
シ
ア
も

そ
の
植
民
地
ト
ル
ケ
ス
タ
ン
の
棉
花
栽
培
を
奨
励
し
て
い
る
。
か
く
す
る
の
は
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
最
も
よ
く

外
国
の
競
争
を
打
払
い
、
原
料
産
地
を
独
占
し
、「
聯
合
的
」
の
生
産
と
、
生
産
及
び
加
工
の
全
階
段

0

0

0

を
一
手
に

結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
経
済
的
な
利
得
多
き
繊
維
工
業
ト
ラ
ス
ト
を
組
織
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

資
本
の
輸
出
関
係
者
も
ま
た
、
植
民
地
の
征
服
を
熱
望
す
る
。
何
と
な
れ
ば
、
植
民
地
市
場
に
於
て
は
独
占
の

方
法
に
よ
っ
て
競
争
者
を
斥
け
、
彼あ

れ
こ
れ此

の
物
質
の
供
給
を
確
実
に
し
、
相
応
せ
る
「
聯
絡
」
を
結
ぶ
等
の
こ
と
が
、

容
易
だ
か
ら
で
あ
る
（
屡
々
そ
れ
は
こ
こ
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。）

金
融
資
本
の
基
礎
か
ら
生
ず
る
国
外
経
済
構
成
、
そ
の
政
策
及
び
観
念
は
、
植
民
地
征
服
欲
を
高
め
る
。「
金

融
資
本
は
自
由
を
欲
せ
ず
、
支
配
を
欲
す
る
。」
と
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
云
っ
て
い
る
の
は
正
し
い
。
而
し
て

曩さ
き

に
引
用
し
た
セ
シ
ル
・
ロ
ー
ズ
の
思
想
を
或
意
味
に
お
い
て
補
足
し
拡
充
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
一

の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
著
述
家
は
、
植
民
政
策
に
は
経
済
的
理
由
の
外
に
、
社
会
的
理
由
が
あ
る
と
考
え
た
。「
独
り
労

働
大
衆
の
み
で
な
く
、
中
産
階
級
に
も
加
重
し
て
い
る
生
活
の
複
雑
化
と
困
難
の
結
果
と
し
て
、
す
べ
て
の
古
き

文
明
国
に
不
機
嫌
と
憤
怒
と
憎
悪
と
が
堆
積
し
、
公
安
を
脅
威
し
て
い
る
。
一
定
の
階
級
か
ら
投
げ
出
さ
れ
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
は
、
国
外
に
用
途
を
与
え
、
そ
こ
で
活
動
さ
せ
て
、
以
て
国
内
で
爆
発
せ
ぬ
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。」（
注
八
〇
）
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資
本
主
義
的
帝
国
主
義
の
植
民
政
策
が
問
題
と
な
る
と
同
時
に
、
次
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
金
融

資
本
と
そ
れ
に
相
応
す
る
国
際
政
策
と
は
、
結
局
世
界
の
経
済
的
政
治
的
分
割
の
た
め
の
強
国
間
の
闘
争
を
齎も

た
らす

こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
国
家
的
従
属
の
多
く
の
過
渡
的
形
態

0

0

0

0

0

を
創
り
出
す
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
植
民
地

所
有
国
と
植
民
地
と
の
、
二
個
の
基
本
的
な
国
家
群
が
あ
る
と
云
う
の
が
、
こ
の
時
代
の
特
長
で
あ
る
ば
か
り
で

無
く
、
諸
種
の
形
態
の
従
属
国
家
が
あ
る
と
云
う
の
も
そ
の
特
長
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
従
属
国
家
は
、
形
式
に
於

て
こ
そ
独
立
国
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
金
融
的
外
交
的
従
属
の
網
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
形
態
の

一
た
る
半
植
民
地

0

0

0

0

に
つ
い
て
は
曩さ

き

に
関
説
し
た
。
そ
の
第
二
型
と
見
る
可べ

き
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
あ
る
。

シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
主
義
に
関
す
る
そ
の
著
述
中
に
述
べ
て
曰
く
、「
南

ア
メ
リ
カ
の
南
部
、
特
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
、
金
融
上
全
く
ロ
ン
ド
ン
に
従
属
し
て
い
る
。
さ
れ
ば
同
国
は
殆ほ

と
んど

イ
ギ
リ
ス
の
商
業
植
民
地
と
見
做な

す
可べ

き
で
あ
る
。」（
注
八
一
）

ブ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
駐
剳
墺
匈
国
領
事【
オ
ー
ス
ト
リ
ー
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
領
事
】の
報
告
に
基
づ
い
て
、シ
ル
ダ
ー
は
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
在
る
イ
ギ
リ
ス
の
資
本
は
、一
九
〇
九
年
に
八
十
七
億
五
千
万
法フ

ラ
ンで

あ
っ
た
と
見
積
っ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
金
融
資
本
（
而
し
て
そ
の
親
友
た
る
外
交
官
）
と
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ー
及
び
そ
の
経

済
的
政
治
的
指
導
者
群
と
が
、
い
か
に
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
か
は
、
そ
れ
で
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来

る
。
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政
治
的
独
立
を
保
っ
て
い
る
点
で
、
金
融
的
外
交
従
属
の
多
少
異
な
っ
た
形
態
を
な
す
も
の
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

で
あ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
独
立
の
主
権
国
で
あ
る
。
然
し
事
実
に
於
て
は
、
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
（
一
七
〇
〇
―

一
七
一
四
）
以
来
、
二
百
年
以
上
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
護
国
と
な
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
そ
の
敵
手
た
る
ス
ペ

イ
ン
及
び
フ
ラ
ン
ス
と
の
闘
争
に
お
い
て
、
そ
の
地
位
を
強
固
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
そ
の
植
民

地
を
保
護
し
た
。
そ
の
代
償
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
商
業
上
の
特
権
、
同
国
及
び
植
民
地
へ
の
商
品
輸
出
特
に
資

本
輸
出
に
お
け
る
優
越
条
件
、故
に
同
国
の
港
湾
島と

う
し
ょ嶼

を
使
用
し
、電
線
を
利
用
す
る
等
の
権
能
を
受
取
っ
た
。（
注

八
二
）
個
々
の
大
強
国
と
小
国
家
と
の
間
の
、
か
く
の
如
き
関
係
は
常
に
存
在
し
て
い
る
が
、
し
か
し
資
本
主
義

的
帝
国
主
義
の
時
代
に
於
い
て
は
、
そ
れ
は
普
遍
的
組
織
と
な
り
、
世
界
分
割
の
全
体
に
お
け
る
一
成
分
と
な
り
、

国
際
金
融
資
本
の
運
動
の
一
鏈れ

ん
さ鎖

に
変
化
す
る
。

世
界
の
分
割
に
関
す
る
観
察
の
最
後
に
、
吾
々
は
な
お
次
の
こ
と
を
高
調
し
て
お
き
度た

い
。
米
西
戦
争
後
の
ア

メ
リ
カ
文
献
及
び
ボ
ー
ア
戦
争
後
の
イ
ギ
リ
ス
文
献
が
、
十
九
世
紀
の
終
り
及
び
二
十
世
紀
の
初
頭
に
、
こ
の
問

題
を
全
然
と
決
定
的
にi i

記
載
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
、
常
に
嫉
妬
的
に
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
主
義
を
攻
撃
し

て
い
た
ド
イ
ツ
の
文
献
が
、
組
織
的
に
こ
の
事
実
を
取
り
扱
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア

文
献
に
於
て
も
、
お
よ
そ
一
般
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
立
場
か
ら
考
え
得
ら
る
る
限
り
、
決
定
的
に
広
汎
に
、
こ
の
問

i　
「
全
然
と
決
定
的
に
」
英
訳
で
は
、"quite openly and definitely"

「
ま
っ
た
く
公
然
と
、
そ
し
て
き
っ
ぱ
り
」
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題
が
対
究
さ
れ
た
。
吾
々
は
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
ド
リ
オ
ー
を
指
摘
す
る
。
彼
は
そ
の
著
『
政
治
及
社
会
問
題
』

の
「
強
国
と
世
界
分
割
」
の
章
に
於
て
、
次
の
如
く
述
べ
た
。「
こ
の
数
年
間
に
、
支
那
【
中
国
】
を
除
く
世
界
の

凡す
べ

て
の
自
由
な
地
域
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
及
び
北
ア
メ
リ
カ
の
強
国
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
。
こ
の
地
域
に
於
て
既

に
、
諸
の
闘
争
と
勢
力
争
い
が
起
っ
て
居
り
、
そ
れ
は
近
き
将
来
に
於
て
更
に
一
層
恐
る
可べ

き
爆
発
の
起
る
前
兆

で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
今
日
ま
で
何
物
を
も
得
な
か
っ
た
国
家
に
、
今
後
も
そ
の
分
前
を
得
せ
し
め
ず
、

来
る
可べ

き
世
紀（
二
十
）の
最
重
大
な
要
素
の
一
た
る
可べ

き
地
球
の
大
規
模
な
搾
取
に
、参
加
せ
し
め
ざ
る
危
険
を
、

促
進
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
及
び
ア
メ
リ
カ
が
近
年
、
植
民
地
拡
張
熱
即す

な
わち

十
九
世
紀
の
終
末
の
最
も

注
目
す
可べ

き
特
徴
た
る
帝
国
主
義
の
虜
に
な
っ
て
い
る
の
は
、こ
の
た
め
で
あ
る
。」ま
た
著
書
は
附
言
し
て
曰
く
、

「
こ
の
世
界
の
分
割
と
、
地
球
の
宝
庫
及
び
大
市
場
に
た
い
す
る
狂
暴
な
欲
求
と
の
た
め
に
、
十
九
世
紀
に
樹
て

ら
れ
た
諸
国
家
の
勢
力
均
衡
は
破
れ
、
曩さ

き

に
そ
れ
を
樹
立
し
た
国
家
の
地
位
と
は
全
く
不
調
和
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
て
支
配
し
、
そ
の
運
命
を
左
右
す
る
強
国
は
、
同
時
に
全
世
界
に
於
て
も
支
配
す
る
も

の
で
は
な
い
。
植
民
地
の
大
と
、
尚な

お
無
数
の
富
を
得
る
予
想
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
強
国
の
相
対
的
勢
力
の
上
に
、

明
ら
か
に
反
動
的
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
か
ら
、
既
に
政
治
的
関
係
そ
の
も
の
を
変
化
し
た
植
民
地
問
題
、
お

望
み
と
あ
ら
ば
即
ち
『
帝
国
主
義
』
は
、
今
後
益
々
政
治
関
係
を
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
。」（
注
八
三
）
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七　
資
本
主
義
の
特
殊
階
段
と
し
て
の
帝
国
主
義

吾
々
は
今
や
、
結
論
を
下
し
、
帝
国
主
義
に
関
す
る
凡す

べ

て
の
こ
れ
ま
で
の
言
葉
を
、
綜
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

帝
国
主
義
は
、
一
般
に
資
本
主
義
の
基
礎
の
発
展
階
段
及
び
継
続
と
し
て
、
発
生
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
資
本
主

義
は
、
一
定
の
極
め
て
高
き
発
展
階
段
、
即
ち
資
本
主
義
の
特
徴
が
正
反
対
の
も
の
に
変
化
し
始
め
た
階
段
、
資

本
主
義
か
ら
社
会
的
科
学
的
秩
序
へ
の
過
渡
時
代
の
完
全
な
進
行
が
発
芽
し
生
長
し
て
来
た
階
段
に
於
て
始
め

て
、
資
本
主
義
的
帝
国
主
義
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
に
於
け
る
経
済
的
基
礎
は
、
資
本
主
義
的
独
占
に

よ
る
資
本
主
義
的
自
由
競
争
の
解
消
で
あ
る
。
自
由
競
争
は
、
資
本
主
義
及
び
商
品
生
産
一
般
の
本
質
的
な
特
徴

で
あ
り
、
独
占
は
自
由
競
争
の
正
反
対
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
自
由
競
争
は
、
吾
々
の
眼
前
に
於
て
、
独
占
の
組

織
に
変
化
し
始
め
、
大
生
産
を
生
み
、
小
企
業
を
駆
逐
し
、
大
企
業
に
代
え
る
に
更
に
ヨ
リ
大
い
な
る
企
業
を
以も

っ

て
し
、
極
め
て
巨
大
な
る
産
業
及
び
資
本
の
集
積
を
齎も

た
らし

、
そ
の
結
果
カ
ル
テ
ル
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
、
ト
ラ
ス
ト

並
び
に
数
十
億
の
資
本
を
有
す
る
極
く
少
数
の
大
銀
行
の
資
本
と
そ
れ
と
の
合
併
の
如
き
、
独
占
を
発
生
せ
し
め

た
。
而し

か

し
て
そ
れ
と
同
時
に
吾
々
は
、
次
の
こ
と
を
見
る
。
自
由
競
争
か
ら
生
れ
た
独
占
は
、
自
由
競
争
を
除
去

す
る
こ
と
な
く
、
自
由
競
争
と
共
に
存
在
し
、
そ
の
結
果
更
に
一
層
粗
暴
に
し
て
峻
烈
な
る
対
峙
と
、
軌あ

つ
れ
き轢

と
、

闘
争
と
を
生
む
こ
と
是こ

れ

で
あ
る
。
こ
の
独
占
組
織
は
、
資
本
主
義
か
ら
ヨ
リ
高
い
経
済
秩
序
へ
の
、
過
渡
を
意
味
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し
て
い
る
。

帝
国
主
義
の
出
来
る
だ
け
簡
単
な
定
義
が
欲
し
い
な
ら
ば
、
帝
国
主
義
は
資
本
主
義
の
独
占
的
階
段
で
あ
る
、

と
定
義
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
定
義
は
最
も
本
質
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば

一
方
に
於
い
て
、
金
融
資
本
は
、
強
固
に
組
織
さ
れ
た
企
業
団
体
の
資
本
と
融
合
せ
る
小
数
独
占
的
大
銀
行
の
銀

行
資
本
で
あ
り
、
他
方
に
於
て
、
世
界
の
分
割
は
、
資
本
主
義
強
国
に
よ
っ
て
未
だ
占
領
さ
れ
な
い
地
域
に
お
い

て
無
制
限
に
行
わ
れ
る
植
民
政
策
か
ら
、
既
に
分
割
さ
れ
尽
し
た
地
表
の
独
占
的
所
有
の
植
民
政
策
へ
の
、
過
渡

を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
余
り
に
簡
単
な
定
義
は
、
最
重
要
な
点
を
表
示
し
て
い
る
か
ら
、
誠
に
便
利
な
も
の
で
あ
る
が
、

定
義
す
可べ

き
現
象
の
本
質
的
の
諸
特
徴
を
、
特
に
そ
こ
か
ら
抽
き
出
そ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
不
十
分
な
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
吾
々
は
、
―
―
一
般
に
定
義
の
伝
統
的
相
対
的
意
義
を
忘
る
る
こ
と
な
く
―
―
帝
国
主
義
の
最

重
要
な
五
つ
の
特
徴
を
含
有
す
る
が
如
き
定
義
を
、
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
五
つ
の
特
徴
と
は
次
の
通
り
で

あ
る
。
一
、
生
産
及
び
資
本
の
集
積
が
非
常
に
高
き
程
度
に
達
し
、
経
済
生
活
を
決
定
す
る
独
占
の
生
じ
た
こ
と
。

二
、
銀
行
資
本
と
産
業
資
本
の
融
合
、
金
融
寡
頭
政
治
―
―
こ
の
「
金
融
資
本
」
を
基
礎
と
し
て
―
―
の
発
生
。

三
、
商
品
輸
出
に
代
っ
て
資
本
輸
出
が
大
い
な
る
意
義
を
持
っ
て
来
た
こ
と
。
四
、
資
本
家
の
国
際
的
団
結
が
生

れ
、
世
界
を
分
割
す
る
こ
と
。
五
、
資
本
主
義
強
国
間
の
世
界
の
領
土
的
分
割
が
終
結
し
た
と
見
得
る
こ
と
。
帝
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国
主
義
は
一
定
発
達
階
段
に
於
け
る
資
本
主
義
で
あ
る
。
そ
の
階
段
に
於
て
は
独
占
と
金
融
資
本
の
支
配
が
確
立

し
、
資
本
輸
出
が
重
要
な
る
意
義
を
得
来
り
、
国
際
ト
ラ
ス
ト
間
の
世
界
分
割
が
始
ま
り
、
世
界
の
大
資
本
家
国

家
間
の
、
地
球
上
の
全
地
表
の
分
割
が
既
に
完
了
し
た
。

単
に
基
礎
的
な
、
純
経
済
的
な
内
容
（
右
の
定
義
は
そ
の
内
容
だ
け
に
局
限
し
た
も
の
で
あ
る
）
を
観
察
す
る

ば
か
り
で
な
く
、
帝
国
主
義
一
般
の
特
定
階
段
の
歴
史
的
役
割
又
は
労
働
運
動
内
部
の
主
潮
に
対
す
る
帝
国
主
義

の
関
係
を
も
考
察
す
る
場
合
に
は
、
帝
国
主
義
に
つ
い
て
又
別
の
定
義
が
下
し
得
る
し
、
又
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
が
、
こ
の
こ
と
は
後
に
説
く
で
あ
ろ
う
。
帝
国
主
義
を
こ
の
意
味
に
解
す
れ
ば
、
そ
れ
は
資
本
主
義
の
特
殊
な

発
展
階
段
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
直
ち
に
明
白
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
読
者
に
帝
国
主
義
に
関
す
る
出
来
る
だ
け
基

礎
的
の
説
明
を
与
え
る
た
め
に
、
近
代
資
本
主
義
経
済
の
一
点
疑
い
な
き
事
実
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ブ
ル

ジ
ョ
ア
経
済
学
者
の
意
見
を
、
吾
々
は
わ
ざ
わ
ざ
出
来
る
だ
け
多
く
引
用
し
た
。
又
同
様
な
目
的
の
た
め
に
、
い

か
な
る
程
度
に
ま
で
銀
行
資
本
が
増
大
し
た
か
、
且
つ
量
か
ら
質
へ
の
移
渡
、
即
ち
高
き
発
展
を
遂
げ
た
資
本
主

義
の
帝
国
主
義
へ
の
移
渡
【
移
行
】
が
、
い
か
な
る
形
で
現
れ
て
い
る
か
を
示
す
詳
細
な
統
計
的
材
料
を
掲
げ
た
。

勿
論
、
自
然
及
び
社
会
に
お
け
る
一
切
の
限
界
は
便
宜
的
、
可
動
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
何
年
に
又
は
ど
の

十
年
間
に
、
帝
国
主
義
が
「
決
定
的
」
に
確
立
し
た
か
と
云
う
問
題
に
就つ

い
て
論
議
す
る
の
は
、
無
意
味
な
こ
と

で
あ
ろ
う
。
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然
し
な
が
ら
、
帝
国
主
義
の
定
義
に
つ
い
て
は
論
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
別わ

け
て
も
、
一
八
八
九
年
か
ら

一
九
一
四
年
ま
で
の
二
十
五
年
間
、
第
二
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
時
代
の
、
第
一
流
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
家
た

り
し
カ
ー
ル
・
カ
ウ
ツ
キ
ー
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
論
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

帝
国
主
義
に
対
す
る
吾
々
の
定
義
の
基
礎
的
見
解
に
対
し
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
既
に
一
九
一
五
年
に
決
定
的
に
反

対
し
た
。否
彼
は
既
に
一
九
一
四
年
十
一
月
に
次
の
意
見
を
発
表
し
て
、吾
々
の
見
解
に
反
対
し
た
。彼
に
よ
る
と
、

帝
国
主
義
は
経
済
の
一
の
「
形
相
」
又
は
階
段
と
解
す
可べ

き
も
の
で
な
く
、
金
融
資
本
に
よ
っ
て
「
選
択
」
さ
れ

た
一
個
の
政
策
又
は
一
定
の
政
策
と
解
す
可べ

き
も
の
で
あ
る
。
帝
国
主
義
は
近
代
資
本
主
義
と
同
一
視
す
可べ

き
で

な
い
。
カ
ル
テ
ル
、
保
護
関
税
、
金
融
資
本
支
配
、
植
民
政
策
の
如
き
近
代
資
本
主
義
の
一
切
の
現
象
を
、
帝
国

主
義
と
解
す
れ
ば
、帝
国
主
義
は
資
本
主
義
に
対
し
て
必
然
な
も
の
で
あ
る
と
の
問
題
は
、「
単
な
る
同
義
語
反
覆
」

に
堕
し
て
仕し

舞ま

う
。
何
と
な
れ
ば
帝
国
主
義
を
そ
う
解
す
れ
ば
、
勿
論
、
そ
れ
は
資
本
主
義
の
生
存
上
の
必
要
物

だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
そ
う
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
帝
国
主
義
に
対
し
て
彼
の
与
え
た
定
義
、
吾
々
の
展
開
し
た

観
念
に
直
接
に
反
対
せ
る
彼
の
定
義
を
引
証
す
れ
ば
、
彼
の
思
想
行
程
が
、
最
も
よ
く
分
る
。（
彼
の
定
義
が
吾
々

の
展
開
し
た
観
念
に
直
接
に
反
対
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
わ
け
は
、
数
年
の
間
、
吾
々
と
同
様
な
観
念
を
表
明

し
て
い
た
ド
イ
ツ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
陣
営
か
ら
の
反
対
論
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
内
部
に
於
け
る
一
定
の
傾

向
か
ら
の
反
対
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
以
前
か
ら
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。）
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カ
ウ
ツ
キ
ー
の
定
義
は
曰
く
、「
帝
国
主
義
は
高
度
に
発
展
し
た
工
業
資
本
主
義
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

そ
こ
に
如
何
な
る
民
族
が
住
ん
で
い
よ
う
と
そ
ん
な
こ
と
に
顧
慮
せ
ず
、
常
に
ヨ
リ
大
な
る
農
業
0

0

（
カ
ウ
ツ
キ
ー

自
身
注
意
の
し
る
し
を
つ
け
て
い
る
）
地
域
を
征
服
し
、
合
併
せ
ん
と
す
る
、
工
業
資
本
主
義
国
民
の
渇
望
か
ら
成

る
。」（
注
八
四
）

こ
の
定
義
は
一
面
的
で
、
即
ち
勝
手
気き

ま
ま儘

で
あ
る
か
ら
、
全
く
正
し
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
彼
は

民
族
問
題
（
そ
れ
は
そ
れ
自
身
で
も
又
帝
国
主
義
と
の
関
係
に
於
て
も
極
め
て
重
要
な
る
も
の
で
あ
る
。）
の
み

を
高
調
し
、
こ
れ
を
勝
手
気
儘
に
且
つ
不
正
に

0

0

0

、
他
の
民
族
を
併
合
す
る
国
家
の
工
業
資
本
と
結
び
付
け
、
同
じ

く
勝
手
気
儘
に
且
つ
不
正
に
、
農
業
地
域
の
併
合
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

帝
国
主
義
は
併
合
の
渇
望
で
あ
る
。
―
―
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
定
義
の
政
治
的

0

0

0

部
分
は
之こ

れ

で
尽つ

き
る
。
そ
れ
は
正
し

い
。
然
し
帝
国
主
義
は
政
治
的
に
は
、
権
力
及
び
反
動
一
般
の
渇
望
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
で
は
極
め
て

不
十
分
で
あ
る
。
然
し
吾
々
は
こ
こ
で
は
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
が
そ
の
定
義
中
に
持
込
ん
で
来
た
問
題
の
経
済
的

0

0

0

方
面

を
取
り
扱
う
。
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
定
義
の
正
し
か
ら
ぬ
こ
と
は
直
ち
に
眼
に
つ
く
。
資
本
主
義
に
と
っ
て
特
質
的
な

の
は
、実
に
工
業
資
本
で
は
な
く
て
、金
融
資
本
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
、金
融
資
本

0

0

0

0

の
特
に
急
激
な
発
展
と
、

工
業
資
本
の
衰
微
と
が
、
十
九
世
紀
の
八
十
年
代
以
来
、
併
合
（
植
民
地
）
主
義
的
政
策
の
激
化
を
喚
起
し
た
の

は
、
少
し
も
偶
然
で
は
無
い
。
帝
国
主
義
に
と
っ
て
は
、
農
業
国
を
奪
取
せ
ん
と
す
る
努
力
が
特
長
的
で
あ
る
ば
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か
り
で
な
く
、
高
い
工
業
国
に
も
そ
の
手
を
伸
さ
ん
と
す
る
努
力
（
ベ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
願
望
、
ロ
ー

ト
リ
ン
ゲ
ン
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
願
望i i

）
が
ま
た
特
長
的
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
第
一
に
、
分
割
を
完
成
す
る

た
め
に
は
、
凡
て
0

0

の
己
れ
の
欲
す
る
地
を
掴つ

か
み
ど
り取

せ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
第
二
に
、
帝
国
主
義
に
と
っ
て
は
、
直
接

に
自
己
の
為た

め
よ
り
は
、
寧む

し

ろ
敵
国
を
薄
弱
な
ら
し
め
、
そ
の
独
立
を
崩
さ
ん
が
た
め
の
、
少
数
大
国
の
土
地
競

争
が
本
質
的
だ
か
ら
で
あ
る
。（
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
ベ
ル
ギ
ー
の
特
に
重
要
な
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
対
抗
す
る
足

場
と
し
て
で
あ
り
、
又
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
に
対
抗
す
る
足
場
と
し
て
バ
グ
ダ
ッ
ト
が
重
要
で
あ

る
等
の
如
き
そ
れ
で
あ
る
。）

カ
ウ
ツ
キ
ー
は
、
彼
の
意
味
に
於
け
る
帝
国
主
義
の
政
治
的
意
義
を
概
説
し
た
と
称
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
言
葉

を
特
に
―
―
屡
々
―
―
引
用
し
て
、
自
説
を
弁
護
し
て
い
る
。
い
ま
吾
々
は
ホ
ブ
ソ
ン
を
引
用
す
る
。
一
九
〇
二

年
に
出
た
彼
の
著
作
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

「
新
し
い
帝
国
主
義
が
以
前
の
帝
国
主
義
と
異
な
る
所ゆ

え
ん以

は
、
第
一
に
、
新
し
い
帝
国
主
義
は
、
至

イ
ン
ペ
リ
ニ
ー
ム

高
権
拡
張

の
欲
求i ii

の
代
り
に
、
い
ず
れ
も
同
様
に
政
治
的
拡
張
と
商
業
的
分
割
の
熱
望
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
諸
競
争
国

家
の
理
論
と
実
際
を
主
眼
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
商
業
的
利
益
に
対
し
て
、
金
融
的
利
益
又
は
資

i　

フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
云
う
と
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
。
鉄
鉱
石
・
石
炭
を
産
し
工
業
地
帯
。
第
二
次
大
戦
後
は
フ
ラ
ン
ス
領
。

ii　

" the am
bition of a single grow

ing em
pire"

「
単
一
に
成
長
す
る
帝
国
と
い
う
野
望
」
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本
の
放
下
の
利
益
が
優
勢
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。」（
注
八
五
）

か
く
て
吾
々
は
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
に
は
イ
ギ
リ
ス
人
一
般
の
名
に
お
い
て
、
自
個
を
擁
護
す
る
権
利
は
絶
対
に
無

い
こ
と
を
知
る
。（
若も

し
く
は
、
彼
は
高
々
、
凡
庸
な
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
者
又
は
帝
国
主
義
の
露
骨
な
讃
美
者

の
言
葉
に
よ
っ
て
自
個
を
弁
護
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
。）
吾
々
は
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
擁
護
す
る
と
号
し
た

カ
ウ
ツ
キ
ー
が
、
事
実
に
於
て
は
、
社
会
自
由
主
義
者

0

0

0

0

0

0

0

ホ
ブ
ソ
ン
に
比
し
て
、
一
歩
退
却
し
て
い
る
事
実
さ
え
見

る
。
即
ち
ホ
ブ
ソ
ン
は
ヨ
リ
正
し
い
判
断
を
以
て
、
一
、
少
数
帝
国
主
義
者
間
の
競
争
、
二
、
商
人
に
対
す
る
金

融
家
の
優
越
と
い
う
、
近
代
帝
国
主
義
の
二
個
の
「
歴
史
的
具
体
的
特
徴
」
を
確
説
し
て
い
る
。
若
し
工
業
国
が

農
業
国
を
併
合
す
る
と
云
う
こ
と
が
主
と
し
て
問
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
商
人
の
支
配
的
役
割
が
強
調
さ
れ
る
わ
け

で
あ
る
。

カ
ウ
ツ
キ
ー
の
定
義
は
正
し
か
ら
ず
、
且
つ
非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス

主
義
の
実プ

ラ
ク
シ
ス際

【
実
践
】
に
全
く
相
反
し
た
理
解
の
全
体
系
を
創
っ
て
い
る
。（
こ
れ
に
就つ

い
て
は
後
に
説
く
）
資
本

主
義
の
最
新
階
段
を
、
帝
国
主
義
と
呼
ぶ
可べ

き
か
、
そ
れ
と
も
金
融
資
本
の
一
階
段
と
呼
ぶ
可べ

き
か
、
カ
ウ
ツ
キ

ー
に
よ
っ
て
点
火
さ
れ
た
こ
の
言
葉
争
い
は
、
極
め
て
不
真
面
目
な
も
の
で
あ
る
。
欲
す
る
ま
ま
に
名
付
け
た
が

よ
い
―
―
ど
っ
ち
に
し
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
肝
心
な
こ
と
は
カ
ウ
ツ
キ
ー
が
、併
合
政
策
を
金
融
資
本
の「
選

択
」【preferred

好
む
】
し
た
政
策
で
あ
る
と
呼
び
、
そ
の
政
策
に
対
立
し
て
、
同
じ
金
融
資
本
の
基
礎
の
上
に
ブ
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ル
ジ
ョ
ア
排
併
合
の
政
策
が
可
能
だ
と
しi i

、も
っ
て
帝
国
主
義
の
政
策
0

0

を
そ
の
経
済
0

0

か
ら
切
離
し
た
こ
と
で
あ
る
。

恰
か
も
経
済
生
活
に
於
け
る
独
占
と
、
政
治
に
於
け
る
非
独
占
的

0

0

0

0

、
非
権
力
的

0

0

0

0

、
反
併
合
的

0

0

0

0

行
動
と
が
、
結
合
し

得
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
又
恰あ

た

か
も
、
金
融
資
本
の
時
代
に
始
め
て
完
成
さ
れ
、
資
本
主
義
強
国
間
の
競
争
の

最
新
形
態
の
特
徴
を
為
す
と
こ
ろ
の
、
世
界
の
領
土
的
分
割
と
、
非
帝
国
主
義
政
策
と
が
、
統
合
し
得
る
も
の
の

よ
う
で
あ
る
。
か
く
し
て
彼
は
、
資
本
主
義
の
最
新
階
段
の
内
部
に
潜
む
根
本
的
矛
盾
を
暴
露
せ
ず
し
て
、
そ
れ

を
隠
蔽
し
、
塗と

ま
つ抹

し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
す
て
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
改
良
主
義
を
執と

っ
た
の
で
あ
る
。

カ
ウ
ツ
キ
ー
は
帝
国
主
義
及
び
併
合
主
義
の
擁
護
者
ク
ノ
ー
と
論
戦
し
て
い
る
。
ク
ノ
ー
の
思
考
過
程
は
馬

鹿
々
々
し
く
且
つ
詭
弁
で
、
帝
国
主
義
は
近
代
資
本
主
義
で
あ
る
、
資
本
主
義
の
発
展
は
不
可
避
的
で
あ
り
進

歩
的
で
あ
る
、
従
っ
て
帝
国
主
義
も
亦ま

た

進
歩
的
で
あ
る
、
故
に
吾
々
は
帝
国
主
義
を
尊
重
し
、
賞
讃
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
！
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
の
思
考
過
程
は
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
（
ロ
シ
ア
「
人
民
派
」）
が
一
八
九
四
―

一
九
〇
五
年
の
ロ
シ
ア
の
マ
ル
ス
ク
主
義
者
を
漫
評
し
て
、
若も

し
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
ロ
シ
ア
の
資
本
主
義
化
を

不
可
避
的
で
あ
り
前
進
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
酒
場
を
開
業
し
て
、
資
本
主
義
を
促
進
す
る
が
よ
か
ろ

う
、
と
云
っ
た
の
を
想
起
さ
せ
る
。
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
ク
ノ
ー
に
応
酬
し
て
曰
く
、
否
、
帝
国
主
義
は
近
代
資
本
主

i　

意
味
の
取
り
難
い
語
が
あ
る
。
英
訳
か
ら
解
す
と
、「
併
合
を
金
融
資
本
の
好
む
政
策
だ
と
語
り
、
且
つ
、
金
融
資
本
の
こ
れ
と

全
く
同
じ
基
礎
上
で
可
能
な—

—

と
彼
の
主
張
す
る—

—

ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
別
政
策
を
そ
れ
（
併
合
）
に
対
置
し
、
以
て
…
…
。」
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義
で
は
な
く
、
近
代
資
本
主
義
の
政
策
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
。
さ
れ
ば
吾
々
は
、
此こ

の

政
策
と
戦
わ
ね
ば
な
ら
ず
、

帝
国
主
義
、
併
合
主
義
等
と
抗
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
。

此こ
の

論
駁
は
一
見
極
め
て
立
派
な
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
に
於
て
は
、
そ
れ
は
帝
国
主
義
の
美
し
い
婉え

ん
き
ょ
く曲

な
（
そ

れ
故
に
危
険
な
）
宣
伝
に
外
な
ら
ず
、
帝
国
主
義
と
の
妥
協
の
宣
伝
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
ト
ラ
ス
ト
及
び
銀

行
の
経
済
的
基
礎
に
触
れ
な
い
で
、
ト
ラ
ス
ト
及
び
銀
行
の
政
策
に
「
抗
争
」
す
る
こ
と
は
、
結
局
、
無
邪
気
な

願
望
を
も
つ
改
良
主
義
及
び
平
和
主
義
に
帰
着
す
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
存
在
す
る
矛
盾
の
無
視
、
全
構
造
の

暴
露
の
代
り
に
最
も
重
大
な
矛
盾
の
忘
却
―
―
そ
れ
が
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
理
論
で
あ
る
。【
英
訳
で
は
そ
の
「
理
論
」
に

接
続
し
て
、w

hich has nothing in com
m

on w
ith M

arxism
. N

aturally, such a “theory” can only serve the purpose of advocating 

unity w
ith the C

unow
s!

「
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
無
縁
で
あ
る
。
そ
の
理
論
は
ク
ノ
ー
派
と
の
統
一
の
擁
護
に
役
立
つ
だ
け
で
あ
る
。」】

カ
ウ
ツ
キ
ー
は
考
え
る
。
純
粋
の
経
済
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
資
本
主
義
が
更
に
一
つ
の
新
た
な
形
相
、
即
ち

カ
ル
テ
ル
政
策
が
対
外
政
策
に
移
譲
さ
る
る
形
相
、
超
帝
国
主
義
の
形
相
【the phase of ultra-im

perialism
, i.e., of a 

superim
perialism

】
を
展
開
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。【（
注
＊
5
）】
即す

な
わち

、
新
た
な
超

帝
国
主
義
政
策
が
、
今
日
の
帝
国
主
義
政
策
を
駆
逐
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
り
や
否
や
を
、
考
究
し
て
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
超
帝
国
主
義
政
策
に
於
て
は
各
国
の
金
融
資
本
間
の
闘
争
の
代
り
に
、
国
際
的
に
団
結
せ
る
金
融

資
本
の
共
同
的
世
界
搾さ

く
し
ゅ取

が
生
ず
る
。（
注
八
六
）
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そ
れ
が
い
か
な
る
程
度
に
ま
で
不
可
避
的
に
決
定
的
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
絶
縁
し
て
い
る
か
を
証
明
す
る
た

め
に
、吾
々
は
こ
の
「
超
帝
国
主
義
の
理
論
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
素
描
の
構
造
に
順
じ
て
、

吾
々
は
先
ず
こ
の
問
題
に
関
す
る
十
分
な
る
経
済
的
材
料
を
調
べ
度た

い
と
思
う
。純
粋
の
経
済
的
立
場
か
ら
見
て
、

「
超
帝
国
主
義
」
は
可
能
で
あ
る
か
？
【
続
け
て" or is it ultra-nonsense?"

「
そ
れ
と
も
超
ナ
ン
セ
ン
ス
な
の
か
」
と
あ
る
】

純
粋
の
経
済
的
立
場
と
い
う
こ
と
を
「
純
粋
の
」
抽
象
と
解
す
れ
ば
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
切
は
、
発

展
は
独
占
の
方
向
へ
、
更
に
世
界
独
占
、
世
界
ト
ラ
ス
ト
の
方
向
へ
動
い
て
行
く
と
い
う
論
旨
に
帰
着
す
る
。
そ

れ
は
疑
い
も
な
く
正
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
云
う
必
要
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
若も

し
二
十
世
紀
の
初
頭
に

現
れ
た
一
つ
の
歴
史
的
具
体
的
時
期
と
し
て
の
金
融
資
本
の
時
代
の
、
純
粋
の
経
済
的
条
件
を
問
題
と
す
る
の
で

あ
れ
ば
、「
超
帝
国
主
義
」
の
死
せ
る
抽
象
に
た
い
し
て
近
代
経
済
の
具
体
的
経
済
的
現
実
を
対
置
し
て
始
め
て
、

最
善
の
答
え
が
得
ら
れ
る
。
超
帝
国
主
義
に
関
す
る
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
所
説
は
、
帝
国
主
義
の
擁
護
者
の
水
車
に
水

を
灑そ

そ

ぐ
全
然
誤
れ
る
思
想
を
鼓こ

す
い吹

す
る
も
の
で
あ
り
、
金
融
資
本
の
支
配
に
対
す
る
そ
の
理
解
は
、
実
際
そ
れ
が

世
界
経
済
の
内
部
に
於
て
不
均
衡
と
矛
盾
を
増
大
し
て
い
る
時
に
、
そ
れ
を
低
く
見
積
る
も
の
で
あ
るi i

。
リ
ヒ
ア

ル
ト
・
カ
ル
ヴ
ア
ー
は
そ
の
著
『
世
界
経
済
へ
の
推
移
』
に
於
て
（
注
八
七
）、
十
九
世
紀
と
二
十
世
紀
の
境
目
の

世
界
経
済
内
部
の
相
互
関
係
を
具
体
的
に
吾
々
に
示
し
て
く
れ
る
、
最
重
要
な
経
済
的
材
料
を
蒐
集
し
た
。
彼
は

i　

こ
の
段
落
の
こ
こ
ま
で
の
文
は
、
英
訳
本
で
は
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
且
つ
そ
れ
ら
を
要
約
し
た
よ
う
な
訳
で
あ
る
。
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【表 18】
世界の経
済的主要
地域

単位

地域 人口 【輸送】 【貿易】 【産業】

鉄道 商船 輸出入 石炭年
産出量

原鉄産
出量

紡績の
紡錘数

百万平方
km

百万 千km 百万噸 十億マ
ルク 百万噸 百万噸 百万個

1)　
C. Europe

27.6
(23.6)

388
(146)

204 8.0 41 251 15.00 26

2)
Britain

28.9
(28.6)

398
(355)

140 11.0 25 249 9.00  51

3)
Russsia

22.6 131 63 1.0 3 16 3.00 7

4)
E. Asia

12.4 389 8 0.9 2 8 0.02 2

5)
America

30.3 148 379 6.0 14 245 14.00 19

１）中央ヨーロッパ【地域】

２）イギリス【地域】

３）ロシア【地域】

４）東アジア【地域】

５）アメリカ【地域】

（括弧内は植民地の地域面積と人口
【底本は１）中央ヨーロッパの植民地面積を (33.6) としている。同
じく２）イギリスも (28.4) と、ここは英訳版に従う。また面積で３）
〜５）は英訳版には小数点以下がないが底本通り。】）
【底本では、地域の面積単位を百平方キロ米としているが、百万平方
kmの間違いであろう。なお英訳本は Million sq.miles。輸出入額の単
位を百万マルクとしているが、thousand million マルク】
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全
世
界
を
次
の
五
つ
の
「
経
済
的
主
要
地
域
」
に
分
割
し
て
い
る
。（
一
）
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
ロ
シ
ア
及
び
イ
ギ

リ
ス
を
除
い
た
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）（
二
）
イ
ギ
リ
ス
（
三
）
ロ
シ
ア
（
四
）
東
方
ア
ジ
ア
（
五
）
ア
メ
リ
カ
。
こ
こ

で
は
植
民
地
は
そ
の
属
す
る
国
家
に
含
め
、
ペ
ル
シ
ャ
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ア
ラ
ビ
ヤ
、
モ
ロ
ッ
コ
、
ア
ビ
シ

ニ
ヤ
等
の
若
干
国
家
は
顧
み
ぬ
こ
と
と
し
て
あ
る
。

こ
の
地
域
に
対
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ー
の
挙
げ
た
数
字
を
簡
約
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
表
18
】

吾
々
は
そ
こ
に
、
高
度
に
発
展
し
た
資
本
主
義
（
交
通
機
関
並
び
に
商
業
及
び
工
業
の
大
い
に
発
展
せ
る
）
を

有
つ
三
つ
の
地
域
即
ち
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
を
見
る
。
而
し
て
そ
の
中
に
ド
イ
ツ
、

イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
の
三
大
世
界
支
配
国
が
あ
る
。
彼
等
の
間
の
競
争
は
ド
イ
ツ
が
取
る
に
足
ら
ぬ
ほ
ど
の
地

域
と
僅わ

ず

か
な
植
民
地
し
か
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
情
か
ら
、
特
に
激
烈
な
も
の
と
な
る
。「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」

は
未
来
の
問
題
で
、
恐
る
可べ

き
闘
争
の
巷ち

ま
たと

な
る
で
あ
ろ
う
。
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
特
徴
は
こ
こ
暫し

ば
らく

は
―
―
政
治

的
分
裂
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
地
域
で
は
、
政
治
的
集
中
が
大
で
あ
る
。
然
し
、
イ
ギ

リ
ス
の
地
域
の
広
大
な
る
植
民
地
と
、
ア
メ
リ
カ
の
地
域
の
僅
か
な
植
民
地
と
の
間
に
、
大
い
な
る
不
均
衡
が
存

し
て
い
る
。
し
か
し
植
民
地
に
於
て
は
資
本
主
義
は
発
生
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、南
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
闘
争
は
、

刻
々
に
激
化
し
て
行
く
。
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資
本
主
義
発
展
の
遅
れ
た
る
二
個
の
地
域
は
、
ロ
シ
ア
と
東
ア
ジ
ア
の
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
で
は
人
口
の
密
度

の
稀
薄
が
問
題
で
あ
り
、
後
者
で
は
稠
密
な
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
前
者
で
は
政
治
的
集
中
が
大
で
あ
り
、
後

者
で
は
そ
れ
が
全
然
欠
け
て
い
る
。
支
那
【
中
国
】
は
正
に
分
割
さ
れ
ん
と
し
て
居
り
、
支
那
【
中
国
】
に
対
す
る

日
本
、
ア
メ
リ
カ
そ
の
他
の
国
家
間
の
闘
争
は
益
々
激
烈
と
な
っ
て
行
く
で
あ
ろ
う
。

経
済
的
政
治
的
条
件
の
驚
く
可べ

き
雑
多
性
、
諸

も
ろ
も
ろの

国
家
の
発
展
の
間
に
あ
る
不
均
衡
、
帝
国
主
義
的
国
家
間
の

狂
暴
な
る
闘
争
、こ
の
実
相
に
た
い
し
て
、「
平
和
的
」超
帝
国
主
義
に
関
す
る
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
観
念i i

を
対
置
せ
よ
！

カ
ウ
ツ
キ
ー
は
国
際
カ
ル
テ
ル
を
以も

っ

て
、
超
帝
国
主
義
の
萌
芽
と
認
め
て
い
る
が
、
―
―
そ
れ
は
吾
々
に
と
っ
て

は
、
世
界
の
分
割
及
び
新
分
割
の
一
の
実
例
、
平
和
的
分
割
か
ら
非
平
和
的
分
割
へ
の
推
移
の
一
つ
の
実
例
で
は

な
い
か
？
ア
メ
リ
カ
の
金
融
資
本
と
他
の
国
の
金
融
資
本
、
即
ち
ド
イ
ツ
の
参
加
せ
る
金
融
資
本
、
例
え
ば
国

際
鉄
条
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
又
は
国
際
商
船
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
は
、
全
世
界
を
平
和
的
に
分
割
し
た
。
―
―
然
ら
ば
今
や

そ
れ
は
、
全
く
非
平
和
的
な
方
法
で
変
化
す
可べ

き
新
た
な
勢
力
関
係
の
基
礎
の
上
に
、
世
界
を
新
た
に
分
割
し
な

い
で
あ
ろ
う
か
？

金
融
資
本
及
び
ト
ラ
ス
ト
は
、
世
界
経
済
の
諸
の
部
分
の
発
展
上
の
差
異
を
減
ず
る
こ
と
な
く
、
反か

え

っ
て
そ
れ

を
激
化
す
る
。
勢
力
関
係
に
変
化
が
生
じ
た
場
合
―
―
資
本
主
義

0

0

0

0

の
下
に
あ
っ
て
は
、
暴
力
に
よ
ら
ず
し
て
何
に

i　

"w
ith K

autsky’s silly little fable about “peaceful” ultra-im
perialism

"
「
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
ば
か
げ
た
お
と
ぎ
話
」
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よ
っ
て
、
そ
の
矛
盾
が
解
決
さ
れ
る
か
？
世
界
経
済
に
於
け
る
資
本
主
義
と
金
融
資
本
の
発
展
速
度
に
関
す
る

十
分
な
る
資
料
は
、
鉄
道
統
計
に
是
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。（
注
八
八
）
最
近
十
ヶ
年
間
の
帝
国
主
義
的
発
展
中

に
鉄
道
の
延
長
は
次
の
如
く
変
化
し
た
。

【
表
19
】

【表 19】鉄道延長（単位千キロメートル）
18 9 0 1 9 1 3 増加

ヨーロッパ 224 346 122

アメリカ 268 411 143

全植民地
及びアジア・
アメリカ諸国

82
｝125

210
｝347

128
｝222

43 137 94

合計 617 1104 487

【注：植民地のアメリカは諸独立・半独立国。
底本では年を 1980 とミス】

【表 20】
1 8 9 0 1 9 1 3 増加

アメリカ 268 413 145

イギリス 107 208 101

ロシア 32 78 46

ドイツ 43 68 25

フランス 41 63 22

合計 491 830 339

単位は千キロメートル

【底本ではイギリスの増加を 201 と。】

【アメリカの 1913・増加の数値が表 19 と表 20 で
異なるのは底本のママ。英訳本も同じく。】
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階
段
と
し
て
の
帝
国
主
義

ア
ジ
ア
、
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
及
び
独
立
国
（
及
び
半
独
立
国
）
の
鉄
道
網
の
拡
大
は
、
か
く
の
如
く
急
激
に

進
行
し
て
い
る
。
誰
も
知
る
如ご

と

く
、
そ
こ
で
は
四
―
五
個
の
大
資
本
主
義
国
家
の
金
融
資
本
が
、
無
制
限
に
支
配

し
て
い
る
。
ア
ジ
ア
、
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
及
び
独
立
国
に
於
け
る
二
十
万
キ
ロ
米
の
新
鉄
道
は
―
―
特
殊
な
利

益
の
保
証
、
鋼
鉄
工
場
の
有
利
な
契
約
等
に
よ
る
四
百
億
馬マ

ル
ク克

以
上
の
、
特
に
有
利
な
資
本
投
下
を
意
味
し
て
い

る
。植

民
地
及
び
海
外
諸
国
に
於
て
、
資
本
主
義
は
極
め
て
急
速
に
発
展
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
国
家
の
中
か
ら
、

新
た
な
帝
国
主
義
的
強
国
（
日
本
の
如
き
）
が
発
生
す
る
。
世
界
帝
国
主
義
の
闘
争
は
益
々
激
化
す
る
。
特
に
有

利
な
る
植
民
地
及
び
企
業
は
、金
融
資
本
に
対
し
て
益
々
多
く
の
貢
物
を
与
え
る
。「
分ぶ

ん
ど
り捕

品
」の
分
割
に
当
っ
て
、

最
も
大
い
な
る
分
前
は
、
生
産
力
の
発
達
に
於
て
必
ず
し
も
第
一
位
を
占
め
な
い
国
家
の
手
に
帰
す
る
。
植
民
地

を
も
含
め
て
、
強
国
に
お
け
る
鉄
道
延
長
（
単
位
千
キ
ロ
米

メ
ー
ト
ル）

は
左
の
通
り
【
前
頁
、
表
20
】
で
あ
る
。

全
鉄
道
延
長
の
約
八
〇
％
は
、
五
大
国
の
手
に
集
積
さ
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
鉄
道
に
於
け
る
財0

産0

の
集
積
、
金
融
資
本
の
集
積
は
、
更
に
著
し
く
大
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
及
び

そ
の
他
の
鉄
道
の
株
及
び
債
権
の
大
部
分
は
、
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
大
富
豪
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
は
植
民
地
の
お
陰
で
、「
そ
の
」
鉄
道
網
を
十
万
キ
ロ
米

メ
ー
ト
ルに

拡
大
し
、
ド
イ
ツ
の
四
倍
と
な
し
た
。

然
し
な
が
ら
周
知
の
如
く
此こ

の

期
間
に
於
て
、
ド
イ
ツ
の
鉱
山
業
及
び
鉄
工
業
は
フ
ラ
ン
ス
及
び
ロ
シ
ア
の
そ
れ
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は
云
わ
ず
も
あ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
よ
り
も
著
し
き
速
度
を
以
て
発
展
し
た
。
一
八
九
二
年
ド
イ
ツ
の
鋳
鉄
産

出
高
は
四
百
二
十
万
噸ト

ン

、
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
は
六
百
八
十
万
噸ト

ン

で
あ
っ
た
が
、
既
に
一
九
一
二
年
に
は
、
ド
イ

ツ
千
七
百
六
十
万
噸ト

ン

、
イ
ギ
リ
ス
九
百
万
噸ト

ン

と
な
っ
た
。
か
く
の
如
く
―
―
力
強
い
ド
イ
ツ
の
躍
進
！
（
注
八
九
）

そ
こ
で
次
の
如
き
疑
問
が
生
ず
る
。
一
方
に
お
い
て
生
産
力
の
発
達
と
資
本
集
積
と
の
間
の
不
均
衡
、
他
方
に
お

い
て
植
民
地
の
分
割
と
金
融
資
本
の
「
勢
力
圏
」
と
の
間
の
不
均
衡
、
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
、
資
本
主
義
の

基
礎
に
お
い
て
は
、
戦
争
以
外
に
い
か
な
る
方
法
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
？
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八　
資
本
主
義
の
寄
生
状
態
と
停
滞

吾
々
は
今
や
、
帝
国
主
義
に
関
す
る
最
近
の
観
察
に
お
い
て
十
分
に
評
価
さ
れ
て
い
な
い
、
一
つ
の
極
め
て
重

大
な
方
面
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
非
マ
ル
ク
ス
主
義
者

ホ
ブ
ソ
ン
に
比
し
て
一
歩
退
却
し
て
い
る
の
は
、
彼
に
こ
の
欠
陥
あ
る
が
故
で
あ
る
。
吾
々
は
、
帝
国
主
義
に
特

有
な
る
寄
生
状
態
に
つ
い
て
、
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

吾
々
が
既
に
観
察
し
た
通
り
、
帝
国
主
義
は
経
済
的
に
深
く
独
占
に
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
の
独
占
は
資
本
主
義

的
独
占
で
あ
る
。
即
ち
、
資
本
主
義
か
ら
生
れ
出
で
、
資
本
主
義
、
商
品
生
産
及
び
自
由
競
争
の
環
境
に
お
い
て
、

常
に
そ
の
環
境
そ
の
も
の
と
解
け
ざ
る
対
立
を
な
し
て
い
る
独
占
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
独
占
も
、
凡す

べ

て
の

他
の
も
の
と
同
様
に
、
不
景
気
と
停
滞
の
傾
向
を
生
み
出
す
。
一
時
的
に
せ
よ
独
占
価
格
が
設
定
せ
ら
れ
、
技
術

的
進
歩
及
び
同
時
に
他
の
進
歩
の
原
因
が
拘
束
さ
る
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
技
術
的
進
歩
を
抑
止
す
る
経
済
的

0

0

0

可
能
性

が
直
ち
に
発
生
す
る
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
、
オ
ー
ウ
エ
ン
ス
な
る
者
が
製
壜び

ん

業
に
革
命
を
齎も

た
らす

如
き
製
壜
機
械

を
発
明
し
た
。
す
る
と
ド
イ
ツ
の
製
壜
業
カ
ル
テ
ル
は
オ
ー
ウ
エ
ン
ス
の
特
許
権
を
買
収
し
て
、
納し

ま

い
込
ん
で
し

ま
っ
て
そ
の
利
用
を
拒
害
す
る
。i i

生
産
費
を
低
下
し
、
利
潤
を
高
め
る
可
能
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
改
革
の

i　

次
に
一
文
が
省
か
れ
て
い
る
。【
補
注
１
】
参
照
。
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有
利
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
独
占
に
固
有
な
る
停
滞
の
傾
向
は
、
改
革
を
拒
害
し
、
一
定
時
期
の
間
個
々
の

産
業
部
門
及
び
個
々
の
国
家
に
お
い
て
事
態
を
支
配
す
る
。

特
に
豊ほ

う
じ
ょ
う饒

で
、
有
力
な
又
は
便
宜
な
位
置
に
あ
る
植
民
地
の
地
域
独
占
は
、
右
と
同
様
な
方
向
に
作
用
す
る
。

そ
の
上
、
帝
国
主
義
は
、
若
干
の
国
家
に
於
け
る
貨
幣
資
本
の
驚
く
可べ

き
堆
積
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
既
に
証
明

せ
る
如
く
、
千
億
か
ら
千
五
百
億
法フ

ラ
ンの

有
価
証
券
高
に
達
す
る
。
そ
こ
か
ら
必
然
に
不
可
避
的
に
生
れ
て
来
る
も

の
は
、
一
定
の
階
級
更
に
正
し
く
云
え
ば
、
遊
食
【rentier

金
利
生
活
者
】
の
社
会
層
の
発
達
で
あ
る
。
即
ち
利
札

切
り
で
生
活
す
る
人
々
、
企
業
に
は
少
し
も
仲
間
入
り
を
せ
ぬ
人
々
、
無
為
を
職
と
す
る
人
々
の
層
で
あ
る
。
帝

国
主
義
の
本
質
的
な
経
済
的
基
礎
の
一
た
る
資
本
輸
出
は
、
生
産
か
ら
切
離
さ
れ
た
遊
食
階
級
の
生
活
を
ま
す
ま

す
高
め
、
海
外
の
少
し
ば
か
り
の
土
地
と
植
民
地
の
搾さ

く
し
ゅ取

で
生
活
し
て
い
る
凡す

べ

て
の
国
家
に
、
寄
生
国
家
の
烙ら

く
い
ん印

を
押
す
。
ホ
ブ
ソ
ン
は
曰
く
「
一
八
七
三
年
イ
ギ
リ
ス
の
在
外
資
本
は
、
全
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
財
産
の
一
五
％
に

達
し
た
」
と
。（
注
九
〇
）
そ
れ
に
つ
い
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
一
九
一
五
年
こ
の
資
本
が
約
二
倍
半
に
増
加
し
た

こ
と
で
あ
る
。
ホ
ブ
ソ
ン
は
更
に
云
う
。「
侵
略
的
帝
国
主
義
は
納
税
者
に
は
重
き
負
担
と
な
り
、
工
業
家
及
び

商
人
に
は
大
し
た
価
値
も
な
い
が
…
…
そ
の
資
本
の
放ほ

う
か下

を
欲
す
る
資
本
家
に
と
っ
て
は
、
大
い
な
る
利
潤
の
源

泉
を
形
成
す
る
。（
投
資
者
、
遊
食
者
に
と
っ
て
は
）」
と
。
…
…
ギ
フ
エ
ン
【Sir R

.G
iffen

】
の
統
計
に
よ
れ
ば
、

イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
外
国
貿
易
及
び
植
民
地
貿
易
の
年
取
引
総
額
を
八
億
磅ポ

ン
ドと

し
、
二
・
五
％
の
利
潤
が
あ
る
も
の
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と
計
算
す
れ
ば
、
一
八
九
九
年
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
そ
れ
か
ら
生
じ
た
全
利
益
は
千
八
百
万
磅ポ

ン
ド（

約
三
億
六
千
万

馬マ
ル
ク克

）i i

に
達
す
る
。
こ
の
額
は
莫
大
だ
が
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
侵
略
的
帝
国
主
義
を
闡せ

ん
め
い明

す
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
寧む

し

ろ
、
遊
食
層
が
そ
の
投
下
資
本
の
利
得
と
し
て
九
千
万
磅ポ

ン
ド

乃
至
一
億
万マ

マ

磅ポ
ン
ドを

懐
に
入

れ
る
と
云
う
事
実
の
う
ち
に
、
よ
く
そ
れ
が
闡
明
さ
れ
て
い
る
。

か
く
の
如
く
遊
食
者
の
利
益
は
、
世
界
中
で
最
も
商
業
に
通
じ
た
国
家
に
於
て
、
外
国
貿
易
の
利
益
の
五
倍
で

あ
る
。
帝
国
主
議
的
寄
生
状
態
の
中
核
は
こ
こ
に
在
る
。

そ
れ
故
に
遊
食
国
家
又
は
高
利
貸
国
家
の
観
念
は
、
帝
国
主
義
を
取
り
扱
え
る
経
済
文
献
に
お
い
て
普
通
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
世
界
は
極
く
少
数
の
高
利
貸
国
家
と
、
非
常
に
多
数
の
債
務
国
家
と
に
分
解
し
た
。「
対
外
投

資
の
結
果
更
に
、
政
治
的
に
従
属
し
若
し
く
は
密
接
に
同
盟
せ
る
国
家
を
自
国
の
手
中
に
納
め
る
国
家
が
生
れ
て

来
る
。
イ
ギ
リ
ス
が
エ
ジ
プ
ト
、
日
本
、
支
那
【
中
国
】、
南
ア
メ
リ
カ
に
信
用
売
を
し
て
い
る
如
き
が
そ
れ
で
あ

る
。
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
の
艦
隊
は
万
一
の
場
合
の
執し

っ
た
つ
り

達
吏
で
あ
る
。」（
注
九
一
）

ゼ
ル
ト
リ
ウ
ス
・
フ
ォ
ン
・
ウ
ァ
ル
タ
ー
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
は
（
注
九
二
）
そ
の
著
『
対
外
資
本
投
下
の
国
民
経
済
的

組
織
』
に
於
て
、
オ
ラ
ン
ダ
を
遊
食
国
家
の
棟と

う
り
ょ
う梁

と
し
、
次つ

い

で
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
も
遊
食
国
家
と
な
る
！

と
指
摘
し
て
い
る
。シ
ル
ダ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
、フ
ラ
ン
ス
、ド
イ
ツ
、ベ
ル
ギ
ー
及
び
ス
イ
ス
の
五
工
業
国
を
、「
明
々

i　

当
時
の
ロ
シ
ア
で
あ
れ
ば
、
ほ
ぼ170m

illion rubles

に
あ
た
る
、
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白
々
の
債
権
国
」
と
考
え
た
。
彼
が
オ
ラ
ン
ダ
を
こ
れ
に
加
え
な
い
の
は
、
同
国
は
「
工
業
国
」
で
な
い
と
考
え

た
か
ら
で
あ
る
。【（
注
九
三
）】
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
ア
メ
リ
カ
に
関
し
て
の
み
債
権
国
で
あ
る
。（
注
九
三
）

イ
ギ
リ
ス
に
関
し
て
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
は
記
し
て
曰
く
「
債
権
国
家
は
徐
々
に
工
業
国
家
を
駆か

け

ぬ
け
て
前
方
に
出
る
。
…
…
そ
の
上
、
戦
争
と
賠
償
、
併
合
と
在
外
利
権
が
、
国
内
取
引
所
の
有
価
証
券
の
発
行

活
動
を
煽あ

お

り
、
金
融
会
社
の
指
導
者
等
が
、
帝
国
主
義
的
刺
戟
を
製
造
す
る
た
め
に
、
新
聞
紙
の
大
部
分
を
左
右

し
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
見
れ
ば
、帝
国
主
義
の
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て
、何
等
疑
問
の
起
る
余
地
は
な
い
。i i

」（
注

九
四
）

雑
誌
『
銀
行
』
の
発
行
者
ラ
ン
ス
ブ
ル
グ
は
一
九
一
一
年
ド
イ
ツ
遊
食
国
家
」
な
る
論
文
中
に
ド
イ
ツ
に
つ
い

て
述
べ
て
曰
く
「
ド
イ
ツ
に
お
い
て
人
々
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
見
出
さ
る
る
遊
食
主
義
へ
の
性
向
を
ほ
し
い
ま

ま
に
嘲
笑
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
そ
の
人
々
は
、
中
産
階
級
を
観
察
す
る
限
り
に
於
て
は
、
ド
イ
ツ
の
事
情
は

益
々
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
に
類
似
し
て
来
て
い
る
こ
と
を
忘
却
し
て
い
る
。」（
注
九
五
）

遊
食
国
家
は
寄
生
的
停
滞
的
資
本
主
義
の
国
家
で
あ
り
、
こ
の
事
情
は
そ
の
国
家
の
凡す

べ

て
の
社
会
的
政
治
的
関

係
並
び
に
労
働
運
動
の
基
礎
的
潮
流
に
さ
え
も
、
反
映
し
な
い
で
は
お
か
ぬ
。
こ
の
事
を
出
来
得
る
限
り
明
白

に
示
す
た
め
に
、
吾
々
は
ホ
ブ
ソ
ン
（
注
九
六
）
の
言
葉
を
引
用
す
る
。
彼
は
証
人
と
し
て
最
も
「
信
頼
す
可べ

き
」

i　

こ
のSchulze-G

aevernitz

か
ら
の
訳
と
し
て
、
意
味
が
取
り
難
い
だ
け
で
な
く
、
疑
問
だ
。（
補
注
２
）
に
原
著
か
ら
の
訳
を
。
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人
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
誰
も
彼
を
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
の
偏
愛
者
だ
と
讒ざ

ん
ぶ誣

す
る
筈
は
な
い
か
ら
で
あ
る
、

そ
の
上
彼
は
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
り
、
植
民
地
に
関
し
て
も
金
融
資
本
及
び
帝
国
主
義
的
経
験
に
関
し
て
も
、
最
も

豊
富
な
同
国
の
事
情
に
通
じ
て
い
る
人
だ
か
ら
で
あ
る
。

ホ
ブ
ソ
ン
は
ボ
ー
ア
戦
争
の
新
印
象
と
し
て
、
帝
国
主
義
と
金
融
資
本
の
利
益
と
の
依
存
関
係
を
描
き
、
そ
れ

を
機
会
に
述
べ
て
曰
く
「
こ
の
明
白
な
寄
生
政
策
の
指
導
者
は
資
本
家
で
あ
る
。
然
し
こ
の
同
じ
原
因
は
、
一
定

の
労
働
者
社
会
の
上
に
も
亦ま

た

、
其そ

の

作
用
を
及
ぼ
す
。
多
く
の
都
市
に
お
い
て
、
重
要
な
る
産
業
部
門
は
政
府
の
注

文
を
手
頼
り
に
し
て
居
る
。
鉱
山
業
及
び
造
船
業
に
お
け
る
帝
国
主
義
も
、
結
局
そ
の
事
実
に
依
存
し
て
い
る
。」

ホ
ブ
ソ
ン
の
観
察
に
従
え
ば
、
古
き
国
家
の
勢
力
を
減
じ
た
二
つ
の
事
実
が
あ
っ
た
。
一
、「
経
済
的
寄
生
主
義
」、

二
、
従
属
国
民
か
ら
の
軍
隊
の
組
織
、
こ
れ
で
あ
る
。「
第
一
の
事
情
は
、
支
配
国
家
が
、
自
己
の
支
配
階
級
を

富
ま
せ
、
被
支
配
階
級
を
買
収
し
、
威
嚇
す
る
た
め
に
、
そ
の
田
舎
、
植
民
地
及
び
従
属
国
を
利
用
し
て
来
た
経

済
的
寄
生
の
慣
習
の
結
果
で
あ
る
。」
右
の
如
き
買
収
が
―
―
如い

か

何
な
る
形
で
現
れ
よ
う
と
同
じ
で
あ
る
―
―
可

能
で
あ
る
た
め
に
は
―
―
吾
人
は
そ
れ
に
附
加
え
る
―
―
高
い
独
占
利
潤
が
必
要
で
あ
る
。

第
二
の
事
情
に
つ
い
て
ホ
ブ
ソ
ン
は
述
べ
て
い
る
。「
イ
ギ
リ
ス
国
民
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
及
び
他
の
国
民
が
こ

の
道
を
踏
ん
で
い
る
不
注
意
さ
は
、
帝
国
主
義
の
盲
目
性
の
最
も
不
可
思
議
な
症
状
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
こ
れ

に
於
い
て
は
最
も
ひ
ど
い
。
吾
々
が
そ
れ
に
よ
っ
て
印イ

ン
ド度

王
国
を
征
服
し
た
戦
争
の
多
く
は
、
土
着
民
か
ら
成
っ
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た
軍
隊
が
戦
っ
た
も
の
で
あ
る
。
印
度
に
、
最
近
に
は
エ
ジ
プ
ト
に
於
て
も
、
大
い
な
る
常
備
軍
が
イ
ギ
リ
ス
人

の
指
揮
の
下
に
あ
り
、
一
方
南
部
を
除
い
た
ア
フ
リ
カ
征
服
の
た
め
の
殆ほ

と
んど

凡す
べ

て
の
戦
争
も
、
土
着
民
が
吾
々
の

た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。」

支
那
【
中
国
】
分
割
後
の
光
景
に
つ
い
て
、
ホ
ブ
ソ
ン
は
次
の
よ
う
な
観
察
を
下
し
て
い
る
。「
そ
の
時
に
は
、

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
部
分
は
、
そ
れ
ら
の
一
国
の
一
部
即
ち
南
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
リ
ベ
ラ
及
び
旅
行
者
の
遊
歴

し
金
持
の
棲す

む
イ
タ
リ
ー
の
田
舎
及
び
ス
イ
ス
が
今
日
持
っ
て
い
る
よ
う
な
、
状
態
と
特
徴
を
持
つ
こ
と
が
出
来

る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
遥
か
東
方
か
ら
配
当
と
地
代
を
受
け
る
極
く
少
数
の
富
め
る
貴
族
と
、
雇

や
と
い
に
ん人

及
び
商

人
の
ヨ
リ
大
い
な
る
集
団
と
、
家
僕
、
交
通
労
働
者
及
び
製
造
品
の
仕
上
げ
に
従
事
す
る
労
働
者
の
更
に
大
な
る

集
団
と
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
産
業
部
門
は
消
滅
し
、
食
糧
品
の
大
量
生
産
品
と
半
加
工
品

の
大
量
商
品
と
は
、
貢
物
と
し
て
ア
ジ
ア
又
は
ア
フ
リ
カ
か
ら
流
れ
込
ん
で
来
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。」「
そ

の
可
能
性
は
、
西
方
諸
国
の
広
汎
な
団
結
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
強
国
の
聯
合
と
に
よ
っ
て
、
打
開
さ
れ
る
。
そ
の
状

態
は
、
世
界
文
明
を
促
進
す
る
所ゆ

え
ん以

で
な
い
ば
か
り
で
無
く
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
寄
生
状
態
と
し
て
大
い
な
る
危

険
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
群
の
進
歩
せ
る
工
業
国
民
は
分
離
せ
ら
れ
、
そ
の

国
民
中
の
高
き
階
級
は
ア
ジ
ア
及
び
ア
フ
リ
カ
か
ら
莫
大
な
送
附
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
極
め
て
多
数
の
使
用

人
及
び
従
属
者
を
保
有
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
、
農
業
及
び
工
業
生
産
物
の
大
量
生
産
に
は
従
事
せ
ず
、
新
金
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資
本
主
義
の
寄
生
状
態
と
停
滞

融
貴
族
の
支
配
の
下
に
、
個
人
的
奉
仕
又
は
従
属
的
工
業
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
論

（
寧む

し

ろ
予
測
と
云
う
可べ

き
で
あ
る
）
を
認
め
る
こ
と
の
出
来
ぬ
人
々
は
、
既
に
今
日
こ
の
状
態
に
達
し
て
い
る
南

部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
田
舎
の
経
済
的
、
社
会
的
事
情
を
想
起
す
る
が
よ
い
。
若も

し
支
那
【
中
国
】
が
、
今
日
世
界

に
知
ら
れ
て
お
る
そ
の
大
い
な
る
富
源
か
ら
利
潤
を
搾さ

く
し
ゅ取

し
、
そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
転
ず
る
と
こ
ろ
の
、
金
融

家
の
群
、「
投
資
者
」
及
び
そ
の
政
治
的
商
工
的
従
属
者
の
、
経
済
的
管
理
に
帰
し
た
場
合
、
右
の
組
織
が
ど
れ

だ
け
拡
張
さ
れ
る
か
を
考
え
て
見
る
が
よ
い
。
勿も

ち
ろ
ん論

、
事
情
は
余
り
に
複
雑
し
て
居
り
、
世
界
の
諸

も
ろ
も
ろの

力
の
戯た

わ
むれ

は
到
底
そ
れ
を
見
極
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
未
来
は
ど
の
方
向
に
し
か
進
ま
な
い
な
ど
と
云
う
こ
と
は
出

来
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
現
在
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
帝
国
主
義
を
支
配
し
て
い
る
勢
力
は
、
そ
の
方
向
へ
む
か
っ
て

動
い
て
い
る
。
而し

か

し
て
若も

し
何
等
か
の
反
動
作
用
に
衝
き
当
ら
ず
、
又
、
他
の
方
へ
外そ

ら
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
ま
さ
に
、
そ
の
結
末
の
方
向
へ
と
進
ん
で
行
く
。」（
注
九
七
【
こ
こ
ま
で
が
ホ
ブ
ソ
ン
の
引
用
で
（
注
九
六
）】）

ホ
ブ
ソ
ン
が
、
帝
国
主
義
の
力
が
何
等
の
反
対
作
用
に
衝
き
当
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ
の
状
態
を
導
い

て
来
る
に
ち
が
い
な
い
と
云
っ
た
の
は
正
し
い
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
」
の
意
味
は
そ
こ
で
全
く
正
し
く
評
価

さ
れ
て
い
る
。
然
し
附
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
労
働
運
動
の
内
部
に
於
て
も
、
今
日
多
数
の
国
家
内

で
一
時
勝
利
を
占
め
て
い
る
日ひ

よ
り
み

和
見
主
義
者
が
、
組
織
的
不
可
避
的
に
、
こ
の
方
向
へ
進
む
よ
う
に
「
努
め
」
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
世
界
の
分
割
を
意
味
し
且
つ
単
に
支
那
【
中
国
】
の
み
な
ら
ぬ
搾さ

く
し
ゅ取

を
意
味
す
る
帝
国
主
義
、
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少
数
富
有
国
の
た
め
の
高
き
独
占
利
潤
を
意
味
す
る
帝
国
主
義
は
、
無
産
階
級
の
上
層
を
掌
握
す
る
経
済
的
可
能

性
を
創
る
。
も
ち
ろ
ん
国
家
主
義
的
自
由
主
義
者
ホ
ブ
ソ
ン
に
よ
っ
て
自
然
見
逃
さ
れ
た
力
、
一
般
に
は
帝
国
主

義
に
、
特
殊
に
は
日
和
見
主
義
に
反
抗
す
る
力
を
忘
却
し
て
は
な
ら
な
い
。

ド
イ
ツ
の
日
和
見
主
義
者
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
、
帝
国
主
義
を
弁
護
し
た
為
め
に
曩さ

き

に
社
会
民

主
党
か
ら
除
名
さ
れ
た
が
、
今
日
な
ら
ば
よ
く
、
い
わ
ゆ
る
「
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
」
の
領
袖
で
あ
る
こ
と
が
出

来
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
」（
ロ
シ
ア
を
除
い
た
）
を
宣
伝
し
、
そ
の
上
、
ア
フ
リ
カ
の
黒

人
及
び
大
イ
ス
ラ
ム
運
動
に
対
抗
す
る
共
同
動
作
を
主
張
し
、
来
る
可べ

き
日
支
同
盟
【
日
中
提
携
】
に
対
抗
し
て

強
力
な
陸
海
軍
の
支
持
を
説
き
、
以
て
立
派
に
ホ
ブ
ソ
ン
の
所
説
を
補
足
し
て
い
る
。」（
注
九
八
【
注
九
七
】）

シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
が
「
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
主
義
」
に
関
し
て
与
え
た
記
述
も
、
寄
生
状
態
の
同

じ
特
徴
を
暴
露
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
所
得
は
一
八
六
五
年
か
ら
一
八
九
八
年
ま
で
に
約
二
倍
と
な
っ
た

が
、此こ

の

期
間
に
於
い
て
「
国
外
所
得
」
は
九
倍
に
高
騰
し
た
。
黒
人
を
教
育
し
て
労
働
に
従
わ
し
め
る
こ
と
が
（
強

制
な
し
に
は
出
来
な
い
と
私
は
考
え
る
！
）、
資
本
主
義
の
「
利
益
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
資
本
主
義
の
「
危
険
」

も
亦
そ
こ
か
ら
生
れ
る
。
即す

な
わち

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
そ
の
結
果
と
し
て
、
筋
肉
労
働
を
―
―
第
一
に
農
業
、
鉱
山
業
、

次つ

い
で
諸

も
ろ
も
ろの

大
工
業
を
―
―
有
色
人
種
に
転て

ん
か嫁

し
【on to the coloured races,

の
肩
に
負
わ
せ
】、
自
ら
は
遊
食
者
の
役

割
で
満
足
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
恐
ら
く
ア
メ
リ
カ
印
度
人
及
び
黒
人
【
英
訳
で
はthe 
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資
本
主
義
の
寄
生
状
態
と
停
滞

coloured races

】
の
経
済
的
解
放
及
び
次つ

い
で
政
治
的
解
放
も
、
準
備
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
土
地
は
益
々
農
業
か
ら
切
離
さ
れ
、
富
豪
の
運
動
、
遊
戯
の
た
め

に
転
用
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
は
、（
注
九
八
）
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
は
「
世
界
の
貴
族
の
遊
園
」（
狩
猟
場
及
び
運
動
場
）
で
あ
る
と
云
っ
て
い
るi i

。
世
人

が
誇
張
し
て
云
う
よ
う
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
ま
こ
と
に
そ
の
過
去
の
歴
史
と
、
カ
ー

ネ
ギ
ー
（
米
国
の
金
満
家
）
の
た
め
に
「
生
活
」
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
競
馬
と
狐
狩

り
だ
け
に
、
年
々
千
四
百
万
磅ポ

ン
ド（

二
億
八
千
万
馬マ

ル
ク克

）
を
支
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
主
の
総
数
は
百
万
人
で
、
生
産
民
の
百
分
率
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
表
21
】

而し
か

し
て
二
十
世
紀
の
始
め
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
研
究
家
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
階
級
に
つ
い

て
論
ず
る
場
合
に
は
、
い
や
で
も
「
本
来
の
無
産
階
級
的
下
層
」
か
ら
労
働
者
の
「
上
層
」
を
、
組
織
的
に
分
離

し
な
い
訳
に
は
行
か
な
い
。
こ
の
上
層
は
労
働
組
合
、
消
費
組
合
、
遊
戯
団
体
、
無
数
の
宗
教
団
体
の
大
衆
を
成

す
。
イ
ギ
リ
ス
の
選
挙
権
も
亦
こ
の
水
準
に
応
じ
、
常
に
本
来
の
無
産
階
級
的
の
下
層
を
除
外
す
る
に
足
る
制
限

i　

英
訳
で
は
、
こ
の
「
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
は
…
…
と
云
っ
て
い
る
。」
の
主
語
は
な
く
、
続
く
「
カ
ー
ネ
ギ
ー
」
を
含
め
て
、「
と

云
わ
れ
て
い
る
」
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。（
注
九
八
）
に
当
た
る
注
も
な
い
。
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
へ
の
注
は
（
注
＊
6
）
で
あ
る
。

【表 21】
イギリス
の人口

重要産業
労働者数

人口に対
する％

単位 百万 百万 ％

1851 17.9 4.1 23

1901 32.5 4.9 15

【底本では 1881、英訳本他は 1851】
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を
設
け
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
階
級
の
地
位
を
美
化
す
る
た
め
に
、
世
人
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
中
の
少
数

た
る
此こ

の

上
層
だ
け
に
つ
い
て
語
る
を
常
と
す
る
。
例
え
ば
【「
】
失
業
問
題
を
取
り
扱
う
場
合
の
如
き
、
そ
れ
は

単
に
ロ
ン
ド
ン
と
無
産
階
級
の
下
層
階
級
と
に
関
係
す
る
問
題
と
し
て
取
り
扱
っ
て
、
政
治
家
等
（
勿
論
ブ
ル
ジ

ョ
ア
政
治
家
）
は
そ
れ
に
大
い
な
る
価
値
を
お
か
な
い
の
で
あ
る
【
…
…
」
ゴ
シ
ッ
ク
は
英
訳
で
強
調
さ
れ
て
い
る
文
】（
注

＊
6
）。【
英
訳
本
で
は
こ
こ
ま
で
を
引
用
文
だ
と
し
て
、
加
え
て
次
に
、“H

e should have said: to w
hich the bourgeois politicians 

and the 'socialist' opportunists attach little im
portance.”

「
こ
の
場
合
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
政
治
屋
と
『
社
会
主
義
的
』
日
和
見
主
義

者
は
こ
の
層
に
あ
ま
り
考
慮
を
は
ら
っ
て
い
な
い
、
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
た
。」
と
、
レ
ー
ニ
ン
の
言
葉
が
続
く
。】

帝
国
主
義
国
家
か
ら
の
国
外
移
住
の
減
少
、
後
進
国
家
か
ら
安
い
賃
銀
で
そ
れ
ら
の
国
家
へ
雇
わ
れ
て
行
く
者

の
増
加
は
、
上
に
述
べ
た
諸

も
ろ
も
ろの

現
象
と
結
び
付
い
た
帝
国
主
義
の
特
徴
で
あ
る
。
ホ
ブ
ソ
ン
に
依
れ
ば
イ
ギ
リ
ス

か
ら
の
国
外
移
住i i

は
、
一
八
八
四
年
以
来
減
少
し
、
同
年
に
は
二
十
四
万
二
千
人
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
〇
〇
年

に
は
十
六
万
九
千
人
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
か
ら
の
国
外
移
住
者
は
、
一
八
八
一
年
―
一
八
九
〇
年
に
最
高
点
即
ち

百
四
十
五
万
三
千
人
に
達
し
、
そ
れ
に
次つ

ぐ
二
年
間
【tw

o decades,

二
十
年
】
に
五
十
四
万
四
千
、三
十
四
万
一
千

に
【
十
年
毎
に
】
逓て

い
げ
ん減

し
た
。
こ
れ
に
反
し
オ
ー
ス
ト
リ
ー
、
イ
タ
リ
ー
、
ロ
シ
ア
等
か
ら
ド
イ
ツ
へ
来
る
労
働

者
の
数
は
増
加
し
て
い
る
。
一
九
〇
七
年
の
統
計
に
よ
る
と
、
当
時
ド
イ
ツ
に
百
三
十
四
万
二
千
二
百
九
十
四
人

i　

" em
igration from

 G
reat B

ritain"

、「
英
国
か
ら
他
国
へ
の
移
民
」
＝
「
英
国
人
の
海
外
移
住
」。
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資
本
主
義
の
寄
生
状
態
と
停
滞

の
外
国
人
が
い
た
が
、
そ
の
中
四
十
四
万
八
百
人
は
工
業
労
働
者
で
、
二
十
五
万
七
千
三
百
二
十
九
人
は
農
業
労

働
者
で
あ
っ
た
。（
注
九
九
）
フ
ラ
ン
ス
で
は
鉱
山
労
働
者
の
大
部
分
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
イ
タ
リ
ー
人
、
及
び

ス
ペ
イ
ン
人
で
あ
る
。（
注
一
〇
〇
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
西
及
び
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
来
た
移
民
は
、
最
低

賃
銀
の
労
働
に
従
事
し
、
上
級
の
地
位
及
び
最
高
賃
銀
の
職
に
つ
く
候
補
者
の
大
部
分
は
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
で

あ
る
。（
注
一
〇
一
）
帝
国
主
義
は
労
働
者
の
間
に
さ
え
も
特
権
的
範
疇
を
設
け
、
そ
れ
を
無
産
階
級
の
大
衆
か
ら

分
離
さ
せ
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
労
働
階
級
を
分
裂
さ
せ
、
労
働
階
級
の
中
に
日
和
見
主
義
を
確
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
労
働
運
動
を
一
時
停
滞
さ
せ
よ
う
と
す
る
帝
国
主
義
の
傾
向
は
、
十
九
世
紀
の
終
末
及
び
二
十
世
紀
の
初
頭
よ

り
も
ず
っ
と
以
前
に
、
出
現
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
何な

ぜ故
な
れ
ば
、
大
い
な
る
植
民
地
の
所
有
と
、
世
界
市
場

の
独
占
的
地
位
の
獲
得
と
い
う
帝
国
主
義
の
二
個
の
最
重
要
な
特
徴
は
、
既
に
十
九
世
紀
の
中
葉
か
ら
イ
ギ
リ
ス

に
現
れ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
労
働
運
動
に
お
け
る
日
和
見
主
義
と
、
イ
ギ
リ

ス
資
本
主
義
の
帝
国
主
義
的
特
性
と
の
関
係
を
、
十
年
の
久
し
き
に
亘
っ
て
組
織
的
に
研
究
し
た
。
例
え
ば
エ
ン

ゲ
ル
ス
は
一
八
五
八
年
十
月
七
日
マ
ル
ク
ス
に
書
を
送
っ
て
曰
く
、（
注
一
〇
二
）「
イ
ギ
リ
ス
の
無
産
階
級
は
実

際
益
々
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
す
る
。
さ
れ
ば
こ
の
世
界
の
最
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
国
家
は
、
結
局
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
傍

か
た
わ
ら

に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
貴
族
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
無
産
者
と
を
持
つ
こ
と
を
欲
し
て
い
る
ら
し
い
。
全
世
界
を
搾さ

く
し
ゅ取

し
て
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い
る
こ
の
国
家
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
確
か
に
或
程
度
ま
で
尤

も
っ
と
もな

こ
と
で
あ
る
」
と
。
そ
れ
か
ら
約
二
十
五
年
後

の
一
八
八
一
年
八
月
十
一
日
附
の
手
紙
に
、
彼
は
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合
の
う
ち
の
最
悪
の
も
の
に
つ
い
て
論
じ

て
曰
く
「
そ
れ
ら
の
組
合
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
買
収
さ
れ
て
い
る
か
、
若も

し
く
は
尠す

く
なく

と
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
か
ら

報
酬
を
受
け
て
い
る
人
々
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
る
」
と
。
ま
た
彼
は
一
八
八
二
年
九
月
十
二
日
カ
ウ
ツ
キ

ー
に
送
っ
た
手
紙
中
に
述
べ
て
曰
く
「
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
は
植
民
地
政
策
に
つ
い
て
如い

か何
に
考
え
て
い
る
か
？

君
は
そ
う
問
う
が
、
彼
等
は
政
策
一
般
に
つ
い
て
考
え
る
と
全
く
同
様
に
考
え
て
い
る
。
実
際
こ
の
国
に
は
労
働

者
の
政
党
は
無
く
、
た
だ
保
守
的
自
由
主
義
的
急
進
党
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
労
働
者
は
イ
ギ
リ
ス
の
世
界
市

場
独
占
、
植
民
地
独
占
の
お
か
げ
で
、
楽
に
暮
し
て
い
る
。」（
注
一
〇
三
）（
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
「
イ
ギ
リ
ス
に
於
け

る
労
働
階
級
の
地
位
」（
一
八
九
二
年
）
の
第
二
版
の
序
文
の
中
に
も
同
様
な
こ
と
を
云
っ
て
い
る
。【M

EW
22

巻

p.316-

】）

こ
の
国
に
お
い
て
原
因
と
結
果
と
が
明
白
に
示
さ
れ
る
。
原
因
、（
一
）イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
全
世
界
の
搾
取
、（
二
）

世
界
市
場
に
於
け
る
そ
の
独
占
的
地
位
、（
三
）
そ
の
植
民
地
独
占
。
結
果
、（
一
）
イ
ギ
リ
ス
無
産
階
級
の
一
部

の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
、（
二
）
ブ
ル
ジ
ョ
ア
か
ら
買
収
さ
れ
若
し
く
は
尠
く
と
も
報
酬
を
受
け
て
い
る
人
々
に
よ
っ

て
の
、
無
産
階
級
の
一
部
の
指
導
。
帝
国
主
義
は
二
十
世
紀
の
初
頭
に
少
数
国
家
の
間
へ
の
世
界
の
分
割
を
完
了

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
今
日
各
自
は
一
八
五
八
年
に
イ
ギ
リ
ス
が
搾
取
し
た
と
殆ほ

と
んど

同
じ
位
の
、
世
界
の
大
地
域
を
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資
本
主
義
の
寄
生
状
態
と
停
滞

搾
取
（
利
潤
造
出
の
意
味
で
）
し
て
い
る
。
各
国
は
ト
ラ
ス
ト
、
カ
ル
テ
ル
、
金
融
資
本
及
び
債
権
者
対
債
務
者

の
関
係
の
お
蔭
で
、
世
界
市
場
に
独
占
的
地
位
を
占
め
て
居
り
、
或
る
程
度
ま
で
金
融
独
占
を
獲
得
し
て
い
る
。

（
吾
々
が
既
に
見
た
通
り
、
世
界
の
全
植
民
地
七
千
五
百
万
平
方
キ
ロ
米

メ
ー
ト
ルの

中
、
六
千
五
百
万
即
ち
八
六
％
は
六

大
強
国
の
手
に
あ
り
、
六
千
百
万
即
ち
八
一
％
は
、
三
大
強
国
だ
け
で
持
っ
て
い
る
。）

帝
国
主
義
は
そ
の
幼
芽
か
ら
支
配
的
組
織
へ
と
生
長
す
る
。
資
本
主
義
的
独
占
は
国
民
経
済
及
び
政
策
に
於
て

第
一
位
を
占
め
る
。
世
界
の
分
割
は
完
了
す
る
。
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
の
単
一
な
る
独
占
の
代
り
に
、
二
十
世
紀
の

初
頭
の
特
長
た
る
少
数
帝
国
主
義
国
家
間
の
、
独
占
参
加
の
闘
争
が
生
れ
る
。
今
日
の
状
態
の
特
徴
は
、
そ
の

如
き
経
済
的
条
件
か
ら
成
っ
て
居
り
、
そ
の
経
済
的
条
件
は
労
働
運
動
の
一
般
的
本
質
的
利
益
と
帝
国
主
義
と
の

氷ひ
ょ
う
た
ん炭

相
容い

れ
ぬ
こ
と
を
明
示
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
日
和
見
主
義
は
今
日
最
早
、
十
九
世
紀
の
後
半
に
於
て

イ
ギ
リ
ス
で
勝
利
を
占
め
た
よ
う
に
、
い
か
な
る
国
家
の
労
働
運
動
に
於
い
て
も
数
十
年
間
の
長
い
間
完
全
な
る

勝
利
者
た
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
否
、
若
干
の
国
家
に
於
て
は
、
そ
れ
は
社
会
愛
国
主
義
と
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政

策
と
抱
合
し
た
た
め
に
、
成
熟
し
、
爛ら

ん
じ
ゅ
く熟

し
、
腐
敗
し
て
い
る
。【（
注
＊
7
）】
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帝
国
主
義
の
批
判

帝
国
主
義
の
批
判
と
い
う
こ
と
を
吾
々
は
広
い
意
味
に
解
す
る
。
さ
れ
ば
吾
々
は
、
共
通
の
観
念
を
持
つ
諸

も
ろ
も
ろの

社
会
階
級
に
対
す
る
、
帝
国
主
義
政
策
の
関
係
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

少
数
者
の
手
に
集
積
せ
ら
れ
、
独
り
中
小
企
業
家
及
び
資
本
家
の
み
な
ら
ず
、
最
小
の
企
業
家
及
び
資
本
家
を

も
包
括
す
る
関
係
聯
絡
の
、
広
汎
緊
密
な
る
網
を
創
る
金
融
資
本
の
驚
く
可べ

き
量
―
―
一
方
に
こ
れ
と
、
他
方
に
、

世
界
の
分
割
と
他
国
を
支
配
す
る
た
め
の
、
他
の
民
族
国
家
群
と
の
闘
争
の
激
化
―
―
そ
れ
ら
の
一
切
は
、
所
有

階
級
を
し
て
例
外
な
く
帝
国
主
義
の
味
方
た
ら
し
め
る
。
そ
の
希
望
に
対
す
る
一
般
の
感
激
、
帝
国
主
義
の
狂
的

弁
護
、
帝
国
主
義
の
あ
ら
ゆ
る
美
化
―
―
そ
れ
が
吾
々
の
時
代
の
特
徴
で
あ
る
。
帝
国
主
義
観
念
は
労
働
階
級
の

中
へ
も
浸
透
す
る
。
万
里
の
長
城
も
最も

は
や早

、
労
働
階
級
を
他
の
階
級
か
ら
隔
て
は
し
な
い
。
今
日
の
ド
イ
ツ
の
い

わ
ゆ
る
「
社
会
民
主
主
義
者
」
を
、口
先
で
社
会
主
義
を
唱
え
て
行
為
で
帝
国
主
義
を
執
る
「
社
会
帝
国
主
義
者
」

と
名
附
け
て
差
し
支つ

か

え
な
い
な
ら
ば
、
ホ
ブ
ソ
ン
は
既
に
一
九
〇
二
年
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
日
和
見
主
義
的
フ
ェ
ビ

ヤ
ン
・
ソ
サ
イ
チ
ー
【
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
】
に
、「
フ
ェ
ビ
ヤ
ン
帝
国
主
義
者
」
の
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
学
者
及
び
時
文
家
【publicists

時
事
評
論
家
】
は
、
帝
国
主
義
の
広
汎
な
支
配
と
そ
の
深
い
根
底
を

隠
蔽
し
、
個
々
の
事
実
と
第
二
義
的
な
細
目
を
挙
示
し
、
警
察
に
よ
る
ト
ラ
ス
ト
又
は
銀
行
の
監
督
と
い
う
が
如
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帝
国
主
義
の
批
判

き
真
面
目
に
と
れ
ぬ
改
良
策
で
、
帝
国
主
義
の
本
質
か
ら
世
人
の
眼
を
外そ

ら
そ
う
と
し
た
り
し
て
、
常
に
何
等
か

曖
昧
な
形
で
帝
国
主
義
の
擁
護
者
と
な
っ
て
い
る
。
勇
気
の
あ
る
公
然
た
る
帝
国
主
義
者
が
、
皮
肉
に
も
極
く
稀ま

れ
に
、
帝
国
主
義
の
基
礎
を
「
改
良
す
る
」
と
い
う
思
想
の
無
意
味
な
る
こ
と
を
、
公
言
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
る
。
ド
イ
ツ
の
或
帝
国
主
義
者
は
『
世
界
経
済
雑
誌
』
に
於
て
、
植
民
地
特
に
勿
論
ド
イ
ツ
以
外

の
国
家
の
植
民
地
に
於
け
る
民
族
解
放
運
動
の
研
究
を
企
て
た
。
そ
こ
に
は
印イ

ン
ド度

に
於
け
る
紛ふ

ん
じ
ょ
う擾

と
反
抗
、
ナ
タ

ー
ル
（
南
ア
フ
リ
カ
【
の
一
部
】）、
オ
ラ
ン
ダ
領
印
度
【
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
】
等
の
民
族
運
動
に
つ
い
て
説
い
て
あ
る
。

一
九
一
〇
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
ま
で
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
被
支
配
民
族
の
代
表
者

の
参
加
の
下
に
、
ロ
ン
ド
ン
で
被
征
服
民
族
会
議
が
開
か
れ
た
が
、
こ
れ
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
報
告
に
言
及
し

た
右
ド
イ
ツ
の
帝
国
主
義
者
の
ノ
ー
ト
中
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。「
帝
国
主
義
に
向
っ
て
戦
わ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
、
支
配
国
家
は
被
征
服
民
族
の
自
治
権
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
国
際
裁
判
所
を
設
け
て
強
国
と

弱
小
民
族
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
条
約
を
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
。
而し

か

し
て
こ
の
お
芽め

で出
度た

い
願

望
以
外
に
一
歩
も
出
で
な
い
。
そ
こ
に
は
、
帝
国
主
義
と
今
日
の
状
態
に
於
け
る
資
本
主
義
と
は
、
不
可
分
的
に

結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
洞
察
の
痕
跡
す
ら
な
く
、
随

し
た
が

っ
て
（
‼
）、
若
干
の
特
に
忌い

む
可べ

き
行
為
に
反
抗

す
る
こ
と
に
局
限
す
る
な
ら
ば
、
帝
国
主
義
と
の
直
接
の
闘
争
は
全
く
見
込
の
な
い
事
で
あ
る
と
い
う
洞
察
の
影

す
ら
も
認
め
ら
れ
な
い
。」（
注
一
〇
四
）
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改
良
主
義
に
よ
っ
て
帝
国
主
義
の
基
礎
を
変
更
し
得
る
や
否
や
、
吾
々
は
進
ん
で
帝
国
主
義
か
ら
生
じ
た
矛
盾

の
激
化
と
深
化
に
努
む
可べ

き
か
、
そ
れ
と
も
退
い
て
そ
の
矛
盾
の
調
和
に
努
む
可べ

き
か
―
―
是こ

れ

が
帝
国
主
義
の
批

判
に
お
け
る
根
本
問
題
で
あ
る
。
広
汎
な
る
反
動
政
策
、
な
ら
び
に
金
融
寡
頭
政
治
の
圧
迫
と
自
由
競
争
の
除
去

に
伴
う
民
族
抑
圧
の
激
化
は
、
帝
国
主
義
の
政
治
的
特
徴
で
あ
る
か
ら
、
二
十
世
紀
の
初
頭
に
於
て
、
殆ほ

と
んど

凡す
べ

て

の
帝
国
主
義
国
家
に
お
い
て
、
帝
国
主
義
に
対
す
る
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
の
反
対
運
動
が
起
っ
た
。
カ
ウ
ツ

キ
ー
は
、
こ
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
改
良
主
義
的
で
、
経
済
的
根
柢
に
お
い
て
反
動
的
な
反
対
運
動
に
対
抗
す
る
こ
と

を
知
ら
ぬ
ば
か
り
で
な
く
、
寧
ろ
全
く
そ
れ
と
融
合
し
て
い
る
。
彼
の
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
絶
縁
と
、
カ
ウ
ツ

キ
ー
主
義
の
広
汎
な
国
際
運
動
と
は
、
正
に
そ
れ
か
ら
成
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
一
八
九
八
年
の
対
ス
ペ
イ
ン
帝
国
主
義
戦
争
が
、「
反
帝
国
主
義
者
」
の
反
抗
、
ブ

ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
の
最
後
の
首
長
共i i

の
反
抗
を
喚
起
し
た
。
彼
等i ii

は
こ
の
戦
争
を
「
罪
悪
的
」
だ
と
呼
び
、
他

国
の
併
合
は
憲
法
違
反
だ
と
主
張
し
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
の
土
民
首
領
ア
グ
ィ
ナ
ル
ド
ー
【A

guinaldo

】
に
対
す
る

処
置
を
「
偏
愛
国
的
欺ぎ

ぎ偽
」
だ
と
闡せ

ん
め
い明

【declared
宣
言
】
し
た
。（
米
国
は
彼
に
そ
の
土
地
の
自
由
を
約
し
て
お

き
な
が
ら
一
方
ア
メ
リ
カ
軍
隊
を
上
陸
さ
せ
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
を
併
合
し
た
。）
民
主
主
義
者
等
は
リ
ン
コ
ル
ン

i　

" the last of the M
ohicans"

モ
ヒ
カ
ン
族
の
抵
抗
が
最
後
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
よ
う
だ
が
。

ii　

" M
ohicans w

ho"

と
い
う
接
続
で
、
彼
等
と
は
反
抗
す
る
者
等
を
指
す
。
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帝
国
主
義
の
批
判

【A
braham

 Lincoln, 1809-65

】
の
次
の
格
言
を
引
用
し
た
。「
指
導
者
【the w

hite m
an

】
が
自
ら
を
統
治
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
自
治
で
あ
る
。
然
し
彼
が
自
ら
と
同
時
に
他
の
者
を
統
治
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
最も

は
や早

自
治
で
な
く
、
専

制
で
あ
る
。」（
注
一
〇
五
）

か
く
し
て
同
時
に
こ
の
批
判
は
、
ト
ラ
ス
ト
と
帝
国
主
義
と
の
不
可
分
の
関
係
、
及
び
資
本
主
義
の
基
礎
と
帝

国
主
義
と
の
不
可
分
の
関
係
さ
え
、
認
め
る
こ
と
を
躊ち

ゅ
う
ち
ょ躇

し
、
大
資
本
と
そ
の
発
展
の
生
ん
だ
力
を
、
追
求
す
る

こ
と
を
惧お

そ

れ
た
。
こ
の
批
判
は
「
一
個
の
お
芽め

で

た
出
度
い
願
望
」
に
過
ぎ
な
い
。

ホ
ブ
ソ
ン
が
帝
国
主
義
の
批
判
に
於
て
執と

っ
た
立
場
も
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
ホ
ブ
ソ
ン
は
「
帝
国
主
義
の
不

可
避
性
」
に
反
対
し
、
庶
民
の
消
費
能
力
を
高
め
る
（
資
本
主
義
の
下
に
於
て
！
）
必
要
を
力
説
し
た
点
に
於
い

て
、
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
先せ

ん
べ
ん鞭

を
つ
け
た
。
吾
々
が
上
来
屡
々
引
用
し
た
ア
ガ
ー
ド
、
エ
ー
・
ラ
ン
ス
ブ
ル
グ
、
エ

ル
・
エ
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ゲ
等
も
亦ま

た

、
帝
国
主
義
、
銀
行
の
全
能
、
金
融
寡
頭
政
治
等
の
批
判
に
於
て
小
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
立
場
を
執
っ
て
居
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
著
述
家
の
間
に
お
い
て
―
―
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ベ
ラ
ー
ル
【V

ictor B
érard, 

1864-1931

】
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
。
彼
は
一
九
〇
〇
年
に
現
れ
た
『
イ
ギ
リ
ス
と
そ
の
帝
国
主
義
』【“L’Angleterre 

et l’im
périalism

e”

】
な
る
浅
薄
な
書
物
の
著
者
で
あ
る
。
彼
等
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
要
求
し
な
い
で
、
帝
国
主
義
に

対
し
て
自
由
競
争
と
民
主
主
義
を
掲
げ
、
闘
争
と
戦
争
を
齎も

た
らし

た
か
の
バ
グ
ダ
ッ
ト
鉄
道
の
計
画
や
、
他
の
お

芽め

で

た
出
度
い
平
和
の
願
望
に
希
望
を
抱
い
て
い
る
。
エ
ー
・
ネ
ー
マ
ル
ク
は
更
に
進
ん
で
、
一
九
一
二
年
の
「
国
際
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有
価
証
券
」
が
千
億
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
計
算
し
た
後
で
、
夢
中
に
な
っ
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。「
こ

の
平
和
が
破
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
…
…
戦
争
を
開
い
て
、
こ
の
巨
額
の
価
値
を
危
険
に
陥
れ
る
よ
う
な
事
が

あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
か
？
」（
注
一
〇
六
）

ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
者
の
そ
の
如
き
幼よ

う
ち穉

さ
は
決
し
て
不
思
議
と
す
る
に
足
ら
な
い
。
そ
う
云
う
風
に
幼
穉
な

行
動
を
な
し
、
真
面
目
く
さ
っ
た
顔
で
帝
国
主
義
の
下
に
於
け
る
平
和
を
説
く
こ
と
は
、
彼
等
に
と
っ
て
利
益
0

0

で

さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
カ
ウ
ツ
キ
ー
に
あ
っ
て
は
ま
た
別
で
あ
る
。
彼
は
一
九
一
四
―
六
年
に
於
て

右
と
同
様
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
改
良
主
義
の
立
場
を
執
り
、
平
和
問
題
に
関
し
て
、
凡
て
の
人
々
（
帝
国
主
義
者
、
自

称
社
会
主
義
者
、
社
会
平
和
主
義
者
）
の
意
見
は
一
致
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
場
合
彼
に
あ
っ
て
マ
ル
ク

ス
主
義
か
ら
何
が
残
っ
て
い
る
か
？
帝
国
主
義
の
根
本
的
矛
盾
の
解
剖
と
暴
露
と
の
代
り
に
、
そ
の
矛
盾
に
つ

い
て
何
等
知
る
所
な
き
、
改
良
主
義
的
な
「
お
芽め

で

た
出
度
い
願
望
」
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

吾
々
は
カ
ウ
ツ
キ
ー
が
帝
国
主
義
に
適
用
し
た
経
済
的
批
判
の
見
本
を
示
そ
う
。
彼
は
一
八
七
二
年
と

一
九
一
二
年
に
於
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
対
エ
ジ
プ
ト
輸
出
入
額
を
観
察
し
、
そ
の
輸
出
入
額
が
一
般
の
イ
ギ
リ
ス

の
輸
出
入
額
よ
り
は
、
増
加
が
緩
慢
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
次
の
如
き
結
論
を
下
し
た
。（
注

一
〇
七
）「
エ
ジ
プ
ト
を
軍
事
的
に
占
領
し
て
い
な
い
で
、
単
一
な
る
経
済
的
要
素
の
重
力
だ
け
だ
と
し
て
、
そ
の

場
合
エ
ジ
プ
ト
貿
易
の
増
加
が
一
層
緩
慢
で
あ
ろ
う
と
認
む
可べ

き
何
等
の
理
由
も
無
い
。」
―
―
「
資
本
の
拡
大
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帝
国
主
義
の
批
判

欲
は
、
帝
国
主
義
の
武
力
的
方
法
を
以
て
す
る
よ
り
も
平
和
的
民
主
主
義
を
以
て
す
る
方
が
、
最
も
よ
く
満
足
さ

れ
る
」
と
。

カ
ウ
ツ
キ
ー
の
こ
の
観
察
（
そ
れ
は
彼
の
ロ
シ
ア
の
戦
友
が
繰
り
返
し
繰
り
返
し
使
用
し
た
も
の
）
は
、
彼

の
帝
国
主
義
批
判
の
基
礎
を
成
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
吾
々
は
十
分
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬi i

。

吾
々
は
先
ず
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
言
葉
の
引
用
か
ら
始
め
る
。
彼
の
推
論
は
カ
ウ
ツ
キ
ー
に
よ
っ
て
幾
度
も
、

一
九
一
五
年
の
四
月
に
於
い
て
も
猶な

お

、「
社
会
主
義
の
凡す

べ

て
の
理
論
家
に
よ
っ
て
一
般
に
認
め
ら
れ
た
も
の
」
と

言
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
曰
く
（
注
一
〇
八
）「
前
進
【
進
歩
的
】
資
本
主
義
政
策
に
た
い
し
て
、
自
由
貿
易
時
代
と

国
家
闘
争
の
廃
止
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
無
産
階
級
の
職
で
は
無
い
。
金
融
資
本
、
帝
国
主
義
の
経
済
改
革
に

対
す
る
無
産
階
級
の
答
え
は
、
自
由
貿
易
で
あ
り
得
ず
、
た
だ
社
会
主
義
で
あ
る
。
自
由
競
争
復
活
の
反
動
的
な

理
想
で
無
く
て
、
資
本
主
義
の
勝
利
に
よ
る
自
由
競
争
の
完
全
な
揚よ

う
き棄

こ
そ
、
無
産
階
級
的
政
策
の
唯
一
の
標
的

で
あ
り
得
る
。」

カ
ウ
ツ
キ
ー
は
、
金
融
資
本
の
時
代
に
お
い
て
、「
反
動
的
理
想
」、「
平
和
的
民
主
主
義
」「
経
済
的
要
素
の
単

i　

こ
の
一
文
の
前
半
は
英
訳
版
と
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
。「
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
こ
の
議
論
、
そ
れ
は
彼
の
ロ
シ
ア
で
の
鎧
持
ち
（
そ
し
て

社
会
排
外
主
義
の
ロ
シ
ア
の
庇
護
者
）
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
氏
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
調
子
で
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
彼
の
帝
国
主
義
批
判

の
基
礎
を
成
す
…
…
」
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一
な
る
重
力
」
を
説
教
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
絶
縁
し
た
。
―
―
何
故
な
れ
ば
客
観
的
に
こ
の

理
想
は
、
吾
々
を
独
占
的
資
本
主
義
か
ら
非
独
占
的
資
本
主
義
へ
押
し
戻
す
も
の
で
あ
り
、
一
個
の
改
良
主
義
的

詐さ

ぎ偽
だ
か
ら
で
あ
る
。

エ
ジ
プ
ト
貿
易
（
若
し
く
は
他
の
植
民
地
又
は
半
植
民
地
と
の
貿
易
）
は
、軍
事
的
占
領
無
く
、帝
国
主
義
無
く
、

金
融
資
本
無
く
と
も
発
達
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
？
自
由
競
争
が
、
独
占
一

般
に
よ
っ
て
も
、「
協
定
」
に
よ
っ
て
も
、金
融
資
本
の
圧
迫
（
や
は
り
独
占
に
よ
っ
て
）
に
よ
っ
て
も
、又
は
個
々

の
国
家
の
植
民
地
の
独
占
所
有
に
よ
っ
て
も
、
制
限
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
資
本
主
義
は
ヨ
リ
速す

み
やか

に

発
展
し
た
で
あ
ろ
う
、
と
で
も
云
う
の
か
？

カ
ウ
ツ
キ
ー
の
観
察
は
そ
れ
よ
り
外
の
意
味
を
持
つ
こ
と
は
出
来
な
い
。
よ
ろ
し
い
、
そ
れ
な
ら
何
等
の
独
占

が
な
く
、
自
由
競
争
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
と
貿
易
と
が
ヨ
リ
速す

み
やか

に
発
展
す
る
と
仮
定
せ
よ
。
然
し
、
貿
易
と

資
本
主
義
の
発
展
が
速
か
に
進
行
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
生
産
及
び
資
本
の
集
積
は
愈い

よ
い
よ々

強
烈
と
な
っ
て
行
き
、
そ

の
生
産
及
び
資
本
の
集
積
は
独
占
を
生
む
。
と
こ
ろ
で
そ
の
独
占
は
、
も
う
既
に
、
自
由
競
争
か
ら
生
れ
出
て
来

て
い
る
の
で
あ
る
！
独
占
自
体
が
発
展
を
延
期
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
独
占
を
生
ん
だ
後
で
は
不
可
能

と
な
っ
て
い
る
自
由
競
争
を
弁
護
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
。

人
は
こ
の
観
察
を
修
正
し
て
、
ス
ペ
ク
テ
ー
タ
ー
誌
【
氏
】
の
如ご

と

く
、
次
の
如
く
言
お
う
と
し
た
。
即す

な
わち

イ
ギ
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帝
国
主
義
の
批
判

リ
ス
植
民
地
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
貿
易
は
、
今
日
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
と
他
の
国
家
と
の
貿
易
よ
り
も
、
発
達
が
緩

慢
で
あ
る
と
。
―
―
こ
の
修
正
も
や
は
り
カ
ウ
ツ
キ
ー
を
救
う
も
の
で
は
な
い
。
何な

ぜ故
な
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
は
、
他0

方0

独
占
に
よ
っ
て
、
即
ち
他
の
国
家
の
帝
国
主
義
（
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
）
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

誰
で
も
知
っ
て
い
る
通
り
、
カ
ル
テ
ル
は
保
護
関
税
の
新
た
な
独
占
の
武
器
を
つ
く
り
、
輸
出
す
可べ

き
生
産
物
は

そ
れ
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。（
こ
の
こ
と
は
既
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
『
資
本
論
』
第
三
巻
で
高
調
し
て
い
る
。）

そ
の
上
、
カ
ル
テ
ル
及
び
金
融
資
本
に
は
、
棄す

て
ね値

で
輸
出
す
る
（
イ
ギ
リ
ス
人
の
所
謂
「
投
げ
売
」【dum

ping

】）

と
云
う
特
有
の
組
織
の
あ
る
こ
と
も
亦ま

た

周
知
の
事
実
で
あ
る
。
カ
ル
テ
ル
は
、
国
内
で
は
高
き
独
占
価
格
で
自
個

の
商
品
を
売
り
外
国
で
は
競
争
者
を
外
し
自
個
の
生
産
を
高
上
す
る
等
の
た
め
に
、
乞
食
に
与
え
る
パ
ン
の
よ
う

にi i

投
げ
売
り
す
る
。
ド
イ
ツ
の
対
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
貿
易
が
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
よ
り
も
速す

み
やか

に
発
展
す
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
ば
ド
イ
ツ
の
帝
国
主
義
が
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
よ
り
も
若
々
し
く
、
ヨ
リ
有
力
で
ヨ
リ
組
織
立
っ
て
い
て
、

よ
り
広
汎
だ
と
い
う
こ
と
を
示
め
す
に
過
ぎ
ず
、
決
し
て
自
由
貿
易
の
拡
大
を
意
味
す
る
も
の
で
は
無
い
。
何
と

な
れ
ば
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
保
護
貿
易
と
植
民
地
的
従
属
に
対
す
る
自
由
貿
易
の
闘
争
で
は
な
く
、
一
つ
の
帝
国

主
義
と
他
の
帝
国
主
義
、
一
つ
の
独
占
と
他
の
独
占
、
金
融
資
本
と
金
融
資
本
と
の
戦
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ

リ
ス
の
帝
国
主
義
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
帝
国
主
義
の
優
越
は
、
植
民
地
及
び
保
護
関
税
の
障
壁
よ
り
も
強
い
の
で

i　

英
訳
で
は
こ
の
よ
う
な
表
現
は
な
い
。"at a m

uch low
er price"
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あ
る
。
そ
れ
を
自
由
貿
易
及
び
「
平
和
的
民
主
主
義
」
の
恩
恵
だ
と
推
定
す
る
の
は
、
帝
国
主
義
の
基
礎
的
目
標

及
び
本
質
を
忘
却
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
改
良
主
義
と
を
取
換
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

カ
ウ
ツ
キ
ー
と
同
様
に
帝
国
主
義
を
皮
相
的
に
批
判
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
者
ラ
ン
ス
ブ
ル
グ
で
さ
え
も
、

貿
易
統
計
を
遥
か
に
科
学
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
の
は
、
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
若
干
の
勝
手
に
選
び
出

し
た
国
家
及
び
単
な
る
植
民
地
を
、
他
の
国
家
と
比
較
し
な
い
で
、
帝
国
主
義
国
家
の
輸
出
を
（
一
）
信
用
許
諾

【表 22】
ドイツから債務国への輸出

1889 1908 増加
百万マルク 百万マルク %

ル ー マ ニ ア 48.2 70.8 47
ポ ル ト ガ ル 19.0 32.8 73
アルゼンチン 60.7 147.0 143
ブ ラ ヂ ル 48.7 84.5 73
チ リ 28.3 52.4 85
ト ル コ 29.9 64.0 114
合 計 234.8 451.5 92

ドイツから財政的に独立せる国家への輸出
1889 1908 増加
百万マルク 百万マルク %

イ ギ リ ス 651.8 997.4 53

フ ラ ン ス 210.2 437.9 108

ベ ル ギ ー 137.2 322.8 135

ス イ ス 177.4 401.1 127

オーストラリヤ 21.2 64.5 205

蘭 領 印 度 8.8 40.7 363

合 計 1206.6 2264.4 87
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帝
国
主
義
の
批
判

に
よ
っ
て
貿
易
関
係
が
開
か
れ
て
い
るi i

国
家
へ
の
輸
出
と
（
二
）
金
融
的
【financially

】
に
は
そ
の
国
よ
り
独
立

し
て
い
る
国
家
へ
の
輸
出
と
に
分
類
し
て
比
較
し
て
い
る
。

【
表
22
】

ラ
ン
ス
ブ
ル
グ
は
こ
の
合
計
を
出
し
て
居
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
不
可
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
数
字
が
若
し
0

0

一
般

的
に
何
も
の
か
を
示
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
不
利
益
な
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
認
め
て
い
な

い
。
何
と
な
れ
ば
、
財
政
的
に
【financially

金
融
的
に
ド
イ
ツ
に
】
従
属
せ
る
国
家
へ
の
輸
出
は
、
財
政
的
に
独
立

せ
る
国
家
へ
の
輸
出
に
比
較
し
て
、
額
に
於
て
こ
と
尠す

く
ない

が
、
ヨ
リ
速
に
0

0

発
達
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
吾
々

が
「
若も

し
」
と
い
う
言
葉
に
力
を
入
れ
る
の
は
、
ラ
ン
ス
ブ
ル
グ
の
統
計
は
決
し
て
完
全
な
も
の
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。）

ラ
ン
ス
ブ
ル
グ
は
輸
出
と
公
債
の
関
係
を
研
究
し
て
、
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。

「
一
八
九
〇
―
九
一
年
に
、
ド
イ
ツ
の
諸
銀
行
は
ル
ー
マ
ニ
ア
の
公
債

0

0

0

0

0

0

0

0

を
引
受
け
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
前
金

は
既
に
前
年
に
引
渡
し
た
。
こ
の
公
債
は
主
と
し
て
、
鉄
道
材
料
の
購
入
に
当
て
ら
れ
そ
の
材
料
は
ド
イ
ツ
か
ら

輸
入
さ
れ
た
。
一
九
〇
一
年
【In 1891

】
ル
ー
マ
ニ
ア
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
輸
出
は
、五
千
五
百
万
馬マ

ル
ク克

に
達
し
た
。

i　

表
で
は
「
債
務
国
」
と
し
、
こ
こ
で
は
「
信
用
許
諾
に
よ
っ
て
貿
易
関
係
が
開
か
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も

" financially dependent on G
erm

any"

で
あ
り
、
こ
こ
で
は" borrow

 m
oney from

 it"

が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
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近
年
そ
れ
が
三
千
九
百
四
十
万
馬マ

ル
ク克

に
低
下
し
、
そ
の
間
に
は
二
千
五
百
四
十
万
馬マ

ル
ク克

（
一
九
〇
〇
年
）
に
落
ち

た
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
年
に
到い

た

っ
て
始
め
て
再
び
一
八
九
一
年
の
状
態
に
復
帰
し
た
―
―
こ
れ
は
新

た
な
二
回
の
公
債
引
受
の
お
蔭
で
あ
る
。

「
ポ
ル
ト
ガ
ル
へ
の
ド
イ
ツ
の
輸
出
は
、
一
八
八
八
―
八
九
年
の
公
債
引
受
の
結
果
、
二
千
百
十
万
馬マ

ル
ク克

（
一
八
九
〇
年
）
ま
で
昂た

か
ま

り
、
そ
れ
に
次
ぐ
二
年
間
に
千
六
百
二
十
万
、七
百
四
十
【
万
】
馬マ

ル
ク克

に
低
下
し
、

一
九
〇
三
年
に
始
め
て
再
び
以
前
の
状
態
に
帰
っ
た
。

「
ド
イ
ツ
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
貿
易
は
更
に
露
骨
な
形
を
執
っ
て
い
る
。
一
八
八
八
年
と
一
八
九
〇
年
の
公
債

引
受
の
結
果
と
し
て
、
一
八
八
九
年
の
ド
イ
ツ
か
ら
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
輸
出
は
、
六
千
七
十
万
馬マ

ル
ク克

を
算
し
た
。

と
こ
ろ
が
二
年
後
に
は
千
八
百
六
十
【
万
】
馬マ

ル
ク克

即
ち
三
分
の
一
に
も
足
ら
ぬ
数
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
一
九
〇
一

年
に
到い

た

っ
て
始
め
て
、
一
八
八
九
年
の
最
高
点
を
凌
駕
す
る
に
到
っ
た
。
こ
れ
は
国
債
及
び
市
債
の
引
受
、
電
気

工
場
建
設
の
貨
幣
融
通
及
び
そ
の
他
の
信
用
許
諾
と
関
聯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ド
イ
ツ
の
チ
リ
ー
貿
易
は
、
一
八
八
九
年
の
公
債
引
受
の
結
果
、
四
千
五
百
二
十
万
馬マ

ル
ク克

（
一
八
九
二
年
）

に
達
し
た
が
、
二
年
後
に
は
そ
の
半
額
即
ち
二
千
二
百
五
十
万
馬マ

ル
ク克

に
低
下
し
た
。
然
し
一
九
〇
六
年
ド
イ
ツ
諸

銀
行
が
チ
リ
ー
の
新
公
債
を
引
受
け
た
の
で
、貿
易
額
は
八
千
四
百
七
十
万
馬マ

ル
ク克

（
一
九
〇
七
年
）
に
増
加
し
た
。

そ
れ
が
ま
た
翌
一
九
〇
七
年
に
は
五
千
二
百
四
十
万
馬マ

ル
ク克

に
低
下
し
た
。」（
注
一
〇
九
）



160

九　

帝
国
主
義
の
批
判

ラ
ン
ス
ブ
ル
グ
は
こ
の
事
実
か
ら
、
お
ど
け
た
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
道
徳
を
抽
出
し
て
来
て
、
公
債
と
結
び
付
い
た

貿
易
が
い
か
に
不
確
実
で
不
均
衡
で
あ
る
か
、「
自
然
的
」「
調
和
的
」
に
国
内
産
業
を
発
達
さ
せ
る
代
り
に
、
外

国
へ
輸
出
す
る
こ
と
が
い
か
に
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
も
拘か

か

わ
ら
ず
ク
ル
ッ
プ
会
社i i

は
外
国
公
債
に
た

い
し
て
数
百
万
に
上
る
高
い
賄
賂
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
然
し
事
実
は
明
ら
か
に
次
の
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。
輸
出
の
増
加
は
、
ま
こ
と
に
そ
ん
な
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
道
徳
は
悪
魔
に
渡
し
て
し
ま
っ
て
、
一
度

は
公
債
引
受
の
利
潤
に
よ
っ
て
、
次
に
は
そ
の
公
債
が
ク
ル
ッ
プ
製
品
又
鋼
鉄
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
の
鉄
道
材
料
購
入

に
当
て
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
同
じ
公
債
か
ら
来
る
そ
の
利
潤
に
よ
っ
て
、
憐
れ
な
る
も
の
を
二
重
に
搾
取
す
る
と

こ
ろ
の
、
金
融
資
本
の
詐
欺
的
活
動
と
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

吾
々
は
繰
り
返
し
て
云
う
。
ラ
ン
ス
ブ
ル
グ
の
統
計
を
吾
々
は
決
し
完
全
な
も
の
と
は
し
な
い
が
ラ
ン
ス
ブ
ル

グ
は
問
題
を
正
し
く
案
配
し
て
い
る
が
故
に
、
彼
の
統
計
は
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
統
計
よ
り
は
科
学
的
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
吾
々
は
そ
れ
を
引
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
輸
出
そ
の
他
に
た
い
す
る
金
融
資
本
の
意
義
に
関
し
て
正

し
い
観
察
を
下
す
為た

め
に
は
、
金
融
家
の
詐
欺
と
輸
出
の
関
係
並
び
に
カ
ル
テ
ル
生
産
物
の
販
路
と
輸
出
の
関
係

を
、
特
殊
的
に

0

0

0

0

且
つ
全
体
的
に

0

0

0

0

発
見
す
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
純
に
植
民
地
と
非
植
民
地
一
般
、

一
つ
の
帝
国
主
義
と
他
の
帝
国
主
義
、
一
つ
の
植
民
地
又
は
半
植
民
地
（
エ
ジ
プ
ト
）
と
凡す

べ

て
の
他
の
国
家
と
を

i　

ド
イ
ツ
の
代
表
的
重
工
業
企
業
、
製
鉄
・
兵
器
製
造
に
長
い
歴
史
を
持
つ
。
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比
較
す
る
こ
と
は
―
―
も
の
の
本
質
0

0

を
隠
蔽
し
、
回
避
す
る
こ
と
で
あ
る
。

カ
ウ
ツ
キ
ー
の
帝
国
主
義
の
理
論
的
批
判
は
、
そ
れ
故
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
共
通
な
る
何
も
の
も
持
っ
て
い

な
い
。
高
々
、
日
和
見
主
義
者
及
び
社
会
愛
国
主
義
者
と
の
一
致
の
愛
慕
及
び
平
和
的
宣
伝
に
た
い
し
て
価
値
を

持
っ
て
い
る
位
の
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
彼
の
批
判
は
、
独
占
と
そ
れ
に
併
存
す
る
自
由
競
争
と
の
間
、
金

融
資
本
の
大
規
模
の
「
活
動
」（
及
び
大
な
る
利
潤
）
と
自
由
市
場
に
お
け
る
「
正
直
」
な
商
業
の
活
動
と
の
間
、

一
方
に
於
て
カ
ル
テ
ル
及
び
ト
ラ
ス
ト
と
他
方
に
於
て
そ
れ
に
参
加
し
て
い
な
い
産
業
と
の
間
の
矛
盾
衝
突
の
如

き
、
帝
国
主
義
の
最
深
の
最
根
柢
的
の
矛
盾
衝
突
を
隠
蔽
し
、
回
避
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

カ
ウ
ツ
キ
ー
の
考
え
出
し
た
「
超
帝
国
主
義
」
の
有
名
な
理
論
も
亦ま

た

同
様
に
、
吾
々
が
既
に
見
た
通
り
、
幼
稚

な
も
の
で
あ
る
。【
英
訳
本
で
は
、続
け
て
、「1915

の
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
記
述
と
、1902

の
ホ
ブ
ソ
ン
の
記
述
を
比
較
せ
よ
」
と
し
、

更
に
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
あ
る
。】【
補
注
３
】

【Indeed,i

実
際
、】
カ
ウ
ツ
キ
ー
が
ド
イ
ツ
の
労
働
者
（
及
び
万
国
の
労
働
者
）
に
説
き
示
さ
ん
と
す
る
予
測
が
、

い
か
に
不
合
理
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
は
、
実
際
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
明
々
白
々
の
事
実
を
想
い
浮

べ
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
印イ

ン
ド度

、
印イ

ン
ド
シ
ナ

度
支
那
及
び
支
那
【
中
国
】
を
執
っ
て
見
る
。
合
計
六
億
乃
至
七
億
の
人

口
を
有
す
る
こ
の
三
つ
の
植
民
地
及
び
半
植
民
国
が
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
の

若
干
の
帝
国
主
義
的
強
国
の
金
融
資
本
に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
ら
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帝
国
主
義
の
批
判

の
帝
国
主
義
国
家
の
或
る
も
の
が
、
上
述
ア
ジ
ア
諸
国
に
於
け
る
そ
の
販
路
、
利
益
、
勢
力
範
囲
を
保
護
す
る
た

め
に
、
他
の
国
家
と
同
盟
を
結
ん
だ
と
仮
定
せ
よ
。
さ
す
れ
ば
そ
れ
は
帝
国
主
義
間
の
同
盟
若も

し
く
は
超
帝
国
主

義
的
同
盟
で
あ
ろ
う
。
又
全す

べ

て
の
帝
国
主
義
強
国
が
、上
述
の
ア
ジ
ア
諸
国
を
「
平
和
的
」
に
分
割
す
る
た
め
に
、

同
盟
を
結
ん
だ
と
仮
定
せ
よ
。
さ
す
れ
ば
そ
れ
は
「
国
際
的
に
同
盟
せ
る
金
融
資
本
」
で
あ
ろ
う
。
事
実
に
於
て

二
十
世
紀
の
歴
史
は
、
支
那
に
対
す
る
列
強
の
関
係
に
於
け
る
が
如
く
、
左
様
な
同
盟
の
実
例
を
与
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
資
本
主
義
の
維
持
（
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
実
際
こ
の
条
件
を
仮
定
し
て
い
る
）
を
条
件
と
し
て
、

か
か
る
同
盟
が
長
続
き
す
る
も
の
と
考
え
得
る
か
ど
う
か
？
か
か
る
同
盟
が
凡す

べ

て
の
形
態
に
於
け
る
衝
突
、
闘

争
、
戦
争
を
除
き
得
る
か
ど
う
か
？

こ
の
問
題
を
十
分
明
白
に
説
明
さ
え
す
れ
ば
、
否
定
以
外
に
答
え
よ
う
の
な
い
こ
と
が
分
る
。
何
故
な
れ
ば
資

本
主
義
に
あ
っ
て
は
、
利
害
関
係
範
囲
及
び
勢
力
範
囲
の
分
割
、
植
民
地
の
分
割
の
基
礎
と
し
て
は
、
全
経
済
的

【general econom
ic

】、
財
政
的
、
軍
事
的
の
実
力
の
配
分
に
お
け
る
分
割
参
加
国
の
実
力
0

0

の
計
算
以
外
に
考
え
得
ら

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
資
本
主
義
に
あ
っ
て
は
、個
々
の
企
業
、ト
ラ
ス
ト
、産
業
部
門
及
び
国
家
の「
均

等
」
な
発
展
は
あ
り
得
な
い
が
故
に
、
分
割
参
加
国
の
実
力
関
係
の
変
化
は
不
均
等
で
あ
る
。
五
十
年
前
、
ド
イ

ツ
の
資
本
主
義
的
実
力
と
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
を
比
較
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
は
零
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
日
本
も
ロ
シ
ア

に
比
べ
て
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
て
見
れ
ば
十
年
乃
至
二
十
年
の
間
、
帝
国
主
義
強
国
間
の
実
力
が
変
化
し
な
い
と
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考
え
得
ら
る
る
で
あ
ろ
う
か
？
絶
対
に
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

「
帝
国
主
義
国
家
間
」i i【「
国
際
帝
国
主
義
」】
の
同
盟
又
は
「
超
帝
国
主
義
的
」
同
盟
は
、資
本
主
義
の
内
部
に
お
い

て
は
戦
争
と
戦
争
と
の
間
の
呼い

き吸
抜
き
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
同
盟
が
、
一
つ
の
帝
国
主
義
的
同
盟
に

対
立
す
る
他
の
帝
国
主
義
的
同
盟
の
形
で
現
れ
よ
う
と
、
凡
て
0

0

の
帝
国
主
義
国
家
の
総
同
盟
の
形
で
現
れ
よ
う
と

結
局
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
平
和
同
盟
は
戦
争
を
準
備
し
、
平
和
同
盟
が
ま
た
戦
争
か
ら
生
れ
、
両
者
互
に
制
約
し
、

世
界
経
済
及
び
世
界
政
策
に
お
け
る
帝
国
主
義
的
の
聯
絡
関
係
と
い
う
同
じ
一
つ
の

0

0

0

0

0

基
礎
か
ら
、
平
和
的
及
び
非

平
和
的
闘
争
の
諸

も
ろ
も
ろの

様
式
の
交
替
が
生
れ
て
来
る
。【
英
訳
本
で
は
、
続
け
て
、
補
注
４
】

ア
メ
リ
カ
人
ヒ
ル
は
そ
の
著
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
的
発
展
に
於
け
る
外
交
の
歴
史
」
の
序
文
に
於
て
、
最
近

外
交
史
に
三
つ
の
時
期
を
設
け
て
い
る
（
一
）
革
命
の
時
代
（
二
）
立
憲
運
動
の
時
代
（
三
）
今
日
の
貿
易
帝
国

主
義
の
時
代
（
注
一
一
〇
）
是こ

れ

で
あ
る
。
又
他
の
著
者
は
一
八
七
〇
年
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
世
界
政
策
史
に
次
の
四

つ
の
時
期
を
劃か

く

し
て
い
る
。（
一
）
最
初
の
社
会
主
義
時
代
―
―
ロ
シ
ア
の
印
度
へ
向
っ
て
の
中
央
ア
ジ
ア
の
膨

脹
に
対
す
る
闘
争
。（
二
）
ア
フ
リ
カ
時
代
（
約
一
八
六
五
【1885

】
年
―
一
九
〇
二
年
）
―
―
ア
フ
リ
カ
分
割

の
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
闘
争
。（
一
八
九
八
年
の
フ
ァ
シ
ュ
ダ
事
件i ii

―
―
間
一
髪
で
フ
ラ
ン
ス
と
戦
端
が
開
か

i　

英
訳
本
で
は
こ
の
語
の
前
に
以
下
の
文
が
あ
る" Therefore, in the realities of the capitalist system

, and not in the banal 
philistine fantasies of English parsons, or of the G

erm
an “M

arxist”, K
autsky,"

ii　

ス
ー
ダ
ン
附
近
で
両
国
が
東
ア
フ
リ
カ
で
覇
権
を
争
う
。
ド
イ
ツ
の
台
頭
を
念
頭
に
和
解
、
以
降
は
接
近
。
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九　

帝
国
主
義
の
批
判

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。）（
三
）
第
二
ア
ジ
ア
時
代
（
ロ
シ
ア
に
対
抗
し
て
日
英
同
盟
の
締
結
）（
四
）
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
時
代
―
―
主
と
し
て
ド
イ
ツ
と
の
対
抗
。（
注
一
一
一
）
銀
行
家
リ
ー
ゼ
ル
は
既
に
一
九
〇
五
年
に
、
政
治
的

前
哨
戦
は
金
融
的
地
盤
の
上
で
戦
い
疲
れ
て
い
る
と
述
べ
、
イ
タ
リ
ー
に
投
資
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
金
融
資
本
が

両
国
の
同
盟
を
準
備
し
た
所ゆ

え
ん以

、
ペ
ル
シ
ャ
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
の
間
に
起
っ
た
闘
争
が
進
展
し
て
行

っ
た
所ゆ

え
ん以

、
支
那
【
中
国
】
の
公
債
の
た
め
に
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
資
本
主
義
国
家
の
闘
争
が
発
展
し
た
所ゆ

え
ん以

を
論
述

し
た
。
こ
れ
が
「
超
帝
国
主
義
」
の
生
け
る
現
実
で
あ
り
、
帝
国
主
義
的
闘
争
に
関
聯
す
る
平
和
的
協
約
の
正
体

で
あ
る
！

カ
ウ
ツ
キ
ー
の
帝
国
主
義
の
最
も
深
き
矛
盾
の
隠
蔽
は
、転
じ
て
帝
国
主
義
の
美
化
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
帝
国
主
義
の
政
治
的
特
徴
に
対
す
る
彼
の
批
判
に
も
反
映
し
て
い
る
。
帝
国
主
義
は
金
融
資
本
と
独
占
の

時
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
到
る
処
に
支
配
の
傾
向
を
植
付
け
る
が
、
決
し
て
自
由
の
傾
向
を
植
付
け
る
も
の
で
な
い
。

こ
の
傾
向
の
現
れ
の
一
つ
は
、
政
治
的
秩
序
に
於
け
る
断だ

ん
こ乎

た
る
反
動
並
び
に
、
此こ

の
領
域
に
於
い
て
も
亦
見
ら

れ
る
矛
盾
衝
突
の
驚
く
可べ

き
激
化
で
あ
る
。
特
に
民
族
的
圧
迫
及
び
併
合
の
傾
向
、
即
ち
民
族
的
独
立
の
撤
去
の

傾
向
（
併
合
は
民
族
自
決
の
撤
去
以
外
の
何
も
の
で
も
無
い
か
ら
）
は
激
化
さ
れ
る
。
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
帝

国
主
義
と
民
族
圧
迫
の
激
化
と
の
関
係
を
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
。
曰
く
「
し
か
し
な
が
ら
、
新
た
に
併
合
さ
れ

た
国
家
自
身
に
於
て
、
輸
入
さ
れ
た
資
本
主
義
は
対
立
を
高
め
、
民
族
意
識
に
目
醒
め
た
国
民
の
、
侵
入
者
に
対
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す
る
反
抗
を
益
々
刺
戟
す
る
。
而
し
て
そ
れ
は
容
易
に
、
外
国
の
資
本
に
対
し
て
危
険
な
る
程
度
に
ま
で
達
す
る

こ
と
が
出
来
る
。
古
き
社
会
関
係
は
完
全
に
革
命
さ
れ
、「
歴
史
な
き
民
族
」
の
千
年
間
の
農
業
的
拘
束
は
粉
砕

さ
れ
、
そ
れ
ら
の
民
族
自
身
が
資
本
主
義
の
渦
巻
に
捲
込
ま
れ
る
。
資
本
主
義
は
自
身
で
徐
々
に
、
被
征
服
者
に

対
し
て
解
放
の
手
段
を
与
え
る
。
曾か

つ

て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
族
の
最
高
の
目
標
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、
経
済
的
文
化

的
自
由
の
方
法
と
し
て
の
民
族
統
一
国
家
の
建
設
は
、正
に
被
征
服
民
族
の
目
標
と
も
な
る
。
こ
の
独
立
運
動
は
、

正
に
そ
の
最
も
価
値
あ
り
最
も
有
望
な
る
搾
取
地
域
に
於
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
資
本
を
脅
威
す
る
。
之こ

れ

に
対
し

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
資
本
は
、
そ
の
権
力
手
段
を
増
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
支
配
を
保
有
し
得
る
に
過
ぎ
な

い
。」（
注
一
一
二
）

更
に
附
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
新
進
の
国
家
に
於
い
て
の
み
で
な
く
、
古
い
国
家
に
於
い
て

も
亦
、
帝
国
主
義
は
、
領
土
併
合
、
民
族
的
圧
迫
の
加
重
、
及
び
そ
の
結
果
た
る
反
抗
の
激
化
を
導
い
て
来
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ウ
ツ
キ
ー
が
、
資
本
主
義
に
よ
る
政
治
的
反
動
の
激
化
に
反
対
す
る
時
、
彼
は
、
帝
国
主

義
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
日
和
見
主
義
者
と
の
一
致
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
う
焦し

ょ
う
び眉

の
問
題
を
、
等と

う
か
ん閑

に
附
し
て

い
る
。
彼
が
併
合
問
題
に
向
っ
て
論
難
し
て
時
、
彼
は
そ
の
議
論
を
、
日
和
見
主
義
者
に
出
来
る
だ
け
痛つ

う
よ
う痒

を
与

え
な
い
、
組
み
し
易
い
形
に
於
て
表
白
し
て
い
る
。
彼
は
直
接
ド
イ
ツ
の
公
衆
に
話
し
か
け
て
い
る
が
、
最
も
重

大
な
こ
と
及
び
最
も
実
際
的
な
こ
と
、
即
ち
ア
ル
サ
ス
・
ロ
ー
レ
ン
は
ド
イ
ツ
の
併
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
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帝
国
主
義
の
批
判

こ
と
を
、
隠
蔽
す
る
こ
と
知
っ
て
い
る
。
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
こ
の
「
無
思
想
」【m

ental aberration

常
軌
逸
脱
】
を
説
明

す
る
た
め
に
、
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
い
ま
或
る
日
本
人
が
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
併
合
に
反
抗
す
る
と
仮

定
せ
よ
。
そ
の
場
合
、
多
く
の
人
々
は
、
こ
の
反
抗
は
併
合
一
般
に
対
す
る
憎
悪
か
ら
来
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自

身
で
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
を
占
領
せ
ん
と
す
る
願
望
か
ら
来
た
も
の
で
は
な
い
、
と
信
ず
る
で
あ
ろ
う
か
？
更
に
そ

れ
ど
こ
ろ
か
次
の
こ
と
を
問
い
度た

い
。
多
く
の
人
々
は
、
そ
の
日
本
人
が
日
本
に
よ
る
朝
鮮
の
併
合
に
反
対
し
、

朝
鮮
の
解
放
を
要
求
す
る
時
、
始
め
て
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
併
合
に
対
す
る
そ
の
「
反
抗
」
が
、
誠
実
で
政
治
的
に

尊
敬
す
可べ

き
も
の
で
あ
る
、
と
信
じ
は
し
な
い
か
？
（
こ
の
例
の
日
本
の
代
わ
り
に
ロ
シ
ア
を
、
朝
鮮
の
代
わ
り
に

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ク
ー
ル
ラ
ン
ド
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
等
を
代
置
し
て
読
ま
ん
こ
と
を
著
者
は
序
文
で
注
意
し

て
い
る
。
訳
者
）

カ
ウ
ツ
キ
ー
の
帝
国
主
義
の
理
論
的
解
剖
も
、
そ
の
政
治
的
経
済
的
批
判
と
共
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
一
致
せ

ざ
る
精
神
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
根
本
的
の
矛
盾
を
隠
蔽
し
、
補ほ

て
つ綴

せ
ん
と
す
る
精
神
で
あ
り
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
労
働
運
動
で
日
和
見
主
義
と
の
一
致
の
ぐ
ら
つ
い
た
の
を
、
い
か
な
る
事
情
の
下
に
於
て
も
弁
護
せ

ん
と
す
る
精
神
で
あ
る
。
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一
〇　
帝
国
主
義
の
歴
史
的
地
位

吾
人
が
既
に
観
察
し
た
如
く
、
帝
国
主
義
の
経
済
的
本
質
は
、
独
占
的
資
本
主
義
で
あ
る
。
自
由
競
争
の
地
盤

か
ら
、
特
に
自
由
競
争
か
ら
直
接
に
発
生
し
た
そ
の
独
占
は
、
資
本
主
義
的
秩
序
か
ら
社
会
的
経
済
的
に
ヨ
リ
高

い
秩
序
へ
の
過
渡
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
既
に
、
帝
国
主
義
の
歴
史
的
地
位
は
決
定
さ
れ
て
い

る
。
茲
に
特
に
、
こ
の
時
代
に
特
性
的
な
る
、
独
占
の
四
つ
の
主
要
型
又
は
独
占
的
資
本
主
義
の
四
つ
の
主
要
現

象
を
区
別
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
一
。
独
占
は
生
産
の
極
め
て
高
き
発
展
階
段
に
於
け
る
、
生
産
の
集
積
か
ら
発
生
し
た
。
カ
ル
テ
ル
、
シ
ン

ジ
ケ
ー
ト
、
ト
ラ
ス
ト
の
如
き
、
資
本
家
の
独
占
的
団
結
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
独
占
的
団
結
が
、
今
日
の

経
済
生
活
に
於
て
、
い
か
に
顕
著
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
か
は
、
既
に
説
明
し
た
通
り
で
あ
る
。
二
十
世
紀
の
初

頭
に
、
そ
れ
ら
は
先
進
資
本
主
義
国
家
に
於
て
完
全
に
支
配
的
地
位
を
占
め
た
。
而し

か

し
て
こ
の
カ
ル
テ
ル
化
の
第

一
歩
は
、
高
率
の
保
護
関
税
を
設
け
て
い
る
国
家
（
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
）
に
よ
っ
て
踏
出
さ
れ
た
と
は
云
え
、

自
由
貿
易
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
間
も
無
く
、
生
産
の
集
積
か
ら
来
る
独
占
の
発
生
と
い
う
同
様
な
基
礎
的

な
事
実
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
。
独
占
は
主
要
原
料
産
地
の
掌
握
を
強
烈
な
ら
し
め
た
。
特
に
鉱
山
業
、
鉄
工
業
の
如
き
、
資
本
主
義
社
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一
〇　

帝
国
主
義
の
歴
史
的
地
位

会
の
最
重
要
な
、
最
も
多
く
カ
ル
テ
ル
化
さ
れ
て
い
る
工
業
に
於
い
て
そ
う
で
あ
る
。
重
要
原
料
産
地
の
独
占
的

所
有
は
、
大
資
本
の
権
力
を
驚
く
可べ

く
高
め
、
カ
ル
テ
ル
と
そ
れ
以
外
の
者
と
の
間
の
対
立
を
激
烈
な
ら
し
め
た
。

第
三
。
諸

も
ろ
も
ろの

独
占
は
銀
行
か
ら
生
長
し
た
。
銀
行
は
消
極
的
な
仲
介
業
か
ら
、
金
融
資
本
の
独
占
運
転
者
に
変

化
し
た
。
進
ん
だ
資
本
主
義
国
家
の
三
つ
乃
至
五
つ
の
大
銀
行
は
、
産
業
資
本
と
銀
行
資
本
と
の
「
人
的
結
合
」

を
実
現
し
、「
国
の
資
本
及
び
収
得
の
大
部
分
を
形
成
す
る
数
十
億
の
資
本
の
支
配
権
を
そ
の
掌
中
に
集
中
し
た
。

こ
の
独
占
の
最
も
露
骨
な
現
れ
は
金
融
寡
頭
政
治
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
現
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
一
切
の
経
済

的
施
設
を
、
一
の
例
外
無
く
、
従
属
関
係
の
緊
密
な
網
の
中
へ
取
り
込
ん
で
い
る
。

第
四
。
独
占
は
植
民
政
策
か
ら
発
生
し
た
。
金
融
資
本
は
、
植
民
政
策
の
無
数
の
「
古
い
」
動
機
に
対
し
て
、

原
料
産
地
争
奪
の
闘
争
を
附
加
し
、
更
に
「
勢
力
圏
」
へ
の
資
本
輸
出
即
ち
有
利
な
協
定
を
結
び
、
利
権
を
握
り
、

独
占
的
利
潤
等
を
占
め
ら
れ
る
地
方
へ
の
資
本
輸
出
の
た
め
の
闘
争
を
附
加
し
、
最
後
に
経
済
的
領
土
一
般
の
争

奪
の
闘
争
を
附
加
し
た
。
例
え
ば
、
一
八
七
六
年
に
ま
だ
そ
う
で
あ
っ
た
如
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
強
国
が
そ
の

移
民
を
も
っ
て
ア
フ
リ
カ
の
十
分
の
一
を
占
領
し
た
頃
に
は
、
植
民
政
策
は
、
独
占
が
な
く
と
も
、
土
地
の
「
自

由
な
獲
得
」と
云
う
形
で
発
展
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
然
る
に
ア
フ
リ
カ
の
十
分
の
九
が
占
領
さ
れ（
一
九
〇
〇
）、

全
世
界
が
分
割
さ
れ
て
仕し

舞ま

う
と
、
植
民
地
の
独
占
的
所
有
の
時
代
が
始
ま
り
、
そ
れ
に
次
い
で
世
界
の
分
割
及

び
再
分
割
の
た
め
の
、
特
に
激
烈
な
闘
争
の
時
代
が
始
ま
っ
た
。
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独
占
的
資
本
主
義
が
資
本
主
義
の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
撞ど

う
ち
ゃ
く

着
を
い
か
に
激
烈
な
ら
し
め
た
か
は
、
周
知
の
事
実
で
あ

る
。
そ
れ
に
は
物
価
の
騰
貴
と
カ
ル
テ
ル
の
圧
迫
と
を
指
摘
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
矛
盾
の
激
化
は
、
歴
史
的
過

渡
時
代
の
最
強
力
な
原
動
力
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
代
は
国
際
金
融
資
本
が
決
定
的
勝
利
を
占
め
て
以
来
、
そ
の
端

を
発
し
た
も
の
で
あ
る
。

独
占
、
寡
頭
政
治
、
自
由
へ
の
傾
向
で
な
く
支
配
へ
の
傾
向
、
富
有
に
し
て
強
力
な
少
数
国
民
に
よ
る
弱
小
国

民
の
大
多
数
の
搾
取
―
―
そ
れ
ら
の
一
切
は
帝
国
主
義
の
本
質
的
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
は
寄
生
的
停
滞
的
資
本
主

義
と
し
て
、
帝
国
主
義
に
特
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
帝
国
主
義
の
傾
向
と
し
て
、
遊
食
国
家
、
高
利
貸
国
家
の
形

成
が
益
々
露
骨
に
進
行
し
、
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
た
だ
資
本
輸
出
及
び
、
利
札
切
り
で
生
活
す
る
。
こ
の
停

滞
へ
の
傾
向
が
、
資
本
主
義
の
急
激
な
発
展
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
と
信
じ
た
ら
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
決

し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
個
々
の
産
業
部
内
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
個
々
の
層
、
個
々
の
国
家
は
、
帝
国
主
義

の
時
代
に
於
て
、
多
か
れ
尠
か
れ
そ
の
傾
向
の
或
は
一
或
は
他
を
示
す
。
全
体
と
し
て
資
本
主
義
は
以
前
よ
り
は

著
し
く
速す

み
やか

に
発
展
す
る
。
然
し
そ
の
発
展
は
一
般
に
不
均
衡
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
不
均
衡
は
特
に

資
本
力
の
強
い
国
家
（
イ
ギ
リ
ス
の
如
き
）
の
停
滞
状
態
と
な
っ
て
現
れ
る
。

ド
イ
ツ
の
大
銀
行
に
関
す
る
著
述
の
著
者
リ
ー
ゼ
ル
は
、
ド
イ
ツ
の
経
済
的
発
展
の
速
度
に
つ
い
て
曰
く
「
前

時
代
（
一
八
七
〇
年
―
一
八
八
四
年
【1848-1870

】）
に
於
け
る
ド
イ
ツ
の
全
経
済
と
ド
イ
ツ
の
銀
行
業
と
の
発
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達
の
速
度
は
、
そ
ん
な
に
緩
慢
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
速
度
と
、
こ
の
時
代
（
一
九
〇
〇
―
一
九
〇
五
年
）

【1870-1905

】
に
お
け
る
そ
れ
の
発
達
の
速
度
を
比
べ
る
と
、
恰あ

た

か
も
、
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
時
代

の
郵
便
馬
車
の
速
度
と
、
罪
の
な
い
徒
歩
者
や
住
民
ま
で
も
屡
々
危
い
目
に
あ
わ
せ
る
今
日
の
自
働
車
の
速
度
と

を
比
べ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。」（
注
一
一
三
）

然
し
、
こ
の
金
融
資
本
が
、
そ
の
よ
う
な
異
常
な
速
度
で
増
大
し
た
が
た
め
に
、
植
民
地
の
、
金
融
資
本
に
富

ん
で
い
る
国
家
が
―
―
平
和
的
の
方
法
の
み
に
よ
っ
て
で
な
く
―
―
奪
い
去
っ
た
植
民
地
の
、「
平
和
的
」
占
有

に
移
っ
た
こ
と
は
、
否
定
出
来
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
最
近
数
十
年
間
に
於
て
、
経
済
発
展
が
、
ド
イ
ツ

に
於
け
る
よ
り
も
急
速
に
発
展
し
て
居
り
、
正
に
こ
の
事
情
か
ら
、
近
代
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
寄
生
的
特
徴
が
、

特
に
眼
立
っ
て
現
れ
て
来
て
い
る
。
然
し
他
方
に
於
て
、
ア
メ
リ
カ
の
共
和
政
治
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
、
日
本

又
は
ド
イ
ツ
の
君
主
政
治
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
全
く
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
帝
国
主
義
の
時
代
に
は
、

極
端
な
政
治
的
差
異
は
減
殺
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
思
う
に
、
そ
の
政
治
的
差
異
そ
の
も
の
が
重

大
で
な
い
か
ら
で
は
な
く
て
、
凡す

べ

て
こ
の
場
合
に
於
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
強
い
寄
生
的
特
徴
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。一

定
産
業
部
門
又
は
個
々
の
国
家
の
資
本
家
が
、
高
い
独
占
利
潤
を
占
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
等
は
経
済

的
に
、
労
働
者
の
一
定
層
及
び
少
数
と
は
云
え
可か

成な

り
多
数
の
労
働
者
を
一
時
自
個
の
方
へ
惹ひ

き

付
け
、
そ
れ
ら
を
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し
て
爾じ

よ余
の
一
切
の
も
の
に
反
し
て
、
そ
の
産
業
部
門
な
り
国
家
な
り
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
味
方
た
ら
し
め
る

こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
傾
向
は
、
世
界
分
割
の
た
め
に
帝
国
主
義
国
家
間
に
み
な
ぎ
れ
る
利
益
の
衝
突
が
、
激
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
甚は

な
はだ

し
く
な
る
。
か
く
て
帝
国
主
義
と
日
和
見
主
義
と
の
依
存
関
係
が
発
生
す
る
。
こ

の
現
象
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
最
も
早
く
最
も
顕
著
に
現
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
一
定
の
帝
国
主
義
的
発
展
要
素
が

他
の
国
家
よ
り
も
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
、
早
く
発
生
し
た
が
た
め
で
あ
る
。【
こ
の
段
落
は
英
訳
版
で
は
続
く
、—

—

（
補

注
５
）
に
。】

帝
国
主
義
の
経
済
的
構
成
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
所
に
よ
れ
ば
、
帝
国
主
義
は
、
過
渡
的
形
態
に
於

け
る
資
本
主
義
、
若も

し
く
は
一
層
正
確
に
云
え
ば
、
死
滅
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
と
云
う
可べ

き
で
あ
る
。
近
代
資

本
主
義
に
つ
い
て
論
ず
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
者
の
標
語
た
る「
合
同
」「
孤
立
」の
失
敗
等i i

の
意
味
す
る
こ
と
が
、

銀
行
は
決
し
て
純
粋
の
経
済
的
性
質
を
保
っ
て
、
そ
の
企
業
、
そ
の
業
務
及
び
そ
の
発
展
を
な
さ
ず
、
個
人
経
済

的
規
定
の
範
囲
を
益
々
乗
り
越
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
は
、
こ
の
点
に
於
て
極
め
て
教
え
る
処
多
き
も

の
あ
る
。
而
し
て
こ
の
定
義
を
最
初
に
与
え
た
そ
の
同
じ
リ
ー
ゼ
ル
は
、
大
真
面
目
に
な
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
社

会
化
の
予
言
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
！
と
言
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
合
同
」
と
い
う
言
葉
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
？
そ
れ
は
、
吾
々
の
眼
前
に
展
開
し
て
い
る
過
程
の
、
最
も

i　
「
孤
立
の
失
敗
」
と
す
べ
き
か
。
英
訳
は“interlocking”, “absence of isolation”,etc.

「
結
び
つ
き
」「
孤
立
の
不
在
」
等
々
。
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目
立
っ
た
特
徴
を
表
し
て
い
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
そ
の
観
察
者
が
、
森
を
観
ず
し
て
個
々
の
樹
を
数

え
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
外
観
、
偶
然
事
、
混
沌
を
奴
隷
的
に
復
写
す
る
に
過

ぎ
ず
、
そ
の
観
察
者
が
、
材
料
の
た
め
に
窒
息
し
て
、
意
義
の
あ
る
所
を
見
失
っ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て

い
る
。
株
式
所
有
と
私
有
財
産
所
有
者
の
行
動
と
の
合
同
は
「
偶
然
に
」
出
現
す
る
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
合
同

の
根
拠
と
な
っ
て
居
り
、
そ
の
基
礎
を
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
変
化
せ
る
社
会
的
生
産
関
係
で
あ
る
。
―
―

大
企
業
が
巨
大
な
る
範
囲
を
占
め
、
計
画
的
に
、
人
類
の
需
要
の
明
確
な
る
統
計
を
基
礎
と
し
て
数
百
万
【tens 

of m
illions

数
千
万
】
の
人
民
の
全
需
要
の
三
分
の
二
乃
至
四
分
の
三
の
割
合
で
、
基
礎
原
料
の
供
給
を
組
織
す
る

と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
原
料
が
、
往
々
互
に
数
百
数
千
キ
ロ
米

メ
ー
ト
ル

離
れ
た
と
こ
ろ
の
最
も
便
利
な
生
産
中
心
地
に
、

組
織
的
に
運
ば
れ
る
と
す
れ
ば
、
原
料
加
工
の
凡
て
の
階
段
か
ら
諸
種
の
製
品
の
生
産
に
到
る
ま
で
、
単
一
の
中

心
か
ら
管
理
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、―
―
幾
億【tens and hundreds of m

illions

】の
消
費
者
へ
の
そ
の
生
産
品
の
分
配
が
、

一
個
の
計
画
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
（
ス
ダ
ン
ダ
ー
ド
石
油
会
社
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
及
び
ド
イ
ツ
の
石
油

販
路
の
如
く
）、
―
―
吾
々
は
そ
れ
を
生
産
の
社
会
化
と
し
て
取
り
扱
う
可べ

き
で
、
単
な
る
「
合
同
」
と
し
て
取

り
扱
う
可べ

き
で
な
い
こ
と
は
、
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
た
と
え
個
人
経
済
及
び
私
有
財
産
の
関
係
が
、
一
個
の
包

被
【a shell

】
を
形
成
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
包
被
は
最も

は
や早

そ
の
内
容
に
相
応
す
る

も
の
で
な
く
、
そ
の
除
去
が
人
為
的
に
妨
げ
ら
れ
る
や
否
や
、
潰か

い
め
つ滅

せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
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れ
は
比
較
的
長
い
間
（
日
和
見
主
義
者
の
膿の

う
し
ゅ腫

の
切
開
が
長
引
か
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
非
常
に
忌
む
可べ

き
結
果
が
伴
う
）
潰
滅
状
態
を
固
執
し
得
る
が
、
然
し
結
局
は
取
除
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ド
イ
ツ
帝
国
主
義
の
忠
実
な
従
僕
た
る
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
は
次
の
如
く
考
え
て
い
る
。（
注

一
一
四
）

「
ド
イ
ツ
銀
行
界
の
最
近
の
指
導
は
、
少
数
の
人
々
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
さ
れ
ば
今
日
既
に
、
そ
れ
ら

の
人
々
の
活
動
は
、
一
般
民
衆
の
厚
生
に
と
っ
て
、
国
務
大
臣
の
活
動
よ
り
は
重
大
で
あ
る
」（
銀
行
家
、
国
務

大
臣
、
大
工
業
家
及
び
地
主
の
「
合
同
」
は
こ
こ
で
は
、
全
然
忘
却
さ
れ
て
い
る
。）
…
…
「
上
に
示
さ
れ
た
発

展
傾
向
が
、
最
後
の
階
段
に
達
し
、
国
民
の
貨
幣
資
本
が
銀
行
に
統
一
せ
ら
れ
、
銀
行
そ
の
も
の
が
カ
ル
テ
ル
に

よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
、国
民
の
投
資
資
本
が
有
価
証
券
の
形
態
に
換
え
ら
れ
た
と
考
え
よ
。
そ
の
時
に
は
サ
ン
・

シ
モ
ン
の
次
の
天
才
的
な
言
葉
が
実
現
さ
れ
る
。『
今
日
の
生
産
に
於
け
る
無
政
府
状
態
は
、
経
済
的
関
係
が
統

一
的
の
規
正
な
く
し
て
発
展
す
る
と
云
う
事
実
に
応
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
の
生
産
組
織
に
席
を
ゆ
ず

ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
時
に
は
最も

は
や早

、
人
類
の
経
済
的
需
要
を
知
る
事
な
く
、
相
互
に
独
立
で
、
生
産
を
営

む
孤
立
的
企
業
家
は
な
く
な
る
、
生
産
は
一
つ
の
社
会
的
施
設i i

の
手
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。
高
き
立
場
か
ら
社
会

経
済
の
広
き
範
囲
を
見
渡
し
得
る
一
つ
の
中
央
管
理
機
関
が
、
全
体
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
生
産
を
規
正
し
、
生
産

i　
「
社
会
的
施
設
」
は
サ
ン
シ
モ
ン
の
原
文
で
は
「
特
殊
の
機
関
」
で
あ
る
ら
し
い
、
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
の
ド
イ
ツ
語
翻
訳
と
。
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手
段
を
適
応
す
る
者
の
手
に
委ゆ

だ

ね
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
そ
の
中
央
行
政
機
関
は
、
生
産
と
の
間
に
、
不
変
の
調

和
を
保
つ
よ
う
に
努
力
す
る
で
あ
ろ
う
。
現
に
経
済
的
労
働
の
一
定
の
組
織
を
そ
の
活
動
範
囲
へ
取
り
込
ん
で
い

る
一
つ
の
設
備
が
あ
る
。
そ
れ
は
銀
行
で
あ
る
！
』
こ
の
言
葉
の
実
現
ま
で
は
ま
だ
遠
い
。
し
か
し
吾
々
は
正
に

そ
れ
が
実
現
の
途
上
に
あ
る
。」
―
―
な
る
ほ
ど
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
異
な
っ
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス

自
身
で
考
え
た
も
の
と
、
形
態
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
！
【
」
英
訳
で
は
こ
こ
ま
で
が
（
注
一
一
四
）
の
引
用
。】

マ
ル
ク
ス
の
正
確
な
経
済
的
解
剖
か
ら
、
よ
し
天
才
的
予
感
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
要
す
る
に
サ
ン
・
シ
モ
ン
の

予
感
ご
と
き
へ
退
却
す
る
と
は
、
何
と
云
う
大
袈
裟
な
マ
ル
ク
ス
の
「
否
定
」
で
あ
ろ
う
。



175

注　
（
引
用
及
び
参
考
文
献
）

【
以
下
、
各
項
の
末
尾
の
英
語
文
は
括
っ
て
い
な
く
て
も
、
英
訳
本
か
ら
引
い
た
だ
け
の
作
成
者
の
追
加
で
あ
る
。】

一

（
一
）
一
九
一
一
年
「
ド
イ
ツ
帝
国
年
鑑
」
に
よ
る
数
字Figures taken from

 A
nnalen des deutschen R

eichs, 1911, 
Zahn

（
二
）
一
九
一
二
年
米
国
の
統
計
抜
粋Statistical A

bstract of the U
nited States, 1912, p. 202

（
三
）
ヒ
ル
フ
ァ
デ
イ
ン
グ
（H

ilferding

）「
金
融
資
本
」【
英
訳
版
："Finance C

apital"

】、
ウ
イ
ー
ン
一
九
一
〇
年
、

二
三
九
頁"Finance C

apital, R
uss. ed., pp. 286-87

（
四
）
ヘ
イ
マ
ン
（H

ans G
ideon H

eym
ann

）「
ド
イ
ツ
大
企
業
に
於
け
る
混
合
工
場
」
ス
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
一
九
〇
四
年
、

二
五
六
、二
七
八
頁

D
ie gem

ischten W
erke im

 deutschen G
rosseiseugew

erbe, Stuttgart, 1904,(S. 256, 278).

【
国
会
図
書
館
所
蔵
】

（
五
）
レ
ヴ
イ
（H
erm

ann Levy

【1881-1949

】）「
独
占
、
カ
ル
テ
ル
及
ト
ラ
ス
ト
」
イ
エ
ー
ナ
一
九
〇
九
年
、

二
九
〇
、二
八
六
、二
九
八
頁
【“M

onopole, K
artelle und Trusts”

】

（
六
）
フ
ォ
ゲ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
（Th. Vorgelstein

）
雑
誌
『
社
会
経
済
要
略
』
掲
載
「
資
本
主
義
的
工
業
の
金
融
組
織
及

び
独
占
形
成
」【“ D

ie finanzielle O
rganisation der kapitalistischen Industrie und die M

onopolbildungen”

】

一
九
一
四
年
、第
六
編
、二
二
二
頁
。
同
著
者
の
『
英
国
及
び
米
国
に
於
け
る
鉄
工
業
及
び
繊
維
工
業
の
組
織
形
態
』
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注
（
引
用
及
び
参
考
文
献
）

参
照
、
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
一
九
一
〇
年
、
第
一
巻

（
七
）【
リ
ー
ゼ
ル
博
士( Jacob R

iesser, 1853-1932)

『
ド
イ
ツ
の
大
銀
行
、
ド
イ
ツ
の
全
体
経
済
の
発
展
と
の
関
連
に

お
け
る
そ
の
集
積
』
英
訳"The G

erm
an G

reat Banks and Their C
oncentration in connection w

ith The Econom
ic 

D
evelopm

ent of G
erm

any"

、
第
四
版
、
一
九
一
二
年
、
一
四
九
ペ
ー
ジ
。—

—

こ
こ
ま
で
が
底
本
の
記
載
漏
れ
。】

リ
ー
フ
マ
ン
（B

ob [R
obert], Liefm

ann

）【1874-1941

】「
カ
ル
テ
ル
、ト
ラ
ス
ト
及
び
国
民
経
済
組
織
の
発
展
」

第
二
版
、
ス
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
一
九
一
〇
年
、
二
五
頁

D
r. R

iesser, “D
ie deutschen G

rossbanken und ihre K
onzentration im

 Zusam
m

enhang m
it der Entw

icklung 

der G
esam

tw
irtschaft in D

eutschland.” 4. A
ufl., 1912, S. 149; R

obert Liefm
ann, K

artelle und Trusts und die 

W
eiterbildung der volksw

irtschaftlichen O
rganisation, 2. A

ufl., 1910, S. 25.

【
注
＊
1
、D

r. Fritz K
estner, “D

er O
rganisationszw

ang. Eine U
ntersuchung über die K

äm
pfe zw

ischen K
artellen und 

A
ussenseitern”, B

erlin, 1912, S. 11.—
—

底
本
に
於
い
て
欠
け
て
い
る
注
。】

（
八
）
リ
ー
フ
マ
ン
「
企
業
参
与
会
社
及
び
資
本
調
達
会
社
」
イ
エ
ー
ナ
一
九
〇
九
年
、
二
一
二
頁

R
obert Liefm

ann, 1874-1941, “B
eteiligungs- und Finanziertingsgesellschaften. Eine Studie über den 

m
odernen K

apitalism
us und das Effektenw

esen”

（
九
）　

同
前
、
二
一
八
頁

（
一
〇
）
チ
エ
ル
ス
キ
ー
（S. Tschiersky

）「
カ
ル
テ
ル
と
ト
ラ
ス
ト
」
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
一
九
〇
三
年
、
一
三
頁

Tschierschky, Siegfried, 1872-1937, “K
artell und Trust”, G

öttingen, 1903, S. 13.
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（
一
一
）
フ
ォ
ゲ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
前
掲
「
英
国
及
び
米
国
に
於
け
る
…
…
」
二
七
五
頁

Tr. Vogelstein, O
rganisationsform

en, S. 275.

（
一
二
）
煙
草
業
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
調
査
委
員
報
告
、
ワ
シ
ン
ト
ン
一
九
〇
九
年
、
二
六
六
頁
タ
ー
フ
エ
ル
博
士
著
「
米

国
の
ト
ラ
ス
ト
と
そ
の
技
術
的
進
歩
に
及
ぼ
す
影
響
」
ス
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
一
九
一
三
年
四
八
頁
よ
り
引
用

Report of the C
om

m
issioner of C

orporations on the Tobacco Industry, W
ashington, 1909, p. 266, cited according to 

D
r. Paul Tafel, D

ie nordam
erikanischen Trusts und ihre W

irkungen auf den Fortschritt der Technik, Stuttgart, 1913, 

S. 48.

（
一
三
）
同
前
、
四
八
頁D

r. P. Tafel, ibid., S. 49.

（
一
四
）
リ
ー
ゼ
ル
（R

iesser

）「
ド
イ
ツ
に
於
け
る
全
経
済
の
発
展
と
ド
イ
ツ
大
銀
行
及
び
そ
の
集
中
」
第
三
版
、
イ
エ

ー
ナ
一
九
一
〇
年
、
五
四
七
頁
参
照

R
iesser, op. cit., third edition, p. 547 et seq. The new

spapers (June 1916) report the form
ation of a new

 gigantic 

trust w
hich com

bines the chem
ical industry of G

erm
any.

【
新
聞
云
々
は
本
文
の
次
頁
（
）
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。】

（
一
五
）
ケ
ス
ト
ナ
ー
（F. K

estner

【1879-1914?
】）「
組
織
強
制
」（
カ
ル
テ
ル
と
外
側
者
間
の
闘
争
に
関
す
る
研
究
）

ベ
ル
リ
ン
一
九
一
二
年
、
八
一
―
一
三
七
頁

【—
—

（
注
一
七
）
ま
で
が
ケ
ス
ト
ナ
ー
氏
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
著
書
は
（
注
＊
1
）】

（
一
六
）
同
前
、
二
四
一
頁

（
一
七
）
同
前
、
二
五
四
頁
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注
（
引
用
及
び
参
考
文
献
）

（
一
八
）
エ
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ゲ
（L. eschw

ege

）
雑
誌
『
銀
行
』
掲
載
「
セ
メ
ン
ト
論
」
一
九
〇
九
年
、
一
一
五
頁
、

L. Eschw
ege, “Zem

ent” in "D
ie Bank", 1909, S. 115 et. seq.

（
一
九
）
ヤ
イ
デ
ル
ス
（Jeidels

）【O
tto, Jeidels, 1882-?

】「
ド
イ
ツ
の
大
銀
行
と
工
業
と
の
関
係
、
特
に
鉄
工
業
の
観
察
」

ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
一
九
〇
五
年
、
二
七
一
、四
三
四
頁

Jeidels, D
as Verhältnis der deutschen G

rossbanken zur Industrie m
it besonderer Berüchsichtigung der 

Eisenindustrie, Leipzig, 1905, S. 271

（
二
〇
）
リ
ー
フ
マ
ン
、
前
掲
書
「
企
業
参
与
会
社
…
…
」
四
六
五
頁
【
リ
ー
フ
マ
ン
の
引
用
の
初
め
はS, 434

】

Liefm
ann, B

eteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften, S, 434.

Ibid, S. 465-66.
【
リ
ー
フ
マ
ン
の
引
用
の
末
尾
】

（
二
一
）
ヤ
イ
デ
ル
ス
、
前
掲
書
一
〇
八
頁　

Jeidels, op. cit., S. 108.

二

（
二
二
）ラ
ン
ス
ブ
ル
グ（A

lfred Lansburgh

【1872-1937

】）雑
誌『
銀
行
』掲
載「
ド
イ
ツ
銀
行
業
の
五
年
間
」一
九
一
三
年
、

七
二
八
頁

（
二
三
）
シ
ュ
ル
ッ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
（Schulze-G

aevernitz, 【1864-1943

】）『
社
会
経
済
要
略
』
掲
載
「
ド

イ
ツ
信
用
銀
行
論
」
一
九
一
五
年Schulze-G

aevernitz, “D
ie deutsche K

reditbank” in “G
rundriss der 

Sozialökonom
ik”, Tübingen, 1915, 137.
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（
注
＊
2
）
リ
ー
フ
マ
ン
、
前
掲
書
「
企
業
参
与
会
社
…
…
」
二
一
二
頁R

. Liefm
ann, Ibid., 212.

（
二
四
）
ラ
ン
ス
ブ
ル
グ
、
雑
誌
『
銀
行
』
掲
載
「
ド
イ
ツ
銀
行
業
に
於
け
る
企
業
参
与
制
度
」
一
九
一
〇
年
、
四
九
七
頁

A
lfred Lansburgh, “D

as B
eteilgungssystem

 im
 deutschen B

ankw
esen”, in "D

ie Bank", 1910, 500.

（
二
五
）
カ
ウ
フ
マ
ン
（K

aufm
ann

）「
フ
ラ
ン
ス
銀
行
業
」
一
九
一
一
年
、
三
五
六
、三
六
二
頁

Eugen K
aufm

ann, D
as französische B

ankw
esen, Tübingen, 1911, 356 and 362

（
二
六
）
レ
ス
ー
ル
（Jean Leseure

）「
フ
ラ
ン
ス
の
貯
金
」
巴
里
一
九
一
四
年
、
五
二
頁

Jean Lescure, L’épargne en France, Paris, 1914, p. 52.

（
二
七
）
ラ
ン
ス
ブ
ル
グ
、『
銀
行
』
掲
戟
「
資
本
三
億
の
銀
行
」
一
九
一
四
年
、
四
二
六
頁

A
. Lansburgh, “D

ie Bank m
it den 300 M

illionen” in D
ie Bank, 1914, p. 426

（
二
八
）
チ
エ
ル
ス
キ
ー
、「
カ
ル
テ
ル
と
ト
ラ
ス
ト
」
一
二
八
頁
【“K

artell und Trust”

】

（
二
九
）『
銀
行
』
掲
載
「
全
国
貨
幣
委
員
会
」
参
照
、
一
九
〇
九
年
、
一
二
〇
〇
頁
【
全
国
と
訳
し
て
い
る
が
「
国
家
の
」】

Statistics of the N
ational M

onetary C
om

m
ission, quoted in D

ie Bank, 1910, S. 1200.

（
三
〇
）『
銀
行
』
一
九
一
三
年
、
八
一
一
、一
〇
二
二
頁D

ie Bank, 1913 S.811.

（
三
一
）
同
前
一
九
一
四
年
、
三
一
六
頁　

D
ie Bank, 1914 S.316.

（
三
二
）
ス
テ
ィ
ル
リ
ヒ
（O

sker Stillich, 【1872-?

】）「
貨
幣
と
銀
行
制
度
」【“G

eld- und Bankw
esen”

】
ベ
ル
リ
ン

一
九
〇
七
年
、
一
六
九
頁

（
三
三
）
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
、『
社
会
経
済
要
略
』
一
〇
一
頁
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注
（
引
用
及
び
参
考
文
献
）

“D
ie deutsche K

reditbank” in G
rundriss der Sozialökonom

ik, Tübingen, 1915, S.101.
（
三
四
）
リ
ー
ゼ
ル
、
前
掲
書
三
版　

五
八
二
頁R

iesser, op. cit., 4th ed., S 629.

（
三
五
）
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
、
同
前
一
五
一
頁

（
三
六
）『
銀
行
』
掲
載
「
貨
幣
ト
ラ
ス
ト
」
論
、
一
九
一
二
年
、
四
三
五
頁

（
三
七
）「
社
会
経
済
要
略
」
中
の
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
の
引
用
、
一
五
五
頁

（
三
八-

０
）Jeidels, op. cit.; R

iesser, op. cit.

ヤ
イ
デ
ル
ス
、
リ
ー
ゼ
ル
参
照
、
底
本
で
は
な
い
が
英
訳
版
に
あ
る
注
。

（
三
八
）
ヤ
イ
デ
ル
ス
、
前
掲
書
一
四
九
頁

（
三
九
）
同
前
一
五
六
頁Jeidels, op. cit., S 156-57 

（
四
〇
）
カ
ウ
フ
マ
ン
、『
銀
行
』
掲
載
一
九
〇
九
年
、
八
五
一
頁A

n article by Eug. K
aufm

ann on French banks in D
ie 

Bank, 1909, 2, S 851 et. seq.

（
四
一
）
ヤ
イ
デ
ル
ス
、
前
掲
書
一
八
〇
頁
【
英
訳
版
に
は
こ
の
注
は
無
し
】

（
四
二
）
ス
テ
ィ
ル
リ
ヒ
、
前
掲
書
一
四
七
頁D

r. O
scar Stillich, “G

eld- und Bankw
esen”, B

erlin, 1907, S. 147.

（
四
三
）
ヤ
イ
デ
ル
ス
、
前
掲
書
一
八
三
頁Jeidels, op. cit., S 183-84

（
四
四
）
同
前
一
八
一
頁

三

（
四
五
）
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
、
前
掲
書
二
八
三
頁
【
本
文
に
な
か
っ
た
。
ペ
ー
ジ
数
は
ド
イ
ツ
語
版
の
も
の
か
、
未
確
認
。】
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R
. H

ilferding, Finance C
apital, M

oscow
, 1912 (in R

ussian), pp. 338-39

（
四
六
）
リ
ー
フ
マ
ン
、「
企
業
参
与
会
社
…
…
」
四
七
六
頁
【
英
訳
版
に
よ
る
と
、
原
著
で
は
ボ
ー
ル
ド
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
】

（
四
六-
2
）
リ
ー
フ
マ
ン
、
前
掲
書
二
五
八
頁Liefm

ann, B
eteiligungsgesellschaften, etc., S. 258 of the first edition.

（
四
七
）
ヘ
イ
マ
ン
、
前
掲
書
二
六
八
頁H

ans G
ideon Feym

ann, D
ie gem

ischten W
erke im

 deutschen 
G

rosseisengew
erbe Stuttgart, 1904, S. 268-69.

【
英
訳
版
注
で" Fleym

ann"

と
誤
記
、ド
イ
ツ
語
版
に
あ
る
誤
記
か
？
】

（
四
八
）
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
、「
社
会
経
済
要
略
」
掲
載
一
一
〇
頁

Schulze-G
aevernitz in G

rundriss der Sozialökonom
ik, V, 2, S. 110

（
四
九
）
エ
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ゲ
、『
銀
行
』
掲
載
「
娘
会
社
…
…
」
一
九
一
四
年
、
五
四
四
頁

L. Eschw
ege, “Tochtergesellschaften” in D

ie Bank, 1914, S.545

（
五
〇
）
ハ
イ
ニ
ッ
ヒ
（K

urt H
einig
）『
ノ
イ
エ
・
ツ
ア
イ
ト
』
掲
載
「
電
気
ト
ラ
ス
ト
の
道
」
一
九
一
二
年
、
四
七
四

頁K
urt H

einig, “D
er W

eg des Elecktrotrusts” in D
ie N

eue Zeit, 1912, 30. S. 484

（
五
一
）
ア
ガ
ー
ド
（E. A

gadt

）「
大
銀
行
と
世
界
市
場
」（
世
界
市
場
に
於
け
る
大
銀
行
の
経
済
的
政
治
的
意
義
、
ロ
シ

ア
国
民
経
済
及
び
露
独
関
係
に
対
す
る
大
戦
争
の
影
響
）
ベ
ル
リ
ン
、
一
九
一
四
年

E. A
gahd, G

rossbanken und W
eltm

arkt. D
ie w

irstschaftliche und politische B
edeutung der G

rossbanken im
 

W
eltm

arkt unter B
erüchsichtigung ihres Einflusses auf R

usslands Volksw
irtscahft und die deutscherussichen 

B
eziehungen, B

erlin, 1914.

（
五
二
）
リ
ー
シ
（Lysis

）「
フ
ラ
ン
ス
の
金
融
寡
頭
政
治
反
対
論
」
五
版
、
巴
里
一
九
〇
八
年
、
一
、i

一
二
、i

二
六
、i
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注
（
引
用
及
び
参
考
文
献
）

三
九
、i

四
〇
、i

四
八
頁

Lysis, C
ontre l’oligarchie financière en France, 5 ed. Paris, 1908, pp. 11, 12, 26, 39, 40, 48.

【G
allica

に
よ

る
公
開
】

（
五
三
）
ラ
ン
ス
ブ
ル
グ
、『
銀
行
』
掲
載
「
国
家
と
外
債
引
受
」
一
九
一
三
年
、
六
三
〇
頁"D

ie Bank", 1913, N
o. 7, S. 

630.

（
五
四
）ス
テ
ィ
ル
リ
ヒ
、前
掲
書
一
四
三
書【
頁
】、ゾ
ン
バ
ル
ト　
「
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
国
民
経
済
」二
版
、一
九
〇
九
年
、

五
二
六
頁
。
附
録
八
参
照

Stillich, op. cit., S. 143, also W
. Som

bart, D
ie deutsche Volksw

irtschaft im
 neunzehnten Jahrhundert, 2. A

ufl., 

1909, S. 526, A
nlage 8.

（
五
五
）
ス
テ
ィ
ル
リ
ヒ
、
前
掲
書
一
三
八
頁Stillich, op. cit., S. 138 and Liefm

ann, op. cit., S. 51. 

（
五
六
）
エ
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ゲ
、『
銀
行
』
掲
載
「
デ
ル
・
ズ
ン
プ
論
」
一
九
一
三
年
、
九
五
二
頁

In "D
ie Bank", 1913, S. 952, L. Eschw

ege, D
er Sum

pf; ibid., 1912, 1, S. 223 et seq

（
五
七
）【「
運
輸
業
ト
ラ
ス
ト
」】『
銀
行
』
一
九
一
四
年
、
八
九
頁

“Verkehrstrust” in "D
ie Bank", 1914, 1, S. 89.

（
五
八
）『
銀
行
』
掲
載
「
銀
行
へ
の
蝟い

し
ゅ
う集

」
一
九
〇
九
年
、
七
九
頁“D

er Zug zur B
ank” in "D

ie Bank", 1909, 1, S. 79.

（
五
九
）『
銀
行
』、
一
九
〇
九
年
、
三
〇
七
頁
【
英
訳
版
に
は
無
い
が
、
次
のS. 301.

と
同
じ
こ
と
を
指
す
か
？
】

（
五
九-

2
）ibid.[  "D

ie Bank", 1909], S. 301.
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（
六
〇
）
同
前
一
九
一
三
年
、
九
六
九
頁　

ibid., 1911, 2, S. 825; 1913, 2, S. 962.

（
六
一
）
ア
ガ
ー
ド
、
前
掲
書
二
〇
二
頁E. A

gahd, op. cit., S. 202.

（
六
二
）「
国
際
統
計
研
究
所
」
報
告
、
第
二
巻
節
十
九
冊Bulletin de l’institut international de statistique, t. X

IX
, livr. 

II, La H
aye, 1912.

、
小
国
に
関
す
る
数
字
は
一
九
〇
二
年
の
数
字
を
二
〇
％
増
加
せ
る
も
の
。【
以
下
は
英
訳
版
に

は
無
い
】
ラ
・
ヘ
イ
エ
一
七
一
二
年
、
参
照
。【
以
下
は
、
次
の
（
注
）
へ
】

四

（
六
二-2

）【
底
本
で
は
前
章（
注
六
二
）に
繰
り
込
ま
れ
て
い
た
。】ホ
ブ
ソ
ン『
帝
国
主
義
論
』ロ
ン
ド
ン
一
九
〇
二
年
、五
二
頁
。

リ
ー
ゼ
ル
前
掲
書
三
九
五
―
―
四
〇
四
頁
。
ア
レ
ン
ト（A

rendt

）『
世
界
経
済
雑
誌
』　

中
第
七
巻
、一
九
一
六
年
、

一
九
一
六
頁
。「
デ
リ
ー
・
テ
レ
グ
ラ
フ
」
掲
載
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ヂ
の
演
説
一
九
一
五
年
五
月
五
日
。
ハ
ル
ム

ス
（P. H

arm
s

）『
経
済
問
題
』
イ
エ
ー
ナ
一
九
一
二
年
、
二
三
五
頁
、
シ
ル
ダ
ー
（S. Schilder

）「
世
界
経
済
の

発
展
傾
向
」
ベ
ル
リ
ン
一
九
一
二
年
、
第
一
巻
一
五
〇
頁
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ベ
イ
シ
（G

eorge Paish

）『
帝
国
統
計

協
会
雑
誌
』
掲
載
「
大
英
国
の
投
資
」
第
七
四
巻
、一
九
一
〇
―
―
一
一
年
。
ジ
ョ
ル
ヂ
ュ
・
デ
イ
ユ
リ
チ
（G

eorge 
D

iouritch

）「
ド
イ
ツ
諸
銀
行
の
海
外
発
展
と
ド
イ
ツ
の
経
済
的
発
展
と
の
関
係
」
巴パ

リ里
一
九
〇
九
年
、
八
四
頁
。

（
六
三
）『
銀
行
』
一
九
一
三
年
、
一
〇
二
四
頁"D

ie Bank", 1913, 2, S. 1024-25.

（
六
四
）
シ
ル
ダ
ー
、
前
掲
書
第
一
巻
、
三
四
六
、三
五
〇
、三
七
一
頁
【
底
本
の
本
文
の
注
六
四
は
箇
所
を
あ
や
ま
つ
。】

（
注
＊
3
）R

iesser, op. cit., 4th ed., S. 375; D
iouritch, p. 283.
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注
（
引
用
及
び
参
考
文
献
）

（
六
五
）
参
照
。
デ
イ
ユ
リ
チ
前
掲
書
二
八
三
頁
。「
米
国
政
治
社
会
学
院
年
報
」
一
九
一
五
年
五
月
号
【The Annals of 

the Am
erican Academ

y of Political and Social Science, Vol. LIX
, M

ay 1915

】
三
〇
一
頁
。
同
報
告
三
三
一

頁
に
曰
く
、
有
名
な
統
計
家
ペ
イ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
の
輸
出
資

本
総
額
は
四
百
億
弗ド

ル
又
は
二
千
億
法フ

ラ
ンと

見
積
っ
た
。

五

（
六
六
）
ヤ
イ
デ
ル
ス
、
前
掲
書
二
三
二
頁Jeidels, op. cit., S. 232.

（
六
七
）
参
照
。
リ
ー
ゼ
ル
、
デ
イ
ユ
リ
チ
、
ク
ル
ト
・
ハ
イ
ニ
ヒ
【
前
掲
論
文
参
照
】

R
iesser, op. cit.; D

iouritch, op. cit., p. 239; K
urt H

einig, op. cit.

（
六
八
）
ヤ
イ
デ
ル
ス
、
前
掲
書
一
九
二
、九
三
頁 Jeidels, op. cit., S. 192-93.

（
六
九
）
デ
イ
ユ
リ
チ
、
前
掲
書
二
四
五
頁D

iouritch, op. cit., pp. 245-46.

（
七
〇
）
ピ
ン
ナ
ー
（F. Pinner

）『
銀
行
』
掲
載
「
フ
ォ
ン
・
グ
イ
ン
ナ
ー
氏
の
石
油
独
占
」
一
九
一
二
年
一
〇
三
六
頁
。

同
著
者
の
上
謁
文
六
二
九
頁
参
照
。

"D
ie Bank", 1912, 1, S. 1036; 1912, 2, S. 629; 1913, 1, S. 388.

（
注
＊
4
）R

iesser, op. cit., S. 125.

（
七
一
）
フ
ォ
ゲ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
、
前
掲
「
英
国
及
び
米
国
に
於
け
る
…
…
」
一
〇
〇
頁

Vogelstein, O
rganisationsform

en, S. 100
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（
七
二
）
リ
ー
フ
マ
ン
、「
カ
ル
テ
ル
…
…
」
二
版
、
一
六
一
頁Liefm
ann, K

artelle und Trusts, 2. A
., S. 161.

六

（
七
三
）
ス
ー
ポ
ン
（A

. Supon

）【
ズ
ー
パ
ンA

lexander G
eorg Supan, 1847-1920

】「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
地
の
地
域
的
発
展
」

一
九
〇
六
年
、
二
五
四
頁i

A
. Supan, D

ie territoriale Entw
icklung der europäischen K

olonien, 1906, S. 254.

（
七
四
）
モ
リ
ス
（H

enry C
. M

orais

）『
植
民
史
』
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
一
九
〇
〇
年
、
第
二
巻
、
八
八
、四
四
、三
〇
四
頁

H
enry C

. M
orris, The H

istory of C
olonisation, N

ew
 York, 1900, Vol. II, p. 88; Vol. 1, p. 419; Vol. 11, p. 

304.

（
七
五
）「
ノ
イ
エ
・
ツ
ァ
イ
ト
」
一
八
九
八
年
、
三
〇
〇
頁D

ie N
eue Zeit, X

V
I, 1, 1898, S. 302.

（
七
六
）
同
前
、
三
〇
四
頁Ibid., S. 304.

（
注
＊
訳
）「
そ
う
、
彼
の
帝
国
主
義
擁
護
は
粗
雑
で
厚
顔
だ
と
い
う
だ
け
で
、
本
質
的
に
は
、
マ
ス
ロ
フ
、
ジ
ュ
デ
ク
ム
、

ポ
ト
レ
ソ
フ
、
ダ
ー
ヴ
ィ
ド
や
ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
の
創
始
者
、
そ
の
他
等
々
の
諸
氏
の
「
理
論
」
と
違
い

は
な
い
。
セ
シ
ル
・
ロ
ー
ズ
は
す
こ
し
ば
か
り
よ
り
正
直
な
社
会
排
外
主
義
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
大
月
版
訳
。

（
七
七
）
参
照
。
ル
カ
ス
（C

. P. Lucas

）『
大
羅ロ

ー
マ馬

と
大
英
国
』
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
一
九
一
三
年
。
ア
ー
ル
・
オ
ブ
・
ク

ロ
マ
ー
（Eal of C

rom
er

）『
古
代
及
び
近
代
帝
国
主
義
』
ロ
ン
ド
ン
一
九
一
〇
年
。

C
. P. Lucas, G

reater Rom
e and G

reater Britain, O
xford, 1912, or the Earl of C

rom
er’s Ancient and 
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注
（
引
用
及
び
参
考
文
献
）

M
odern Im

perialism
, London, 1910.(Evelyn B

aring Earl of C
rom

er, 1841-1917)
（
七
八
）
シ
ル
ダ
ー
、
第
一
巻
、
三
八
頁Schilder, op. cit., S. 38-42.

（
七
九
）
同
前
、
四
二
頁

（
八
〇
）
ワ
ー
ル
（W

ahl

）「
フ
ラ
ン
ス
と
植
民
地
」（
ア
ン
リ
ー
・
ル
シ
ー
ル
「
海
洋
の
分
割
」
巴
里
一
九
〇
三
年
二
六
七

頁
に
引
用
）

W
ahl, La France aux colonies quoted by H

enri R
ussier, Le Partage de l’O

céanie, Paris, 1905, p. 165.

（
八
一
）
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
、「
英
国
帝
国
主
義
と
二
十
世
紀
初
頭
に
於
け
る
英
国
の
自
由
貿
易
」
ラ
イ
プ

チ
ヒ
一
九
〇
六
年
、
三
一
八
頁

Schulze-G
aevernitz, Britischer Im

perialism
us und englischer Freihandel zu Beginn des 20-ten 

Jahrhunderts, Leipzig, 1906, S. 318. Sartorius v. W
altershausen says the sam

e in D
as volksw

irtschaftliche 
System

 der K
apitalanlage im

 Auslande, B
erlin, 1907, S. 46.

（
八
二
）
シ
ル
ダ
ー
、
第
一
巻
、
一
六
〇
―
―
一
六
一
頁Schilder, op. cit., Vol. I, S. 160-61.

（
八
三
）
ド
リ
オ
ー
ル
（L. Jean-Edouard D

riault
）『【
十
九
世
紀
末
の
】
政
治
及
び
社
会
問
題
』
巴
里
一
九
〇
七
年
、

二
九
九
頁

J. E. D
riault, “Problèm

es politiques et sociaux” à la fin du XIXe siècle, Paris, 1900, p. 299.

七
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（
八
四
）
ノ
イ
エ
・
ツ
ァ
イ
ト
、
三
二
巻
（
一
九
一
四
―
―
一
三
）
九
〇
九
頁
、
参
照
。
同
紙
三
四
巻
（
一
九
二
九
―
―

一
六
）
一
〇
七
頁
の
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
論
文

D
ie N

eue Zeit, 1914, 2 (B
. 32), S. 909, Sept. 11, 1914; cf. 1915, 2B

d., S. 107 et seq.

（
八
五
）
ホ
ブ
ソ
ン
（H

obson

）「
帝
国
主
義
」
三
二
四
頁
【“Im

perialism
: A Study”,

岩
波
文
庫
に
訳
が
あ
る
。
下
巻p.234

】

（
注
＊
5
）【
底
本
で
欠
け
て
い
る
注
】D

ie N
eue Zeit, 1914, 2 (B

. 32), S. 921, Sept. 11, 1914. C
f. 1915, 2, S. 107 et seq.

（
八
六
）
ノ
イ
エ
・
ツ
ァ
イ
ト
、
三
三
巻
、
一
九
一
五
年
、
一
四
四
頁Ibid., 1915, 1, S. 144, A

pril 30, 1915.

（
八
七
）
カ
ル
ヴ
ア
（R

ichard C
alver

【1868-1927

】）「
世
界
経
済
へ
の
推
移
」
ベ
ル
リ
ン
一
九
〇
六
年

R
. C

alw
er, Einführung in die W

eltw
irtschaft, B

erlin, 1906.

（
八
八
）「
ド
イ
ツ
帝
国
統
計
年
鑑
」
一
九
一
五
年
『
鉄
道
業
雑
誌
』。
一
八
九
二
年

Statistisches Jahrbuch für das deutsche Reich, 1915; Archiv für Eisenbahnw
esen, 1892. M

inor details 
for the distribution of railw

ays am
ong the colonies of the various countries in 1890 had to be estim

ated 
approxim

ately.

【1890

に
お
け
る
い
ろ
い
ろ
な
国
の
植
民
地
の
あ
い
だ
の
鉄
道
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
細
部
は
い
く
ら
か
概
算

し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。】

（
八
九
）
参
照
。
ク
ラ
ン
モ
ン
ド
（Flgor C

ram
m

ond

）「
英
独
の
経
済
関
係
」「
帝
国
統
計
協
会
雑
誌
」
掲
載
一
九
一
四
年

七
月
、
七
七
七
頁

C
f. also Edgar C

ram
m

ond, “The Econom
ic R

elations of the B
ritish and G

erm
an Em

pires” in The Journal of the 

Royal Statistical Society, July 1914, p. 777 et seq.
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注
（
引
用
及
び
参
考
文
献
）

八

【
補
注
１
】"C

ertainly, m
onopoly under capitalism

 can never com
pletely, and for a very long period of tim

e, elim
inate 

com
petition in the w

orld m
arket (and this, by the by, is one of the reasons w

hy the theory of ultra-im
perialism

 is so 
absurd). C

ertainly, the possibility of reducing the cost of production and 

…
…."

「
も
ち
ろ
ん
、
資
本
主
義
の
も
と
で
、

独
占
は
世
界
市
場
か
ら
競
争
を
完
全
に
、
長
期
に
わ
た
っ
て
排
除
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
（
ち
な
み
に
、
超
帝
国
主

義
の
理
論
が
ば
か
げ
て
い
る
こ
と
の
理
由
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
）。
も
ち
ろ
ん
、
生
産
費
を
低
下
し
…
…
」

（
九
〇
）
ホ
ブ
ソ
ン
、
前
掲
書
五
九
、六
〇
頁H

obson, op. cit., pp. 59, 62.

（
九
一
）
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
、「
英
国
帝
国
主
義
…
…
」
三
六
〇
頁

Schulze-G
aevernitz, Britischer Im

perialism
us, S. 320 et seq.

（
九
二
）
ザ
ル
ト
リ
ウ
ス
・
フ
ォ
ン
・
ウ
ェ
ル
タ
ー
ハ
ウ
ゼ
ン
（Sartorius von W

alterhausen

）『
海
外
投
資
の
国
民
経
済

的
組
織
』
ベ
ル
リ
ン
一
九
〇
七
年
、
四
巻

Sartorius von W
altershausen, D

as volksw
irtschaftliche System

, etc., B
erlin, 1907, B

uch IV.

【“D
as 

volksw
irtschaftliche System

 der K
apitalanlage im

 Auslande”

】

（
九
三
）
シ
ル
ダ
ー
、
前
掲
書
三
三
九
頁Schilder, op. cit., S. 393.

（
九
四
）
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
「
英
国
帝
国
主
義
…
…
」
三
二
一
頁Schulze-G

aevernitz, op. cit., S. 122.

【（
補
注
２
）】ibid., S. 122."England w

ächst aus dem
 Industriestaat allm

ählich in den G
läubigerstaat. Trotz absoluter 
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Zunahm
e der industriellen Produktion, auch der industriellen A

usfuhr, steigt die relative B
edeutung 

der Zins- und D
ividendenbezüge, der Em

issions-, K
om

m
issions- und Spekulationsgew

inne für die 
G

esam
tvolksw

irtschaft. Es ist diese Tatsache m
einer M

einung nach die w
irtschaftliche G

rundlage des 
im

perialistischen A
ufschw

ungs. D
er G

läubiger hängt m
it dem

 Schuldner dauernder zusam
m

en als der 
Verkäufer m

it dem
 K

äufer."

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
工
業
国
か
ら
債
権
国
へ
と
徐
々
に
成
長
し
つ
つ
あ
る
。i

工
業
製
品
の

輸
出
を
含
む
工
業
生
産
の
絶
対
的
な
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
経
済
全
体
に
対
す
る
利
子
と
配
当
の
支
払
い
、
証
券
発

行
、
手
数
料
、
投
機
利
益
の
相
対
的
な
重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
。i

私
の
考
え
で
は
、
こ
の
事
実
が
帝
国
主
義
好
況
の

経
済
的
基
盤
で
あ
る
。i
債
権
者
と
債
務
者
と
の
結
び
つ
き
は
、
売
主
と
買
主
と
の
よ
り
も
、
永
続
的
で
す
。」—

—
G

oogle

自
動
訳
に
手
を
入
れ
る
。

（
九
五
）『
銀
行
』
一
九
一
一
年
、
一
〇
頁"D

ie Bank", 1911, 1, S. 10-11. 

（
九
六
）
ホ
ブ
ソ
ン
、
前
掲
書
一
〇
三
、二
〇
五
、一
四
四
、三
三
五
、三
八
六
頁
【
岩
波
文
庫
上155,

下35,101,245,304

】

【
底
本
の
（
注
九
七
）
は
ミ
ス
で
、
ホ
ブ
ソ
ン
の
引
用
で
あ
る
。】

（
九
七
）【
底
本
の
二
つ
あ
る
（
注
九
八
）
の
前
の
方
。】
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
（G

erhanrd H
ildebrand

）「
産
業
支
配
及
び

産
業
社
会
主
義
の
動
揺
」
イ
エ
ー
ナ
一
九
一
〇
年
、
二
二
九
頁 G

erhard H
ildebrand, D

ie Erschütterung der 
Industrieherrschaft und des Industriesozialism

us, 1910, S. 229 et seq.

（
九
八
）
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
、「
英
国
帝
国
主
義
…
…
」
三
二
四
頁
【
英
訳
本
で
は
対
応
す
る
注
も
箇
所
も
な
い
】

（
＊
6
）
底
本
で
欠
け
て
い
る
注Schulze-G

aevernitz, Britischer Im
perialism

us S. 301.

（
九
九
）「
ド
イ
ツ
帝
国
統
計
」、
二
巻
一
一
頁Statistik des D

eutschen Reichs, B
d. 211. 
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注
（
引
用
及
び
参
考
文
献
）

（
一
〇
〇
）
ヘ
エ
ン
ガ
ー
（H

enger

）「
フ
ラ
ン
ス
人
の
投
資
」
ス
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
一
九
一
三
年i

H
ans H

enger, D
ie K

apitalsanlage der Franzosen, Stuttgart, 1913.

（
一
〇
一
）
ア
ワ
ー
ヴ
ィ
ツ
チ
（H

ourw
ich

）【Isaac A
aronovich --, 1860-1924

】「
移
民
と
労
働
」
紐
育
一
九
一
三
年

H
ourw

ich, Im
m

igration and labor, N
ew

 York, 1913. 

（
一
〇
二
）「
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
と
の
文
通
」
第
一
巻
二
八
〇
頁
、
第
四
巻
四
三
二
頁

B
riefw

echsel von M
arx und Engels, B

d. II, S. 290; 1V, 433—
1858.10.7

【
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
書
簡
はM

EW
29

巻 N
o.162, p.358

、1881.8.11

書
簡
はM

EW
35

巻N
o.7,ip.19

、
カ
ウ
ツ
キ
ー

宛1882.9.12
書
簡
はM

EW
35

巻N
o.96,ip.356-

】

（
一
〇
三
）
カ
ウ
ツ
キ
ー
「
社
会
主
義
と
植
民
政
策
」
ベ
ル
リ
ン
一
九
〇
七
年
、
七
九
頁
、
こ
の
小
冊
子
は
彼
が
ま
だ
マ
ル

ク
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
昔
に
著
し
た
も
の
で
あ
る
。

K
arl K

autsky, Sozialism
us und K

olonialpolitik, B
erlin, 1907, S. 79; this pam

phlet w
as w

ritten by K
autsky 

in those infinitely distant days w
hen he w

as still a M
arxist.

（
＊
7
）
底
本
で
欠
け
て
い
る
注R

ussian social-chauvinism
 in its overt form

, represented by the Potresovs, 
C

hkenkelis, M
aslovs, etc., and its covert form

 (C
hkeidze, Skobelev, A

xelrod, M
artov, etc.) also em

erged 
from

 the R
ussian variety of opportunism

, nam
ely, liquidationism

..

九

（
一
〇
四
）「
世
界
経
済
雑
誌
」（
ハ
ル
ム
ス
）
第
二
巻
一
九
三
頁
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W
eltw

irtschaffliches Archiv, B
d. II, S. 193-.

【“N
ationalities and Subject R

aces. R
eport of C

onference,”

】

（
一
〇
五
）
パ
ト
ウ
イ
ユ
（Patouillet

）「
米
国
帝
国
主
義
」
リ
ヨ
ン
一
九
〇
四
年
、
二
七
二
頁Joseph Patouillet, 1881-

1950: L’im
périalism

e am
éricain, D

ijon, 1904, p. 272.

【
国
会
図
書
館
所
蔵
】

（
一
〇
六
）「
国
際
統
計
研
究
所
」
報
告
、
十
九
巻
第
二
冊
二
二
五
頁

Bulletin de l’Institut International de Statistique, T. X
IX

, Lvr. II, p. 225.

（
一
〇
七
）
カ
ウ
ツ
キ
ー
、「
民
族
国
家
、
帝
国
主
義
国
家
及
び
国
家
同
盟
」
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
一
九
一
五
年
、

七
二
、
七
〇
頁K

autsky, N
ationalstaat, im

perialistischer Staat und Staatenbund, N
ürnberg, 1915, S. 72, 

70.

【D
igitale Sam

m
lungen

】

（
一
〇
八
）
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
、
前
掲
書
四
七
一
頁Finance C

apital, p. 567.

（
一
〇
九
）『
銀
行
』
一
九
〇
九
年
、
八
一
九
頁"D

ie Bank", 1909, 2, S. 819 et seq

【
補
注
３
】K

autsky: “... C
annot the present im

perialist policy be supplanted by a new, ultraim
perialist policy, w

hich w
ill 

introduce the joint exploitation of the w
orld by internationally united finance capital in place of the m

utual rivalries 
of national finance capitals? Such a new

 phase of capitalism
 is at any rate conceivable. C

an it be achieved? Sufficient 
prem

ises are still lacking to enable us to answ
er this question.”(*)

カ
ウ
ツ
キ
ー
：「
…
…
現
在
の
帝
国
主
義
政
策
は
、
新
し
い
超
帝
国
主
義
政
策
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う

か
、
国
家
金
融
資
本
の
相
互
競
争
の
代
わ
り
に
国
際
的
に
統
一
さ
れ
た
金
融
資
本
に
よ
る
世
界
の
共
同
搾
取
を
導
入
す
る
政

策
に
？i

資
本
主
義
の
そ
の
よ
う
な
新
た
な
段
階
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
考
え
ら
れ
る
。i

そ
れ
は
達
成
で
き
る
で
し
ょ
う
か
？i

こ
の
質
問
に
答
え
る
に
は
、
ま
だ
十
分
な
前
提
が
不
足
し
て
い
ま
す
。」
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(*) D
ie N

eue Zeit, A
pril 30, 1915, S. 144.

H
obson: “C

hristendom
 thus laid out in a few

 great federal em
pires, each w

ith a retinue of uncivilised 
dependencies, seem

s to m
any the m

ost legitim
ate developm

ent of present tendencies, and one w
hich w

ould offer the 
best hope of perm

anent peace on an assured basis of inter-Im
perialism

.”
ホ
ブ
ソ
ン:i
「
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
世
界
が
、
い
く
つ
か
の
大
き
な
連
邦
帝
国—

—

そ
れ
ぞ
れ
非
文
明
の
依
存
関
係
を

引
き
継
い
で
い
る—

—

に
分
け
て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、
現
在
の
傾
向
の
最
も
正
当
な
展
開
で

あ
り
、
国
際
帝
国
主
義
の
確
実
な
基
礎
の
う
え
に
恒
久
平
和
の
最
善
の
希
望
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」

K
autsky called ultra-im

perialism
 or super-im

perialism
 w

hat H
obson, thirteen years earlier, described as inter- 

im
perialism

. Except for coining a new
 and clever catchw

ord, replacing one Latin prefix by another, the only progress 
K

autsky has m
ade in the sphere of “scientific” thought is that he gave out as M

arxism
 w

hat H
obson, in effect, 

described as the cant of English parsons. A
fter the A

nglo-B
oer W

ar it w
as quite natural for this highly honourable 

caste to exert their m
ain efforts to console the B

ritish m
iddle class and the w

orkers w
ho had lost m

any of their 
relatives on the battlefields of South A

frica and w
ho w

ere obliged to pay higher taxes in order to guarantee still higher 
profits for the B

ritish financiers. A
nd w

hat better consolation could there be than the theory that im
perialism

 is not 
so bad; that it stands close to inter- (or ultra-) im

perialism
, w

hich can ensure perm
anent peace? N

o m
atter w

hat the 
good intentions of the English parsons, or of sentim

ental K
autsky, m

ay have been, the only objective, i.e., real, social 
significance of K

autsky’s “theory” is this: it is a m
ost reactionary m

ethod of consoling the m
asses w

ith hopes of 
perm

anent peace being possible under capitalism
, by distracting their attention from

 the sharp antagonism
s and acute 
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problem
s of the present tim

es, and directing it tow
ards illusory prospects of an im

aginary “ultraim
perialism

” of the 
future. D

eception of the m
asses—

that is all there is in K
autsky’s “M

arxist” theory.
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
、13

年
前
に
ホ
ブ
ソ
ン
が
国
際
帝
国
主
義
と
呼
ん
だ
も
の
を
、超
帝
国
主
義
ま
た
は
超
帝
国
主
義
と
呼
ん
だ
。i

ラ
テ
ン
語
の
接
頭
辞
を
別
の
接
頭
辞
に
置
き
換
え
て
、
新
し
く
て
気
の
利
い
た
合
言
葉
を
作
る
こ
と
を
除
け
ば
、
カ
ウ
ツ
キ

ー
が
「
科
学
的
」
思
想
の
領
域
で
成
し
遂
げ
た
唯
一
の
進
歩
は
、
ホ
ブ
ソ
ン
が
事
実
上
イ
ギ
リ
ス
牧
師
の
聖
歌
と
表
現
し
た

も
の
を
マ
ル
ク
ス
主
義
と
し
て
発
表
し
た
こ
と
で
あ
る
。i

ア
ン
グ
ロ
・
ボ
ー
ア
戦
争
後
、
こ
の
非
常
に
名
誉
あ
る
カ
ー
ス

ト
が
、
南
ア
フ
リ
カ
の
戦
場
で
多
く
の
親
族
を
失
い
、
よ
り
高
い
税
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
英
国
の
中
産
階

級
と
労
働
者
を
慰
め
る
こ
と
に
主
な
努
力
を
注
ぐ
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。i

英
国
の
金
融
業
者
に
さ
ら
に
高
い

利
益
を
保
証
す
る
た
め
だ
。i
そ
し
て
、
帝
国
主
義
は
そ
れ
ほ
ど
悪
く
な
い
、
と
い
う
理
論
以
上
に
慰
め
と
な
る
も
の
は
あ

る
だ
ろ
う
か
。i

そ
れ
は
恒
久
的
な
平
和
を
確
保
で
き
る
国
際
（
ま
た
は
超
）
帝
国
主
義
に
近
い
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
か
？i

英
国
牧
師
や
感
傷
的
な
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
善
意
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、カ
ウ
ツ
キ
ー
の
「
理
論
」

の
唯
一
の
目
的
、
つ
ま
り
本
当
の
社
会
的
意
義
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
衆
を
希
望
で
慰
め
る
最
も
反
動
的
な
方

法
で
あ
る
。i

現
代
の
鋭
い
敵
対
と
深
刻
な
問
題
か
ら
人
々
の
注
意
を
そ
ら
し
、
将
来
の
想
像
上
の
「
超
帝
国
主
義
」
と
い

う
幻
想
的
な
見
通
し
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
の
も
と
で
恒
久
平
和
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ

る
。i

大
衆
の
欺
瞞
、
こ
れ
が
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
理
論
に
あ
る
す
べ
て
だ
。—

—
G

oogle

自
動
訳
に
手
を

入
れ
る
。

【
補
注
４
】B

ut in order to pacify the w
orkers and reconcile them

 w
ith the social-chauvinists w

ho have deserted to the side of 
the bourgeoisie, over-w

ise K
autsky separates one link of a single chain from

 another, separates the present peaceful 
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（
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用
及
び
参
考
文
献
）

(and ultra-im
perialist, nay, ultra-ultra-im

perialist) alliance of all the pow
ers for the “pacification” of C

hina (rem
em

ber 
the suppression of the B

oxer R
ebellion) from

 the non-peaceful conflict of tom
orrow, w

hich w
ill prepare the ground 

for another “peaceful” general alliance for the partition, say, of Turkey, on the day after tom
orrow, etc., etc. Instead of 

show
ing the living connection betw

een periods of im
perialist peace and periods of im

perialist w
ar, K

autsky presents 
the w

orkers w
ith a lifeless abstraction in order to reconcile them

 to their lifeless leaders.

し
か
し
、
労
働
者
を
な
だ
め
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
側
に
移
っ
た
社
会
排
外
主
義
者
た
ち
と
和
解
さ
せ
る
た
め
に
、
賢
明
す

ぎ
る
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
、
一
本
の
鎖
の
一
つ
の
輪
を
別
の
輪
か
ら
切
り
離
す
。
現
在
の
平
和
な
（
そ
し
て
超
帝
国
主
義
的
な
、

い
や
超
超
帝
国
主
義
的
な
）
同
盟
、
中
国
の
『
平
和
』
の
た
め
に
（
義
和
団
の
乱
の
鎮
圧
を
思
い
出
せ
）
総
力
の
同
盟
を
明

日
の
非
平
和
的
紛
争
か
ら
切
り
離
す
。
そ
れ
は
、
明
後
日
に
例
え
ば
ト
ル
コ
分
割
の
た
め
の
「
平
和
的
」
な
総
同
盟
を
準
備

す
る
も
の
で
あ
る
、
等
々
。
カ
ウ
ツ
キ
ー
は
、
帝
国
主
義
の
平
和
時
代
と
帝
国
主
義
戦
争
の
時
代
の
間
の
生
き
た
つ
な
が
り

を
示
す
代
わ
り
に
、
労
働
者
た
ち
に
生
気
の
な
い
抽
象
概
念
を
提
示
し
て
、
労
働
者
た
ち
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
、i

彼
ら
の
生
気
の
な
い
指
導
者
た
ち
と
。—

—
G

oogle

自
動
訳
に
手
を
入
れ
る
。

（
一
一
〇
）
ヒ
ル
、（D

aivid. Jayne. H
ill

）「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
発
展
に
於
け
る
外
交
史
」
第
一
巻
、
一
〇
頁D

avid 
Jayne H

ill(1850-1932), H
istory of the D

iplom
acy in the International D

evelopm
ent of Europe, Vol. I, p. X

.

（
一
一
一
）
シ
ル
ダ
ー
、
前
掲
書
第
一
巻
一
七
八
頁Schilder, op. cit., S. 178.

（
一
一
二
）
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
、
前
掲
書
四
〇
六
頁Finance C

apital, p. 487

一
〇
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（
一
一
三
）
リ
ー
ゼ
ル
、
前
掲
書
三
五
四
頁
【
ド
イ
ツ
語
版S.i384;i

英
語
版p.471

、
底
本
の
前
の
時
代
・
こ
の
時
代
の
記
載
ミ

ス
は
、
原
著
で
確
認
し
た
。
訳
者
が
参
照
し
た
書
の
ミ
ス
か
ど
う
か
は
不
明
。】

（
補
注
５
）Som

e w
riters, L. M

artov, for exam
ple, are prone to w

ave aside the connection betw
een im

perialism
 and 

opportunism
 in the w

orking-class m
ovem

ent—
a particularly glaring fact at the present tim

e—
by resorting to “official 

optim
ism

” (à la K
autsky and H

uysm
ans) like the follow

ing: the cause of the opponents of capitalism
 w

ould be 
hopeless if it w

ere progressive capitalism
 that led to the increase of opportunism

, or, if it w
ere the bestpaid w

orkers 
w

ho w
ere inclined tow

ards opportunism
, etc. W

e m
ust have no illusions about “optim

ism
” of this kind. It is optim

ism
 

in respect of opportunism
; it is optim

ism
 w

hich serves to conceal opportunism
. A

s a m
atter of fact the extraordinary 

rapidity and the particularly revolting character of the developm
ent of opportunism

 is by no m
eans a guarantee 

that its victory w
ill be durable: the rapid grow

th of a painful abscess on a healthy body can only cause it to burst 
m

ore quickly and thus relieve the body of it. The m
ost dangerous of all in this respect are those w

ho do not w
ish to 

understand that the fight against im
perialism

 is a sham
 and hum

bug unless it is inseparably bound up w
ith the fight 

against opportunism
.

あ
る
作
家
、
例
え
ば
、
Ｌ
マ
ル
ト
フ
【
レ
ー
ニ
ン
と
別
れ
た
メ
シ
ェ
ビ
キ
の
指
導
者
】
は
、
労
働
者
階
級
運
動
に
お

け
る
帝
国
主
義
と
日
和
見
主
義
と
の
関
係
―
―
現
時
点
で
特
に
明
白
な
事
実
―
―
を
、「
公
式
楽
観
主
義
」（
カ
ウ

ツ
キ
ー
や
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
【
フ
ラ
ン
ス
の
デ
カ
ダ
ン
派
作
家
】
流
）
に
頼
る
こ
と
に
よ
っ
て
脇
に
置
く
傾
向
が
あ
る
、

次
の
よ
う
に
。
資
本
主
義
に
反
対
す
る
者
の
大
義
は
、
も
し
そ
れ
が
日
和
見
主
義
の
増
大
に
つ
な
が
っ
た
進
歩
的
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献
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な
資
本
主
義
で
あ
る
な
ら
、
あ
る
い
は
、
最
も
賃
金
の
高
い
労
働
者
が
日
和
見
主
義
に
傾
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

絶
望
的
で
し
ょ
う
、
と
云
々
。
こ
の
種
の
「
楽
観
主
義
」
に
幻
想
を
抱
い
て
は
イ
ケ
な
い
。
そ
れ
は
ご
都
合
主
義

と
い
う
点
で
は
楽
観
主
義
で
す
。i

日
和
見
主
義
を
隠
す
の
は
楽
観
主
義
で
あ
る
。i

実
際
の
と
こ
ろ
、
日
和
見
主

義
の
発
展
の
異
常
な
速
さ
と
特
に
不
快
な
性
質
は
、
そ
の
勝
利
が
永
続
す
る
と
い
う
保
証
を
す
る
も
の
で
は
決
し

て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
丁
度
、
健
康
な
体
に
痛
み
を
伴
う
膿
瘍
が
急
速
に
成
長
し
て
も
、
そ
れ
が
さ
ら
に
早
く

破
裂
し
、そ
う
し
て
体
か
ら
解
放
さ
れ
る
、と
同
じ
で
す
。
こ
の
点
で
最
も
危
険
な
の
は
、帝
国
主
義
と
の
闘
争
は
、

も
し
日
和
見
主
義
に
た
い
す
る
闘
争
と
不
可
分
に
結
合
さ
れ
な
い
な
ら
、
見
せ
か
け
で
あ
り
、
で
た
ら
め
で
あ
る

こ
と
を
理
解
し
た
く
な
い
人
々
で
あ
る
。—

—
G

oogle

の
自
動
翻
訳
に
手
を
入
れ
た
訳
。

（
一
一
四
）
シ
ュ
ル
ツ
ェ
・
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
「
社
会
経
済
要
略
」
の
中
、
一
四
六
頁G

rundriss der Sozialökonom
ik, S. 
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参
照
し
た
英
訳
版
は
、
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Public D
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w
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m
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197

カ
ナ
表
記
変
換

シ
ン
ヂ
ケ
ー
ト
→
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
、
ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
ィ
ー
ン
グ
→
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
、
ウ
ヰ
ン
→
ウ
イ
ー
ン
、
カ
ル
ル

→
カ
ー
ル
、
ゲ
ヴ
ア
ー
ニ
ツ
・
ゲ
エ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
→
ゲ
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ツ
、
ブ
ハ
リ
ン
→
ブ
ハ
ー
リ
ン
、
エ
ヂ
プ
ト
→

エ
ジ
プ
ト
、
ス
ヰ
ス
→
ス
イ
ス
、
シ
ウ
フ
ー
ゲ
エ
シ
ゥ
エ
ー
ゲ
→
エ
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ゲ
、
ブ
ル
ー
ク
リ
ン
→
ブ
ル
ッ
ク
リ

ン
、
チ
ェ
ル
シ
ュ
キ
ー
→
チ
エ
ル
ス
キ
ー
箇
所
に
よ
っ
て
表
記
が
異
な
る
、
ス
チ
ル
リ
ヒ
→
ス
テ
ィ
ル
リ
ヒ
、
ス
ポ
ー
ン

Supan

→
ス
ー
ポ
ン
、
エ
ナ
→
イ
エ
ー
ナ
、
オ
ス
ー
タ
リ
ー
→
オ
ー
ス
ト
リ
ー
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