
書
　
評

吉
川
光
治
著

　
『
イ
ギ
リ
ス
金
本
位
制
の
歴
史
と
理
論
』

　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
〇
年
、
頸
草
書
房
、
二
四
八
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
　
　
本
　
　
　
　
　
孜

　
　
　
　
一

　
本
書
は
著
者
の
一
橋
大
学
商
学
博
士
号
の
学
位
論
文
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
そ
の
内
容
お
よ
び
特
色
に
つ
い
て
は
『
一
橋
論
叢
』
（
第
六
十

六
巻
第
三
号
）
の
「
彙
報
」
欄
の
「
博
士
論
文
要
旨
」
お
よ
び
「
博
士

論
文
審
査
要
旨
」
で
詳
細
に
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
本
書
に
は
評
者
の

知
る
か
ぎ
り
、
加
瀬
正
一
氏
（
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
一
九
七
〇
年
五
月

一
九
日
号
）
、
山
崎
研
治
氏
（
『
経
済
研
究
』
第
二
十
二
巻
第
二
号
、
一

九
七
一
年
四
月
）
、
望
月
昭
一
氏
（
『
早
稲
田
商
学
』
第
二
二
二
号
、
一

九
七
一
年
六
月
）
に
よ
る
周
倒
か
つ
綿
密
な
書
評
論
文
が
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
本
書
の
具
体
的
な
内
容
紹
介
は
行
な
わ
ず
、
そ
の
体
系
に
つ

い
て
い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
を
行
な
う
こ
と
と
す
る
。

　
本
書
は
発
表
時
期
を
異
に
す
る
い
く
つ
か
の
論
文
か
ら
成
る
。
最
初

　
　
　
　
書
　
　
評

の
も
の
は
一
九
五
七
年
二
月
（
『
バ
ン
キ
ン
グ
』
第
一
〇
七
号
）
の
発

表
で
あ
り
、
最
後
の
も
の
は
一
九
六
九
年
八
月
（
『
バ
ン
キ
ン
グ
』
第

二
五
七
号
）
の
発
表
で
あ
る
か
ら
前
後
十
二
年
余
り
に
亘
っ
て
い
る
。

し
か
し
長
期
間
に
亘
る
研
究
成
果
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
一
貫
し
た
明

確
な
主
題
を
欠
く
も
の
で
は
な
く
、
反
対
に
執
拗
な
ま
で
の
主
題
提
示

が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
従
来
対
立
的
な
も
の
な
い
し
全
然
別
個

の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
金
本
位
制
と
管
理
通
貨
制
、
通
貨
主
義
と

銀
行
主
義
、
国
内
金
融
と
国
際
金
融
、
国
内
均
衡
と
国
際
均
衝
の
性
格

な
い
し
次
元
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
両
者
の
接
点
を
歴
史
的
・

理
論
的
に
追
求
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
主
題
が
具
体
的
に
ど
の

よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
は
、
著
者
の
問
題
意
識
す
な
わ
ち
Ｂ
社
会
科
学

一
般
に
通
じ
る
要
請
と
し
て
常
に
理
論
と
歴
史
の
接
点
を
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
㈲
金
融
論
は
本
来
的
に
開
放
体
制
の
体
系
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
ツ
ｔ
）
、
に
支
え
ら
れ
て
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
金
本
位
制
の
成
立
以
降
に
焦
点
を
合
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
制

度
お
よ
び
金
融
市
場
の
動
向
を
中
心
と
し
、
と
く
に
そ
の
恐
慌
史
の
研

究
を
行
な
う
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
よ
る
国

際
金
融
と
国
内
金
融
の
調
整
を
主
た
る
内
容
と
す
る
金
融
政
策
の
歴
史

を
吟
味
し
、
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
最
終
的
に
は
、
国
際
通
貨
制
度
一
般

の
円
滑
な
運
営
の
た
め
の
基
本
原
理
の
解
明
が
そ
の
目
的
と
さ
れ
た
。

こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
の
貨
幣
当
局
な
ら
び
に
有
識
者
が
そ
の
と
き
ど
き
の
事
態
と

り
わ
け
外
国
為
替
取
引
と
為
替
相
場
の
変
動
を
ど
の
よ
う
に
把
え
て
い
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た
か
と
い
う
事
実
を
具
体
的
に
分
析
す
る
と
い
う
一
貫
し
た
ア
プ
ロ
ー

チ
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
ぬ
に
用
い
ら
れ
た
具
体
的
資
料
は
Ｔ
・

Ｅ
・
グ
レ
ゴ
リ
ー
の
編
纂
に
な
る
『
一
八
三
二
１
一
九
二
八
年
に
お
け

る
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
に
関
連
し
て
行
な
わ
れ
た
法
令
・
文
書
お
よ
び
報

告
書
の
集
録
』
（
一
九
二
九
年
）
　
Ｓ
ｅ
ｌ
ｅ
ｃ
ｔ
　
　
Ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｕ
ｔ
ｅ
ｓ
｡
　
　
　
Ｄ
ｏ
ｃ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ｓ

ａ
ｎ
ｄ
　
Ｒ
ｅ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
ｓ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ａ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｔ
ｏ
　
Ｂ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｓ
ｈ
　
Ｂ
ａ
ｎ
ｋ
ｉ
ｎ
ｇ
｡
　
１
８
３
２
-
１
９
２
８
｡

1
s
t

e
d
.
｡

1
9
2
9
｡
　
で
あ
り
、
こ
の
資
料
に
収
録
さ
れ
た
こ
の
問
題
に

対
す
る
当
時
の
議
会
の
証
言
お
よ
び
一
流
経
済
紙
の
論
説
記
事
等
の
系

統
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
他
方
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
派
経
済
学
す
な
わ
ち
、
Ｄ
・

リ
カ
ー
ド
、
Ｈ
・
ソ
ー
ン
ト
ン
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
、
Ｌ
・
オ
ー
バ
ー
ス

ト
ー
ン
、
Ｔ
・
ト
ゥ
ー
ク
、
Ｗ
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
な
ど
の
貿
易
論
・
外
国

為
替
論
・
金
融
論
に
関
す
る
主
要
著
作
を
と
り
あ
げ
、
先
の
問
題
が
歴

史
的
に
ま
た
現
実
的
に
い
か
に
理
解
さ
れ
る
か
と
い
う
分
析
に
立
脚
し

て
、
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
の
国
際
経
済
論
の
構
造
を
明
ら
か
に
す

る
と
い
う
手
続
を
と
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
後
述
の
よ
う
な
い
く
つ

か
の
理
論
的
前
提
あ
る
い
は
シ
ェ
ー
マ
を
導
き
、
こ
の
シ
ェ
ー
マ
は
歴

史
的
事
象
と
し
て
の
国
際
経
済
機
構
一
般
に
関
す
る
忠
実
な
現
実
的
把

握
を
前
提
す
る
か
ぎ
り
、
よ
り
広
範
囲
な
あ
る
い
は
普
遍
的
な
妥
当
性

を
も
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
著
者
は
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

本
書
は
一
面
で
は
こ
の
シ
ェ
ー
マ
を
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
の
う
ち

と
く
に
国
際
経
済
論
の
再
検
討
と
い
う
理
論
的
研
究
の
中
か
ら
抽
象

し
、
他
面
で
は
抽
象
さ
れ
た
こ
の
シ
ェ
ー
マ
を
歴
史
に
よ
っ
て
認
識
し

て
い
く
と
い
う
姿
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
書
は
歴
史
と
理
論
の
接
点
を
求
め
る
と
い
う
一
貫
し

た
立
場
で
貫
徹
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
正
当
性
は
Ｊ
・
Ｒ
・
ヒ
ッ
ク
ス

が
『
経
済
史
の
理
論
』
で
歴
史
と
理
論
が
統
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｍ

主
張
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
ヒ
ッ
ク
ス
が
『
貨
幣

理
論
』
で
「
貨
幣
理
論
は
た
い
て
い
の
経
済
理
論
に
比
べ
て
抽
象
度
が

低
い
。
貨
幣
理
論
は
現
実
と
の
あ
る
程
度
の
関
連
を
避
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
が
、
他
の
経
済
理
論
に
は
こ
の
よ
う
な
関
係
は
時
に
は
存
在
し

な
い
。
貨
幣
理
論
は
あ
る
意
味
で
は
金
融
史
の
部
類
に
入
る
が
、
同
じ

よ
う
な
意
味
で
は
経
済
理
論
が
経
済
史
の
部
類
に
入
る
と
は
限
ら
な

い
」
と
述
べ
た
が
、
本
書
が
金
融
論
の
文
献
で
あ
り
、
と
り
わ
け
金
融

史
と
理
論
と
を
密
接
不
可
分
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
ヒ
ッ
ク
ス

の
主
張
を
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
体
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
ヒ
ッ
ク
ス
の
予

想
し
た
も
の
の
典
型
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
マ
ル
ク
ス
経
済

学
の
立
場
あ
る
い
は
近
代
経
済
学
の
立
場
か
ら
観
る
の
で
は
な
く
、
イ

ギ
リ
ス
金
本
位
制
が
成
立
し
て
い
っ
た
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済

学
の
理
論
を
内
在
的
に
研
究
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
点
は
よ
く
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
二

　
本
書
は
六
章
か
ら
成
り
、
大
別
し
て
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。
第
一
は
最
初
の
三
つ
の
章
か
ら
成
り
、
「
通
貨
論
争
」
に
到
る

ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
制
度
の
発
展
と
金
融
事
情
の
変
遷
に
関
す
る
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歴
史
的
研
究
を
中
心
と
す
る
一
方
、
ソ
ー
ン
ト
ン
の
『
紙
券
信
用
論
』

の
統
一
的
解
釈
を
主
と
し
た
理
論
的
研
究
を
行
な
い
、
そ
れ
を
媒
介
と

し
て
著
書
の
い
わ
ゆ
る
「
開
放
体
制
の
経
済
循
環
図
型
」
ー
こ
れ
は

山
口
茂
博
士
の
「
産
業
的
流
通
図
型
」
を
開
放
体
制
に
拡
張
し
た
も
の

ー
を
展
開
し
、
国
際
収
支
の
均
衡
が
成
立
す
る
場
合
に
は
国
内
均
衡

が
成
立
す
る
場
合
と
同
様
に
通
貨
の
還
流
法
則
に
類
似
し
た
現
象
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
部
分
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
、
リ
カ
ー
ド
の

　
「
比
較
生
産
費
説
」
と
ミ
ル
の
「
相
互
需
要
説
」
と
を
総
合
的
に
把
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
均
衡
と
国
際
均
衡
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
お
よ

び
両
者
の
関
連
に
関
す
る
著
者
の
基
本
的
見
解
を
論
証
せ
ん
こ
と
を
眼

目
と
し
た
理
論
的
研
究
の
部
分
、
す
な
わ
ち
本
書
の
第
四
章
に
相
当
す

る
。
そ
し
て
第
三
は
、
「
ピ
ー
ル
銀
行
条
令
」
以
降
一
九
〇
七
年
の
恐

慌
ま
で
の
間
に
お
け
る
五
回
の
恐
慌
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
市
場

の
変
動
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
で
と
ら
れ
た
対
策
の
意
味
内
容
を
前
述

の
グ
レ
ゴ
リ
ー
の
手
に
な
る
資
料
の
組
織
的
か
つ
有
機
的
な
分
析
に
当

て
ら
れ
た
歴
史
的
研
究
で
、
本
書
の
最
後
の
二
つ
の
章
が
そ
れ
に
当
て

ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
端
的
に
言
っ
て
、
第
一
の
部
分
で
は
フ
ァ
ク
ト
・
フ
ァ

イ
ン
デ
ィ
ン
グ
的
な
歴
史
的
事
実
の
論
述
と
そ
こ
か
ら
の
理
論
的
抽
象

化
、
第
二
の
部
分
は
そ
の
理
論
の
精
緻
化
、
第
三
の
部
分
で
こ
の
理
論

の
歴
史
的
事
実
に
よ
る
検
証
な
い
し
確
認
と
い
う
作
業
が
行
な
わ
れ
て

い
る
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
著
者
が
「
も
し
理
論
が
歴
史
・
事
情
か

ら
抽
象
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
う
一
度
歴
史
・
事
情
に

還
元
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
実
践
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
理
論
と
歴
史
の
接
点
」
（
ｔ
・
に
）
を
求
め
た
と
い
う
問

題
意
識
が
結
実
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
著
者
が
主
張
せ
ん
と
し
た
理
論
的
シ
ェ
ー
マ
は
何
で
あ
る

の
か
を
示
そ
う
。
評
者
の
理
解
す
る
か
ぎ
り
そ
れ
は
次
の
三
点
に
要
約

さ
れ
る
。

田
　
国
内
均
衡
は
通
貨
と
財
貨
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
証
す
る
生
産
の
均
衡

　
を
含
む
長
期
的
・
実
物
的
・
ミ
ク
ロ
的
な
均
衡
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

　
対
し
国
際
均
衡
は
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
証
し
な
い
短
期
的
・
名
目
的

　
（
貨
幣
的
）
・
グ
ロ
ー
バ
ル
（
マ
ク
ロ
的
）
な
均
衡
で
あ
る
（
国
内
均

　
衡
と
国
際
均
衡
の
相
違
の
強
調
）
。

㈲
　
し
か
し
、
労
働
価
値
説
が
開
放
体
制
に
直
面
す
る
と
斜
視
的
労
働

　
価
値
説
に
転
化
す
る
が
、
そ
れ
に
基
く
リ
カ
ー
ド
の
比
較
生
産
費
説

　
に
し
た
が
っ
て
貿
易
が
行
な
わ
れ
る
と
き
に
は
、
国
際
分
業
秩
序
が

　
資
源
の
最
適
配
分
を
有
効
化
し
、
そ
の
と
き
に
は
開
放
体
制
の
経
済

　
循
環
図
型
が
示
す
よ
う
に
通
貨
と
財
貨
の
バ
ラ
ン
ス
（
通
貨
の
還
流

　
法
則
）
を
保
証
す
る
国
際
均
衡
が
成
立
す
る
（
国
内
均
衡
と
国
際
均

　
衡
の
接
点
の
提
示
）
。

㈲
　
国
内
均
衡
と
国
際
均
衡
の
調
整
に
つ
い
て
、
金
本
位
制
―
こ
れ

　
は
国
際
分
業
・
国
際
金
本
位
制
・
自
由
貿
易
と
い
う
三
位
一
体
が
資

　
本
移
動
に
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
Ｉ
と
管
理
通
貨
制
（
あ
る
い
は

　
通
貨
主
義
と
銀
行
主
義
）
と
は
、
為
替
相
場
あ
る
い
は
貿
易
収
支
の

　
一
時
的
不
均
衡
と
長
期
的
不
均
衡
と
を
区
別
す
る
こ
と
か
ら
、
両
者
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の
関
連
を
み
る
と
き
、
前
者
が
景
気
対
策
と
し
て
、
後
者
は
恐
慌
対

　
策
と
し
て
本
来
的
に
機
能
す
べ
き
も
の
で
、
相
対
立
す
る
も
の
と
し

　
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
補
完
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

　
こ
の
三
つ
の
シ
ェ
ー
マ
は
本
書
に
お
い
て
形
を
変
え
て
随
所
に
登
場

す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
音
楽
の
比
喩
で
言
え
ば
、
モ
テ
ィ
ー
フ
た
る
こ

の
三
つ
の
シ
ェ
ー
マ
か
ら
成
る
主
題
（
国
内
均
衡
と
国
際
均
衡
）
が
六

章
か
ら
成
る
楽
章
の
中
で
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば

音
楽
で
は
モ
ノ
フ
ォ
ニ
ー
（
単
旋
律
の
音
楽
、
旋
律
だ
け
が
あ
り
、
伴

奏
は
あ
っ
て
も
旋
律
の
忠
実
な
重
複
に
留
る
）
と
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー

　
（
各
声
部
が
そ
れ
ぞ
れ
旋
律
進
行
を
行
な
い
、
あ
る
一
声
部
が
主
で
他

の
声
部
が
従
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
）
が
区
別
さ
れ
る
。
モ
ノ

フ
ォ
ニ
ー
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
や
民
謡
な
ど
に
多
く
あ
る
旋
律
だ
け
の

音
楽
で
あ
る
の
に
対
し
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
（
い
わ
ゆ
る
対
位
法
）
は
二

声
部
以
上
か
ら
成
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
声
部
が
旋
律
な
い
し
そ
れ
に
劣
ら

ぬ
も
の
を
受
け
も
つ
楽
曲
と
い
わ
れ
、
カ
ノ
ン
や
フ
ー
ガ
が
典
型
と
い

わ
れ
る
。
こ
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
頂
点
に
く
る
の
が
、
Ｊ
・
Ｓ
・
バ
ッ

ハ
の
『
フ
ー
ガ
の
技
法
』
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
は
先
に
述
べ
た
歴
史

か
ら
理
論
そ
し
て
ま
た
歴
史
と
い
う
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
主
題
が
展
開

し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
単
線
的
な
い
し
モ
ノ
フ
ォ
ニ
ー
的
な
も
の
で

は
な
く
、
主
題
を
織
り
な
す
モ
テ
ィ
ー
フ
と
も
い
う
べ
き
三
つ
の
シ
ェ

ー
マ
が
さ
ま
ざ
ま
に
展
開
し
て
い
く
あ
る
い
は
循
環
し
て
い
く
ポ
リ
フ

ォ
ニ
ー
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
本
書
は
問
題
と
入
口
か
ら

順
序
立
て
て
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
と
い
う
や
り
方
で
は
な
く
、
色
々
な

角
度
か
ら
考
察
し
て
い
く
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い

わ
ば
金
本
位
制
を
解
説
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
論
理
」
を
示
す
こ

と
に
終
始
し
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
る
。

　
　
　
　
三

　
こ
こ
で
本
書
が
も
つ
際
立
っ
た
特
色
を
二
つ
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
一
つ
は
ソ
ー
ン
ト
ン
の
解
釈
で
あ
り
、
今
一
つ
は
国
際
通
貨

問
題
に
対
す
る
理
解
で
あ
る
。

　
田
　
ソ
ー
ン
ト
ン
の
『
紙
券
信
用
論
ｊ
　
Ａ
ｎ
　
Ｅ
ｎ
ｑ
ｕ
ｉ
ｒ
ｙ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ

ａ
ｎ
ｄ
　
Ｅ
ｆ
ｆ
ｅ
ｃ
ｔ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｏ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｐ
ａ
ｐ
ｅ
ｒ
　
Ｃ
ｒ
ｅ
ｄ
ｉ
ｔ
　
ｏ
ｆ
　
Ｇ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
　
Ｂ
ｒ
ｉ
ｔ
ａ
ｉ
ｎ
｡

１
８
呂
・
は
従
来
地
金
主
義
的
な
主
張
と
受
け
取
ら
れ
た
り
（
例
え
ば
フ

リ
ー
ド
マ
ン
＝
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
リ
カ
ー
ド
、
ノ
ー
マ
ン
、
マ
カ
ロ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
③

等
と
並
列
し
て
い
る
）
、
反
地
金
主
義
的
な
主
張
で
あ
る
と
受
け
取
ら

れ
た
り
（
例
え
ば
ヒ
ッ
ク
ス
は
『
貨
幣
理
論
』
の
序
文
（
ｔ
・
已
で
銀

行
主
義
＝
反
地
金
主
義
の
学
者
と
し
て
扱
っ
て
い
る
）
、
あ
る
い
は
両
者

の
見
解
が
前
半
で
反
地
金
主
義
的
見
解
、
後
半
で
地
金
主
義
的
見
解
が

述
べ
ら
れ
全
体
と
し
て
は
理
論
的
不
統
一
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
り
し

て
き
た
。
著
者
は
こ
れ
に
対
し
『
紙
券
信
用
論
』
に
お
け
る
二
つ
の
見

解
は
相
互
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
反
地
金
主
義
的
見
解
は
一
時

的
恐
慌
対
策
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
一
方
で
、
地
金
主
義
的
見
解
は
国

際
均
衡
を
迂
回
す
る
景
気
安
定
策
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
か

ら
、
相
互
に
統
一
的
補
完
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
外
な
ら
な
い

と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
地
金
論
争
に
お
い
て
国
際
金
融
を
優
先
し
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た
地
金
主
義
と
国
内
均
衡
を
優
先
し
た
反
地
金
主
義
は
「
そ
れ
ぞ
れ
一

面
の
真
理
を
含
ん
で
い
る
」
が
、
両
者
の
相
違
よ
り
も
「
両
者
を
い
か

に
調
整
す
る
か
」
（
？
は
）
と
い
う
立
場
か
ら
、
ソ
ー
ン
ト
ン
の
い
う

為
替
相
場
の
一
時
的
・
偶
発
的
・
短
期
的
変
動
と
、
長
期
的
・
趨
勢
的

変
動
の
区
別
を
根
拠
に
し
て
、
地
金
主
義
と
反
地
金
主
義
の
対
立
的
見

解
を
結
合
さ
せ
る
可
能
性
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈

Ｉ
ソ
ー
ン
ト
ン
理
論
の
再
発
見
―
は
著
者
が
本
書
の
こ
の
部
分
を

独
立
の
論
文
と
し
て
発
表
し
た
（
一
九
五
七
年
二
月
）
十
年
後
に
公
刊

さ
れ
た
ヒ
ッ
ク
ス
の
『
貨
幣
理
論
』
の
「
新
解
釈
」
と
軌
を
一
に
し
、

き
わ
め
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
ヒ

ッ
ク
ス
の
主
張
は
次
の
と
う
り
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ク
ス
は
ソ
ー
ン
ト
ン
が

　
『
紙
券
信
用
論
』
に
お
い
て
前
半
で
は
ケ
イ
ン
ズ
的
な
主
張
を
展
開
し

て
い
る
こ
と
ｌ
貨
幣
保
有
に
関
す
る
流
動
性
選
好
的
思
考
、
デ
フ
レ

政
策
へ
の
反
対
、
賃
金
の
粘
着
性
の
指
摘
、
資
本
の
限
界
効
率
の
導
人

等
ー
か
ら
反
地
金
主
義
的
で
あ
り
、
ま
た
後
半
で
は
リ
カ
ー
ド
と
同

じ
よ
う
に
過
剰
発
行
（
な
い
し
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
の
検
証
基
準
が

為
替
相
場
の
下
落
あ
る
い
は
地
金
の
市
場
価
格
が
造
幣
価
格
を
上
回
る

こ
と
に
求
め
ら
れ
、
金
本
位
制
を
維
持
し
、
中
央
銀
行
が
機
械
的
ル
ー

ル
に
よ
る
管
理
を
行
な
う
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
地
金

主
義
的
で
あ
る
と
す
る
が
、
ソ
ー
ン
ト
ン
は
首
尾
一
貫
し
た
思
索
家
で

あ
っ
て
そ
の
首
尾
一
貫
性
は
「
短
期
の
一
時
的
緊
急
的
状
態
な
も
と
で

適
切
な
こ
と
と
、
長
期
の
永
久
的
政
策
に
適
切
な
こ
と
と
の
間
に
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圃

の
確
固
た
る
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
点
に
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
著
者
の
ソ
ー
ン
ト
ン
解
釈
は
こ
の
ヒ
ッ
ク
ス
の
そ
れ
に
留
ら
ず
、
国

内
金
融
に
国
際
金
融
を
引
き
つ
け
な
が
ら
両
者
を
調
整
す
る
考
え
方
を

補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
国
際
信
用
貨
幣
の
発
達
が
、
国
際
通
貨
と
し

て
の
金
―
価
値
保
蔵
機
能
を
も
ち
流
通
か
ら
引
き
揚
げ
ら
れ
や
す
い

ｌ
に
代
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
為
替
相
場
の
安
定
と
「
貨
幣
愛
」
か

ら
の
解
放
と
い
う
き
わ
め
て
ケ
イ
ン
ズ
的
な
ソ
ー
ン
ト
ン
の
主
張
を
明

ら
か
に
し
、
金
の
国
際
通
貨
制
度
に
お
け
る
役
割
は
為
替
平
価
な
い
し

貨
幣
の
対
外
価
値
の
規
準
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
示
し
（
召
・
胎
－
台
）

国
際
通
貨
問
題
へ
の
理
解
を
与
え
て
い
る
。

　
②
　
著
者
は
金
本
位
制
の
黄
金
時
代
の
実
現
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
通
貨

当
局
が
金
本
位
制
の
ゲ
イ
ム
・
ル
ー
ル
の
遵
守
と
し
て
の
国
際
収
支
節

度
な
い
し
金
融
節
度
を
実
行
し
、
物
価
安
定
と
国
際
収
支
均
衡
維
持
と

為
替
平
価
（
金
平
価
）
を
維
持
す
る
こ
と
で
可
能
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

か
ら
国
際
金
融
の
安
定
の
仕
組
み
と
し
て
、
国
際
間
の
貸
借
関
係
を
助

成
促
進
す
る
国
際
金
融
協
力
と
国
際
金
利
格
差
に
応
じ
た
資
本
移
動
の

均
衡
化
的
移
動
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
現
在
の
国
際
通
貨
問

題
に
対
し
て
、
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ｌ
国
が
国
際
収
支
節
度
を
遵
守
す
る

こ
と
１
具
体
的
に
は
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
赤
字
の
均
衡
化
―
と

国
際
間
に
お
け
る
金
融
的
協
力
の
結
実
を
そ
の
解
決
の
基
本
的
方
向
と

し
て
示
し
、
と
も
す
れ
ば
掛
声
的
に
主
張
さ
れ
る
こ
れ
ら
に
対
し
て
論

理
的
基
盤
を
与
え
、
そ
の
意
義
お
よ
び
重
要
性
を
明
確
に
し
た
の
で
あ

る
・
こ
の
こ
と
は
前
項
で
示
し
た
国
際
通
貨
制
度
に
お
け
る
金
の
地
位
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と
並
ん
で
、
と
も
す
れ
ば
流
動
性
補
強
と
為
替
相
場
弾
力
化
で
終
始
す

る
国
際
通
貨
問
題
に
対
す
る
基
本
的
視
角
を
与
え
た
点
で
注
目
さ
れ

る
。

　
　
　
　
四

　
以
上
の
よ
う
に
本
書
は
著
者
の
首
尾
一
貫
し
た
方
法
に
よ
っ
て
貫
徹

さ
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
書
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
な
主
題
を
明
確
に

す
る
上
で
成
功
を
収
め
て
い
る
。
冒
頭
に
掲
げ
た
い
く
つ
か
の
書
評
論

文
に
示
さ
れ
た
疑
問
点
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

ｍ
　
本
書
は
歴
史
書
と
考
え
る
に
は
あ
ま
り
に
も
著
者
の
史
観
と
理
論

　
が
強
く
浮
き
出
て
い
て
、
史
観
に
透
写
さ
れ
る
べ
き
史
料
が
特
定
の

　
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。

㈲
　
十
八
世
紀
前
半
か
ら
中
葉
に
か
け
て
織
物
中
心
の
貿
易
を
営
ん
だ

　
国
に
イ
ギ
リ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
が
あ
り
、
前
者
が
発
展
し
後
者
が
衰
退

　
し
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
型
経
済
の
特
色
か
ら
本
書
の
主
題

　
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
い
か
。

㈲
　
国
内
均
衡
に
関
し
て
、
貨
幣
の
購
買
力
と
雇
用
の
安
定
あ
る
い
は

　
貯
蓄
と
投
資
を
ど
う
具
体
的
に
扱
う
か
が
不
明
で
あ
る
。

㈲
　
国
際
金
融
セ
ン
タ
ー
の
も
つ
政
治
的
・
経
済
的
な
力
の
優
位
と
い

　
う
歴
史
的
事
実
に
対
す
る
考
察
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス

　
が
国
際
金
融
を
国
内
金
融
に
引
き
寄
せ
な
が
ら
調
整
す
る
こ
と
の
所

　
以
が
不
明
で
あ
る
。

㈲
　
金
問
題
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
連
が
不
十
分
で
あ
る
。
ま

　
た
通
貨
不
安
は
戦
時
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
加
重
さ
れ
、
こ
れ
と
国
際

　
通
貨
制
度
の
関
連
が
重
要
で
あ
り
、
金
融
節
度
・
国
際
収
支
節
度
が

　
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
む
し
ろ
問
題
が
あ
る
。

㈲
　
本
書
で
国
際
資
本
移
動
は
単
に
国
際
経
済
の
貨
幣
的
均
衡
の
条
件

　
で
あ
る
が
、
生
産
力
と
し
て
の
資
本
移
動
と
結
び
つ
い
て
国
際
分
業

　
体
制
に
動
態
的
効
果
を
与
え
る
側
面
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。

㈲
　
著
者
の
国
際
均
衡
、
国
内
均
衡
に
与
え
た
性
格
が
対
象
と
し
た
時

　
代
を
超
え
て
そ
の
妥
当
性
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
論
理
は
リ
カ

　
ー
ド
と
ミ
ル
の
理
論
の
解
釈
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
か
つ
国
際

　
通
貨
問
題
へ
の
積
極
的
な
示
唆
を
意
図
す
る
な
ら
ば
検
討
の
余
地
が

　
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
疑
問
に
対
し
て
評
者
は
答
え
る
術
を
知
ら
な
い
し
、
あ
ら

た
め
て
著
者
の
御
答
え
を
持
ち
た
い
の
で
あ
る
が
、
評
者
も
こ
こ
で
素

朴
な
疑
問
を
呈
し
て
お
き
た
い
。
著
者
は
国
際
通
貨
問
題
の
根
本
的
解

決
と
し
て
積
極
的
に
キ
イ
・
カ
レ
ン
シ
ー
国
と
く
に
ア
メ
リ
カ
の
国
際

収
支
節
度
を
遵
守
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
そ
れ
が
国

際
金
融
協
力
と
い
う
も
の
を
つ
く
り
出
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
は
㈲
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
対

し
て
は
著
者
が
ク
リ
ス
ト
フ
ア
ー
・
ド
ー
ソ
ン
ー
ー
ョ
ー
ロ
ッ
パ
世
界

を
キ
リ
ス
ト
数
的
文
化
伝
統
の
上
に
立
つ
精
神
的
統
一
体
と
し
て
の
文

化
共
同
体
と
し
て
強
く
意
識
し
、
現
代
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
危
機

及
び
ョ
ー
ロ
ッ
パ
化
さ
れ
た
世
界
の
危
機
は
か
か
る
キ
リ
ス
ト
教
的
伝

統
と
い
う
共
通
の
精
神
的
基
盤
か
ら
の
遊
離
に
源
を
発
し
て
い
る
と
主
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張
し
て
い
る
Ｉ
的
な
見
解
を
と
り
入
れ
て
、
市
民
社
会
の
意
識
を
強

調
す
る
こ
と
を
無
視
し
て
は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
（
著
者
の
こ
の

点
に
関
し
て
は
「
経
済
学
に
お
け
る
自
然
法
思
想
の
諸
相
」
『
現
代
カ

ト
リ
シ
ズ
ム
序
説
』
一
九
五
七
年
所
収
を
参
照
）
。
こ
の
こ
と
を
認
め

て
も
、
著
者
が
そ
の
よ
う
な
主
張
を
さ
れ
る
と
き
は
、
生
産
要
素
が
国

際
間
を
自
由
に
移
動
し
な
い
と
い
う
リ
カ
ー
ド
の
前
提
に
立
ち
、
そ
れ

に
基
ず
く
比
較
生
産
費
説
に
依
拠
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
著
者
の

国
際
均
衡
と
国
内
均
衡
の
性
格
の
相
違
も
ま
さ
に
こ
の
点
に
依
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
労
働
の
自
由
移
動
は
か
な
り
制
約
さ
れ
て
い
る

が
、
資
本
移
動
は
相
当
自
由
化
さ
れ
て
い
る
。
直
接
投
資
は
多
国
籍
企

業
の
活
発
化
に
伴
い
拡
大
の
一
途
を
辿
っ
て
お
り
、
ま
た
間
接
投
資
も

対
外
証
券
投
資
に
よ
る
リ
ス
ク
減
少
が
知
ら
れ
活
発
化
し
て
い
る
。
と

く
に
直
接
投
資
は
経
営
資
源
そ
の
も
の
の
活
動
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る

か
ら
、
単
純
な
生
産
要
素
の
不
完
全
移
動
性
の
仮
定
の
下
で
の
理
論
で

は
説
明
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
な
ら
ば
、
生
産
要
素
の
不
完
全

移
動
性
を
前
提
と
し
、
静
態
的
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
考
え
ら
れ
て
き

た
比
較
生
産
費
説
の
理
解
に
と
っ
て
、
資
本
が
生
産
力
と
し
て
あ
る
い

は
事
業
活
動
を
行
な
う
と
い
う
形
で
問
題
と
な
る
と
き
に
は
当
然
動
態

的
な
側
面
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
国
際
分
業
体
制
に
も

動
態
的
な
側
面
が
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
国
際
経
済
理
論
で

は
自
由
貿
易
と
自
由
な
資
本
移
動
に
よ
り
最
高
の
経
済
的
厚
生
の
得
ら

れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
本
書
が
取
り
扱
っ
て
い
る

十
九
世
紀
後
半
の
海
外
投
資
が
活
発
化
し
た
時
代
に
お
い
て
も
同
様
で

は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
地
金
論
争
・
通
貨
論
争
を
そ
の
中
核
に
お
く
本
書
に
と
っ

て
以
上
の
よ
う
な
疑
問
は
内
在
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
望
蜀
的
な

も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
現

在
（
或
い
は
過
去
）
の
貨
幣
学
の
基
礎
は
、
銀
行
制
限
条
令
（
Ｂ
ａ
ｎ
ｋ

K
e
s
t
r
i
c
t
i
o
nA
c
t
｡

1
7
9
7
｡）
か
ら
一
八
五
〇
年
代
の
金
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
い
た
る
イ
ギ
リ
ス
の
貨
幣
政
策
お
よ
び
銀
行
政
策
の
諸
問
題

を
討
議
し
た
著
作
家
た
ち
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
通
例
の
見

　
　
　
㈲

解
で
あ
る
」
の
で
、
本
書
の
よ
う
に
そ
の
よ
う
な
時
代
を
対
象
と
し
て

文
献
に
お
い
て
は
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
た
理
論
の
正
当
性
が
時
代
を
超
え

て
主
張
で
き
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
そ
れ
を
論
証
す
る
場
合
の
論
理

的
基
礎
を
示
す
に
留
る
こ
と
を
忘
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
普
遍
性
を
主
張

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
書
で
現
代
に
眼

を
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
か
な
る
時
代
、
い
か
か
る
歴
史
的
事
実

を
対
象
と
し
て
も
現
存
の
問
題
に
眼
を
向
け
て
い
な
け
れ
ば
真
の
歴
史

家
と
は
い
い
が
た
い
し
、
金
融
論
の
研
究
者
と
も
い
い
が
た
い
か
ら
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
書
は
単
な
る
歴
史
書
で
も
な
く
、
単
な
る
理
論
書
で

も
な
い
。
歴
史
と
理
論
の
統
合
・
一
致
を
終
始
貫
徹
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な

研
究
書
で
あ
る
。
因
に
言
え
ば
山
口
茂
著
『
恐
慌
史
概
説
』
（
一
九
七

〇
年
）
を
併
せ
読
め
ば
本
書
の
理
解
は
一
層
深
ま
る
で
あ
ろ
う
。
評
者

が
学
部
時
代
金
融
論
の
学
習
を
し
た
の
は
ま
さ
に
本
書
が
完
成
す
る
最

中
（
と
く
に
第
四
、
五
、
六
章
）
で
あ
っ
た
。
著
書
の
変
ら
ぬ
学
恩
と
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評
者
に
示
さ
れ
た
研
究
の
方
向
を
思
い
つ
つ
稿
を
終
え
る
。
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