
中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」

に
つ
い
て

中

内

清

人

て
は
じ
め
に

二
、
低
賃
銀
労
働
力
1

1

賃
銀
格
差
説

一
二
、
「
過
剰
資
本
」
説

四

、

結

論

一
、
は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
中
小
企
業
の
い
わ
ゆ
る
「
存
立
条
件
し
の
究
明
に
あ
る
。

マ
ル
グ
ス
は
『
資
本
論
』
に
お
い
て
「
競
争
戦
は
商
品
の
低
譲
化
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
商
品
の
低
廉
は
、
他
の
諸

事
情
が
同
等
な
ら
ぽ
労
働
の
生
産
性
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
者
は
生
産
の
規
模
に
依
存
す
る
。
だ
か
ら
大
資
本
は
小
資
本
に

う
ち
勝
つ
」
と
い
っ
て
い
る
。

周
知
の
ご
と
く
、

ま
た
『
共
産
党
宣
言
』
に
お
い
て
も
、

「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
す
な
わ
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
時
代
の
特
徴
は
、
階
級
対
立
を
単
純
に
し

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

二
九



中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

。

た
こ
と
で
あ
る
。
全
社
会
は
敵
対
す
る
ニ
大
陣
営
に
、
直
接
対
立
す
る
こ
大
階
級
に
ま
す
ま
す
分
裂
し
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
プ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
!
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
た
だ
し
、
先
の
『
資
本
論
』
の
文
章
は
、
主
と
し
て
資
本
と
資
本
の
競
争
に
つ
い
て
述
べ

な
も
の
で
、
社
会
構
成
員
の
資
本
階
級
と
労
働
階
級
へ
の
分
解
を
述
べ
た
こ
の
司
共
産
党
宣
言
』
の
文
意
と
は
異
る
)
。

こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
主
張
に
対
し
て
、
例
え
ば

E
・
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
社
会
的
富
の
法
外
な
増
大
は
、
大
資
本
家
の
款
の

(
2〉

収
縮
を
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
等
級
の
資
本
家
の
数
の
増
大
を
と
も
な
っ
て
い
る
」
と
主
張
し
て
マ
ル
ク
ス
を
批
判
し
て
い
る
。

(
3
)
 

後
、
こ
れ
に
対
す
る

K
・
カ
ウ
ツ
キ

1
等
の
反
批
判
を
含
め
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

そ
の

マ
ル
ク
ス
理
論
に
依
拠
し
た
多
く
の
見
解
が
発

表
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
説
の
検
討
を
と
お
し
て
、
先
の
課
題
、
す
な
わ
ち
、
大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の
駆
逐
と
い
う
事
実
と
共
に
、

中
小
企
業
が
広
汎
に
存
在
し
、

か
つ
、

そ
の
数
が
増
加
し
て
い
る
の
は
何
故
か
、
ま
た
そ
の
条
件
は
何
か
、
す
な
わ
ち
、
中
小
企
業
の
い

わ
ゆ
る
「
存
立
条
件
」
は
如
何
に
理
解
す
べ
き
か
、

と
い
う
問
題
の
解
明
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
先
の
『
資
本
論
』
か
ら
の
引
用
文
で
は
、
産
業
資
本
主
義
に
お
け
る
大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の
駆
逐
は
技
術
を
基
礎
と
す
る
労

働
生
産
性
を
武
器
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
主
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
諸
点
も
念
頭
に
お

か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

1

)

規
模
の
指
標
と
し
て

(
太
字
1

1
引
用
者
)
と
い
う
こ
と
。 「

労
働
者
数
の
よ
う
な
標
識
で
は
不
充
分
な
ば
あ
い
が
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
あ
る
」

(レ

l
ニ
ン
)

(
2〉

「
他
の
諸
事
情
が
同
等
」
と
い
う
『
資
本
論
』
か
ら
の
さ
き
の
文
章
は
、
厳
密
に
は
、
完
全
に
同
種
類
の
商
品
を
生
産
し
て
い

る
ば
あ
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
え
る
こ
と
。
従
っ
て
、
例
え
ば
鋼
管
生
産
部
門
内
に
お
い
て
も
異
な
る
直
径
の
鋼
管
を
生
産
し



て
い
る
資
本
聞
の
競
争
の
ぱ
あ
い
は
、
厳
密
に
は
「
他
の
諸
事
情
が
同
等
」
と
い
う
先
の
文
章
は
妥
当
し
な
い
。
こ
の
点
は
中
小
企
業
の

増
減
を
統
計
的
に
考
察
す
る
ぱ
あ
い
特
に
重
要
で
あ
る
。

(

3

)

 

「
工
業
の
ぱ
あ
い
に
も
、
大
経
営
の
優
越
の
法
則
は
、

と
き
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
は
ど
絶
対
的
な
も
の
も
の
で
も
な
け
れ

ば
単
純
な
も
の
で
も
な
い
し

そ
し
て
こ
と
で
も
『
他
の
事
情
の
等
し
い
こ
と
』

(
4〉

が
、
こ
の
法
則
の
完
全
な
適
用
可
能
性
を
保
障
す
る
」
(
太
字
|
|
引
用
者
)
と
い
う
こ
と
。

(
こ
の
と
と
は
現
実
に
は
な
か
な
か
お
こ
ら
な
い
)
だ
け

工
業
で
も
農
業
で
も
大
規
模
生
産
が
小
規
模
生
産
を
駆
逐
す
る
こ
と

(

5

)

 

に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
駆
逐
を
即
時
の
収
奪
と
い
う
意
味
に
の
み
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
」
(
太
字
|
|
引
用
者
)
と
い
う
こ
と
。

(

5

)

科
学
者
の
「
任
務
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
け
っ
し
て
単
純
で
も
一
様
で
も
な
い
零
落
の
諸
標
識
を
正
確
に
決
定
し
|
|
つ
い
で

(
4
)
 
「
実
際
に
は
、
資
本
主
義
の
基
本
的
で
主
要
な
傾
向
は
、

こ
れ
ら
の
標
識
を
あ
ば
き
だ
し
、
そ
の
広
が
り
の
程
度
、
時
と
と
も
に
移
り
ゆ
く
そ
の
変
化
を
研
究
し
、

(
6
)
 

あ
る
」
(
太
字
1
1
1
引
用
者
)
と
い
う
こ
と
。

で
き
る
だ
け
計
算
す
る
こ
と
に

(

6

)

産
業
資
本
主
義
に
お
け
る
大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の
駆
逐
は
、
技
術
を
武
器
と
し
平
均
的
生
産
規
模
の
大
き
い
「
大
規
模
生
産

部
門
」
に
お
い
て
も
、

そ
れ
の
小
さ
い
「
小
規
模
生
産
部
門
」
に
お
い
て
も
生
ず
る
と
い
う
こ
と
。

(
7
)
 

(

7

)

マ
ル
ク
ス
も
、
大
資
本
に
よ
る
小
資
木
の
吸
引
で
あ
る
集
中
へ
の
「
抵
抗
的
諸
傾
向
」
、

「
遠
心
的
作
用
」
、

「
分
散
的
作
用
」

を
指
摘
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

(

8

)

大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の
駆
逐
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
小
資
本
も
含
め
て
、
新
資
本
の
形
成
を
否
定
し
た
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
、
等
々
で
あ
る
。

本
橋
で
は
こ
れ
ら
の
点
を
念
頭
に
お
い
て
、
資
本
主
義
に
お
け
る
中
小
企
業
の
存
続
と
、
資
本
主
義
の
発
達
に
伴
っ
て
発
生
す
る
そ
の

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て



中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

新
生
の
条
件
を
理
論
的
、
体
系
的
に
考
察
せ
ん
と
し
た
。
考
察
対
象
は
、
主
と
し
て
、
産
業
資
本
主
義
に
お
け
る
そ
れ
に
限
定
す
る
。
独

占
資
本
主
義
、
帝
国
主
義
は
、
資
本
主
義
の
最
高
の
発
展
段
階
で
あ
り
、

そ
こ
に
お
け
る
中
小
企
来
の
存
続
と
新
生
の
条
件
を
究
明
す
る

た
め
に
は
、
先
ず
産
業
資
本
主
義
に
お
け
る
そ
れ
ら
を
究
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
の
究
明
は
、
中
小
企
業
の
性
格
と
そ
の
運
動
の
方
向
を
科
学
的
に
見
極
め
る
為
の
不
可
欠
の
前
提

で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
考
察
対
象
を
主
と
し
て
産
業
資
本
主
義
に
限
定
し
た
た
め
、
中
小
企
業
と
い
う
言
葉
を
必
ず
し
も
独
占
と
の
対
立

関
係
〕
い
お
い
て
は
使
用
し
て
屈
な
い
と
い
う
こ
と
(
但
し
、
引
用
文
献
は
除
く
〉
、

ま
た
、

産
業
循
環
に
伴
う
生
産
・
市
場
の
拡
大
と
結

小
に
伴
う
企
業
数
の
増
減
は
、
本
稿
の
目
的
か

h

り
し
て
さ
し
あ
た
り
不
要
な
の
で
考
察
対
象
か
ら
除
外
し
た
と
い
う
こ
と
を
は
じ
め
に
記

し
て
お
き
た
い
。

一制
(

1

)

玄
白
吋

H
F四冊
Z-

習
を
-E-Nω
・

ω・
8
P
『
資
本
論
』
第
一
部
、
長
谷
部
文
雄
一
訳
、
九
七
二
ペ
ー
ジ
、
青
木
書
庖
、
以
下
、
円
資
本
論
』

の
邦
訳
は
同
書
か
ら
引
用
す
る
。

(
2
〉
開
・
閃
叩
H
・ロ印門
0
5・
U
廷
判
、
D

S

a
句
伺
時

H
Nミ

H
h喜
弘
司
帥
九
叫
ロ
N
弘
昌
町
民
的
司
NH私
的

ミ

忠

弘

巳

h

k
同
H
h
『h
a
ど
s
n同
町
、
九
円
。
N
N
品
目
弘
ぬ
遺
巴
冊
、
一
白
叫
民
同

-

H

∞
3
・
N
d司
回
目
件
。

〉
口
同
宮
間
0
・
E
N
H
・
ω・∞
J
ア
E
-
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
『
社
会
主
義
の
前
提
と
社
会
民
主
党
の
任
務
』
戸
原
四
郎
訳
、
六
ペ
ー
ジ
、
河
出
書
房
新

社。
(
3
)
E
・
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
K
・
マ
ル
ク
ス
に
対
す
る
批
判
と
、
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
対
す
る
K
・
カ
ウ
ツ
キ
I
の
反
批
判
に
つ
い
て
の
検

討
は
別
稿
(
「
『
中
小
経
営
存
続
・
吏
新
説
』
批
判
」
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
二
十
六
巻
第
二
号
、
一
九
七
二
年
所
載
〉
に
て
お
こ
な
っ
た
。

尚、
γ

加
藤
誠
一
・
渡
辺
俊
一
二
「
日
・
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
中
心
と
す
る
修
正
主
義
論
争
の
再
検
討
|
|
!
中
小
企
業
の
存
続
要
因
に
か
ん
す
る
視

角
か
ら
の
一
考
察
l
i」
(
『
経
営
経
済
』

ZCHω

・
一
九
七
七
年
三
月
、
大
阪
経
済
大
学
中
小
企
業
経
営
研
究
所
〉
。

(

4

)

『レ
l
-
一
ン
全
集
』
、
第
四
巻
、
大
月
書
庖
、
二
一
五
ペ
ー
ジ
。



(

5

)

 

(
6〉

(

7

)

 

問
、
第
二
二
巻
、
七
三
三
ペ
ー
ジ
。

同
、
第
二
三
巻
、
七
三
ペ
ー
ジ
。

忠
弘
・
・
問
。
-
M
T
ω
・
自
由
・
長
谷
部
訳
、
第
三
部
、
一
一
一
五
八
ペ
ー
ジ
。

ニ
、
低
賃
銀
労
働
力
1

1

賃
銀
格
差
説

さ
て
、

マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
依
処
し
て
、
主
に
日
本
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て
の
諸
説
を
類
型
化

分合す
散ごうる
」と

説つ
で ぎ
あの
る よ
。 う

な
る

(
一
)
、
低
賃
銀
労
働
力

l
l賃
銀
格
差
説
、

(
一
一
〉
、

「
過
剰
資
本
」
説
、

会
一
)
、
資
本
の
「
分
裂
・

ま
ず
、

(
一
)
の
低
賃
銀
労
働
力
|
|
賃
銀
格
差
説
に
つ
い
て
考
察
し
ょ

7
0

こ
の
説
は
二
つ
に
分
類
し
う
る
。

一
つ
は
封
建
遺
制
に

よ
っ
て
低
賃
銀
労
働
力
の
存
在
を
説
明
す
る
説
で
あ
り
、
他
は
相
対
的
過
剰
人
口
の
形
成
に
よ
っ
て
こ
れ
を
説
明
す
る
説
で
あ
る
。

(
9
)
 

前
者
の
主
張
者
と
し
て
は
、
牛
尾
真
造
氏
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
後
者
の
主
張
者
の
起
源
は
、

K
-
カ
ウ
ツ
キ

l
等
に
た
ど

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
前
者
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
お
け
る
第
二
次
大
戦
後
の
民
主
主
義
的
諸
変
革
に
よ
る
遺
制
解
体
後
も
中
小
企
業

数
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
事
実
、

お
よ
び
、
中
小
企
業
の
存
在
は
日
本
の
如
き
遺
制
を
包
蔵
し
て
い
た
資
本
主
義
国
以
外
の
資
本
主
義

国
に
お
い
て
も
広
汎
ぷ
み
ら
れ
る
と
い
う
事
実
に
よ
り
、
そ
の
現
実
妥
当
性
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
既
に
立
証
さ
れ
て
い
る

K
・
カ
ウ
ツ
キ

l
の
説
は
、
相
対
的
過
剰
人
口
の
形
成
か
ら
中
小
経
営
数
の
増
加
を
主
張
す
る
も
の

(
印
)

と
し
て
、
先
駆
的
な
説
で
あ
る
が
、
既
に
別
の
機
会
に
検
討
し
て
い
る
の
で
(
註
)
で
簡
単
に
ふ
れ
る
に
と
ど
め
た
。

の
で
考
察
対
象
か
ら
は
除
外
し
た
。

本
稿
で
は
有
沢
広
巳
氏
の
主
張
の
検
討
を
通
じ
て
、
低
賃
銀
労
働
力
|
賃
銀
格
差
の
存
在
と
中
小
経
営
の
「
存
立
条
件
L

と
の
関
連
を

中
小
企
業
の
存
立
条
件
に
つ
い
て

一一一一



中
小
企
業
の
存
立
条
件
に
つ
い
て

四

普
遍
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
我
が
国
に
お
け
る
中
小
工
業
の
特
殊
な
残
存
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
人
聞
が
そ
の
残
存
理
由
に
つ
い
て

列
挙
的
に
実
に
多
く
の
様
々
の
事
情
を
拾
い
上
げ
て
い
必
」
と
し
、
そ
の
「
主
要
な
理
由
」
は
次
の
三
点
だ
と
整
理
し
て
お
ら
れ
る
。
氏

有
沢
広
巴
氏
は
、

の
整
理
に
従
う
と
、

そ
れ
ら
は
(
一
)
電
力
の
発
達
普
及
つ
一
)
専
門
的
分
業
の
発
達
に
よ
る
小
規
模
経
営
の
存
立
会
一
)
低
賃
銀
の
労

働
力
が
豊
富
に
し
て
劣
悪
な
る
条
件
の
下
に
お
い
て
労
働
の
強
化
を
可
能
な
ら
し
め
る
社
会
的
条
件
の
存
在
す
る
こ
と
、
こ
の
三
理
由
で

あ
る
。
さ
ら
に
氏
は
、
次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
る
。

「
わ
が
国
に
お
け
る
所
謂
中
小
工
業
存
続
の
特
殊
理
由
を
挙
げ
る
人
々
は
、

た
だ
列

挙
的
に
主
と
し
て
以
上
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
私
は
か
か
る
列
挙
主
義
が
問
題
の
解
答
た
り
う
る
と
は
考
え
な
い
。
む

し
ろ
、
こ
れ
が
た
め
に
は
日
本
経
済
の
構
造
的
把
握
か
、
り
し
て
、

わ
が
国
に
お
い
て
、
特
殊
的
に
中
小
工
業
の
存
続
を
強
大
な
ら
し
め
て

そ
れ
に
し
て
も
、
右
の
三
点
の
う

ハロ)

ち
、
い
づ
れ
が
基
本
的
関
連
に
立
っ
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
問
題
の
解
決
に
一
歩
を
進
め
る
所
以
で
あ
る
」
と
。
勿
論
、

い
る
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
問
題
の
解
決
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、

列
挙
主
義
が
問
題
の
真
の
解
答
た
り
う
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

さ
て
、
有
沢
氏
は
如
何
に
解
答
を
与
え
て
お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
如
き
批
判
を
下
し
た
有
沢
氏
は
、
自
ら
が
、
列
挙
的
記
述
を
正
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
段
階
で
、
こ
の
点
は
既
に
多
く
の
中
小
工
業
に
関

す
る
調
査
報
告
が
「
殆
ん
ど
一
致
し
た
結
論
に
達
し
て
い
る
」
と
さ
れ
、

「
事
実
的
な
調
査
報
告
は
、
卒
直
に
わ
が
中
小
工
業
存
続
の
基

本
的
理
由
が
低
賃
銀
労
働
に
存
す
る
こ
と
を
、
異
口
同
音
的
に
結
論
し
て
い
る
」
と
つ
づ
け
ら
れ
、
中
小
工
業
存
続
の
基
本
的
理
由
が
低

賃
銀
労
働
に
存
す
る
と
結
論
を
下
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
沢
氏
は
「
中
小
工
業
、
特
に
小
工
業
に
お
い
て
も
な
ほ
充
用
し
う
る

が
如
き
低
賃
銀
労
働
力
が
豊
富
に
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
中
小
工
場
、
就
中
、
家
内
工
業
的
零
細
経
営
が
盛
行
し
、
存
続
し
つ
》
あ
る
と



云
は
ざ
る
を
え
な
い
。
:
;
:
人
口
の
大
部
分
が
劣
悪
な
る
労
働
条
件
を
も
甘
受
す
べ
き
関
連
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
中
小
工
業
が

存
続
し
、
盛
行
す
る
の
で
あ
る
」
と
。
だ
が
、
さ
き
の
三
つ
の
理
由
の
う
ち
、
何
故
(
一
ニ
)
の
低
賃
銀
労
働
力
の
存
在
を
「
基
本
的
理

「
電
力
の
発
達
普
及
」
や
「
専
門
的
分
業
の
発
達
」
に
そ
の
地
位
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ

自
」
と
し
て
規
定
さ
れ
、

る

な
お
、
有
沢
氏
は
こ
こ
で
「
残
存
理
由
」
ま
た
は
「
存
続
の
特
殊
理
由
」
と
い
う
言
葉
の
下
に
さ
き
の
コ
一
理
由
を
整
理
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
三
理
由
は
単
に
「
残
存
理
由
」
も
し
く
は
「
存
続
理
由
し
と
し
て
の
み
整
理
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
電
力

の
発
達
と
普
及
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
電
力
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
規
模
利
用
を
容
易
な
ら
し
め
、

一
方
で
大
規
模
企
業
の
形
成
を
可
能
と
し

た
が
、
他
方
で
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
小
規
模
利
用
を
も
容
易
な
ら
し
め
、

マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
で
指
摘
す
る
「
蒸
気
の
賃
貸
」
ぞ
「
小

型
熱
機
関
の
使
用
」
と
同
じ
く
、
小
規
模
企
業
創
出
の
基
礎
と
も
な
る
。
す
な
わ
ち
、
電
力
の
発
達
普
及
は
中
小
企
業
数
の
増
加
を
も
た

ら
す
。
ま
た
反
対
に
、
従
来
の
「
小
規
模
生
産
部
門
」
に
お
い
て
、
新
し
い
技
術
導
入
を
契
機
と
し
て
中
小
企
業
数
が
減
少
す
る
ば
あ
い

も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
小
企
業
の
増
減
を
、
果
し
て
低
賃
銀
労
働
力
の
存
在
を
基
本
的
理
由
と
し
て
説
明
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

般

的
に
、
技
術
水
準
と
低
賃
銀
労
働
力
と
の
何
れ
が
中
小
企
業
存
在
の
基
本
的
要
因
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
は
問
題
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
「
専
門
的
分
業
の
発
達
」
も
単
に
「
残
存
理
由
」
ま
た
は
「
存
続
理
由
」
と
し
て
整
理
し
う
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

「
専
門

的
分
業
の
発
達
」
に
伴
う
中
小
企
業
数
の
増
加
に
関
連
し
て
も
、

「
専
門
的
分
業
の
発
達
」

と
低
賃
銀
労
働
力
の
存
在
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、

「
残
存
」
お
よ
び
「
存
続
」
の
基
本
的
要
因
と
い
か
な
る
関
連
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
問
題
は
生
ず
る
。

よ
り
具
体
的
に
み
れ
ば
、
有
沢
氏
は
、
新
興
部
門
と
し
て
人
造
絹
織
物
業
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

「
人
造
絹
織
物
業
は
わ
が
国
に
お
け

る
典
型
的
の
新
興
中
小
工
業
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
如
何
に
『
低
廉
労
働
』
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
の
事
実
は
、
・
:
:
」
調
査
に

中
小
企
業
の
存
立
条
件
に
つ
い
て

五



中
小
企
業
の
存
立
条
件
に
つ
い
て

~ 

J、、

お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
新
興
中
小
工
業
で
あ
る
人
造
絹
織
物
業
が
小
規
模
で
あ
る
の
は
、
低
賃
銀
労
働
力
の
存
在

を
基
本
的
要
因
と
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
は
、

た
と
え
ば
、
当
該
部
門
に
お
け
る
技
術
の
特
性
の
故
で
あ
ろ
う
か
。

」
れ
ら
の
諸
問
題
の
検
討
ば
行
論
の
う
ち
に
行
わ
れ
る
。

で
は
、
低
賃
銀
労
働
力
の
存
在
と
中
小
企
業
の
存
続
・
新
生
と
は
如
何
な
る
闘
係
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
果
し
て
、
低
賃
銀
労
働
力
の

存
在
は
中
小
企
業
の
存
続
・
新
生
の
基
本
的
要
因
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
資
本
主
義
の
発
達
過
程
で
追
求
す
る
た
め
に
、

有
沢
氏
の
立
論
か
ら
離
れ
て
、
資
本
主
義
に
お
け
る
相
対
的
過
剰
人
口
の
役
割
か
ら
検
討
し
よ
う
。

資
本
主
義
下
で
の
労
働
力
供
給
は
、
人
口
の
自
然
増
と
、
相
対
的
過
剰
人
口
を
基
盤
と
し
て
な
さ
れ
ろ
。

人
口
の
自
然
増
に
伴
う
労
働
人
口
の
増
加
は
、
労
働
力
の
再
生
産
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
相
対
的
過
剰
人
口
は
、
敵
対
的
分
配
関
係

「
資
本
制
的
蓄
積
が
、
し
か
も
そ
の
精
力
と
そ
の
大
き
さ
に
比
例
し
て
、
た
え
ず
相
対
的
す
な
わ

ち
資
本
の
中
位
的
増
殖
欲
望
に
と
っ
て
余
分
な
、
し
た
が
っ
て
過
剰
ま
た
は
附
加
的
な
労
働
者
人
口
を
生
産
す
る
」
こ
と
か
ら
、
す
な
わ

に
規
定
さ
れ
た
消
費
力
を
背
景
と
し
、

ち
、
資
本
蓄
積
に
伴
う
不
変
資
本
部
分
に
比
し
て
の
可
変
資
本
部
分
の
相
対
的
減
少
、
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
を
契
機
と
し
て
形

成
さ
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
相
対
的
過
剰
人
口
の
存
在
形
態
を
つ
ぎ
の
三
つ
に
分
け
て
い
る
。
流
動
的
過
剰
人
口
、
潜
在
的
過
剰
人
口
、

そ
れ
に
停

滞
的
過
剰
人
口
(
「
近
代
(
資
本
制
)
的
家
内
労
働
」
は
こ
れ
に
属
す
る
)

「
労
働
者
は
、

こ
れ
ら
す
べ
て
の
形
態
に
共
通
し
て
い
る
点
は
、

(
t
u
〉

な
か
ぱ
就
業
し
て
い
る
期
間
ま
た
は
全
く
就
業
し
て
い
な
い
期
間
中
は
、
相
対
的
過
剰
人
口
に
属
す
る
」
と
い
う
文
章
に

で
あ
る
。

み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
相
対
的
過
剰
人
口
の
資
本
主
義
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

相
対
的
過
剰
人
口
は
「
資
本
の
転
変
常
な
き
増
殖
欲
望
の
た
め
に
、
現
実
的
人
口
増
加
の
制
限
に
か
か
わ
り
な
く
何
時
で
も
す
ぐ
利
用



(
叫
山
)

‘
で
き
る
人
間
材
料
を
創
造
す
る
」
と
い
い
、
ま
た
「
資
本
制
的
生
産
に
と
っ
て
は
、
人
口
の
自
然
増
加
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
自
由
に
処

分
で
き
る
労
働
力
の
分
量
だ
け
で
は
決
し
て
充
分
で
な
い
。
資
本
制
生
産
の
自
由
な
活
躍
の
た
め
に
は
、
こ
の
自
然
的
制
限
に
か
か
わ
り

の
な
い
産
業
予
備
軍
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
相
対
的
過
剰
人
口
は
ま
ず
生
産
の
拡
大
に
と
っ
て
不
可
欠
な
労
働

力
を
人
口
の
自
然
増
加
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
資
本
に
提
供
す
る
供
給
源
で
、
資
本
の
生
産
拡
張
に
と
っ
て
不
可
欠
の
存
在
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
相
対
的
過
剰
人
口
は
労
賃
に
も
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
す
。

マ
ル
ク
ス
は
「
産
業
予
備
軍
は
、
枕
滞
お
よ
び
中
位
的
好
況
の
期
間
中
は
現
役
労
働
者
軍
を
圧
迫
し
、
過
剰
生
産
お
よ
び
撞
撃
の
期
間

中
は
後
者
の
要
求
を
抑
圧
す
る
。
だ
か
ら
相
対
的
過
剰
人
口
は
、

そ
の
う
え
で
労
働
の
需
要
供
給
の
法
則
が
運
動
す
る
背
景
で
あ
る
。
そ

(
叩
国
〉

れ
は
、
こ
の
法
則
の
作
用
範
囲
を
、
資
本
の
搾
取
欲
求
お
よ
び
支
配
欲
に
絶
対
的
に
適
合
す
る
限
界
内
に
押
し
込
め
る
」
と
し
、
ま
た
、

「
概
し
て
一
七
一
口
え
ば
、
労
賃
の
一
般
的
運
動
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
産
業
循
環
の
週
期
的
変
動
に
照
応
す
る
産
業
予
備
軍
の
膨
張
お
よ
び
収
縮
に

よ
っ
て
調
整
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
労
働
者
人
口
の
絶
対
数
の
増
加
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
労
働
者
階
級
が

現
役
軍
と
予
備
軍
と
に
分
裂
す
る
比
率
の
変
動
に
よ
っ
て
、
過
剰
人
口
の
相
対
的
大
き
さ
の
増
減
に
よ
っ
て
、
過
剰
人
口
が
時
に
は
吸
収

さ
れ
時
に
は
再
び
遊
離
さ
れ
る
程
度
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
相
対
的
過
剰
人
口
が
労
働
の
需
給
法
則
の

運
動
の
背
景
を
な
し
、
こ
の
法
則
の
作
用
範
囲
を
、
賃
銀
庄
迫
作
用
を
中
心
と
し
て
、
資
本
の
搾
取
欲
と
支
配
欲
の
範
囲
に
制
限
す
る
の

で
あ
る
。

以
上
の
ご
と
く
、
相
対
的
過
剰
人
口
は
、
資
本
の
必
要
と
す
る
労
働
力
の
量
的
確
保
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
と
も
に
、

そ
の
賃
銀
水
準

を
圧
迫
す
る
た
め
の
強
力
な
慣
行
と
な
る
。

第
三
に
、
相
対
的
過
剰
人
口
は
労
働
力
へ
の
急
激
な
需
要
増
加
に
応
じ
、
ま
た
、
全
般
的
な
低
賃
銀
供
給
を
可
能
に
す
る
の
み
で
は
な

中
小
企
業
の
存
立
条
件
に
つ
い
て

七



中
小
企
業
の
存
立
条
件
に
つ
い
て

/I. 

く
、
賃
銀
格
差
形
成
の
基
盤
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
機
械
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
る
労
働
者

た
ち
は
作
業
場
か
ら
労
働
市
場
に
投
出
さ
れ
、
そ
こ
で
、
す
で
に
資
本
制
的
搾
取
の
た
め
に
自
由
に
利
用
さ
れ
う
る
状
態
に
あ
る
労
働
力

の
数
を
増
加
さ
せ
る

0

・E

・E

・
-
一
産
業
部
門
か
ら
投
出
さ
れ
た
労
働
者
た
ち
も
、

た
し
か
に
、
他
の
何
ら
か
の
産
業
部
門
で
職
を
求
め
る
こ

と
は
で
き
る
。
そ
の
場
合
で
さ
え
も
、
彼
等
の
見
込
の
い
か
に
乏
し
い
こ
と
よ
/

分
業
に
よ
っ
て
欠
朽
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の

で
、
こ
の
哀
れ
な
連
中
は
彼
等
の
も
と
の
労
働
範
囲
以
外
で
は
殆
ん
ど
無
価
値
な
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
、
少
数
の
低
級
な
、
し
た
が
っ

(

初

)

て
絶
え
ず
氾
濫
し
て
い
て
賃
銀
の
低
い
労
働
部
門
で
し
か
口
が
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
」
。
勿
論
こ
の
際
、
「
労
働
力
の
価
格
を
そ
の
価

(
幻
)

値
以
下
に
低
下
さ
せ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
条
件
下
で
、
同
一
生
産
部
門
に
於
て
も
賃
銀
格
差
が
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
相
対
的
過
剰
人
口
は
、
第
一
に
、
生
産
の
突
然
の
拡
張
に
と
っ
て
必
要
な
労
働
力
の
量
的
確
保
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し

て
、
第
二
に
、
全
般
的
な
低
賃
銀
労
働
方
の
供
給
基
盤
と
し
て
、
第
三
に
、
賃
銀
格
差
形
成
の
基
盤
と
し
て
重
要
な
役
割
を
は
た
す
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
低
賃
銀
労
働
力
の
存
在
、

お
よ
び
、
賃
銀
格
差
を
、
中
小
企
業
の
存
続
と
新
生
の
基
本
的
要
因
と
し
て
位
置
づ
け

う
る
で
あ
ろ
う
か
。
中
小
企
業
と
低
賃
銀
労
働
力
が
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
低
賃
銀
労
働
力
が
企
業
を
し
て
中
小
企
業
た
ら
し

め
、
か
っ
、
そ
れ
を
存
続
さ
せ
て
い
る
基
本
的
要
因
だ
と
規
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
同
一
労
働
力
市
場
を
前
提
と

し
て
形
成
さ
れ
る
新
生
生
産
部
門
間
に
お
い
て
、
平
均
的
資
本
規
模
が
相
違
す
る
事
実
を
、

ま
た
、

一
定
の
低
賃
銀
労
働
力

l
i賃
銀
格

差
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
の
下
で
、
小
資
本
が
急
速
に
駆
逐
さ
れ
る
事
実
を
如
何
に
説
明
し
う
る
で
ろ
う
か
。

(

忽

〉

周
知
の
ご
と
く
、
例
え
ば
紡
績
業
で
は
、
ジ
エ
ニ
ー
で
は
な
く
自
動
ミ
ュ

i
ル
機
が
急
速
に
独
立
小
生
産
を
駆
逐
し
た
。
ま
た
戦
後
日

本
鉄
鋼
業
に
お
い
て
は
、
薄
板
部
門
で
従
来
生
産
シ
ェ
ア
の
大
き
か
っ
た
中
小
企
業
の
プ
ル
オ
ー
バ
ー
・
ミ
ル
に
よ
る
製
品
が
、
大
手
の

ス
ト
リ
ッ
プ
・
ミ
ル
の
製
品
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
、
ブ
リ
キ
部
門
で
も
、
大
手
の
ス
ト
リ
ッ
プ
・
ミ
ル
か
ら
の
一
貫
作
業
に
よ
る
電
気
メ



ッ
キ
製
品
に
よ
っ
て
、
中
小
メ
ッ
キ
専
門
メ
ー
カ
ー
製
品
は
駆
逐
せ
ら
れ
、
亜
鉛
鉄
板
部
門
で
も
、
独
占
体
の
ス
ト
リ
ッ
プ
・
ミ
ル
か
ら

（
閉
品
〉

電
気
亜
鉛
メ
ッ
キ
工
程
ま
で
の
一
貫
作
業
体
制
製
品
に
よ
っ
て
、
小
零
細
規
模
ド
ブ
漬
メ
ッ
キ
専
業
者
の
製
品
は
駆
逐
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
中
小
企
業
は
低
賃
銀
労
働
力
と
賃
銀
格
差
が
存
在
す
る
中
で
駆
逐
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
は
低
賃
銀
労
働
力
と
賃
銀
格
差
が
、
中
小
企
業
の
存
在
と
新
生
に
と
っ
て
重
要
な
要
因
で
は
あ
り
な
が
、
り
も
、

そ
の
基
本

的
要
因
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
で
は
中
小
企
業
の
い
わ
ゆ
る
「
存
立
条
件
」
と
し
て
、
低
賃
銀
労
働
力
と
賃
銀
格
警
は

如
何
な
る
役
割
を
果
し
、
又
、

そ
の
限
界
ゆ
い
と
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

産
業
資
本
主
義
に
お
い
て
、
資
本
に
と
っ
て
、
労
働
生
産
性
上
昇
が
よ
り
大
な
る
利
潤
獲
得
の
前
提
で
あ
り
、
生
産
力
の
発
達
は
資
本

一
労
働
者
が
与
え
ら
れ
た
時
間
内
に
労
働
力
の
同
じ
緊
張
を
も
っ
て
生
産

物
に
転
形
す
る
生
産
手
段
の
相
対
的
な
量
的
犬
き
さ
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
」
。
そ
し
て
、
「
可
変
資
本
の
相
対
的
減
少
つ
ま
り
労
働
の
社

主
義
の
歴
史
的
使
命
で
あ
る
。

「
労
働
の
社
会
的
生
産
度
は
、

会
的
生
産
力
の
発
展
に
つ
れ
て
、
同
一
数
量
の
労
働
力
を
運
動
さ
せ
て
同
一
分
量
の
剰
余
労
働
を
吸
収
す
る
に
は
ま
す
ま
す
大
き
な
分
量一

の
総
資
本
が
必
要
だ
」
。
す
な
わ
ち
、
生
産
力
の
発
達
と
共
に
、
労
働
対
象
の
量
一
及
び
労
働
手
段
の
量
の
増
大
が
生
ず
る
。
主
要
な
労
働

手
段
は
機
械
と
装
置
で
あ
る
。

一
般
的
に
機
械
化
、
装
置
化
の
程
度
が
企
業
規
模
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
生
産

性
の
程
度
、
生
産
規
模
、
機
械
化
と
装
置
化
の
程
度
、
資
本
の
有
機
的
構
成
の
程
度
は
相
互
規
定
的
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
資
本
主
義
の
下
で
、
低
賃
銀
労
働
力
の
存
在
と
機
械
化
、
装
置
化
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
で
、

（
即
日
）

「
機
械
の
生
産
性
は
、
機
械
が
人
間
労
働
力
に
と
っ
て
代
る
程
度
に
よ
っ
て
度
量
一
さ
れ
る
の
で
あ
る
」

ム）、し、

「
も
っ
ぱ
ら
生
産
物
の
低
廉
化
の
た
め
の
手
段
と
し
て
考
察
す
れ
ば
、
機
械
の
使
用
に
と
っ
て
の
限
界
は
、
機
械
自
身
の
生
産
に

要
す
る
労
働
が
機
械
の
充
用
に
よ
っ
て
置
換
え
ら
れ
る
労
働
よ
り
も
少
い
、

と
い
う
点
に
あ
る
。
だ
が
資
本
に
と
っ
て
は
、
こ
の
限
界
は

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

九
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さ
ら
に
狭
い
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
資
本
が
支
払
う
の
は
充
用
さ
れ
た
労
働
で
な
く
、
充
用
さ
れ
た
労
働
力
の
価
値
で
あ
る
か
、
り
、
資

本
に
と
っ
て
は
、
機
械
の
使
用
は
、
機
械
の
価
値
と
機
械
に
よ
っ
て
置
換
え
ら
れ
る
労
働
力
の
価
値
と
の
差
額
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ

る
。
:
:
:
機
械
の
価
格
と
機
械
に
よ
っ
て
置
換
え
ら
れ
る
労
働
力
の
価
格
と
の
差
額
は
、
機
械
の
生
産
に
必
要
な
労
働
分
量
と
機
械
に
よ

っ
て
置
換
え
ら
れ
る
労
働
の
精
分
量
と
の
差
額
が
同
一
不
変
で
あ
っ
て
も
、
甚
正
し
く
変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
だ
が
、
資
本
家
自

ハ
幻
)

た
だ
第
一
の
差
額
の
み
で
あ
る
」

身
に
と
っ
て
の
商
品
の
生
産
費
を
規
定
し
、
競
争
の
強
制
法
則
に
よ
っ
て
資
本
家
を
左
右
す
る
の
は
、

と
し
、
ま
た
労
働
過
剰
に
基
づ
く
「
労
働
力
の
価
値
以
下
へ
の
労
賃
の
下
落
が
機
械
の
使
用
を
阻
止
す
る
の
で
あ
っ
て
、
資
本
:
・
;
の
立

(
明
岬
〉

場
か
ら
は
機
械
の
使
用
を
不
用
な
ら
し
め
、
し
ば
し
ば
不
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
」
と
し
、
ま
た
、
相
対
的
過
剰
人
口
は
「
幾
多
の

生
産
部
門
で
資
本
の
も
と
へ
の
労
働
の
多
か
れ
少
か
れ
不
完
全
な
従
属
が
存
続
す
る
|
|
し
か
も
、

(
m
U
)
 

し
い
よ
り
も
長
く
存
続
す
る
|
|
理
由
で
あ
る
」
と
も
し
て
い
る
。

一
般
的
な
発
展
状
態
に
一
見
ふ
さ
わ

す
な
わ
ち
、
資
本
家
が
機
械
を
導
入
す
る
ば
あ
い
、
機
械
の
価
格
(
価
値
)
と
そ
の
機
械
の
使
用
に
よ
っ
て
節
約
で
き
る
労
賃
(
労
働

力
の
価
値
)
と
の
差
額
が
重
要
で
あ
る
。

同
一
価
格
同
一
生
産
性
の
機
械
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
使
用
す
る
宝
産
部
門
の
労
働
力
の
質
は
一
定
と
い
う
条
件
の
下
で
、
賃
録
が
高

い
ば
あ
い
は
導
入
さ
れ
、
低
い
、
は
あ
い
は
導
入
さ
れ
な
い
。
機
械
価
格
は
同
一
で
も
、
低
賃
銀
労
働
力
が
広
汎
に
存
在
す
る
ぱ
あ
い
は
機

械
の
価
格
に
等
し
い
賃
銀
に
よ
っ
て
多
く
の
労
働
力
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
高
倍
長
銀
の
ぱ
あ
い
に
導
入
さ
れ
る
よ
り
は
高
生
産
性
の
機
械

で
な
い
限
り
そ
の
機
械
は
導
入
さ
れ
な
い
。
こ
の
傾
向
は
、
機
械
生
産
部
門
が
高
賃
銀
で
、
機
械
を
使
用
す
る
生
産
部
門
が
低
賃
銀
の
ば

あ
い
、
す
な
わ
ち
、
機
械
生
産
部
門
と
機
械
を
使
用
す
る
部
門
の
聞
に
賃
銀
格
差
が
存
在
す
る
は
あ
い
は
更
に
強
ま
る
。
ま
た
、
同
一
生

産
部
門
内
の
賃
銀
格
差
は
有
機
的
構
成
の
低
位
な
部
円
で
あ
る
程
、
生
産
性
格
差
を
相
殺
し
う
る
可
能
性
が
大
き
く
、
小
経
営
を
残
存
さ



せ
る
可
能
性
も
大
き
い
。
こ
の
よ
う
に
、
低
貫
録
労
働
力
と
賃
銀
格
差
の
存
在
は
当
該
生
産
部
門
の
有
機
的
構
成
を
低
位
に
と
ど
め
、
中

小
企
業
を
広
汎
に
存
在
さ
せ
る
重
要
な
要
因
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
低
賃
銀
労
働
力
の
存
在
、
賃
銀
格
差
の
作
用
力
、
資
本
の
有
機
的
構
成
、
生
産
(
資
本
)
規
模
は
、
相
互
に
密
接
に
関

連
し
て
お
り
一
定
の
作
用
を
及
ぼ
し
合
う
。
そ
し
て
、
と
れ
ら
の
諸
要
因
は
、
既
存
生
産
部
門
の
生
産
物
に
た
い
す
る
市
場
拡
大
の
は
あ

ぃ
、
ま
た
新
生
生
産
部
門
の
形
成
の
ぱ
あ
い
、
そ
れ
ら
の
部
門
で
の
企
業
規
模
規
定
に
一
定
の
作
用
を
及
ぼ
す
と
い
え
る
。

以
上
の
こ
と
は
、
低
賃
銀
労
働
力
の
存
在
お
よ
び
賃
銀
格
差
の
存
在
が
、
機
械
化
を
抑
制
し
、
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
を
抑
制

し
、
企
業
を
し
て
中
小
企
業
た
ら
し
め
て
い
る
要
因
と
し
て
、
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
は
い
る
。

だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
低
賃
銀
労
働
力
の
存
在
と
賃
銀
格
差
が
何
時
迄
も
機
械
化
を
阻
止
し
う
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
、
ま
た
中
小

企
業
存
在
の
基
本
的
要
因
で
あ
る
こ
と
を
一
不
す
も
の
で
も
な
い
。
低
賃
銀
労
働
力
の
存
在
は
機
械
化
を
抑
制
し
、
競
争
に
お
け
る
賃
銀
格

差
の
有
効
性
を
強
め
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
否
定
す
る
生
産
性
の
上
昇
池
資
本
主
義
の
鹿
史
的
使
命
で
あ
る
。

産
業
資
本
主
義
に
お
い
て
、
競
争
戦
は
、
基
本
的
に
ほ
労
働
生
産
性
を
基
礎
と
す
る
商
品
の
低
廉
化
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
賃
銀

格
差
に
し
て
不
利
な
条
件
に
あ
る
資
本
に
と
っ
て
は
、
賃
銀
格
差
を
無
効
な
ら
し
め
る
要
因
と
し
て
、
労
働
生
産
性
上
昇
が
更
に
重
要
で

有
機
的
構
成
の
高
度
化
、

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
全
資
本
に
と
っ
て
、
労
働
生
産
性
上
昇
、

生
産

(
資
本
〉
規
模
の
拡
大
は
不
可
避
で
あ

る
。
生
産
力
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
賃
銀
格
差
が
競
争
上
果
す
役
割
ほ
無
効
な
ら
し
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
賃
銀
格
差
が
小
経
営
存
続
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
の
は
、
技
術
水
準
の
缶
位
、

す
な
わ
ち
有
機
的
構
成
が
低
位
で
あ
る
と

い
う
条
件
を
前
提
と
し
て
の
み
で
あ
る
。

低
賃
銀
労
働
力
の
存
在
は
有
機
的
構
成
の
高
度
化
を
抑
制
し
、
賃
銀
格
差
の
作
用
力
を
強
化
す
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
一
時
的
・

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

四
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過
渡
的
に
で
あ
る
。
技
術
革
新
は
産
業
資
本
に
と
っ
て
至
上
命
令
で
あ
り
、
技
術
発
達
と
共
に
生
ず
る
小
資
本
の
駆
逐
を
賃
銀
格
差
は
否

定
し
さ
る
も
の
で
は
な
い
。

「
自
立
す
る
一
産
業
的
事
業
を
有
利
に
経
営
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
資
本
の
最
小
限
は
生
産
力
の
増
加
に

つ
れ
て
増
加
す
る
が
、
こ
の
増
加
は
競
争
に
お
い
て
は
次
ぎ
の
よ
う
に
現
象
す
る
o
l
-
-
多
く
の
費
用
の
か
か
る
新
経
営
設
備
が
一
般
的

に
採
用
さ
れ
れ
ば
、

小
さ
い
資
本
は
将
来
は
経
営
か
ら
排
除
さ
れ
る
。

(
鉛
)

み
、
小
さ
い
資
本
が
そ
こ
で
自
立
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
。
ま
た
、

種
々
の
生
産
部
面
に
お
け
る
機
械
的
発
明
の
発
端
に
お
い
て
の

「
新
た
な
生
産
部
門
、
殊
に
ま
た
奪
修
的
消
費

め
あ
て
の
生
産
部
門
・
:
:
は
、

ま
さ
に
、

か
の
相
対
的
・
な
往
々
に
し
て
は
他
の
生
産
部
門
に
お
け
る
不
変
資
本
の
優
勢
に
よ
っ
て
遊
離

〔
過
剰
〕
人
口
を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
が
ま
た
生
き
た
労
働
と
い
う
要
素
の
優
勢
に
立
脚
し
、
や
っ
と
だ
ん

だ
ん
に
他
の
生
産
部
門
と
同
じ
経
路
を
通
過
す
る
」
の
で
あ
る
。

さ
れ
た

勿
論
、
技
術
の
低
位
な
部
門
で
、
市
場
が
拡
大
す
る
ば
あ
い
は
、
小
経
営
の
増
加
す
る
可
能
性
は
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
相
対
的
過
剰
人
口
の
析
出
を
背
景
と
し
て
、
低
賃
銀
労
働
力
は
絶
え
ず
供
給
さ
れ
賃
銀
格
差
も
絶
え
ず
形
成
さ
れ
る

Q

し
か
し
、
機
械
化
の
促
進
、
有
機
的
構
成
の
高
度
化
、
生
産
規
模
の
拡
大
は
歴
史
的
必
然
で
あ
る
。
労
働
生
産
性
の
上
昇
は
、
賃
銀
格
差

の
意
義
を
小
さ
く
す
る
。

し
た
が
っ
て
従
来
低
賃
銀
労
働
力

i
l賃
銀
格
差
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
中
小
企
業
が
存
在
し
て
い
た
部
門

に
お
い
て
も
中
小
企
業
は
駆
逐
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
従
来
、
中
小
企
業
が
存
在
し
て
い
た
部
門
で
中
小
企
業
が
駆
逐
さ
れ
て
い
く
こ
と

一
方
に
お
い
て
大
規
模
生
産
部
門
が
存
在
し
、
他
方
に
お
い
て
小
規
模
生
産
部
門
が

存
在
す
る
こ
と
は
、
低
賃
銀
労
働
力
や
賃
銀
格
差
が
中
小
企
業
存
続
の
重
要
要
因
で
は
あ
っ
て
も
基
本
的
要
因
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て

は
、
ま
た
、
同
一
の
労
働
力
市
場
を
前
提
と
し
て
、

い
る
で
あ
ろ
う
。

相
対
的
過
剰
人
口
は
、
停
滞
的
過
剰
人
口
と
し
て
「
家
内
労
働
」
を
形
成
し
は
す
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
が
残
存
す
る
た
め
の
重
要
な



役
割
を
一
時
的
・
過
渡
的
で
は
あ
る
う
と
呆
す
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
相
対
的
過
剰
人
口
や
そ
れ
に
規
定
さ
れ
る
低
賃
銀
労
働
力

と
賃
銀
格
差
が
中
小
企
業
存
続
や
新
生
の
基
本
的
要
因
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
相
対
的
過
剰
人
口
は
「
投
資
口
を
求
め
る

新
追
加
資
本
を
媒
介
」
と
し
て
の
み
、
再
び
生
活
手
段
と
結
合
し
う
る
と
い
う
言
葉
を
み
て
も
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

〈

8
)

こ
の
説
は
北
原
勇
氏
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
。
既
に
前
掲
拙
稿
(
「
『
中
小
経
蛍
存
続
更
新
，
邑
批
判
」
、
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
二
六
巻
第
二

号
)
に
於
て
検
討
し
た
の
で
、
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
る
。

北
原
氏
は
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
の
「
社
会
的
資
本
の
増
加
は
、
多
数
の
個
別
的
資
本
の
増
加
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
他
の
す
べ
て
の
事
情
を
同

等
不
変
と
前
擬
す
れ
ば
、
個
別
的
諸
資
本
は
|
|
ま
た
そ
れ
ら
と
と
も
に
生
産
手
段
の
集
積
は
|
|
1
そ
れ
ら
の
資
本
が
社
会
的
総
資
本
の
可
除
的
諸

部
分
を
形
成
す
る
の
に
比
例
し
て
増
加
す
る
。
同
時
に
、
原
資
本

(
O門
戸
岡
山

E
-
E日
記
豆
)
か
ら
校
時
間
が
分
離
し
て
、
新
な
た
自
立
的
資
本
と
し
て
機

能
す
る
。
そ
の
際
に
は
な
か
ん
ず
く
、
資
本
家
の
家
族
問
で
の
財
産
の
分
割
が
大
き
い
役
割
を
演
ず
る
。
だ
か
ら
、
資
本
の
蓄
積
に
つ
れ
て
資
本
家

の
数
も
多
か
れ
少
か
れ
増
加
す
る
」

Q
F
ミ
・
・
切
。
・
N
ω
-
ω
・
町
田
・
長
谷
部
訳
、
第
一
部
、
九
七
一
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
文
章
(
こ
の
文
章
は
、
ベ
ル
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
経
営
数
の
増
加
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
唯
一
の
個
所
だ
と
さ
れ
、
ま
た
、

R
・
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
に
よ
っ

て
も
『
金
融
資
本
論
』
に
お
い
て
同
趣
旨
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
)
を
典
拠
と
し
て
「
資
本
の
分
裂
・
分
散
|
|
中
小
資
本
の
た
え
ざ
る
残
存
、
新

生
」
を
主
張
さ
れ
た
(
北
原
勇
「
資
本
の
集
積
・
集
中
と
分
裂
・
分
散
1
1
9
中
小
工
業
論
序
説
」
、
『
三
田
学
会
誌
』
第
五

O
巻
第
七
号
、
六
四
ペ
ー

ジ
〉
。
こ
の
主
張
は
多
く
の
支
持
者
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
最
近
で
も
、
末
岡
俊
二
氏
(
『
中
小
企
業
の
理
論
的
分
析
』
、
九
ペ
ー
ジ
一
九
七
周
年
、

文
真
堂
)
や
佐
藤
芳
雄
氏
弓
寡
占
体
制
と
中
小
企
業
』
、
一
五
ペ
ー
ジ
、
一
九
七
六
年
、
有
斐
閣
)
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
末
岡
、
佐
藤
両
氏
共
に
、
先
の
マ
ル
ク
ス
の
文
章
を
如
何
に
理
解
し
て
お
ら
れ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

ま
ず
、
マ
ル
ク
ス
の
文
章
の
内
容
を
検
討
し
、
こ
の
説
が
中
小
企
業
の
存
続
・
新
生
の
体
系
的
解
明
に
有
効
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
確
認
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

マ
ル
ク
ス
は
、
先
の
文
章
で
「
資
本
の
蓄
積
に
つ
れ
て
資
本
家
の
数
も
多
か
れ
少
か
れ
増
加
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
「
蓄
積
」
は
、

個
別
資
本
に
お
け
る
剰
余
価
値
の
資
本
へ
の
再
転
化
と
い
う
意
味
で
の
「
蓄
積
」
か
、
資
本
の
集
中
を
も
含
め
た
「
社
会
的
蓄
積
」
と
い
う
意
味
で

の
「
蓄
積
」
か
を
確
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
蓄
積
」
は
先
の
引
用
文
に
続
く
「
直
接
に
蓄
積
に
も
と
づ
く
、
ま
た
は
む
し

ろ
蓄
積
と
同
一
物
た
る
こ
の
種
の
集
積
:
:
:
」
と
い
う
言
葉
よ
り
も
あ
き
ら
か
に
、
狭
義
の
「
蓄
積
」
す
な
わ
ち
、
個
別
資
本
に
お
け
る
剰
余
価
値

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

四



中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

四
四

の
資
本
へ
の
再
転
化
と
い
う
意
味
で
の
「
蓄
積
」
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
の
「
蓄
積
に
つ
れ
て
資
本
家
の
数
も
多
か
れ
少
か
れ

増
加
す
る
」
と
い
う
文
章
の
妥
当
性
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
引
用
文
で
は
、
資
本
集
中
を
除
い
た
意
味
で
の
、
狭
義
の
「
蓄

積
」
に
と
も
な
っ
て
「
資
本
家
の
数
が
増
加
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
資
本
主
義
の
発
達
(
資
本
の
集
積
と
集
中
の
結
果
た
る
)
と

共
に
「
資
本
家
の
数
が
増
加
す
る
」
と
い
う
意
味
よ
り
は
逢
か
に
狭
い
範
図
で
の
資
本
家
の
数
の
「
増
加
」
を
指
摘
し
て
い
る
に
留
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
「
資
本
の
蓄
積
に
つ
れ
て
資
本
家
の
数
も
多
か
れ
少
か
れ
増
加
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
厳
密
に
は
如
何
に
理
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。

マ
ル
ク
ス
は
別
の
個
所
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
潜
勢
的
貨
幣
資
本
に
転
態
さ
れ
る
剰
余
生
産
物
は
、
そ
の
分
量
か
ら
み
れ
ば
、
す
で
に

機
能
し
て
い
る
資
本

i
iこ
れ
の
機
能
か
ら
か
の
剰
余
生
産
物
が
発
生
し
た

i
ー
の
総
額
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

年
々
再
生
産
さ
れ
る
潜
勢
的
貨
幣
資
本
量
が
絶
対
的
に
増
大
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
分
岐

(ω
叩
四
百

g
s
t
o
D
)
も
よ
り
容
易
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

そ
れ
は
よ
り
急
速
に
別
個
の
事
業
に
|
|
同
じ
資
本
家
に
よ
っ
て
か
他
人
(
た
と
え
ば
遺
産
分
割
な
ど
の
場
合
に
は
家
族
員
た
ち
)
に
よ
っ
て
か
を

と
わ
ず
|
|
投
資
さ
れ
る
。
貨
幣
資
本
の
分
岐
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
全
部
、
新
貨
幣
資
本
と
し
て
自
立
的
な
新
事
業
に
投
資
さ
れ
る

た
め
に
元
資
本

Q
S
E
E
-
S宮
gσ
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
(
ま
民
ニ
切
P
巴・

ω・
怠
子
長
谷
部
訳
、
第
二
部
、
六
五
六
ペ
ー
ジ
)

と
。
ま
た
次
の
「
剰
余
価
値
の
潜
勢
的
貨
幣
資
本
へ
の
|
|
こ
の
貨
幣
資
本
が
諸
投
資
の
機
能
資
本
の
拡
大
に
役
立
て
ら
れ
る
か
新
た
な
産
業
的
事

業
の
創
立
に
役
立
て
ら
れ
る
か
(
生
産
拡
大
の
二
つ
の
形
態
)
を
と
わ
ず
|
|
継
起
的
転
形
・
:
:
・
」

Q
R礼
二
切
仏
・
忠
・

ω・
怠
∞
・
長
谷
部
訳
、
第

二
部
、
六
四
七
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
文
章
よ
り
も
あ
き
ら
か
に
、
個
々
の
資
本
に
よ
る
剰
余
価
値
の
資
本
へ
再
転
化
で
あ
る
蓄
積
に
は
、
剰
余
価
値
が

原
(
元
)
資
本
(
。
片
山
色

E
日付与山片山ゲ

ω
g
B
E
E
-
s日
)
に
追
加
さ
れ
て
生
産
を
拡
大
す
る
ば
あ
い
と
、
原
資
本
か
ら
分
離
し
て
、
新
し
い
自
立
的

資
本
と
し
て
機
能
す
る
ば
あ
い
が
あ
る
。

先
の
引
用
文
に
お
い
て
、
「
資
本
の
蓄
積
に
つ
れ
て
資
本
家
の
数
も
多
か
れ
少
か
れ
増
加
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
後
者
の
ば
あ
い
、
す
な

わ
ち
、
剰
余
価
値
が
原
(
元
)
資
本
か
ら
分
離
し
て
、
新
し
い
自
立
的
資
本
と
し
て
機
能
す
る
ば
あ
い
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
よ
り
明
ら
か
に
、
先
の
引
用
文
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
資
本
家
数
の
増
加
は
、
資
本
主
義
の
発
展
に
伴
っ
て
生
ず
る
企
業
数
増
加
の

す
べ
て
を
言
っ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
す
べ
て
の
中
小
企
業
数
の
増
加
を
言
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
の
こ
の
文
章

を
も
っ
て
、
中
小
企
業
数
の
増
加
の
す
べ
て
を
体
系
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
北
原
氏
自
ら
が
次
の
よ
う
に
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
現
実
に
は
次
の
よ
う
な
諸
要
因
が
新
資
本
の
形
成
に
役
割
を
演
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
マ



ル
ク
ス
が
明
産
業
資
本
主
義
の
創
生
記
』
で
述
べ
た
、
小
親
方
、
自
立
的
手
工
業
者
、
ま
た
賃
労
働
者
す
ら
の
小
資
本
家
へ
の
転
化
ゃ
、
さ
ら
に

『
高
利
と
商
業
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
貨
幣
資
本
』
の
産
業
資
本
へ
の
転
化
の
過
程
は
、
原
蓄
過
程
だ
け
で
な
〈
産
業
資
本
主
義
確
立
後
も
あ
る

程
度
ひ
き
つ
づ
き
進
む
。
ま
た
剰
余
価
値
の
一
部
の
地
代
と
し
て
の
土
地
所
有
者
へ
の
帰
属
ゃ
、
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
、
老
大
化
す
る
剰
余

価
値
の
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
へ
の
帰
属
は
、
貨
幣
が
資
本
制
社
会
に
ち
い
て
は
『
溶
勢
的
貨
幣
資
本
』
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
と
し
て
機
能
す

る
可
能
性
を
も
っ
」
(
北
原
勇
、
前
掲
、
七
一
ペ
ー
ジ
〉
と
。

尚
、
資
本
家
の
出
自
を
示
す
た
め
に
、
埼
玉
県
の
調
査
か
、
り
、
次
の
事
例
を
示
し
て
お
こ
う
。
川
口
鉾
物
工
場
経
営
者
の
出
向
で
あ
る
。

川
口
鋳
物
工
場
経
営
者
の
出
自
(
一
九
五
四
年
現
在
)
。
経
営
経
験
の
な
い
も
の
|
|
二
三
%
、
官
一
湯
業
か
ら
な
っ
た
も
の
1
1
1
二
六
・
七
%
、
番

頭
出
身
|
|
一
五
・
三

Mm、
そ
の
他
か
ら

iliコ
二
立
が
そ

同
報
告
書
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
買
湯
業
者
出
身
の
も
の
は
鋳
物
工
場
で
働
い
て
い
た
工
員
が
独
立
し
て
買
湯
業
者
に
な
り
、
ぞ
れ
が
さ

ら
に
工
場
主
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
産
地
に
お
け
る
、
中
小
工
場
の
発
展
の
一
つ
の
典
型
的
事
例
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
番
頭
出
身
の

も
の
は
、
前
者
が
生
産
に
従
事
し
て
い
る
も
の
か
ら
の
発
展
系
列
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
商
業
に
従
事
し
て
い
る
も
の
か
ら
の
発
展
系
列
を
示
し

て
い
る
。
前
者
は
生
産
技
術
的
な
経
験
に
も
と
づ
く
生
産
者
型
で
あ
り
、
後
者
は
商
業
的
経
験
に
基
く
商
業
者
型
を
形
成
す
る
(
埼
玉
県
『
川
口
鋳

物
工
業
産
地
診
断
診
断
書
』
五
四
ペ
ー
ジ
、
昭
和
二
九
年
三
月
)
。

川
口
一
鋳
物
エ
場
経
営
者
出
自
(
一
九
六
Q
年
〉
。
機
械
工
、
仕
上
ヱ
等
工
員
出
身
者
|
|
五
三
・
四
%
、
世
襲
経
営
者
(
二
代
目
、
三
代
目
等

)
1
1

一
七
・
八
%
、
機
械
工
場
で
設
計
と
か
技
術
を
担
当
し
て
い
た
も
の

1
1九
・
八
%
、
販
売
関
係
者

1
1
五
・
一
%
。

報
告
書
は
次
の
よ
う
に
一
吉
っ
て
い
る
。
「
こ
の
よ
う
に
工
員
出
身
者
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
機
械
ヱ
場
で
働
い
て
い
た
工
員
が
独
立
し
て
工
場

主
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
産
地
内
に
お
け
る
中
小
工
場
発
展
の
一
つ
の
典
型
的
示
例
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
販
売
関
係
に

あ
っ
た
も
の
が
、
工
場
主
に
な
っ
た
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
前
者
が
生
産
技
術
的
な
経
験
に
も
と
づ
く
技
術
者
型
経
営
者
と
す
れ
ば
、
こ
の
場

合
は
商
人
型
経
営
者
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
(
埼
玉
県
『
川
口
機
械
工
業
業
界
診
断
書
』
、
五
六
ペ
ー
ジ
、
昭
和
三
六
年
二
月
)
。

こ
れ
ら
の
諸
事
例
は
資
本
の
「
分
裂
・
分
散
」
説
で
は
説
明
し
え
な
い
事
実
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。

(

9

)

牛
尾
真
造
『
中
小
企
業
論
』
、
一
九
五
一
年
、
三
笠
置
一
房
。

(
刊

)
H
P
間内田丘町
W
M
ア
除
、
S
H
G
3
5弘
弘
念
日
山
口
紅
白

R
S
E
S
S
H
N
M町
宮
吋
対
、
b
h
3
6
S
F
H
g
u
w
山
川
均
訳
『
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
修
正
の
駁
論
』
、
一
九
二

八
年
、
春
秋
位
。
相
対
的
過
剰
人
口
の
形
成
と
低
賃
銀
を
中
小
経
営
の
存
続
一
史
新
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ろ
見
解
と
し
て
、
ま
ず

K
・
カ
ウ
ツ
キ

1
の

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

四
五



中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

凶
六

見
解
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

K
・
カ
ウ
ツ
キ
！
の
見
解
は
E
・
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
対
す
る
批
判
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

K
・
カ
ウ
ツ
キ

I
は
、
資
本
の
集
中
が
す
す
め
ば
す
す
む
ほ
ど
、
ま
た
そ
の
た
め
本
来
の
小
経
営
が
ま
す
ま
す
破
滅
し
、
産
業
予
備
軍
が
増
大
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
ど
け
識
場
か
ら
抱
り
だ
さ
れ
た
労
働
力
が
小
経
営
を
剣
設
し
維
持
し
よ
う
と
い
う
要
求
は
つ
よ
く
な
る
。
一
方
に
お
け
る
小
経

営
の
駆
逐
と
、
他
方
に
お
け
る
そ
の
拡
大
が
同
時
に
お
こ
る
と
し
、
「
小
規
模
の
商
・
工
企
業
は
、
資
本
主
義
社
会
で
は
棺
対
的
過
剰
柑
人
口
で
あ
る

こ
と
は
ま
れ
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヵ
ワ
ツ
キ
ー
は
こ
こ
で
小
経
営
を
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
一
つ
は
生
産
手
段
の
所
有
者
で

あ
る
旧
来
の
小
経
営
、
他
は
、
生
産
手
段
を
穴
い
、
資
本
か
ら
前
借
り
し
て
い
る
新
生
の
小
経
営
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヵ
ウ
ツ
キ
i
は
後
者
は
賃
労

働
者
で
あ
り
、
反
資
本
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
は
、
中
間
商
人
、
小
売
商
人
、
旅
館
、
料
理
民
、
問
貸
人
な
ど
を
例
示
し
て
い

ψ
G

。こ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、
相
対
的
過
剰
人
口
の
一
っ
と
し
て
列
挙
し
た
停
滞
的
過
剰
人
口
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、

て
い
る
と
看
倣
し
う
る
。
だ
が
、
現
実
の
中
小
企
業
の
存
在
を
す
べ
て
停
滞
的
過
剰
人
口
と
看
倣
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

．
渡
辺
前
掲
）
。

（
口
）
有
沢
広
己
『
日
本
工
業
統
制
論
』
、
一
六

0
ペ
ー
ジ
。

〈
担
）
問
、
一
六
八
ペ
ー
ジ
。

（
臼
）
向
、
六
一
一
一

i
四
ペ
ー
ジ
。

（
日
〉
帆
F
H
弘J

切応－

Nω
・
ω

∞g
w

呉
川
〈
口
部
訳
、
第
一
部
、
九
七
七
ペ
ー
ジ
。

（
日
）
を
弘
・
・
∞
a－
Mω
・
ω
・
ミ
0

・

長

谷

部
4

訳
、
向
、
九
九
一
ー
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
日
）
安
礼
二
回
b
N
U
w
m
y
g
ゲ
畏
谷
部
訳
、
岡
、
九
八

0
ペ
ー
ジ
。

〈
刀
）
九
守
町
民
よ
閃
Q

・
8
・
ω・
品
目
子
長
谷
部
訳
、
向
、
九
八
四
ペ
ー
ジ
。

（
mu
聖
子
関
口
－

Nω
・
ω
－
agu

長
谷
部
訳
、
岡
、
九
八
九
ペ
ー
ジ
。

（日）

Eh？
切
Q

－
Nω
・
ω
－
gmw

長
谷
部
訳
、
向
、
九
八
七
ペ
ー
ジ
。

（m
山
）
安
子
回
。
・
N
デ
日
出
・
怠
デ
一
長
谷
部
訳
、
局
、
七
一

0
ペ
ー
ジ
（
一
部
改
変
ゴ

（
泊
）
安
弘
J

閃
a－
B
－
ω・
品
目
子
長
谷
部
訳
、
岡
、
六
九
六
ペ
ー
ジ
。

小
経
営
数
の
増
加
を
示
し

（
尚
、
前
掲
拙
稿
。
加
藤



ハ
泊
）

〈

剖

）

（

お

）

（

お

）

（

幻

）

（

mぬ
〉

〈

却

）

（

ω）
 

（

幻

〉

（
刊
記
）

市
川
弘
勝
『
日
本
銀
鍋
業
の
再
編
成
』
、
一
八

0
1四
ペ
ー
ジ
、
一
九
六
九
年
、
新
評
論
。

吉
弘
・
・
ロ
仏
－

M
ω
w
ω
・
8
0・
長
谷
部
訳
、
向
、
九
六
六
ペ
ー
ジ
。

礼申九九・・切応－

Nω
・
ω
－
MUN
－
畏
谷
部
訳
、
第
三
部
、
三
二
五
ペ
ー
ジ
。

安
門
町
二
一

E
－
Nω
・
ω
・
含
デ
長
谷
部
訳
、
第
一
部
、
六
三
七
ペ
ー
ジ
。

8
ζ

・切巳－

Nω
・
ω・
合
少

E
女
谷
部
訳
、
問
、
六
回

O
i
一
ペ
ー
ジ
。

を
弘
J

目。－

B
・
ω’
b
♂
長
谷
部
訳
、
向
、
六
四
－
ベ

i
ジ。

礼申出札よ切《】－

Nm
－∞－

N
S
w

長
谷
部
訳
、
局
、
一
ニ
凪
五
ペ
ー
ジ
。

忠
弘
・
4

∞仏－

N
F
ω
－
Nω
・
長
谷
部
訳
、
第
三
部
、
三
七
九

i
八
0
ペ
ー
ジ
。

聖
子
切
応
－

Mmwω
・
忠
ア
畏
谷
部
訳
、
岡
、
三
幽
五
ペ
ー
ジ
。

を
九
二
白
色
－

Nω
”
ω
・
品
晶
子
長
谷
部
訳
、
第
一
部
、
七
一

0
ペ
ー
ジ
。

「
過
剰
資
本
」
説

木
田
嘉
久
氏
と
有
由
民
男
氏
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、

「
過
剰
資
本
」
を
蒸
本
的
要
因
と
し
て
中
小
企
業
の
存
続
更
新
を
説
明
す
る
主
張
を
検
討
し
ょ
、
っ
。
こ
の
主
張
の
論
者
は
戸

た
ど
し
両
者
に
よ
る
「
過
剰
資
本
」
の
規
出
た
え
そ
れ
に
墓
づ
く
立
論
に
見
立
珊

に
み
ら
れ
る
ご
と
く
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
ま
ず
戸
木
田
氏
の
主
張
か
ら
検
封
し
よ
う
。

戸
木
田
氏
は
、
自
ら
が
中
小
企
業
論
の
課
題
と
さ
れ
る
も
の
を
司
中
小
企
業
』
論
の
当
面
す
る
主
要
な
諜
題
の
一
つ
が
、
具
体
的
な
分

析
を
す
す
め
る
た
め
の
方
法
論
の
再
検
討
に
あ
お
山
と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
小
論
の
ね
ら
い
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
と
て
、
資
本

制
社
会
の
経
済
的
語
法
則
を
再
吟
味
し
な
が
ら
、
独
占
段
階
に
お
け
ろ
中
小
資
本
の
地
位
と
、
そ
の
運
動
を
理
論
的
に
確
定
し
、
中
小
資

（
川
品
）

本
分
析
の
た
め
の
一
つ
の
視
角
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
一
と
続
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
の
み
で
は
己
漠
然
と
し
た
問
題
提
起
）

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

四
七



中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

四
ノi¥

で
あ
る
か
ら
「
特
定
の
具
体
的
な
課
題
」
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、

「
独
占
段
階
に
お
け
る
中
小
資
本
の
存
続
を
ど
う
説

明
す
る
か
と
い
う
問
題
」
を
提
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
独
占
段
階
に
お
け
る
中
小
資
本
の
位
置
と
そ
の
運
動
の
理
論
的
な
確
定
と
い

ぅ
、
い
わ
ば
漢
た
る
問
題
提
起
に
関
連
し
て
、
:
・
中
小
企
業
の
存
続
問
題
(
本
質
的
に
は
前
者
と
全
く
同
一
の
問
題
な
の
だ
が
)
を
も
包

摂
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
更
に
具
体
的
に
「
集
積
を
土
台
と
し
て
集
中
が
す
す
み
、
大
資
本
の
制
覇
が
確
立

し
独
占
が
生
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
同
じ
く
集
積
を
土
台
に
資
本
家
の
数
が
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
と
の
統
一
的
な
把
握
は
、
中
小
資
本

と
く
に
肝
腎
な
点
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
戸
木
田
氏
の
主
張
の
検
討
は
、

の
存
続
一
宮
々
を
問
題
に
す
る
場
合
、

本
稿
の
目
的
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
(
な
お
、
氏
の
主
張
は
独
占
資
本
主
義
に
限
定
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
)
。

戸
木
田
氏
は
中
小
資
本
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
お
ら
れ
る
。

ハ
幻
)

均
利
潤
率
を
確
保
で
き
な
く
な
っ
た
個
別
資
本
で
あ
る
し
と
。
他
方
、
「
労
働
を
生
産
的
に
充
用
で
き
な
く
な
っ
た
資
本
、
過
剰
化
し
た

(
恒
国
)

個
別
資
本
は
、
:
:
:
」
と
い
わ
れ
「
資
本
の
過
剰
を
生
み
(
中
小
資
本
の
増
大
)
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
、
「
中
小
資
本
問
題
と
は
、
過
剰

化
し
た
個
別
資
本
の
問
題
で
あ
却
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
、
り
、
氏
は
「
中
小
資
本
」

U

「
労
働
を
生
産
的
に
充
用
で
き
ず
、
し
た
が
っ

「
中
小
資
本
と
は
、
労
働
を
生
産
的
に
充
用
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
平

て
平
均
利
潤
率
を
確
保
で
き
な
く
な
っ
た
個
別
資
本
」
日
「
過
剰
化
し
た
個
別
資
本
」
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
氏
に

従
う
と
、

「
中
小
資
本
」

H

「
過
剰
資
本
」
で
あ
り
、

「
過
剰
資
本
」
の
増
加
日
「
中
小
資
本
」
の
増
加
で
あ
る
。

右
の
如
く
「
中
小
資
本
」
を
規
定
し
た
戸
木
田
氏
は
「
中
小
資
本
」
の
増
加
を
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

「
利
潤
率
の
低
下
に
と
も

:
、
、

φ
山

H
L

『
社
会
的
・
平
均
的
』
生
産
諸
条
件
の
維
持
に
必
要
な
(
平
均
利
潤
率
の
確
保
に
必
要
な
)
資
本
の
最
低
限
が
た
え
ず
増
大
す
る

と
す
れ
ば
、
:
・
:
そ
の
最
低
限
度
以
下
に
お
ち
こ
む
個
別
資
本
の
数
と
且
一
恩
は
、
社
会
的
生
産
力
の
発
展
に
つ
れ
て
、
利
潤
卒
の
低
落
に
つ

(

H
叫

)

れ
て
、
ま
す
ま
す
増
大
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
資
本
の
過
剰
が
っ
く
り
だ
さ
れ
る
」
と
。
先
に
み
た
ご
と
く
、
戸
木
田
氏



の
規
定
に
従
う
と
、

「
資
本
の
過
剰
」
化
は
「
中
小
資
本
」
の
増
大
で
あ
る
か
ら
、
右
の
引
用
文
は
「
中
小
資
本
」
数
増
加
の
機
構
を
示

戸
木
田
氏
は
「
過
剰
化
し
た
個
別
資
本
は
、

し
か
し
、
果
し
て
、
右
の
文
章
か
ら
「
中
小
資
本
」
数
増
加
の
基
本
的
原
因
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

(

必

)

た
だ
ち
に
資
本
と
し
て
機
能
し
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
る
。
し
か

し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
、
平
均
利
潤
率
が
低
下
す
る
背
景
に
は
、
生
産
規
模
拡
大
|
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
!
生
産
力
上
昇
が
あ
る
。

「
直
接
的
搾
取
の
条
件
と
そ
の
実
現
の
条
件
」
「
剰
余
価
値
の
生
産
の
条
件
と
実
現
の
条
件
」
と
は
同
じ
で

資
本
主
義
に
お
い
て
は
、

は
な
い
。
前
者
は
社
会
の
生
産
力
に
よ
っ
て
の
み
制
限
さ
れ
、
後
者
は
、
詰
生
産
部
門
間
の
比
率
牲
と
社
会
の
消
費
力
に
よ
っ
て
制
限
さ

れ
て
お
り
、
社
会
の
消
費
力
は
敵
対
的
な
分
配
詰
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
ち
〉

こ
の
よ
う
な
資
本
制
生
産
の
矛
盾
に
規
定
さ
れ
て
、
資
本
制
生
産
力
の
発
達
に
と
も
な
い
既
存
生
産
部
門
に
お
け
る
企
業
数
は
傾
向
的

に
減
少
す
る
。

一
方
、
氏
の
主
張
は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
平
均
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落
は
、
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高

度
化
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
平
均
利
潤
率
が
低
下
す
る
と
共
に
従
来
と
同
量
以
上
の
利
潤
を
得
る
為
に
は
資
本
は
生
産
〈
資

本
)
規
模
を
拡
大
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
平
均
利
潤
を
獲
得
す
る
に
必
要
な
生
産
性
を
維
持
す
る
に
必
要
な
資
本
規
模
も
必
然

的
に
増
大
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
従
来
平
均
利
潤
率
を
得
て
い
た
資
本
が
、
平
均
利
潤
率
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
資
本
群
へ
と
落
層
す
る

こ
と
が
生
ず
る
。
従
っ
て
、
平
均
利
潤
率
を
得
る
こ
と
の
出
来
な
い
資
本
群
に
属
す
る
企
業
ハ
氏
の
規
定
に
従
う
と
「
過
剰
化
し
た
個
別

資
本
」
)
数
、

す
な
わ
ち
「
中
小
資
本
数
」
が
増
加
す
る
と
戸
木
田
氏
は
主
張
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
勿
論
、
そ
の
時
戸

木
田
氏
は
「
利
潤
率
の
低
落
は
た
え
ざ
る
資
本
の
過
剰
を
生
み
(
中
小
資
本
の
増
大
)
、

資
本
の
過
剰
は
、

集
中
と
脱
落
に
よ
る
中
小
資

本
の
機
能
喪
失
を
す
す
め
る
」
と
し
な
が
ら
も
、

「
し
か
し
な
が
ら
、

一
般
に
中
小
資
本
は
そ
の
再
生
産
の
維
持
を
理
論
的
な
最
低
限
界

と
し
て
、
資
本
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
に
せ
よ
、
機
能
し
う
る
こ
と
も
ま
た
あ
き
ら
か
で
あ
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

四
九



中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
は
つ
い
'
て

五。

L
か
し
、
氏
の
説
に
従
っ
て
、
中
小
資
本
の
数
の
増
加
を
立
証
す
る
た
め
に
は
「
機
能
喪
失
」
し
て
当
該
部
門
か
ら
排
出
さ
れ
る
資
本

数
よ
り
、
平
均
利
潤
率
以
上
を
獲
得
し
て
い
た
資
本
群
か
ら
平
均
利
潤
率
を
獲
得
出
来
な
い
資
本
群
へ
と
落
層
す
る
資
本
の
数
が
多
い
こ

と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
当
該
部
門
の
生
産
力
は
上
昇
し
、
市
場
規
模
は
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
の
下
で
、
平
均
利
潤
率
を
確

保
で
き
な
い
企
業
数
が
増
加
す
る
ば
あ
い
は
、

一
企
業
当
り
の
生
産
量
が
減
少
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
長
時
間
労
働
と
最
低
の
「
賃

銀
」
部
分
確
保
を
特
徴
と
す
る
家
内
労
働
中
心
の
生
業
的
零
細
企
業
が
増
加
す
る
ば
あ
い
を
想
定
す
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

全
生
産
部
門
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
零
細
企
業
の
存
在
が
可
能
で
あ
る
訳
で
は
な
い
し
、
又
、
現
実
の
中
小
企
業
の
存
在
と
増
加
を
こ

れ
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
、
ぎ
に
、

よ
り
基
本
的
な
点
で
あ
る
が
、

「
中
小
資
本
」
日
「
過
剰
資
本
」

(
H
「
た
だ
ち
に
資
本
と
し
て
機
能
一
し
な
く
な
る
わ
け
で

は
な
い
」
と
い
わ
れ
る
が
)
リ
「
平
均
利
潤
率
を
確
保
で
き
な
く
な
っ
た
個
別
資
本
」
と
い
う
氏
の
規
定
を
検
討
し
よ
う
。

氏
は
マ
ル
ク
ス
の
次
の
文
章
を
典
拠
と
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
(
尚
、

氏
は
「
過
剰
資
本
」
と
産
業
循
環
お
よ
び
資
本
の
厨
転
期
間
と

の
関
連
に
つ
い
て
は
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
)
。

「
利
潤
率
の
低
落
に
つ
れ
て
、
個
々
の
資
本
家
の
手
で
労
働
の
生
産
的
充
用
に
必
要
な

|
l労
働
の
搾
取
一
般
の
た
め
に
も
必
要
で
あ

り
、
ま
た
、
充
用
労
働
時
間
を
商
品
生
産
に
必
要
な
労
働
時
間
た
ら
し
め
、
商
品
生
産
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
の
平
均
を
超
過
さ

せ
な
い
た
め
に
も
必
要
な
|
|
資
本
の
最
小
限
が
増
大
す
る
。
:
:
:
か
よ
う
に
し
て
、
小
さ
い
分
散
し
た
諸
資
本
の
大
量
は
冒
険
の
途
を

余
儀
な
く
き
れ
る
i
|
投
機
、
信
用
肱
惑
、

恐
慌
。

い
わ
ゆ
る
資
本
過
多
な
る
も
の
は
、
本
質
的
に
は
つ
ね
に
、
利
潤
率
の
低
落
を
自
己

の
分
量
に
よ
っ
て
償
え
な
い
よ
う
な
資
本
!
i
i
新
た
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
新
生
小
資
本
は
つ
ね
に
そ
う
で
あ
る

l
lの
過
多
、

ま
た

は
、
自
分
自
身
で
は
独
自
の
行
動
を
と
り
え
な
い
こ
れ
ら
の
資
本
を
信
用
の
形
態
で
大
事
業
部
門
の
指
導
者
に
委
ね
る
よ
う
な
過
多
、
に



〈

U）

連
関
す
る
」
。

ぎ
て
、

マ
ル
ク
ス
は
資
本
過
多
は
、

「
相
対
的
過
剰
人
口
を
生
ず
る
の
と
同
じ
事
情
か
ら
生
じ
、
し
た
が
っ
て
、
相
対
的
過
剰
人
口
を

と
い
っ
て
も
、
両
者
は
相
対
立
す
る
極
に
立
つ
1

1
失
業
資
本
は
一
方
に
あ
り
、
失
業
労
働
者
人
口
は
他
方

（

ぬ

）

「
利
潤
率
の
低
落
と
資
本
の
過
剰
生
産
と
が
同
一
事
情
か
ら
生
ず
ろ
」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一「

過

補
足
す
る
一
現
象
で
あ
る
、

に
あ
る
｜
｜
の
だ
が
」
と
か
、

剰
資
本
」
は
「
失
業
資
本
」
で
あ
り
、
相
対
的
過
剰
人
口
、
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落
と
「
同
一
事
情
」
か
ら
発
生
す
る
と
し
て
い
る
。

産
業
資
本
主
義
に
お
い
て
、
直
接
的
搾
取
の
条
件
と
そ
の
実
現
の
条
件
の
異
る
下
で
、
個
々
の
資
本
は
、
最
大
の
利
潤
を
追
求
し
て
生

産
す
る
。
個
々
の
資
本
は
生
産
力
を
高
め
る
た
め
に
生
産
規
模
を
拡
大
す
る
。
生
産
規
模
の
拡
大
｜
｜
可
変
資
本
部
分
の
相
対
的
低
位
化

｜
｜
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
｜
｜
生
産
力
の
発
達
が
生
じ
、

相
対
的
過
剰
人
口
の
形
成
と
と
も
に
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落
化
、

「
商
品
の
過
剰
生
産
」
を
含
む
「
資
本
の
過
剰
蓄
覆
」
が
生
じ
る
。
利
潤
率
の
低
落
に
伴
う
利
潤
量
の
減
少
を
償
う
た
め
に
資
本
量
は
増

加
す
る
。
し
か
し
、
資
本
量
を
増
加
さ
せ
て
も
利
潤
量
一
減
少
を
免
れ
え
ず
、
機
能
資
本
の
一
部
は
遊
休
化
す
る
。
遊
休
化
す
る
資
本
は
、

大
資
本
及
び
大
資
本
の
一
部
で
あ
る
は
あ
い
も
あ
る
が
、
産
業
資
本
主
義
に
お
い
て
、

生
産
性
の
低
い
小
資
本
が
遇
常
は
全
的
に
遊
休
化

す
る
。

か
く
し
て
、
低
生
産
性
の
小
資
本
は
「
冒
険
の
途
」

（
「
投
機
」
的
・

「
思
惑
」
的
事
業
の
創
設
等
〉
を
辿
っ
た
り
、
信
用
機
構

を
介
し
て
大
資
本
に
合
体
し
た
り
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
小
資
本
が
一
定
の
「
支
払
能
力
あ
る
社
会
的
欲
望
の
量
」
の
下

で
は
利
潤
を
維
持
増
加
し
え
ず
、
「
過
剰
資
本
」
と
し
て
排
除
せ
ら
れ
る
ぱ
あ
い
が
多
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、

「
過
剰
資
本
」
を
右
の
ご
と
く
把
撞
す
れ
ば
、

「
過
剰
資
本
」
日
「
平
均
利
潤
率
を
確
保
で
き
な
く
な
っ
た
個
別
資
本
」
と
す

る
規
定
に
問
題
が
残
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
平
均
利
潤
率
以
下
の
利
潤
を
得
て
い
る
資
本
で
あ
っ
て
も
、
資
本
主
義
に
独
自
の
制

限
下
で
「
社
会
的
欲
望
」
を
満
す
為
に
不
可
欠
な
生
産
を
遂
行
し
て
い
る
資
本
は
、
将
来
そ
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
現
在
は
「
過
剰

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

五



中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

五

資
本
」
と
は
い
え
な
い
。
従
っ
て
、

「
中
小
資
本
」

H

「
過
剰
資
本
」

H

「
平
均
利
潤
を
確
保
で
き
な
く
な
っ
た
個
別
資
本
」
と
い
う
規

定
は
肯
定
し
難
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、

マ
ル
ク
ス
は
「
特
定
の
限
界
を
超
え
れ
ば
、
小
利
潤
率
の
大
資
本
は
大
利
潤
率
の
小
資
本
よ
り
も
急
速
に
蓄
積
す
る
」
と
述
べ

ま
た
「
鉄
道
の
よ
う
な
、
不
変
資
本
の
比
率
が
非
常
に
高
い
巨
大
企
業
は
、
平
均
利
潤
率
を
生
み
だ
さ
な
い
で
、
そ
の
一
部
分
た
る
利
子

の
み
を
生
み
だ
す
」
と
か
、

「
利
潤
は
こ
の
場
合
に
は
純
粋
に
利
子
の
形
態
を
と
る
の
で
あ
る
か
ら
、

か
か
る
企
業
は
単
な
る
利
子
し
か

も
た
ら
さ
な
く
て
も
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、

資
本
に
較
べ
て
不
変
資
本
が
老
大
な
比
率
を
占
め
る
こ
れ
ら
の
企
業
は
、

あ
る
」
と
か
述
べ
て
い
る
。

一
般
的
利
潤
率
の
低
落
を
阻
止
す
る
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
け
だ
し
、
可
玄

必
ず
し
も
一
般
的
利
潤
率
の
均
等
化
に
は
参
加
し
な
い
か
ら
で

「
中
小
資
本
」
で
あ
る
か
、
非
「
中
小
資
本
」
で
あ
る
か
を
単
に
平
均
利
潤
率
で
の
利
潤
を
得
て
い
る
か
否

か
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
ろ
う
。

以
上
よ
り
、
戸
木
田
氏
の
「
中
小
資
本
」
の
規
定
と
そ
れ
に
基
っ
く
「
中
小
資
本
」
の
増
加
に
関
す
る
主
張
は
現
実
の
「
中
小
資
本
」

増
加
の
説
明
の
た
め
に
は
妥
当
な
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
あ
き
ら
か
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
独
占
資
本
主
義
段
階
の
「
中
小
資
本
」
の
増
加
に
つ
い
て
、
戸
木
田
氏
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。

戸
木
田
氏
は
「
独
占
以
前
の
資
本
主
義
に
お
い
て
み
た
中
小
資
本
の
運
動
の
諸
法
則
の
作
用
が
、
ど
の
よ
う
に
形
を
か
え
て
独
占
段
階

〈部）

に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
を
追
及
す
れ
ば
よ
い
」
と
さ
れ
る
。
氏
の
主
張
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
と
思
う
。

（

A
）
 

「
非
独
占

な
い
し
中
小
資
本
の
利
潤
率
が
全
体
と
し
て
平
均
利
潤
率
を
下
廻
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
独
占
以
前
の
段
階
に
く
ら
べ
、
厳
密

な
意
味
で
の
中
小
資
本
（
わ
れ
わ
れ
の
定
義
に
よ
る
中
小
資
本
、
労
働
を
生
産
的
に
充
用
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
平
均
利
潤
率
を
確
保
で

（日）

き
な
く
な
っ
た
個
別
資
本
）
の
幅
が
ず
っ
と
拡
が
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
」
。

」
の
主
張
に
対
し
て
は
既
に
述
べ
た
批
判
が
妥
当



す
る
で
あ
ろ
う
。

(

B

)

 

「
独
占
体
の
収
奪
に
よ
っ
て
利
潤
率
が
総
じ
て
低
下
し
、
他
方
、
独
占
体
が
競
争
の
相
手
と
し
て
は
排
除
さ
れ

そ
の
限
り
で
全
体
と
し
て
発
展
は
停
滞
的
に
な
り
、
優
勝
劣
敗
は
激
烈
に
は

(
部
)

す
す
ま
な
い
か
ら
、
中
小
資
本
が
一
「
存
続
一
=
し
う
る
条
件
は
独
占
以
前
よ
り
は
強
ま
る
」
。
独
占
の
収
奪
下
で
「
中
小
資
本
!
一

た
な
か
で
、
中
小
資
本
相
互
の
競
争
が
す
す
む
と
す
れ
ば
、

の
資
本
蓄

積
が
遅
れ
、
「
中
小
資
本
」
聞
の
駆
逐
が
鰹
慢
と
な
り
、
「
中
小
資
本
」
の
「
存
続
」
度
は
高
ま
る
と
い
っ
主
旨
で
あ
る
が
、
独
占
の
収
奪

が
上
重
下
軽
な
ら
ば
と
も
か
く
、
八
王
「
中
小
資
本
」
に
対
し
て
間
程
度
で
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、

「
中
小
資
本
」
上
層
が
資
本
蓄
積
出
来
な

い
ご
と
く
、

「
中
小
資
本
」
下
層
で
は
倒
産
が
生
じ
企
業
数
が
減
少
す
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
中
小
資
本
」
数
が
減
少
し
な
い
と
す
れ

ば
そ
れ
ら
は
生
業
的
零
細
企
楽
で
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
主
張
は
少
な
く
と
も
、

「
中
小
資
本
」
の
残
存
・
新
生
の
一
般
的

説
明
と
は
な
ら
な
い
と
思
え
る
。

」
の
説
明
に
は
、

他
の
要
因
が
加
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

C

)

独
占
資
本
主
義
段
階
で
は

「
相
対
的
過
剰
人
口
が
、
慢
性
的
な
構
成
的
失
業
へ
転
化
し
た
;
:
:
相
対
的
過
剰
人
口
の
質
量
に
わ
た
る
拡
が
り
が
、
賃
銀
の
価
値
以
下

(
町
四
〉

へ
の
切
下
げ
、
そ
の
全
体
的
水
準
の
低
下
を
可
能
に
し
、
中
小
資
本
の
『
存
続
』
の
条
件
を
ひ
ろ
げ
て
い
る
」
。

」
の
主
張
に
対
し
て

は
、
相
対
的
過
剰
人
口
を
背
景
と
す
る
低
賃
銀
労
働
者
の
存
在
が
「
中
小
資
本
」
数
増
加
の
基
本
的
・
積
極
的
要
因
た
り
え
な
い
と
い
う

す
で
に
検
討
し
た
こ
と
が
妥
当
す
る
た
め
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

戸
木
田
氏
は
総
括
的
に
「
独
占
段
階
に
お
い
て
中
小
資
本
は
大
幅
に
増
大
し

(
経
営
の
規
模
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
)
、

且
つ
独

占
体
の
収
奪
に
た
い
し
、
白
ら
の
安
定
し
た
発
展
の
条
件
安
掘
り
く
ず
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
『
存
続
』
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

(
訂
〉

る
」
と
い
わ
れ
る
。

さ
て
、
一
戸
木
田
氏
の
主
張
か
ら
は
、

「
中
小
資
本
」
の
「
大
幅
な
増
大
」
の
理
由
、
す
な
わ
ち
「
中
小
資
本
」
数
の
基
本
的
増
加
理
由

を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
氏
の
挙
示
さ
れ
た
理
由
は
、
産
業
資
本
主
義
に
お
け
る
も
の
も
独
占
資
本
主
義
に
お
け
る
も
の
も
す
べ

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

五



中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

て
、
生
業
的
零
細
企
業
の
増
加
を
示
し
て
も
、

五
四

一
般
的
に
中
小
企
業
数
の
増
加
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

戸
木
田
氏
は
、
補
足
的
に
次
の
二
要
因
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
「
相
対
的
過
剰
人
口
の
増
大
、
そ
れ
に
と
も
な
う
労
働
力
の
価
値
以
下

へ
の
賃
銀
の
低
下
は
、
利
潤
率
の
低
下
を
、

し
た
が
っ
て
ま
た
資
本
の
過
剰
を
お
し
か
え
す
方
向
に
作
用
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し

た
一
般
的
な
条
件
の
も
と
で
す
す
む
い
わ
ゆ
る
賃
銀
格
差
の
増
大
が
、
と
く
に
中
小
資
本
の
存
続
条
件
を
強
め
る
の
は
い
う
ま
で
も
な

い
斗
と
。
だ
が
、
相
対
的
過
剰
人
口
の
形
成
に
伴
う
賃
銀
格
差
の
存
在
や
賃
銀
の
低
下
が
、
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
の
速
度
を
鈍

化
さ
せ
、

「
資
本
の
過
剰
」
化
を
遅
ら
せ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
既
に
検
討
し
た
ご
と
く
、

一
時
的
・
過
渡
的
現
象
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
戸
木
田
氏
は
補
足
的
に
「
中
小
資
本
の
存
在
条
件
な
り
、
流
動
条
件
を
問
題
に
す
る
に
あ
た
り
、

『
必
要
な
個
別
資
本
の
最

低
限
』
の
低
い
産
業
部
門
が
、
資
本
制
商
品
生
産
の
発
展
に
と
も
な
い
、

た
え
ず
生
み
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
事
情
を
も
考
慮
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
こ
に
こ
そ
、
不
均
等
で
は
あ
る
に
し
ろ
、
各
生
産
部
門
の
『
必
要
な
個
別
資
本
の
最
低
限
』
が
た
え
ず
増
大
す
る
な
か
で
、

(
m叩
)

多
数
の
中
小
資
本
が
存
在
し
う
る
主
要
な
理
由
の
一
つ
が
あ
る
」
と
さ
れ
、

「
既
存
の
生
産
部
門
よ
り
は
み
出
し
た
中
小
資
本
は
、
最
終

的
に
は
社
会
的
分
業
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
新
し
い
産
業
部
門
の
う
ち
、

る
」
と
さ
れ
る
。

『
必
要
な
資
本
の
最
低
限
』
の
低
い
部
門
に
む
け
て
集
中
す

戸
木
田
氏
は
「
過
剰
資
本
」
の
増
加
|
↓
「
中
小
資
本
」
の
増
加
と
主
張
し
て
お
ら
れ
た
。
し
か
し
、
社
会
的
分
業
の
深
化
に
伴
っ
て

形
成
さ
れ
る
新
産
業
部
門
の
う
ち
の
「
必
要
な
資
本
の
最
低
限
」
の
低
い
部
門
が
「
中
小
資
本
」
存
在
の
「
主
要
な
理
由
」
で
あ
る
と
も

さ
れ
る
。

ーレ

h
r
Iレ、

「
過
剰
資
本
」
の
形
成
を
基
礎
と
し
て
、
社
会
的
分
業
の
深
化
を
体
系
的
に
述
、
へ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
過
剰
資

本
」
形
成
の
原
因
も
社
会
的
分
業
の
深
化
の
原
因
も
共
通
i

1
生
産
力
の
発
達
ー
ー
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

戸
木
田
氏
は
「
過
剰
資
本
」
の
形
成
と
社
会
的
分
業
の
深
化
の
何
れ
を
「
中
小
資
本
」
の
存
続
と
増
加
の
墓
本
的
要
因
と
み
な
し
て
お



ら
れ
る
か
明
白
で
は
な
い
。
だ
が
、
氏
の
問
題
提
起
で
あ
る
「
集
積
を
土
台
と
し
て
集
中
が
す
す
み
、
大
資
本
の
制
覇
が
確
立
し
独
占
が

生
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
同
じ
く
集
積
を
土
台
に
資
本
家
の
数
が
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
と
の
統
一
的
把
握
」
と
の
関
連
に
お
い
て
、
氏

が
重
点
的
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
「
過
剰
資
本
」
に
つ
い
て
で
あ
る
か
ら
、
氏
の
主
張
の
重
点
は
「
過
剰
資
本
」
の
増
加
1
1
v
「
中
小

資
本
」
の
増
加
と
い
う
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
検
討
よ
り
明
ら
か
に
、
氏
の
主
張
に
従
っ
て
は
、
産
業
資
本
主
義
段
階
に
お
い
て
も
、
独
占
資
本
主
義
段
階
に
お
い
て
も
、

「
中
小
資
本
」
の
存
続
と
そ
の
数
の
増
加
を
体
系
的
に
理
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
を
直
接
の
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
同
じ
く
、

「
過
剰
資
本
」
を
核
に
し
て
中
小
企
業

の
「
過
当
競
争
」
と
「
乱
立
」
を
主
張
さ
れ
る
有
田
辰
男
氏
の
見
解
を
検
討
し
よ
う
。

有
田
氏
は
「
中
小
企
業
問
題
の
問
題
性
の
視
点
か
ら
は
、

『
乱
立
』
と
は
何
か
、

司
過
当
競
争
』
と
は
何
か
、

『
乱
立
』
や
『
過
当
競

争
』
が
何
故
に
く
り
返
し
く
り
返
し
発
生
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
問
題
と
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
間
題
の
理
論
的
解
決
を

(
町
出
)

試
み
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
従
来
、
こ
の
問
題
は
主
と
し
て
中
小
企
業
残
存
の
視
角
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て

き
た
「
そ
の
残
存
条
件
は
、
第
一
に
、
大
土
地
所
有
と
零
細
耕
作
の
矛
盾
安
も
つ
農
村
の
地
主
制
度
か
ら
、
都
市
工
業
の
発
展
に
つ
れ
て

絶
え
ず
参
出
す
る
低
廉
で
豊
富
な
労
働
力
の
存
在
で
あ
り
、
第
二
は
、
と
れ
ら
の
低
賃
銀
労
働
力
を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
中
小
企
業
を

下
請
制
下
に
編
成
し
、
低
賃
銀
労
働
を
間
接
的
に
利
用
す
る
独
占
資
本
の
存
在
で
あ
る
と
し
た
」
、
し
か
し
、

こ
れ
ら
は

「
中
小
企
業
の

『
乱
立
』
と
『
過
当
競
争
』
を
生
み
出
す
要
因
と
し
て
は
、
重
要
で
は
あ
る
が
、
副
次
的
、
消
極
的
な
要
因
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
積
極

み
出
さ
れ
再
生
産
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

『
乱
立
』
と
『
過
当
競
争
』
が
資
本
の
本
来
も
っ
て
い
る
内
部
矛
盾
の
結
果
と
し
て
絶
え
ず
生

つ
ま
り
、
資
本
の
論
理
そ
の
も
の
か
ら
と
、
?
子
り
れ
な
け
れ
ば
な
、
り
な
い
」
と
主
張
さ
れ
る
。

的
で
、
ま
た
そ
れ
故
に
基
本
的
要
因
は
、

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

五
五



中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

五
六

つ
ま
り
、

「
低
藤
豊
富
な
労
働
力
の
存
在
」
と
「
独
占
資
本
の
存
在
」
は
「
乱
立
」
と
「
過
当
競
争
L

に
と
っ
て
は
「
副
次
的
・
消
極
的

要
因
」
に
す
ぎ
ず
、
基
本
的
且
積
極
的
要
因
ゆ
「
資
本
の
論
理
そ
の
も
の
」
か
ら
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

「
資
本
の
論
理
そ
の
も
の
」
か
、
り
、
如
何
に
基
本
的
且
積
極
的
要
因
を
導
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

で
は
有
田
氏
は
、

有
田
氏
改
「
同
一
部
門
内
部
の
個
別
諾
資
本
相
互
の
競
争
に
よ
る
市
場
価
値
形
成
作
用
一
と
「
異
種
の
詰
部
門
相
互
間
に
お
け
る
諸
資

本
の
競
争
に
よ
る
平
均
利
潤
率
形
成
作
用

γ過
程
を
経
て
、
「
企
業
規
模
が
ゾ
!
と
N
O
D
O
)

と
し
て
ひ
き
上
げ
ら
恒
る
と
と
も
に

資
本
の
有
機
的
構
成
が
上
昇
し
、
利
潤
率
が
低
下
す
る
。
こ
の
「
利
潤
率
低
下
を
利
潤
量
増
大
に
よ
っ
て
償
い
え
ず
、

そ
の
た
め
必
要
最

低
資
本
旦
旦
の
増
大
に
よ
る
企
業
規
模
ゾ

l
ン
下
限
の
上
昇
に
追
い
つ
き
え
な
い
群
小
資
本
は
、
過
剰
資
本
と
し
て
部
門
外
に
排
出
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
欝
小
資
本
の
過
剰
化
は
、
資
本
の
生
産
過
剰
H
蓄
積
過
剰
の
結
果
と
し
て
の
社
会
的
総
資
本
ま
た
は
各
部
門
の
投
下

総
資
本
の
過
剰
化
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
群
小
資
本
は
、
蓄
積
が
乏
し
く
個
別
資
本
と
し
て
過
小
資
本
で
あ
る
が
故

(
白
山
)

に
、
総
資
本
の
過
剰
蓄
積
の
結
果
と
し
て
の
過
剰
資
本
に
転
化
す
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、

「
中
小
企
業
は
『
乱
立
』

『
過
当
競
争
』
に

あ
る
が
故
に
過
剰
資
本
と
し
て
部
門
外
に
排
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
総
資
本
の
過
剰
蓄
積
に
よ
る
資
本
過
剰
化
の
故
に
『
過
当
競
争
』

が
生
じ
そ
の
中
で
中
小
企
業
は
過
小
資
本
な
る
が
故
に
過
剰
資
本
と
な
っ
て
部
門
外
に
排
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
低
賃
金
労
働
に
依
拠
す

る
中
小
企
業
の
下
請
形
態
も
、
過
剰
資
本
の
非
自
立
的
機
能
資
本
形
態
に
よ
る
残
存
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
中
小
資
本
の
過
剰
資
本
へ
の

(
m山
)

転
化
に
対
す
る
阻
止
要
因
と
な
り
、
そ
の
た
め
中
小
企
業
の
『
乱
立
』
と
『
過
当
競
争
』
を
助
長
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」
と
さ
れ

る
。
こ
れ
が
、
有
田
氏
の
言
わ
れ
る
「
資
本
の
論
理
そ
の
も
の
」
か
ら
の
説
明
で
あ
る
。

有
田
氏
は
、

「
『
乱
立
』
と
は
何
か
、

『
過
当
競
争
』
と
は
何
か
、

『
乱
立
』
や
『
過
当
競
争
』
が
何
故
に
く
り
返
し
く
り
返
し
発
生

す
る
の
か
」
と
問
題
提
起
を
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
主
張
で
は
「
総
資
本
の
過
剰
蓄
積
に
よ
る
資
本
過
剰
化
」
が
、
そ
れ
ら



の
原
因
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
氏
が
「
乱
立
」
と
い
い
「
過
当
競
争
」
と
い
っ
て
も
、
氏
の
「
資
本
の
論
理
そ
の
も
の
」
か

ら
の
説
明
に
は
、
企
業
数
の
増
加
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
氏
の
い
わ
れ
る
「
乱
立
」
と
「
過
当
競
争
」
は
、
企
業
数
の
増
加

を
捨
象
し
た
「
乱
立
」
で
あ
り
「
過
当
競
争
一
で
あ
る
。
ま
た
、
有
田
氏
は
中
小
企
業
の
下
請
形
態
を
「
過
剰
資
本
の
非
自
立
的
機
能
資

本
形
態
に
よ
る
残
存
」
と
さ
れ
、
ま
た
「
中
小
資
本
の
過
剰
資
本
へ
の
転
化
に
対
す
る
阻
止
要
因
」

と
規
定
者
」
れ
、

共
同

「
乱
立
」

と

「
過
当
競
争
」
を
助
長
す
る
も
の
だ
と
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
主
張
は
、
下
請
化
さ
れ
な
い
ぱ
あ
い
、
当
該
資
本
は
、
当
然
、

「
過
剰
資

本
」
に
な
り
遊
休
化
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
「
乱
立
」
も
「
過
当
競
争
」
も
よ
り
少
な
い
は
ず
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
潔
解
さ
れ
る
。
だ

が
、
氏
の
立
論
を
前
提
と
し
て
も
「
過
剰
資
本
」
品
過
程
に
あ
る
中
小
企
業
を
下
請
化
し
た
場
合
は
、

そ
の
中
小
企
業
に
代
っ
て
他
の
中

小
企
業
が
「
過
剰
資
本
一
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
必
ら
ず
し
も
下
請
形
態
が
「
乱
立
」
と
「
過
当
競
争
」
を
助
長
す
る
こ
と
に
は
な
ら

:
、
。

φ

ん
し

ま
T二

下
請
形
態
を
「
過
剰
資
本
の
非
自
立
的
機
龍
資
本
形
態
に
よ
る
残
存
」
(
他
方
で
「
過
剰
資
本
へ
の
転
化
に
対
す
る
阻
止

要
因
」
)
と
規
定
さ
れ
、

そ
し
て
「
機
能
資
本
形
態
に
あ
る
過
剰
資
本
」
は

「
商
業
資
本
形
態
と
生
産
資
本
形
態
に
お
け
る
過
剰
資
本
」

で
あ
り
、
何
れ
に
し
て
も
「
過
剰
化
過
程
に
あ
る
資
本
」
と
さ
れ
る
点
に
関
し
て
は
、
下
請
形
態
に
あ
る
中
小
金
業
を
右
の
よ
う
に
規
定

す
る
こ
と
は
、
下
請
中
小
企
業
を
資
本
主
義
の
「
敵
対
的
分
配
関
係
」
に
規
定
さ
れ
た
「
支
払
能
力
あ
る
社
会
的
欲
望
の
量
」
の
生
産
に

と
っ
て
は
不
要
で
再
生
産
不
可
能
な
企
業
と
み
な
す
こ
と
に
な
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
元
方
資
本
」
が
中
小
企
業
を
下
請
化

し
て
「
元
方
資
本
」
と
な
る
の
は
、

そ
の
中
小
企
業
が
「
社
会
的
欲
望
」
を
満
す
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
剰
余
価
値
の
実
現
と
そ
の
収
奪

を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
氏
の
下
請
企
業
の
規
定
と
、
『
中
小
企
業
白
書
(
昭
和
五

O
年
版
己
の
数
字
を
前
提
と
す
れ
ば
、

日
本
の
中
小
企
業
数
の
五
九
必
は
「
過
剰
資
本
の
非
自
立
的
機
詑
資
本
形
態
に
よ
る
残
存
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
「
社
会
的

欲
望
」
量
の
生
産
に
と
っ
て
は
不
要
な
再
生
産
不
可
能
企
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
氏
が
中
小
企
業
の
困
難
の
原
因
を
、
単
に
独
占
資
本
の

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

五
七



中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

五
人

収
奪
の
み
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
資
本
主
義
の
機
構
そ
の
も
の
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
首
肯
し
う
る
が
、
他
面
、
氏
の
規
定
を
布
延
す

る
と
、
下
請
企
業
の
低
利
潤
率
の
原
因
は
、
下
請
企
業
が
「
社
会
的
欲
望
」
量
の
生
産
に
と
っ
て
は
不
要
な
企
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

求
め
ら
れ
、
下
請
化
は
転
麗
業
を
阻
止
す
る
中
小
企
業
の
救
済
策
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

さ
ら
に
、
独
占
資
本
に
よ
る
中
小
企
業
に
対

す
る
支
配
と
強
制
、
ま
た
下
請
制
の
本
質
が
鍾
小
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
戸
木
田
氏
と
有
田
氏
の
主
張
を
検
討
し
た
。
両
氏
の
主
張
の
要
点
は

「
中
小
資
本
」

H

「
過
剰
資
本
L
、

ま
た
は
中
小
企
業
の

下
請
形
態
を
「
過
剰
資
本
」
と
の
関
連
で
規
定
さ
れ
、

「
過
剰
資
本
」

の
形
成
に
よ
っ
て
「
中
小
資
本
」
の
増
加
、

ま
た
は
中
小
企
業
の

「
乱
立
」
と
「
過
当
競
争
」
を
説
明
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
相
違
点
を
は
ら
み
な
が
ら
も
基
本
的
に
は
共
通
し
た
主
張
と
い
え
よ
う
。
そ
し

て
、
両
氏
の
「
過
剰
資
本
」
の
規
定
を
前
提
と
し
て
検
討
し
て
も
、
両
氏
の
立
論
(
有
田
氏
の
立
論
は
「
存
立
条
件
」
の
究
明
を
目
的
と

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
)
か
ら
は
「
中
小
資
本
」
数
の
基
本
的
な
増
加
理
由
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

「
過
剰
資
本
」
の

形
成
か
ら
説
明
さ
れ
る
「
中
小
資
本
」
数
の
増
加
は
、
家
内
労
働
中
心
の
生
業
的
零
細
企
業
か

「
投
機
」
的
・
「
思
惑
」
的
企
業
に
お
け

る
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
「
過
剰
資
本
」
説
は
現
実
の
「
中
小
資
本
」
の
形
成
を
体
系
的
に
説
明
し
う
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

〈
お
〉
戸
木
田
一
一
芳
久
「
独
占
資
本
主
義
と
中
小
資
本
l
i
a中
小
資
本
分
析
の
た
め
の
一
つ
の
覚
え
書
B
I
-
-

」

書
底
)
四
五
ペ
ー
ジ
。

(
川
品
〉
問
、
四
五
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
向
、
四
六
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
問
、
四
九
ペ
ー
ジ
。

(
釘
)
問
、
五
一
ペ
ー
ジ
。

(
鎚
)
問
、
宣
一
ペ
ー
ジ
。

(
却
)
向
、
豆
一
ペ
ー
ジ
。

〈
『
思
想
』
一
九
六
O
年
二
月
号
、
岩
波



(
必
)
同
、
五
一
ペ
ー
ジ
。

(
姐
)
同
、
五
一
ペ
ー
ジ
。

(
必
)
向
、
五
一
ペ
ー
ジ
。

(
必
)
民
忠
弘
二
}
出
-
N
?
ω
-
N
2
・
長
谷
部
訳
、
第
三
部
、
三
五
五
ペ
ー
ジ
。

(
川
己
主
弘
よ
切
仏
-
N
T
ω
-
N
日
?
長
谷
部
訳
、
同
、
三
五
六
ペ
ー
ジ
。

(
必
)
民
営
.
弘
・
・
回

A

凶

-
N
T
ω
-
M
2
・
長
谷
部
訳
、
問
、
三
五
豆
ベ

1
ジ。

(
必
)
戸
木
田
、
前
掲
、
五
一
ペ
ー
ジ
。

(
円
引
)
忠
弘
・
・
切
。
・

8
・
ω
-
N
2
・
長
谷
部
訳
、
第
三
部
、
三
六
四
ペ
ー
ジ
。

(
川
崎
〉
き
弘
二
回
a
-
N
印
・
ω
-
M
∞
了
長
谷
部
訳
、
向
。

(川目
)

H

F

N

弘
・
・
閃
己
-
N
♂
ω
・

8
Y

長
谷
部
訳
、
問
、
三
六
六
ペ
ー
ジ
。

(印
)

H

F

H

h

N

・4

一
切
仏
-
N
印
・
ω
-
N
2
・
長
谷
部
訳
、
同
、
三
六
四
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
忠
弘
ニ
回
a
-
M
T
ω
-
M
誌
・
長
谷
部
訳
、
岡
、
三
八

0
ペ
ー
ジ
。

(
臼
)
忠
弘
ニ
∞
a
・
m
-
ω
・
品
目
デ
長
谷
部
訳
、
岡
、
六
二
二
ペ
ー
ジ
。

(
臼
)
戸
木
田
、
前
掲
、
五
三
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
問
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

(
出
)
問
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
問
、
五
九
ペ
ー
ジ
。

(
貯
)
問
、
五
九
ペ
ー
ジ
。

(
印
)
問
、
五
一
ペ
ー
ジ
。

(
印
)
問
、
五
二
ペ
ー
ジ
。

(
伺
〉
問
、
五
二
|
三
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
)
有
国
辰
男
「
過
剰
資
本
の
諸
形
態
と
中
小
資
本
i

i
中
小
企
業
の
『
過
当
競
争
』
に
関
連
し
て
i
l
!」

三
四
ペ
ー
ジ
、
長
崎
大
学
経
済
学
部
研
究
会
)
。

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

(
『
経
営
と
経
済
』
第
一
一
五
号
、

主
九



中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

ノ、。

(

位

〉

(

臼

)

(

刷

出

)

(

町

〉

(

前

)

(

町

山

)

同問問同同問

一
三
四
ペ
ー
ジ
。

ご
二
五
ペ
ー
ジ
。

一
三
六
ペ
ー
ジ
。

一
三
八
ペ
ー
ジ
。

一
四
四
|
五
ペ
ー
ジ
。

一
四
六
ペ
ー
ジ
。

園
、
結

論

以
上
、
中
小
企
業
の
い
わ
ゆ
る
「
存
立
条
件
」
を
低
賃
銀
労
働
力
ー
ー
ー
賃
銀
格
差
の
存
在
か
ら
論
ず
る
説
、

お
よ
び
、

「
過
剰
資
本
」

の
形
成
か
ち
論
ず
る
説
、
こ
の
二
説
を
中
心
に
(
註
に
お
い
て
、
資
本
の
「
分
裂
・
分
散
」
説
に
も
触
れ
た
〉
検
討
し
た
。

そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
諸
説
が
中
小
企
業
「
存
立
」
の
基
本
的
条
件
と
み
な
す
低
賃
銀
労
働
力
ー
ー
ー
賃
銀
格
差
の
存
在
や
、

「
過
剰
資
本
」
の
形
成
か
ら

は
、
中
小
企
業
の
存
続
と
新
生
を
十
全
に
は
論
じ
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
れ
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

既
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
相
対
的
過
剰
人
口
は
、
生
産
の
飛
躍
的
拡
大
に
際
し
て
、
資
本
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
労
働
力
の
量
的
確

保
を
可
能
な
ら
し
む
る
と
と
も
に
、
低
賃
袈
労
働
力
の
供
給
基
盤
と
な
り
、
旦
、
賃
銀
格
差
を
形
成
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
低
賃
銀
労
働

力
や
賃
銀
格
差
は
中
小
企
業
の
存
続
要
因
と
し
て
と
し
て
は
、
重
要
で
ほ
あ
る
が
、
副
次
的
な
も
の
と
し
か
看
倣
し
え
な
か
っ
た
し
、
ま

た
、
新
生
要
因
と
し
て
も
「
家
内
労
働
」
的
企
業
の
新
生
を
し
か
説
明
し
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、

「
過
剰
資
本
」
に
よ
る
説
明
も
、
中
小

企
業
の
存
続
を
説
明
し
え
な
か
っ
た
し
、
新
生
要
因
に
し
て
も
、
家
内
労
働
中
心
の
生
業
的
零
細
経
営
や
「
投
機
」
的
・

「
思
惑
」
的
企

業
の
新
生
を
し
か
説
明
し
え
な
か
っ
た
。
相
対
的
過
剰
人
口
も
「
過
剰
資
本
」
も
「
同
一
事
情
」
か
ら
生
ず
る
。
各
々
の
主
張
者
は
そ
の



一
方
の
み
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
は
両
者
を
共
に
包
摂
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

通
常
、
中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
中
小
企
業
が
広
汎
に
存
在
し
、

且
、
増
加
さ
え
し
て
い
る
、
そ
の
存

在
と
増
加
の
条
件
と
し
て
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
、
コ
。
従
っ
て
「
存
立
条
件
」
は
「
存
続
条
件
」
と
「
新
生
条
件
」
に
分
け
ら
れ
る
。

勿
論
、
存
在
と
い
い
増
加
と
い
っ
て
も
、
安
定
し
た
存
在
と
増
加
で
あ
る
の
か
、
不
安
定
な
そ
れ
ら
で
あ
る
の
か
が
重
要
な
問
題
点
で

あ
る
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
諸
研
究
と
諸
統
計
は
、
中
小
企
業
が
広
汎
に
存
在
し
、

E
、
そ
の
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と

と
も
に
、
そ
の
創
業
率
と
廃
業
率
の
高
い
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
中
小
企
業
の
存
在
が
安
定
し
た
存
在
で
な
い
こ
と
は
今
更
一
一
一
一
口
う
ま
で

も
な
か
ろ
う
。
こ
の
事
実
、
す
な
わ
ち
、
不
安
定
で
あ
り
な
が
ら
も
、
中
小
企
業
が
広
汎
に
存
在
し
、

旦
そ
の
数
が
増
加
し
て
い
る
と
い

う
事
実
を
も
含
め
て
、
中
小
企
業
「
存
立
」
の
基
本
的
要
因
を
検
討
し
よ
う
。

中
小
企
業
は
既
存
生
度
部
門
に
お
い
て
増
加
す
る
と
共
に
、
新
生
生
産
部
門
の
形
成
と
共
に
も
増
加
す
る
。
ま
ず
既
存
生
産
部
門
に
お

け
る
中
小
企
業
の
「
存
続
条
件
」
を
検
討
し
よ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
既
存
生
産
部
門
に
お
い
て
、

平
均
的
資
本
規
模
の
大
き
な
「
大
規
模
生
産
部
門
」
と
と
も
に
、

「
過
程
の
本
性
上
最
初
か
ら
大
規
模
生
産
が
必
要
」
な
ば
あ
い
も
あ
る
。

そ
れ
の
小
さ
な

「
小
規
模
生
産
部
門
」
が
存
在
す
る
。

し
か
し
、

一
般
的
に

「
大
規
模
生
産
部
門
」
の
存
在
は
生
産
の
集
積
と
共
に
、
大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の
駆
逐

l
↓
資
本
集
中
が
そ
の
部
門
で
高
度
に
進
行
し

て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
他
方
「
小
規
模
生
産
部
門
」
の
存
在
は
、

そ
の
部
門
で
の
生
産
の
集
積
と
集
中
が
緩
慢
で
あ
る
か
、
ま
た

は
そ
の
初
期
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
各
規
模
資
本
の
混
在
す
る
「
混
在
生
産
部
門
」
が
あ
る
。

勿
論
、

た
と
え
ば
重
化
学
工
業
部
門
よ
り
古
い
歴
史
を
も
っ
軽
工
業
部
門
に
お
い
て
一
般
的
に
「
小
規
模
生
産
部
門
」
が
多
い
こ
と
に

よ
っ
て
も
、
生
産
規
模
が
生
産
部
門
形
成
順
序
と
第
一
義
的
関
係
に
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
何
故
部
門
毎
に
生
産
の
集
積

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

ノ、



中
小
企
業
の
円
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

ー』

ノ、

と
集
中
に
差
が
生
じ
、
生
産
規
模
に
差
が
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
生
産
の
集
積
と
集
中
、
生
産
規
模
の
拡
大
が
、

あ
る
部

門
で
は
相
対
的
に
急
速
に
進
行
し
他
の
部
門
で
は
相
対
的
に
緩
慢
に
し
か
進
行
し
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
触
れ
た
と
お
り
、

競
争
と
信
用
制
度
が
資
本
集
中
の
ニ
大
横
粁
で
あ
る
。

「
小
規
模
生
産
部
門
」

で
も
競
争
は
存
在
す
る
。

「
他
の
諸
事
情
」
が
同
等
な
ら
ば
、
労
働
生
産
性
を
基
礎
に
大
資
本
は
小
資
本
に
打
克
ち
、
規
模
が
拡
大
し
、

「
大
規
模
生
産
部
門
」
が

形
成
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

歴
史
の
古
い
「
小
規
模
生
産
部
門
」
と
「
混
在
生
産
部
門
」

の
存
在
は
、

そ
れ
ら
の
部
門
で
、

技
術
が
低

く
、
生
産
性
と
生
産
規
模
の
相
関
度
が
低
位
で
、
大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の
技
術
に
も
と
づ
く
駆
逐
が
緩
慢
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
す
な
わ

ち

し
た
が
っ
て
、

「
他
の
諸
事
情
」
が
競
争
に
お
い
て
強
力
な
要
因
と
し
て
作
用
し
、
技
術
に
基
く
生
産
性
格
差
を
相
殺
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
小
規
模
生
産
部
門
」
や
「
混
在
生
産
部
門
」
で
あ
る
理
由
は
そ
れ
が
儒
)
(
例
え
ば
、

あ
る
部
門
が

熟
練
へ
の
依
存

度
、
労
働
手
段
と
労
働
対
象
の
特
性
、
市
場
規
模
、
自
然
の
影
響
力
等
)
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
に
し
ろ
、

そ
れ
ら
の
部
門
で
使
用
さ
れ

る
技
術
が
低
位
で
あ
り
、

そ
の
開
発
が
緩
慢
で
あ
る
こ
と
、

従
っ
て
、

労
働
生
産
性
が
低
位
で
、

そ
の
上
昇
度
が
低
く
、

「
他
の
諸
事

情
」
の
競
争
に
お
け
る
作
用
力
が
強
く
、
生
産
性
と
生
産
規
模
と
の
相
関
度
が
低
い
こ
と
に
あ
る
。

通
例
生
産
規
模
の
拡
大
は
技
術
進
歩
と
共
に
進
行
し
、

そ
れ
と
と
も
に
、

生
産
性
と
生
産
規
模
と
の
相
関
関
係
が
強
く
な
る
。

反
対

に
、
技
術
の
低
位
な
ば
あ
い
は
、

生
産
規
模
は
小
さ
く
生
産
性
と
生
産
規
模
の
相
関
関
係
が
低
く
、

ま
た
、
競
争
に
お
け
る
「
他
の
諸
事

情
」
の
作
用
力
が
強
い
。
技
術
が
そ
の
低
位
故
に
、

「
他
の
諸
事
情
」
を
否
定
し
尽
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の
駆
逐
が
緩
慢
に
し
か
進
行
せ
ず
、
全
体
と
し
て
中
小
企
業
が
広
汎
に
存
在
す
る
部
門
は
、

ー「

他

の
諸
事
情
」
を
否
定
し
去
る
程
に
生
産
力
の
発
達
し
て
い
な
い
、
生
産
性
と
生
産
規
模
と
の
相
関
関
係
の
低
い
部
円
で
あ
る
。

勿
論
、

そ
れ
ら
の
部
門
で
は
平
均
的
な
必
要
資
本
規
模
が
小
さ
い
た
め
、
外
部
資
本
が
容
易
に
参
入
し
、
資
本
聞
の
激
し
い
競
争
が
展



閲
さ
れ
る
。
生
産
性
と
生
産
規
模
の
相
関
関
係
の
少
な
い
生
産
部
門
で
の
競
争
で
は
、
「
他
の
諸
事
情
」
の
相
違
が
強
力
な
武
器
と
な
る
。

こ
の
条
件
下
で
も
競
争
が
、
集
中
の
二
大
横
粁
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
が
、
生
産
の
集
積
と
集
中
に
伴
う
生
産
規
模
の
急
速

な
拡
大
を
推
進
し
て
当
該
生
産
部
門
を
「
大
規
模
生
産
部
門
」
へ
と
発
展
さ
す
憤
仔
と
し
て
果
す
作
用
力
は
弱
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
す
で
に
み
た
相
対
的
過
剰
人
口
を
基
礎
と
す
る
低
賃
銀
労
働
力

!
i賃
銀
格
差
は
こ
の
「
他
の
諸
事
情
」
の
、

し
か
も
、
資
本

主
義
の
発
達
と
共
に
生
成
さ
れ
る
重
要
な
「
事
情
」
の
一
つ
で
あ
る
。

だ
が
、
技
術
の
鵠
位
、
生
産
力
水
準
の
低
位
と
、
資
本
蓄
積
と
共
に
絶
え
ず
析
出
さ
れ
る
相
対
的
過
剰
人
口
を
基
盤
と
す
る
賃
銀
格
差

を
も
含
め
て
一
般
に
「
他
の
諸
事
情
」
と
の
、
何
れ
が
、
中
小
企
業
「
存
続
」
の
基
本
的
要
因
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
は
本
稿
ニ
で
検

討
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
再
度
新
生
生
産
部
門
で
検
討
し
よ
う
。

相
対
的
過
剰
人
口
は
「
支
払
能
力
あ
る
社
会
的
欲
望
」
を
前
提
に
、
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
を
直
接
的
契
機
と
し
て
形
成
さ
れ

る
。
有
機
的
構
成
を
規
定
す
る
一
要
因
は
技
術
構
成
で
あ
り
、
有
機
的
構
成
の
高
い
生
産
部
門
は
一
般
に
「
大
規
模
生
産
部
門
」
で
あ

る
。
従
っ
て
、
既
存
生
産
部
門
に
お
け
る
「
大
規
模
生
産
部
門
」
か
ら
は
、
相
対
的
に
、

よ
り
多
く
の
相
対
的
過
剰
人
口
が
析
出
さ
れ
て

き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
相
対
的
過
剰
人
口
が
、
低
賃
銀
労
働
力
6
1
1
1
賃
銀
格
差
の
基
盤
と
な
り
、
技
術
構
成
の
低
位
な
、
す
な
わ
ち
、
有

機
的
構
成
の
低
位
な
「
小
規
模
生
産
部
門
」
や
「
混
在
生
産
部
門
」
に
お
け
る
「
他
の
諸
事
情
」
の
重
要
な
一
つ
と
し
て
作
用
す
る
と
共

に
、
新
生
生
産
部
門
に
対
し
て
も
低
賃
銀
労
働
力
供
給
基
盤
と
な
る
。

同
様
な
相
対
的
過
剰
人
口
を
背
景
と
す
る
低
賃
銀
労
働
力
の
存
在
を
前
提
と
し
て
も
、

あ
る
新
生
生
産
部
門
で
は
平
均
的
生
産
規
模

(
資
本
規
模
〉
が
急
速
に
増
大
し
、
他
の
部
門
で
は
平
均
的
生
産
規
模
(
資
本
規
模
)
の
増
大
が
緩
慢
で
あ
る
と
い
う
差
が
生
ず
る
。
と

の
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
生
産
規
模
を
規
定
す
る
、
す
な
わ
ち
、
企
業
を
中
小
企
業
と
し
て
「
存
続
」
せ
し
め
る
基
本
的
要
因
が
「
他
の
諸

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

ー』ノ、



中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

六
回

事
情
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
技
術
水
準
、
生
産
力
水
準
に
あ
る
こ
と
が
、

ま
た
、
中
小
企
業
開
の
競
争
を
通
じ
て
の
大
規
模
化
傾
向
を

弱
め
て
い
る
基
本
的
要
因
が
、
生
産
力
水
準
が
低
位
で
そ
の
発
達
速
度
が
緩
慢
な
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

内
部
に
競
争
と
矛
盾
を
、
高
創
業
率
と
高
廃
業
率
を
含
む
不
安
定
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、
中
小
企
業
が
広
汎
に
存
在
し
て
い
る
基
本

的
要
因
、

「
存
続
条
件
」
は
、
生
産
力
水
準
が
低
位
で
生
産
性
と
生
産
規
模
と
の
相
関
関
係
が
低
い
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
右
の
如
き
、
基
本
的
要
因
、

「
存
続
条
件
」
の
存
在
し
て
い
る
部
門
の
生
産
物
に
対
す
る
需
要
増
加
は
当
該
生
産
部
門
に
お
い

て
中
小
企
業
数
の
増
加
を
も
た
ら
す
、
す
な
わ
ち
、
既
存
生
座
部
門
に
お
け
る
中
小
企
業
の
「
新
生
条
件
」
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
資
本
主
義
の
発
達
は
、
最
大
限
の
利
潤
を
追
求
す
る
個
々
の
資
本
の
価
値
増
殖
目
的
に
規
定
さ
れ
て
、
不
可
避
的
に
生
産
力
の

発
達
、
技
術
の
発
達
を
も
た
ら
す
。

し
た
が
っ
て
中
小
企
業
の
「
存
続
条
件
」
は
傾
向
的
に
絶
え
ず
崩
壊
す
る
。

以
上
が
産
業
資
本
主
義
に
お
け
る
既
存
生
産
部
門
で
の
中
小
企
業
の
広
汎
な
存
在
の
基
本
的
要
因
、

「
存
続
条
件
」
で
あ
り
、

か
つ
、

新
生
の
基
本
的
要
因
、

「
新
生
条
件
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
で
、
現
実
に
存
在
す
る
中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
の
全
て
が
解
明
し

尽
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
中
小
企
業
数
の
増
加
は
既
存
生
産
部
門
に
お
い
て
の
み
生
ず
る
の
で
は
な
い
。
多
く
の
中
小
企
業
が
新
生
生
産

部
門
の
形
成
と
共
に
も
創
出
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
新
生
生
産
部
門
の
形
成
は
、
既
存
生
産
部
門
で
の
生
産
力
発
達
を
前
提
と
す
る
。

工
業
の
農
業
か
ら
の
独
立
に
、
農
業
生
産
力
の
発
達
が
あ
っ
た
如
く
、
工
業
に
お
け
る
新
生
生
産
部
門
の
形
成
は
そ
の
前
提
と
し
て
、

農
業
を
含
む
既
存
生
産
部
門
で
の
生
産
力
発
達
が
前
提
と
な
る

G

既
存
生
産
部
門
で
の
生
産
力
発
達
は
、
既
存
忠
一
産
部
門
で
の
生
産
規
模

拡
大
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
産
の
集
積
と
共
に
集
中
、
す
な
わ
ち
、
既
存
生
産
部
門
で
の
大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の

駆
逐
が
新
生
生
産
部
門
形
成
の
、
ひ
い
て
は
新
生
生
産
部
門
に
お
け
る
中
小
企
業
形
成
の
、
前
提
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。



勿
論
、
資
本
主
義
社
会
に
於
て
、
生
産
力
の
発
達
に
直
接
対
応
し
て
社
会
的
分
業
が
深
化
し
新
生
生
産
部
門
が
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な

く

「
支
払
能
力
あ
る
社
会
的
欲
望
」
を
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。

ぎ
て
、
こ
の
新
生
生
産
部
門
の
平
均
的
生
産
ハ
資
本
)
規
模
は
一
様
で
は
な
い
。

「
過
程
の
本
性
上
最
初
か
ら
大
規
模
生
産
が
必
要
」

で
な
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、

「
労
働
の
社
会
的
生
産
力
の
独
自
的
発
展
は
、

特
殊
的
生
産
部
面
ご
と
に
一
程
度
を
異
に
し
、

そ
の
高
低

の
分
量
の
大
い
さ
に
比
例
し
、
し
た
が
っ
て
、

一
定
分
量
の
労
働
|
|
つ
ま
り
、
与
え
ら
れ
た
労
働
日
の
も
と
で
は
一
定
数
の
労
働
者
ー
ー
に
よ
っ
て
運
動
き
せ
ら
れ
る
生
産
手
段

一
定
分
量
の
生
産
手
段
に
と
っ
て
必
要
な
労
働
の
分
量
の
少
さ
に
比
例
す
孔
」
の
で
あ

lまり
、
「
労
働
の
社
会
的
生
産
力
の
累
進
的
発
展
を
あ
ら
わ
す
別
個
の
表
現
に
他
な
ら
ぬ
」

化
」
す
な
わ
ち
「
生
産
手
段
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
一
定
分
量
の
労
働
に
は
一
定
分
量
の
生
き
た
労
働
が
つ
き
も
の
で
あ
る
」
が
、

の
比
率
は
、
生
産
部
面
が
異
な
れ
ば
:
・
:
甚
だ
し
く
相
異
な
る
」
。
こ
の
こ
と
は
新
生
生
産
部
門
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
新
生
生
産
部

「
社
会
的
資
本
の
有
機
的
構
成
の
累
進
的
高
位

「
F
』

門
に
於
て
も
生
産
部
門
が
異
な
れ
ば
技
術
水
準
が
異
な
る
。
社
会
的
分
業
の
深
化
と
共
に
標
準
的
生
産
規
模
も
異
り
、
中
小
資
本
に
よ
っ

て
経
営
可
能
な
生
産
部
門
が
形
成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
分
業
の
深
化
の
結
果
、
相
対
的
に
小
生
産
規
模
で
、
有
機
的
構
成
の
低

位
な
生
産
部
門
が
生
じ
る
。
か
く
し
て
新
生
生
産
部
門
に
お
け
る
中
小
企
業
の
「
新
生
条
件
」
が
形
成
さ
れ
る
。

「
社
会
的
分
業
の
発
展
と
い
う
条
件
か
ら
中
小
企
業
の
特
殊
な
残
存
理
由
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
そ

の
主
体
的
意
図
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
独
占
資
本
の
中
小
企
業
収
奪
を
正
当
化
す
る
客
観
的
効
呆
し
か
も
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
と

勿
論
、
こ
の
立
論
は
、

い
う
批
判
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
。
な
、
せ
な
ら
、
社
会
的
分
業
の
深
化
の
結
果
と
し
て
、
中
小
資
本
で
経
堂
可
能
な
生
産
部
門
が
形
成

さ
れ
る
と
主
張
し
て
も
、

そ
の
新
生
生
産
部
門
に
お
け
る
大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の
駆
逐
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
よ
り
あ
き
ら
か
に
、
新
生
生
産
部
門
に
お
い
て
も
、
技
術
水
準
、
生
産
力
水
準
の
低
位
な
部
門
が
形
成
さ
れ
、

そ
の
部
門
に
お
い

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

ハ五



中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

六
六

て
も
、
競
争
と
矛
暦
、
高
創
業
率
と
高
麗
業
率
が
存
在
し
、
不
安
定
で
あ
り
な
が
ら
も
、
統
計
上
は
中
小
企
業
が
広
汎
に
形
成
さ
れ
、

旦

存
在
す
る
が
、
技
術
の
発
展
に
伴
い
、
資
本
集
中
が
進
行
し
、

「
大
規
模
生
産
部
門
」
へ
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
小
企
業
を
も
含
め
た
新
生
企
業
の
創
出
に
際
し
て
は
、
既
に
考
察
し
た
相
対
的
過
剰
人
口
、

お
よ
び
「
過
剰
資
本
」
が

重
要
な
役
割
を
演
ず
る
。

た
と
え
ば
、

マ
ル
グ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
蓄
積
の
進
行
に
つ
れ
て
氾
濫
し
て
追
加
資
本
に
転
化
さ
れ
う
る
社
会
的
富
の
大
量
が
、
市
場
を
突
然
に
拡
大
し
た
旧
来
の
生
産
部
門

に
、
ま
た
は
、
旧
来
の
生
産
部
門
の
発
展
に
よ
っ
て
必
要
に
な
っ
た
鉄
道
な
ど
と
い
う
よ
う
な
新
た
に
開
発
さ
れ
た
部
門
に
、
狂
気
の
よ

う
に
殺
到
す
る
。
す
べ
て
か
か
る
場
合
に
は
、
大
量
の
人
聞
が
突
然
に
、
し
か
も
他
の
諸
部
門
に
お
け
る
生
産
規
模
を
破
壊
す
る
こ
と
な

し
に
、
決
定
的
な
点
に
投
げ
与
え
ら
れ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
過
剰
人
口
が
そ
れ
を
提
供
す
る
」

要
約
す
る
に
、
中
小
企
業
の
い
わ
ゆ
る
「
存
立
条
件
」
は
、

「
存
続
条
件
」
と
「
新
生
条
件
」
と
に
分
離
し
う
る
。

「
存
涜
条
件
」
ば

既
存
生
産
部
門
に
お
い
て
考
察
し
て
き
た
。

「
新
生
条
件
」
は
既
存
生
産
部
門
に
お
け
る
そ
れ
と
、
新
生
生
産
部
門
に
お
け
る
そ
れ
と
に

分
離
し
え
た
。
前
者
の
ば
あ
い
は
す
で
に
み
た
「
存
続
条
件
」
の
存
在
す
る
生
産
部
門
の
生
産
物
に
対
す
る
「
社
会
的
欲
望
L

の
拡
大
で

あ
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
中
小
企
業
款
の
増
加
が
生
ず
る
。
後
者
の
ば
あ
い
は
、
新
生
生
産
』
副
門
の
形
成
に
伴
う
、
先
の
「
存
続
粂
件
」
を

満
す
新
生
生
産
部
門
の
形
成
で
あ
り
、
こ
れ
が
中
小
企
業
数
の
増
加
を
伴
っ
た
。

「
存
続
条
件
」
は
当
該
部
門
の
技
術
、
生
産
力
水
準
の
低
位
と
そ
の
発
展
速
度
の
遅
い
こ
と
を
基
本
的
要
因
と
す
る
。
そ
の
さ
い
、
既

存
生
産
部
門
の
、
主
と
し
て
「
大
規
模
生
産
部
門
」
か
ら
析
出
さ
れ
る
相
対
的
過
剰
人
口
と
「
過
剰
資
本
」
の
存
在
が
外
的
・
副
次
的
条

件
と
な
る
。

ま
た
、
新
生
生
産
部
門
に
伴
う
中
小
企
業
の
「
新
生
条
件
」
の
形
成
は
、
既
存
生
産
部
門
に
お
け
る
生
産
力
の
発
達
を
前
提

と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
既
存
生
産
部
門
に
お
け
る
大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の
駆
逐
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
資
本
集
中
過
程
で



生
ず
る
相
対
的
過
剰
人
口
と
一
過
剰
資
本
」
が
企
業
「
新
生
し
の
外
的
・
副
次
的
条
件
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
、

中
小
企
業
の
広
汎
な
存
在
と
そ
の
款
の
増
加
は
、
各
部
門
聞
の
生
産
力
発
達
速
度
の
不

均
等
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

あ
る
部
門
に
お
け
る
技
術
水
準
の
低
位
と
技
術
発
展
の
停
滞
が
当
該
部
門
に
お

け
る
広
汎
な
中
小
企
業
「
存
続
」
の
基
本
的
要
因
、

「
存
続
条
件
」
と
な
り
、
他
の
部
門
に
お
け
る
技
術
水
準
の
高
位
、
急
速
な
技
術
発

展
と
そ
の
高
位
化
(
生
産
規
模
拡
大
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
i
生
産
力
の
発
達
)
は
当
該
部
門
に
お
け
る
大
資
本
に
よ
る
小
資

本
の
駆
逐
と
共
に
進
行
し
、
そ
の
結
果
相
対
的
過
剰
人
口
と
「
過
剰
資
本
」
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
技
術
の
停
滞
し
て
い
る
「
小

規
模
生
産
」
部
門
の
技
術
発
展
を
さ
ら
に
抑
制
し
、
後
者
の
部
門
に
お
け
る
中
小
資
本
「
存
続
」
の
外
的
・
副
次
的
要
因
と
し
て
こ
れ
ら

を
作
用
さ
せ
る
と
と
も
に
、

「
支
払
能
力
あ
る
社
会
的
欲
望
」
の
範
囲
内
で
社
会
的
分
業
を
深
化
さ
せ
る
重
要
要
因
と
な
り
、
新
生
生
産

部
門
で
の
中
小
企
業
新
生
の
基
本
的
要
因
、

「
新
生
条
件
」
を
形
成
し
た
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
既
存
生
産
部
門
で
の
生
産
方
の
停
滞
が

中
小
企
業
を
「
存
続
」
さ
せ
、
そ
の
「
存
続
条
件
」
と
な
り
、
他
方
で
、
既
存
生
産
部
門
で
の
生
産
力
の
発
達
は
社
会
的
分
業
を
、
深
化
さ

せ
、
中
小
企
業
の
生
成
基
盤
を
形
成
し
、

そ
こ
に
包
摂
き
れ
る
べ
き
労
働
力
の
一
部
を
相
対
的
過
剰
人
口
と
し
て
、
ま
た
資
本
の
一
部
を

「
過
剰
資
本
」
と
し
て
形
成
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
産
業
資
本
主
義
の
下
で
、
大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の
駆
逐
の
故
に
中
小
企
業
は
減

少
す
る
が
、
ま
た
駆
遂
の
故
に
中
小
企
業
は
増
加
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
企
業
規
模
を
し
て
中
小
規
模
た
ら
し
め
そ
の
存
在
を
可
能
と

し
て
い
る
内
的
・
基
本
的
要
因
、

「
存
続
条
件
」
は
、
既
存
生
産
部
門
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
と
、
新
生
生
産
部
門
に
お
い
て
で
あ
ろ
う

と
、
技
術
水
準
の
低
位
、
生
産
力
水
準
の
低
位
に
あ
る
こ
と
に
は
変
り
な
い
。

産
業
資
本
ギ
義
の
下
で
大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の
駆
遂
と
い
う
事
実
と
並
行
し
て
存
在
す
る
、
中
小
企
業
の
存
続
と
増
加
は
以
上
の
如

く
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

ノ¥

七



中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

六
八

な
お
、

『
常
国
主
義
論
』
に
お
い
て
、
独
占
資
本
と
中
小
企
業
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
レ

i
ニ
ン
は
「
わ
れ
わ
れ
の
自
の
前
で
お
こ
な

小
企
業
と
大
企
業
と
の
、
技
術
的
に
お
く
れ
た
企
業
と
技
術
的
に
す
す
ん
だ
企
莱
と
の
、
競
争
戦
で
は
な

わ
れ
て
い
る
の
は
、
も
は
や

ぃ
。
わ
れ
わ
れ
孔
討
の
前
に
あ
る
も
の
は
、
独
占
に
、

そ
の
圧
迫
に
、

そ
の
専
横
に
服
従
し
な
い
も
の
の
独
占
者
に
よ
る
絞
殺
で
あ
る
L

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
独
占
資
本
主
義
に
お
け
る
駆
逐
は
、
産
業
資
本
主
義
に
お
け
る
ご
と
く
、
技
術
に
依
拠
し
て
の
駆
逐
で
は

な
く
、
独
占
資
本
の
詰
関
係
と
力
を
背
景
と
し
た
駆
逐
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
一
文
は
、
独
占
資

本
主
義
に
お
け
る
駆
逐
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
独
占
資
本
主
義
に
お
け
る
中
小
企
業
の
存
続
と
新
生
に
つ
い
て
述
べ
た
も

の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
文
章
か
ら
逆
に
独
占
資
本
主
義
に
お
け
る
中
小
企
業
の
存
続
と
新
生
を
推
論
す
る
こ
と
で
は
、
極
く

部
分
的
に
し
か
中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
を
解
明
し
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
独
占
資
本
主
義
に
お
い
て
ほ
、
統
計
上
は
独
立
企
業
に
算
入
さ
れ
て
い
て
も
、
実
際
に
ゆ
「
数
百
万
の
中
小
『
経
営
主
』

と
さ
ら
に
は
一
部
の
大
『
経
営
主
』

ま
で
も
が
、

実
際
に
は
、

数
百
の
百
万
長
者
H
金
融
業
者
に
完
全
に
隷
属
し
て
い
る
」

と
い
う
こ

と
、
ま
た
、

「
大
企
業
、

と
く
に
大
銀
行
は
、
小
企
業
を
直
接
に
吸
収
す
る
だ
け
で
な
く
、
小
企
業
の
資
本
へ
の
司
参
与
』
に
よ
っ
て
、

地
内
式
の
買
占
め
あ
る
い
は
交
換
に
よ
っ
て
、
債
務
関
係
の
体
系
、

そ
の
他
等
々
に
よ
っ
て
、
小
企
業
を

『
併
呑
し
』
、

そ
れ
ら
を
従
属
さ

せ
、
『
自
分
の
グ
ル
ー
プ
』
に
、
自
分
の
『
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

に
包
含
す
る
L

と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
統
計
上
は
独
立
企
業
に
数
え

ら
れ
て
い
て
も
、
事
実
上
は
、
駆
逐
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
金
融
資
本
の
一
分
枝
化
し
て
い
る
企
業
が
広
汎
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
独
占
資
本
主
義
に
お
い
て
は
、
大
資
本
に
よ
る
小
資
本
の
駆
逐
が
、
産
業
資
本
主
義
の
如
く
は
琉
計
上
に
現
象
し
な
い
と
い

う
こ
と
ほ
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
独
占
資
本
主
義
に
お
け
る
中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
L

の
究
明
は
今
後
の
課
題
と

し
て
残
さ
れ
る
。



(
伺
)
忠
弘
二
回
門
戸
白

"ω
・
九
日
∞
子
長
谷
部
訳
、
第
一
部
、
七
三
八
ペ
ー
ジ
。

(
関
)
尚
、
有
沢
氏
は
、
昭
和
九
年
度
に
お
け
る
小
工
場
生
産
が
支
配
的
な
事
業
種
類
は
八
六
種
で
あ
る
と
し
、
そ
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て

お
ら
れ
る
。
「
当
該
主
要
事
業
の
総
生
産
額
が
比
較
的
に
少
な
い
」
、
「
製
品
は
主
と
し
て
安
物
の
大
量
需
要
品
で
あ
り
、
晴
好
や
流
行
に
よ
っ
て
盛

衰
の
激
し
い
下
級
品
」
、
「
製
品
の
種
類
」
、
「
市
場
地
域
」
、
「
生
産
単
位
」
な
ど
の
点
で
零
細
で
、
製
品
の
均
一
性
、
精
密
度
を
必
要
と
し
な
い
も

の
、
と
(
有
沢
広
己
、
前
掲
、
日
一
ペ
ー
ジ
)
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
因
は
、
当
該
生
産
部
門
で
の
生
産
力
の
発
達
を
抑
制
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
叩
)
凡
忠
弘
ニ
∞
a・
8
・
ω
-
H
3・
長
谷
部
訳
、
第
一
二
部
、
二
四
八
!
九
ペ
ー
ジ
。

(
九
〉
を
円
四
・

-
m仏
-
M
T
ω
-
M
N
N
・
長
谷
部
訳
、
同
、
一
一
一
一
一
一
l
l
三
ペ
ー
ジ
。

〈

η)
安
弘
・
・
∞
a・
M
m
-
ω
-
H
E
-

長
谷
部
訳
、
向
、
二
二
三
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
牛
尾
真
造
『
中
小
企
業
論
』
、
七
一
ペ
ー
ジ
、
一
九
五
一
年
、
一
一
一
笠
害
房
一
。

(
日
)
ま
弘
・
・
問
。
-Mω
・
ω
-
g
f

長
谷
部
訳
、
第
一
部
、
九
八
一
ペ
ー
ジ
。

(
一
九
七
七
、
六
、
三

O
)

中
小
企
業
の
「
存
立
条
件
」
に
つ
い
て

九




