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「
資
金
」

に
つ
い
て

|
|
宇
野
弘
蔵
氏
の
所
説
に
よ
せ
て
|
|

林

威

雄

「
資
金
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
常
、
産
業
界
、
金
融
業
界
な
ど
に
お
い
て
よ
く
つ
か
わ
れ
、

い
わ
ゆ
る
近
代
経
済
学
に
お
い
て
も
、
ま

た
会
計
学
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

マ
ル
ク
ス
に
上
っ
て
は
、
「
資
金
」
と
い
う
言
葉
は
、

そ
の
経
済
学
の
体
系
に
お

い
て
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

宇
野
弘
蔵
氏
は
、
「
『
資
本
論
』

か
ら
学
ん
だ
も
の
を
私
自
身
の
考
え
と
し
て
述
べ
た
も
の
」
(
宇
野
弘
蔵

『
経
済
原
論
』
、
上
巻
、
序
四
ペ
ー
ジ
、
岩
波
書
底
、
昭
和
二
五
年
一
二
月
、
宇
野
弘
蔵
『
経
済
原
論
』
序
説
ベ

i
ジ
、
岩
波
全
書
、
一
九
六
四
年
五
月
、

な
お
、
ま
え
の
『
経
済
原
論
』
は
旧
『
原
論
』
、
あ
と
の
『
経
済
原
論
』
は
新
『
原
論
』
と
す
る
)
が
旧
版
の
円
経
済
原
論
』
、
新
版
の
『
経
済
原
論
』

で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
資
金
」

と
い
う
言
葉
を
い
わ
ゆ
る
マ
ル
グ
ス
経
済
学
に
お
い
て
も
ち
い
、

し
か
も
か
な
り
重
要

「
資
金
」
に
つ
い
て



「
資
金
」
に
つ
い
て

な
概
念
と
し
て
も
ち
い
て
い
る
の
は
、
宇
野
氏
が
は
じ
め
て
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

宇
野
氏
の
『
経
済
原
論
』
に
お
け
る
「
貨
幣
論
」
に
お
い
て
は
、

価
値
尺
度
、

流
通
手
段
に
つ
い
て
の
独
自
な
見
解
と
と
も
に
、
「
資

金
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
資
金
」
、

と
く
に
「
遊
休
資
金
」
は
、

宇
野
氏
の
「
利
子
論
」
、
「
信
用
論
」
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
宇
野
学
派
の
人
の
な
か
に
は
、
た
と
え
ば
、
武
井
邦
夫
氏
は
、
「
『
資
本
論
』
第
三
巻

第
五
篇
に
お
け
る
利
子
論
の
研
究
は
、
宇
野
教
授
に
よ
る
〈
資
金
〉
と
い
う
新
形
態
規
定
の
確
立
に
よ
っ
て
飛
躍
的
前
進
を
と
げ
た
」

(
武
井
邦
夫
「
貸
付
手
段
論
」
、
鈴
木
鴻
一
郎
編
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
研
究
』
、
上
、

一
O
七
ペ
ー
ジ
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
六
八
年
九
月
)

と
さ

え
の
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
宇
野
氏
が
ど
う
い
う
概
念
と
し
て
「
資
金
」
と
い
う
言
葉
を
も
ち
い
て
い
る
か
を
紹
介
し
、
そ
し
て
検

討
す
る
こ
と
に
す
る
。

宇
野
氏
は
、
旧
版
『
経
済
原
論
』
の
上
巻
に
お
い
て
も
、
「
資
金
」
、
「
減
価
償
却
に
よ
る
資
金
」
、
「
遊
休
資
金
」
、

「
生
活
資
金
」
、

ー寸

消

費
資
金
」
、
「
蓄
積
資
金
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
も
ち
い
て
い
る
が
、

下
巻
の
第
三
篇
「
分
配
論
L

第
三
章
「
利
子
」
の
と
こ
ろ
に
、

一寸

資

金
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
註
が
あ
る
の
で
、

こ
の
宇
野
氏
が
註
記
さ
れ
て
い
る
文
章
の
考
察
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
す
る
。

そ
オ1

l土

つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

「
資
金
と
い
う
言
葉
は
一
般
に
屡
々
使
用
せ
ら
れ
る
が
、
決
し
て
明
確
な
規
定
を
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
本
書
で
も
殆
ん
ど
何
等
の

規
定
を
も
与
え
な
い
で
使
用
し
て
来
た
の
で
あ
る
が

(
上
巻
六
九
頁
、

一
七
一
頁
、
二

O
五
頁
以
下
)
、

そ
し
て
ま
た
私
自
身
も
決
し
て
明
確



に
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
大
体
に
お
い
て
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
と
異
っ
て
、
直
接
の
流
通
過
程
か
ら
分
離
、
独
立
さ
れ
た
貨

幣
が
、
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得
る
も
の
と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
、

マ
ル
ク
ス
の
所
謂
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
を
指
す
も
の

と
理
解
し
て
い
る
。
尤
も
本
来
の
蓄
蔵
貨
幣
で
は
寧
ろ
流
通
か
ら
引
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
基
本
的
性
質
を
な
す
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
を
資
金
と
い
っ
て
よ
い
か
否
か
に
は
な
お
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
そ
れ
は
資
金
と
し
て
役
立
つ
も
の
に
は
相
違
な
い
が
、
な
お

資
金
と
し
て
の
性
格
が
明
確
で
な
い
と
い
っ
た
方
が
よ
い
様
に
考
え
ら
れ
る
の
で
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
を
直
ち
に
資
金
と
は
し
な
か
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
が
、
何
人
に
よ
っ
て
も
生
産
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
消

費
も
さ
れ
な
い
で
流
通
界
を
流
通
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
に
反
し
て
、
資
金
と
し
て
の
貨
幣
は
一
方
で
生
産
さ
れ
る
と
共
に
他
方
で
消
費
さ

れ
る
と
い
っ
た
関
係
に
あ
る
。
尤
も
生
産
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
必
ず
し
も
金
と
し
て
生
産
さ
れ
る
の
で
な
く
、
流
通
か
ら
引
上
げ
ら
れ
る

に
過
ぎ
な
い
形
を
と
り
、
消
費
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
て
商
品
の
購
入
に
充
て
ら
れ
、
或
い
は
支
払
に
充
て
ら
れ
る
と

い
う
形
を
と
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
流
通
手
段
の
量
を
調
節
す
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
点
か
ら
流
通

手
段
と
し
て
の
貨
幣
と
異
っ
て
そ
れ
自
身
需
要
、
供
給
の
対
象
と
も
な
り
、
後
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
商
品
化
さ
れ
て
売
買
の
対
象

ι

も
な
る
|
|
資
金
な
る
も
の
を
私
は
大
体
そ
う
い
う
風
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な
お
こ
れ
ら
の
点
は
種
々
な
る
面
か
ら
の
攻
究

を
要
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
」
(
旧
『
原
論
』
、
下
巻
、
二
三
一
二
ペ
ー
ジ
、
岩
波
書
底
、
昭
和
二
七
年
三
月
)
。

「
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
と
異
っ
て
、
直
接
の
流
通
過
程
か
ら
分
離
、
独
立
さ
れ
た
貨
幣
が
、
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得
る
も
の

と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
し
の
が
、
「
マ
ル
ク
ス
の
所
謂
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」

で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

宇
野
氏

は
、
「
資
金
」
と
は
、
第
一
に
「
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
と
異
っ
」
た
貨
幣
で
あ
り
、

第
二
に
寸
直
接
の
流
通
過
程
か
ら
分
離
、

独
立

「
資
金
」
に
つ
い
て



「
資
金
」
に
つ
い
て

四

さ
れ
た
貨
幣
」
で
あ
り
、
そ
し
て
第
三
に
「
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得
る
も
の
と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
」
貨
幣
で
あ
る
と
規
定
し

て
い
る
。
第
一
の
「
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
と
異
っ
」
た
貨
幣
と
い
う
の
は
、
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
と
区
別
さ
れ
た
貨
幣
と
い
う

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
価
値
尺
度
と
流
通
手
段
と
の
統
一
と
し
て
の
貨
幣
、
す
な
わ
ち
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
第
二
の
「
直
接
の
流
通
過
程
か
ら
分
離
、
独
立
さ
れ
た
貨
幣
」
と
い
う
場
合
の
「
直
接
の
流
通
過
程
」
と
は
、

w
l
G

l
w
と
い
う
商
品
流
通
の
過
程
、
す
な
わ
ち
商
品
流
通
の
直
接
的
形
態
と
か
一
般
的
形
態
と
か
い
わ
れ
る
流
通
過
程
を
意
味
し
て
い
る
も

の
と
息
わ
れ
る
が
、
こ
の
「
直
接
の
流
通
過
程
」
か
ら
分
離
さ
れ
、
独
立
さ
れ
た
貨
幣
と
い
う
の
は
、

w
l
G
で
流
通
が
中
断
さ
れ
、
流

通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
、
「
直
接
の
流
通
過
程
」
か
ら
分
離
さ
れ
た
、

独
立
さ
れ
た
貨
幣
、

す
な
わ
ち
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
蓄
蔵
貨
幣
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
一
つ
の
形
態
で
は
あ
る
が
、
「
直
接
の
流
通
過
程
か
ら
分
離
、
独
立
さ
れ
た
貨
幣
」
が
貨

幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
は
い
え
な
い
。
第
三
の
「
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得
る
も
の
と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
」

貨
幣
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
旧
版
『
経
済
原
論
』
の
上
巻
に
お
い
て
「
資
金
」
と
い
う
言
葉
を
も
ち
い
る
場
合
に
し
ば
し
ば
使
用
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
そ
こ
で
貨
幣
は
、

こ
の
流
通
過
程
に
対
し
て
、

つ
ね
に
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得
る
資
金
と
し
て
貨
幣
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
(
旧
『
原
論
』
、
上
巻
、
四
三
ペ
ー
ジ
)
、

「
流
通
手
段
と
し
て
過
剰
と
な
っ
た
貨
幣
は
、

も
は
や
単
な
る
商
品
と

な
る
わ
け
で
は
な
い
。
依
然
と
し
て
商
品
自
身
に
対
立
し
た
地
位
に
あ
り
、
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得
る
資
金
と
し
て
の
機
能
を
展
開

す
る
」
(
旧
『
原
論
』
、
上
巻
、
六
四
|
五
ペ
ー
ジ
〉
、
「
一
般
に
商
品
流
通
の
た
め
に
必
要
な
貨
幣
は
、
単
な
る
流
通
手
段
を
も
っ
て
十
分
と
す

る
も
の
で
は
な
い
。
必
ず
資
金
と
し
て
何
時
で
も
流
通
手
段
と
し
て
出
動
し
得
る
蓄
蔵
貨
幣
、
ま
た
こ
れ
に
代
り
得
る
支
払
手
段
と
し
て

の
貨
幣
、
更
ら
に
ま
た
世
界
貨
幣
の
如
き
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
旧
『
原
論
』
、
上
巻
、
二
五
八
ペ
ー
ジ
〉
と

い
う
よ
う
に
。
ま
た
と
く
に
「
遊
休
資
金
」
と
関
連
す
る
箇
所
に
お
い
て
は
、
「
自
由
に
処
分
し
得
る
資
金
」
(
旧
『
原
論
』
、
上
巻
、
一
六
四
ベ



ー
ジ
〉
と
か
、
「
自
由
に
利
用
し
得
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
遊
休
資
金
」
ハ
旧
『
原
論
』
、
上
巻
、

一
七
一
ペ
ー
ジ
〉
と
か
、

「
如
何
様
に
も
使
用
し
得

る
貨
幣
と
し
て
資
金
を
な
す
」
(
旧
『
原
論
』
、
上
巻
、
二

O
二
ペ
ー
ジ
〉
と
か
と
い
う
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得

る
も
の
と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
」
貨
幣
と
い
う
場
合
の
「
購
入
」
と
い
う
言
葉
は
購
買
を
意
味
す
る
か
ら
、

「
何
時
で
も
商
品
を
購

入
し
得
る
も
の
と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
」
貨
幣
と
は
、
「
何
時
で
も
商
品
を
購
買
し
う
る
も
の
と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
」
貨
幣
、

つ
宇
品
川
ノ
、

い
つ
で
も
購
買
手
段
と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
貨
幣
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
貨
幣
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ

る
貨
幣
で
あ
る
。
し
か
し
、
蓄
蔵
貨
幣
は
、
た
ん
に
い
つ
で
も
購
買
手
段
と
し
て
機
能
し
う
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
第
三
の
規
定
か
ら
も

そ
れ
は
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
。
そ
し
て
蓄
蔵
貨
幣
は
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
「
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得
る
も
の
と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
」
貨
幣
が
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
よ

う
に
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
第
一
の
規
定
か
ら
は
、
「
資
金
」
と
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
を
さ
す
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
が
、
第
二
、

第
三
の
規

定
か
ら
は
、
「
資
金
」
と
は
蓄
蔵
貨
幣
を
さ
す
と
い
う
こ
と
が
で
て
き
て
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
を
さ
す
と
い
う
こ
と
は
で
て
こ
な
い
。

し
か
し
、
宇
野
氏
は
、
「
資
金
」
と
い
う
言
葉
を
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
を
さ
す
も
の
と
し
て
も
ち
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

わ
れ
わ
れ

に
と
フ
て
、
必
要
な
こ
と
は
、
宇
野
氏
が
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、

ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
と

と
で
あ
る
。

宇
野
氏
は
、
「
資
金
」
と
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
を
さ
す
も
の
と
し
て
「
大
体
に
お
い
て
」

と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

貨
幣
と
し

て
の
貨
幣
の
機
能
の
な
か
に
は
蓄
蔵
貨
幣
と
い
う
機
能
が
あ
り
、
蓄
蔵
貨
幣
の
機
能
の
う
ち
に
は
致
富
欲
を
み
た
す
た
め
の
独
立
的
な
致

富
形
態
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
の
機
能
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、

宇
野
氏
は
、
「
本
来
の
蓄
蔵
貨
幣
で
は
寧
ろ
流
通
か
ら
引
上
げ
ら
れ
る
と
い

「
資
金
」
に
つ
い
て

五



「
資
金
」
に
つ
い
て

」ー

ノ、

う
こ
と
が
そ
の
基
本
的
性
質
を
な
す
」
と
の
べ
、
こ
れ
を
「
資
金
L
と
と
ら
え
て
よ
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑
問
を
も
ち
、
こ
こ
で
は
「
貨

幣
と
し
て
の
貨
幣
を
置
ち
に
資
金
と
は
し
な
か
っ
た
」
と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
と
で
引
用
し
て
紹
介
す
る
よ
う
に
、
旧
版
『
経
済

原
論
』
以
後
に
宇
野
氏
が
か
か
れ
た
論
文
、
著
書
、

編
書
を
み
る
と
、

」
の
こ
と
が
消
え
さ
っ
て
、
「
資
金
」
と
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣

に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
武
井
氏
も
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
H
資
金
」
(
前
掲
、
武
井
論
文
、

一
一
四
ペ
ー
ジ
)

と
と

ら
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
前
記
の
引
用
文
の
後
段
心
お
い
て
も
、
宇
野
氏
の
い
わ
れ
る
「
資
金
」
を
理
解
す
る
た
め
の
四
つ
の
手
が
か
り
が
あ
る
。

第
一
は
、
「
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
が
、
何
人
に
よ
っ
て
も
生
産
さ
れ
ず
、

し
た
が
っ
て
ま
た
消
費
も
さ
れ
な
い
で
」

な
ど
と
い
う

よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
か
と
う
か
疑
問
で
あ
る
が
、

流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
、

流
通
界
に
と
ど
ま
り
流
通
す
る
の
に
反
し
て
、
「
資

金
と
し
て
の
貨
幣
は
一
方
で
生
産
さ
れ
る

l
l尤
も
生
産
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
必
ず
し
も
金
と
し
て
生
産
さ
れ
る
の
で
な
く
、
流
通
か
ら

引
上
げ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
形
を
と
り

l
!と
共
に
他
方
で
消
費
さ
れ
る

l
i消
費
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
て
商
品
の

購
入
に
充
て
ら
れ
、

或
い
は
支
払
に
充
て
ら
れ
る
と
い
う
形
を
と
る
ー
ー
と
い
っ
た
関
係
に
あ
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
資
金
」
は
、
貨
幣
が
「
流
通
か
ら
引
上
げ
ら
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
新
産
金
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、

「
資
金
」
は
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
資
金
」
は
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
形
成
の
契
機
と
な
る
も
の

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、

貨
幣
が
流
通
か
ら
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
形
成
さ
れ
る
、
「
資
金
」

の
形
成
の
契
機
を
宇
野
氏
は
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
を
み
る
こ
と
は
、
宇
野
氏
の
「
資
金
」
を
把
握
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
。
第
二
は
、
「
資
金
」

は
、
「
流
通
手
段
の
量
を
調
節
す
る
機
能
を
果
た
す
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
資
金
」
と
流
通
手
段
(
狭
義
)
の
流
通
貨
幣
量

の
増
減
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
「
資
金
」
と
流
通
貨
幣
量
と
の
関
係
を
み
る
こ
と
も
、
宇
野
氏
の
「
資
金
」
を
と
ら
え
る
た
め
の
一
つ



の
手
が
か
り
と
な
る
。
第
一
一
一
は
、
「
資
金
」
は
、
「
需
要
、
供
給
の
対
象
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
四
は
、
「
資
金
」
は
、
「
商
品

化
さ
れ
て
売
買
の
対
象
し
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
第
三
と
第
四
の
こ
と
は
、
宇
野
氏
の
「
資
金
」
を
理
解
す
る
た
め
の
手
が

か
り
と
な
る
ば
か
り
で
な
〈
、
宇
野
氏
の
「
利
子
論
」
、
「
信
用
論
」
を
把
握
す
る
た
め
の
手
が
か
り
に
も
な
る
。

前
記
の
引
用
文
か
ら
以
上
の
上
う
に
宇
野
氏
の
い
わ
れ
る
「
資
金
」
を
と
ら
え
る
た
め
の
手
が
か
り
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
宇
野
氏
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
を
考
察
し
、
ぞ
れ
が
宇
野
氏
の
い

わ
れ
る
「
資
金
」
に
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
宇
野
氏
は
「
資
金
」
の
形
成
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
、
そ

し
て
ま
た
宇
野
氏
は
「
資
金
」
と
流
通
貨
幣
量
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ

と
に
す
る
。

そ
の
ま
え
に
、
旧
版
『
経
済
原
論
』
を
か
か
れ
た
以
後
、
発
表
さ
れ
た
論
文
、
著
書
、
編
書
に
お
い
て
、
宇
野
氏
は
、
「
資
金
」
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
か
を
参
考
の
た
め
引
用
し
、
あ
わ
せ
て
か
ん
た
ん
な
考
察
を
く
わ
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

。
「
資
金
論
」
〈
『
経
済
学
論
集
』
第
二
一
二
巻
第
一
号
、

月
、
所
収
〉

一
九
五
四
年
一
一
月
、
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
原
理
論
の
研
究
』
、
岩
波
書
底
、

一
九
五
九
年
六

「
資
金
と
い
う
言
葉
は
日
常
わ
れ
わ
れ
が
始
終
使
用
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
概
念
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
外
国
語
に
も
そ

れ
に
あ
た
る
一
言
葉
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
な
か
な
か
便
利
な
言
葉
で
、
そ
の
概
念
を
明
確
に
す
れ
ば
、
学
問
的
に
も
使
用
で

き
、
し
か
も
か
な
り
重
要
な
問
題
を
解
く
の
に
も
役
立
て
う
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
今
ま
で
に
も
資
金
に
つ
い
て
二

-
一
二
の
小
論
を
書
い
て
み
た
が
、

ま
だ
そ
の
一
言
葉
の
意
味
を
明
確
に
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
司
経
済
原
論
』

上
巻
を
書

「
資
金
」
に
つ
い
て

七



「
資
金
」
に
つ
い
て

/¥ 

い
た
と
き
に
も
〈
貨
幣
〉
と
し
て
の
貨
幣
は
〈
資
金
と
し
て
の
貨
幣
〉
と
規
定
し
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
っ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
の
内
に
含
ま
れ
る
〈
蓄
蔵
貨
幣
〉
に
は
、

〈
資
金
〉
と
し
て
し
ま
え
な
い
も
の
が

!
lな
ん
ら
か
の
手
段
と
し
て
と
い
う
よ

り
も
そ
れ
自
身
富
と
し
て
蓄
蔵
せ
ら
れ
る
と
い
う
規
定
が
|
|
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
、
支
払
手
段
と
し
て

の
貨
幣
に
は
こ
れ
を
資
金
と
し
て
規
定
し
な
が
ら
も
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
を
す
べ
て
そ
う
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
下
巻

に
お
い
て
貸
付
資
本
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
は
ど
う
し
て
も
〈
資
金
〉
な
る
言
葉
を
本
格
的
に
使
用
し
た
方
が
よ
い
と
考
え
る
に
い
た

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
〈
資
金
〉
な
る
一
言
葉
に
改
め
て
私
自
身
の
規
定
を
与
え
、
こ
れ
を
『
資
本
論
』
の
利
子
論
の
規
定
に
応
用
し

て
み
た
い
と
思
う
。

貨
幣
は
、

W

1

G

W
の
過
程
が
W
l
G
で
中
断
さ
れ
て
流
通
過
程
か
ら
引
上
げ
ら
れ
る
と
、

い
つ
で
も
ま
た
商
品
を
購
買
し
得
る
も

の
と
し
て
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
と
な
る
。
こ
の
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
、
か
く
の
如
く
に
流
通
過
程
か
ら
引
上
げ

ら
れ
、
再
び
ま
た
そ
れ
に
帰
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
に
は
そ
の
量
を
調
節
し
え
な
い
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
量
を
流
通
の
必

要
に
応
じ
て
調
節
す
る
。
蓄
蔵
貨
幣
は
、
少
く
と
も
そ
の
本
来
の
形
を
と
る
も
の
と
し
て
は
、
再
び
流
通
過
程
に
帰
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
さ
え
結
局
は
な
ん
ち
か
の
理
由
に
よ
っ
て
流
通
過
程
に
入
り
、
貨
幣
量
調
節
の
機
能
を
な
す

も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
が
か
く
の
如
き
流
通
過
程
へ
の
復
帰
の
方
向
を
と
っ
て
い
る
場
合
、
貨
幣
は
資
金
と
な
る
と

い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」
二
八
三
l
四
ペ
ー
ジ
〉
。

ま
え
に
み
た
よ
う
に
、

旧
版
『
経
済
原
論
』
下
巻
に
お
い
て
は
、

貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
な
か
に
は
、
蓄
蔵
貨
幣
が
ふ
く
ま
れ
て
お

「
本
来
の
蓄
蔵
貨
幣
」
は
流
通
の
外
部
に
貨
幣
を
ひ
き
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
「
基
本
的
性
質
」
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、

蓄
蔵
貨
幣
を
「
資
金
」
と
す
る
こ
と
に
鴎
踏
さ
れ
て
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
「
資
金
」
で
あ
る
と
規
定
し
な
が
ら
、
貨
幣
と
し
て

、

同
川
ノ



の
貨
幣
を
す
べ
て
「
資
金
」
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
論
文
に
お
い
て
は
、

「
本
来
の
蓄
蔵
貨
幣
」
で
さ
え
、
「
結
局
は
な
ん
ら

か
の
理
由
に
よ
っ
て
流
通
過
程
」
に
は
い
る
と
と
ら
え
て
、
「
流
通
過
程
へ
の
復
帰
の
方
向
を
と
っ
て
い
る
場
合
」

の
貨
幣
と
し
て
の
貨

幣
が
「
資
金
」
と
な
る
と
規
定
し
て
い
る
。

な
お
、
「
w
i
G
i
w
の
過
程
が

W
l
G
で
中
断
さ
れ
て
、
流
通
過
程
か
ら
引
上
げ
ら
れ
る
と
」
、
貨
幣
は
寸
マ
ル
グ
ス
の
い
わ
ゆ
る
貨

幣
と
し
て
の
貨
幣
と
な
る
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
正
し
く
な
い
。

W
1
G
I
W
に
お
い
て
、

wー

G
か
ら

G
|
W
へ
の
移
行

が
中
断
さ
れ
、
流
通
が
中
断
さ
れ
る
と
、
貨
幣
は
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
蓄
蔵
貨
幣
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
貨
幣
と
し
て

の
貨
幣
が
「
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
量
を
流
通
の
必
要
に
応
じ
て
調
節
す
る
L

と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
も
正
し
〈
な
い
。
流

通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
機
能
を
は
た
す
貨
幣
は
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
宇
野
氏
の
「
貨
幣
と
し

て
の
貨
幣
」
の
と
ら
え
方
を
考
察
す
る
さ
い
に
、
く
わ
し
く
の
べ
る
こ
と
に
す
る
。

。
経
済
学
演
習
講
座
『
経
済
原
論
』
(
青
林
書
院
、

一
九
五
五
年
四
月
、
こ
の
書
物
は
但
演
習
『
原
論
』
と
す
る
〉

「
資
金
と
い
う
一
言
葉
は
、
普
通
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
決
し
て
明
白
な
規
定
を
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
私
は
一
定
の
使
用
目
的
を
も

っ
て
流
通
か
ら
引
上
げ
ら
れ
た
貨
幣
を
そ
う
名
づ
け
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
息
う
。
も
ち
ろ
ん
か
か
る
目
的
を
も
ち
な
が
ら
直
ち
に
は

使
用
し
え
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
。

そ
の
場
合
に
は
資
金
が
あ
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
反
対
の
場
合
は
足
ら
な
い
と
い
っ

て
よ
い
」
(
六
六
ペ
ー
ジ
)
。

こ
こ
で
は
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
が
「
資
金
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
は
い
わ
れ
な
い
で
、
「
一
定
の
使
用
目
的
を
も
っ
て
流
通
か
ら

引
よ
げ
ち
れ
た
貨
幣
」
が
「
資
金
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
流
遇
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
貨
幣
は
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
が
、
宇
野
氏

は
、
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
貨
幣
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
貨
幣
と
し
て
の

「
資
金
」
に
つ
い
て

九



「
資
金
」
に
つ
い
て

。

貨
幣
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
も
「
資
金
」
と
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

。
『
経
済
原
論
』
(
岩
波
全
書
、

一
九
六
四
年
五
月
)

ゴ
元
来
、
貨
幣
は
、
商
品
売
買
を
媒
介
す
る
流
通
手
段
と
し
て
も
、
特
定
の
商
品
の
販
売
に
よ
ワ
て
え
ら
れ
、
任
意
の
商
品
の
購
入
に

あ
て
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
個
々
の
商
品
の
特
定
の
使
用
価
値
の
制
約
を
解
除
さ
れ
た
、

い
わ
ば
商
品
の
価
値
そ
の
も
の
を
代
表
す
る
価

値
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
時
で
も
自
由
に
商
品
の
購
買
に
あ
て
ら
れ
う
る
、

い
わ
ゆ
る
資
金
と
し
て
、

で
き
れ
ば
直
ち
に
使
用
し
な
い
で

商
品
経
済
的
富
と
し
て
貯
蓄
せ
ら
れ
る
傾
向
を
伴
う
も
の
で
あ
る
」
(
三
五
ペ
ー
ジ
)
。

こ
こ
で
は
、
旧
版
『
経
済
原
論
』
下
巻
に
お
い
て
「
資
金
」
を
規
定
し
た
第
三
の
規
定
、
す
な
わ
ち
「
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得
る

も
の
と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
」
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
「
何
時
で
も
自
由
に
商
品
の
購
買
に
あ
て
ら
れ
う
る
」
貨
幣
と
か
さ

か
え
、
こ
の
よ
う
な
貨
幣
が
「
資
金
し
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
引
用
し
た
文
章
だ
け
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
宇
野
氏
は
、
「
蓄

蔵
」
と
い
う
言
葉
は
、
致
富
欲
を
み
た
す
た
め
の
貨
幣
の
蓄
蔵
に
の
み
つ
か
わ
れ
う
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
お
り
、
「
蓄
蔵
」
に
は
歴
史

的
な
意
味
が
あ
る
の
で
、
「
貯
蓄
」
と
い
う
言
葉
で
貨
幣
の
流
通
の
外
部
へ
の
ひ
き
あ
げ
を
一
般
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
、
「
蓄
蔵
」
は

「
貯
蓄
」
の
初
期
の
古
い
形
態
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
「
直
ち
に
使
用
し
な
い
で
商
品
経
済
的
富
と
し
て
貯
蓄
せ
ら
れ
る
傾

向
」
と
い
う
よ
う
に
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

。
経
済
学
演
習
講
座
、
新
訂
『
経
済
原
論
』
(
車
両
林
書
院
新
社
、

一
九
六
七
年
一
月
、
こ
の
書
物
は
新
演
習
『
原
論
』
と
す
る
)

「
資
金
と
い
う
一
言
葉
は
、
わ
が
国
で
は
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
に
は
こ
れ
に
あ
た
る
言
葉
が
な
い
よ
う
で

あ
る
。
な
か
な
か
便
利
な
言
葉
で
、

『
資
本
論
』
に
な
ら
っ
て
こ
の
節
で
つ
か
っ
て
い
る
〈
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
〉
が
こ
れ
に
あ
た
る
と

思
う
。
貯
蓄
・
支
払
・
新
規
の
購
入
に
あ
て
ら
れ
う
る
貨
幣
を
す
べ
て
資
金
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
つ
ぎ
に
述
べ
る
資
本
に
直
接
転
化



し
う
る
も
の
で
あ
る
」
(
六
二
ペ
ー
ジ
)
。

こ
こ
で
は
、
「
資
金
」
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
に
あ
た
る
と
の
ぺ
、

例
の
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
の
疑
問
は
消
え
さ
っ
て
、

貨
幣
と
し
て

の
貨
幣
が
「
資
金
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
面
に
で
て
い
る
。

な
お
、
「
貯
蓄
・
支
払
・
新
規
の
購
入
に
あ
て
ら
れ
う
る
貨
幣
」

は
す

べ
て
「
資
金
」
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
が
、
「
貯
蓄
」
と
か
、
「
支
払
」
と
か
、
「
新
規
の
購
入
し

と
か
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
い
る
こ

と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
え
に
あ
げ
た
経
済
学
演
習
講
座
『
経
済
原
論
』
は
、
旧
版
『
経
済
原
論
』
に
つ
い
て
の
解
説
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
こ
の
経
済
学

演
習
講
座
、
新
訂
『
経
済
原
論
』
は
、
新
版
『
経
済
原
論
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
解
説
を
く
わ
え
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
篇
「
分
配
論
」
第

三
章
「
利
子
」
の
「
資
金
と
利
子
」
と
い
う
項
目
の
な
か
で
、
旧
版
演
習
『
経
済
原
論
』
に
お
い
て
は
、
旧
版
『
経
済
原
論
』
に
お
け
る

「
貨
幣
が
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
が
、
或
い
は
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
、
或
い
は
支
払
手
段
と
し
て
、

さ
ら
に
ま
た
世
界
貨
幣
と
し
て
、

い
い
換
え
れ
ば
商
品
流
通
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
流
通
手
段
の
増
減
を
調
節
す
る
準
備
と
し
て
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
己
に
(
第
一
篇
第
二
章
〉
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
・
・
・
・
」
(
旧
『
原
論
』
、
下
巻
、
二
三
0
ペ
ー
ジ
)
と
い
う

と
こ
ろ
を
解
説
し
て
「
第
一
篇
、
第
二
章
貨
幣
は
、
貨
幣
が
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
同
時
に
他
方
で
〈
貨
幣
〉
と
し
て

の
貨
幣
が
、
あ
る
い
は
蓄
蔵
貨
幣
、
あ
る
い
は
支
払
手
段
、
さ
ら
に
ま
た
世
界
貨
幣
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
、
流
通
手
段
の
増
減
を
調
節

す
る
も
の
と
し
て
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
」

(
回
演
習
『
原
論
』
、
三
四
七
l
八
ペ
ー
ジ
)

と
い
う
文
章
が
あ
る

が
、
こ
の
文
章
は
、
新
訂
演
習
『
経
済
原
論
』
に
お
い
て
は
、
「
第
一
篇
第
二
章
貨
幣
で
は
、

貨
幣
が
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
た
め

-
)
キ
J
h

、
〈
貨
幣
〉
と
し
て
の
貨
幣
が
、
あ
る
い
は
貯
蓄
の
対
象
と
し
て
、
あ
る
い
は
支
払
手
段
と
し
て
、
さ
ら
に
ま
た
新
規
の
購
買
手
段

と
し
て
、
流
通
手
段
の
増
減
を
調
節
す
る
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
か
か
る
も
の
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

「
資
金
」
に
つ
い
て



「
資
金
」
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
た
」
(
新
演
習
『
原
論
』
、
三
一
六
ペ
ー
ジ
)
と
表
現
が
か
わ
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち

「
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
」
が
「
貯
蓄
の
対
象

と
し
て
」
と
な
り
、
「
世
界
貨
幣
と
し
て
」
が
「
新
規
の
購
買
手
段
と
し
て
」
と
か
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
蓄
蔵
」
を

「
貯
蓄
」
と
し
て
、
「
蓄
蔵
貨
幣
し
を
「
貯
蓄
の
対
象
」
と
し
て
、

「
貯
蓄
に
あ
て
ら
れ
う
る
貨
幣
」
と
し
て
、
「
世
界
貨
幣
」
を
「
新
規

の
購
買
手
段
」
、
「
新
規
の
購
入
に
あ
て
ら
れ
う
る
貨
幣
」
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

(
註
)
参
考
の
た
め
、
手
も
と
に
あ
る
書
物
、
辞
典
な
ど
に
お
い
て
は
、
「
資
金
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
か
を
紹
介
し
て
お
く
。

。
鈴
木
武
雄
『
金
融
論
』
、
(
弘
文
堂
、
昭
和
三
一
年
一
月
〉

「の

l
の
で
は
意
味
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
の
!
の
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の

G
は
、
さ
き
の

W
と
ち
が
い
、

G
と
使

用
価
値
を
異
に
す
る
と
い
う
意
味
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
の
十
四
す
な
わ
ち
よ
り
多
く
の
量
の

G
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
増
加
部
分
が
広
い
意

味
に
お
け
る
利
子
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
の
貨
幣
は
、
や
が
て
利
子
を
生
む
貨
幣
、
利
子
を
背
負
っ
た
貨
幣
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
資

本
的
貨
幣
|
|
資
金
と
見
る
べ
き
で
あ
る
」
(
七
ペ
ー
ジ
)
。

「
貨
幣
は
資
金
す
な
わ
ち
利
子
生
み
資
本
に
転
化
し
、
金
融
流
通
す
る
」
(
一
コ
一
ペ
ー
ジ
〉
。

。
山
石
熊
三
郎
「
地
方
に
資
金
が
溶
ち
る
と
い
う
こ
と
」
(
九
州
経
済
『
統
計
月
報
』
、
一
九
五
八
年
一
二
巻
九
月
号
〉

「
資
本
制
生
産
の
基
礎
上
で
は
、
貨
幣
は
利
潤
を
生
産
す
る
手
段
で
あ
り
、
資
本
に
転
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
貨
幣
あ
る
い
は
貨
幣
資
本
が

資
金
と
よ
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
の
漠
然
と
し
た
反
映
で
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
上
の
よ
う
な
碁
礎
を
前
提

と
し
な
が
ら
、
貨
幣
(
資
本
〉
流
通
に
資
金
流
通
と
い
う
俗
称
を
用
い
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
企
業
資
金
の
循
環
と
所
得
資
金
の
流
通
と
の
絡

み
合
い
に
よ
る
合
成
と
い
わ
れ
て
も
よ
か
ろ
う
。

J

さ
て
、
金
融
市
場
で
取
引
き
れ
て
い
る
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
こ
の
資
金
と
い
う
独
特
な
商
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
資
金
と
い
う
用
語
で
、
さ
わ

め
て
あ
い
ま
い
な
が
ら
意
味
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
金
融
資
金
と
い
う
用
例
に
い
た
っ
て
、
、
も
っ
と
も
適
当
な
位
置
を
示
す
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
貨
幣
〈
利
子
|
|
利
潤
)
を
生
む
貨
幣
と
い
う
、
恐
ら
く
は
用
語
と
し
て
の
資
金
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
一
つ
の
、
だ
が
最
大
の

契
機
は
、
利
子
生
み
貨
幣
資
本
の
形
態
で
純
粋
に
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

i
iも
っ
と
も
、
こ
れ
は
資
金
な
る
も
の
が
貸
付
資
本
と
同
じ
も

の
で
あ
る
と
か
、
利
子
生
み
資
本
が
た
だ
資
金
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
だ
け
だ
と
い
う
の
で
は
、
ま
っ
た
く
な
い
。
・
・



資
金
は
要
す
る
に
通
俗
用
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
貨
幣
や
そ
の
諸
形
態
、
資
本
、
資
本
の
貨
幣
形
態
と
し
て
の
貨
幣
資
本
、
利
子
生
み
資
本
こ

い
っ
た
諸
範
鳴
の
い
づ
れ
に
妥
当
す
る
か
を
問
う
こ
と
自
体
の
意
味
が
、
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
ウ
」
(
一
五

i
六
ペ
ー
ジ
〉
。

。
『
体
系
金
融
辞
典
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
)

「
こ
こ
に
資
金
の
需
給
と
は
貨
幣
が
何
ら
か
の
信
用
に
基
づ
い
て
貸
借
ま
た
は
融
通
せ
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
需
要
、
供
給
の
意
味
で
あ
り
、
ま

た
資
金
と
は
貨
幣
形
態
に
お
け
る
資
本
却
ち
貨
幣
資
本
の
意
に
解
せ
ら
れ
て
よ
い
し
(
二
九
九
ペ
ー
ジ
、
森
川
太
郎
稿
)

0

0
『
経
済
学
事
典
』
(
平
凡
社
)

「
資
金
と
は
ふ
つ
う
じ
は
広
く
購
買
力
一
般
と
解
さ
れ
、
財
政
資
金
・
崖
業
資
金
・
消
費
資
金
の
三
形
態
に
区
別
し
て
国
民
所
得
と
む
す
び
つ
け

よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
貨
幣
形
態
を
と
っ
た
資
本
、
す
な
わ
ち
貨
幣
資
本
を
さ
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
貨

幣
資
本
の
供
給
増
加
は
、
創
出
剰
余
価
値
の
転
形
部
分
、
個
人
的
所
得
の
節
約
部
分
、
産
業
的
流
通
界
の
停
滞
に
よ
る
排
出
、
ま
た
信
用
制
度
の
拡

大
に
よ
る
蒐
集
と
造
出
な
ど
に
よ
り
、
銀
行
に
集
中
さ
れ
貸
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
需
雨
宮
増
加
は
、
産
業
界
か
ら
は
設
備
の
拡
大
や
流
通
取
引
の
増
大

の
結
果
と
し
て
、
ま
た
財
政
面
か
ら
は
公
債
発
行
の
消
化
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
需
給
関
係
の
結
果
と
し
て
利
子
率
が
形
成
さ
れ
る
。
し
か

し
、
租
税
・
消
費
支
出
は
こ
の
貨
幣
資
本
供
給
を
間
接
的
に
制
限
す
る
。
広
義
の
資
金
概
念
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
、
貨
幣
資
本
供
給
を

増
大
し
、
か
っ
、
そ
の
需
給
を
支
配
統
制
す
る
た
め
に
、
国
家
資
本
的
観
点
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
援
制
的
概
念
で
あ
る
」
(
七
九
四
ペ
ー
ジ
ー

O
増
訂
『
経
済
学
小
辞
典
』
(
岩
波
書
庖
)

「
普
通
に
資
金
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
実
際
的
な
慣
用
語
で
あ
っ
て
学
問
的
に
明
確
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。
外
国
語
で
い
わ
ゆ

る
資
金
に
相
当
す
る
術
語
は
見
当
ら
ず
、
強
い
て
い
え
ば
甘
昆
が
こ
れ
に
近
い
と
い
い
え
よ
、
コ
が
、
門
戸
口
仏
は
お
も
に
財
政
上
の
用
語
で
あ
っ

て
、
わ
が
国
で
い
う
資
金
と
は
異
な
る
。
実
際
の
慣
用
よ
り
判
断
す
れ
ば
、
資
金
と
は
貨
幣
資
本
、
貸
付
資
本
を
指
す
場
合
も
あ
る
し
、
流
通
手

段
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
を
も
意
味
し
、
さ
ら
に
企
業
の
資
本
蓄
積
部
分
を
も
指
し
、
国
家
の
租
税
収
入
、
公
債
収
入
に
ま
で
及
び
、
国
民
所

得
全
体
を
国
家
資
金
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
」
色
ニ
九
七
|
八
ペ
ー
ジ
、
杉
本
俊
朗
稿
)
。

O
『
経
済
学
辞
典
』
(
岩
、
波
書
庖
)

「
資
金
の
性
質
ば
通
貨
〈
ロ
ロ
吋
窓
口
口
己
と
対
比
さ
せ
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
貨
幣
は
商
品
の
転
形

W
1
G
I
W
を
媒
介
す
る
手
段
と
し
て
み
ら

れ
る
と
き
に
は
通
貨
と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
場
合
は
商
品
の
転
形
の
方
に
力
点
が
お
か
れ
、
貨
幣
は
瞬
過
的
・
付
随
的
な
あ
り
方
を
す
る
に
す
ぎ
な

い
。
と
こ
ろ
が
商
品
の
所
有
者
が
売
っ
た
の
ち
に
す
ぐ
買
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
貨
幣
が
流
通
の
外
に
と
り
だ
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
と
き
に
、
貨

「
資
金
」
に
つ
い
て



「
資
金
」
に
つ
い
て

四

幣
の
使
用
価
値
〈
購
買
手
段
・
支
払
手
段
な
ど
)
そ
の
も
の
が
独
立
し
て
需
給
の
対
象
と
し
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
貨
幣
は
資
金
と
よ
ば

れ
る
。
す
な
わ
ち
同
じ
貨
幣
も
商
品
流
通
と
の
関
連
で
鳥
隊
的
に
み
ら
れ
る
と
き
は
通
貨
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
さ
れ
、
流
通
の
外
に
お
い
て
そ

れ
の
使
用
希
望
者
・
所
有
者
の
主
体
的
な
側
面
か
ら
み
ら
れ
る
と
き
は
資
金
と
な
る
。
貨
幣
そ
の
も
の
が
需
給
の
対
象
と
し
て
授
受
さ
れ
る
と
と
が

も
っ
と
も
明
白
な
取
引
は
貸
借
取
引
で
あ
り
、
そ
し
て
資
本
主
義
社
会
で
は
そ
れ
は
可
能
的
な
産
業
資
本
と
し
て
、
機
能
資
本
家
と
貨
幣
資
本
家
の

聞
で
需
川
叫
相
さ
れ
る
こ
と
が
も
っ
と
も
基
底
的
・
支
配
的
で
あ
る
か
ら
、
資
金
は
貸
し
付
け
る
べ
き
貨
幣
資
本
〈
の
形
成
)
産
業
資
金
(
の
調
達
)
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
第
一
山
素
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
こ
の
こ
と
か
、
り
派
生
し
て
資
金
は
、
用
途
の
点
か
ら
は
消
費
の
た
め
の
消
費
資
金

(
た
と
え
ば
結
婚
資
金
・
教
育
資
金
)
、
財
政
資
金
、
外
貨
資
金
な
ど
と
範
囲
を
ひ
ろ
め
る
し
、
ま
た
取
引
の
性
格
か
ら
は
、
貸
借
に
と
ど
ま
ら
ず
出

資
払
込
(
資
金
)
、
納
税
(
資
金
三
贈
与
、
さ
ら
に
は
他
人
と
の
授
受
を
問
煙
ー
と
し
な
い
自
己
資
金
、
内
部
資
金
に
ま
で
ひ
ろ
が
っ
て
く
る
)
(
四

六
七

l
八
ペ
ー
ジ
、
川
合
一
郎
稿
)
。

第
二
節
に
お
い
て
み
た
よ
う
に
、
宇
野
氏
改
、
「
資
金
」
と
い
う
言
葉
を
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
を
さ
す
も
の
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
宇
野
氏
が
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
木
節

に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
旧
版
『
経
済
原
論
』
上
巻
に
お
け
る
第
一
篇
第
二
章
三
「
貨
幣
」
と
い
う
表
題
の
も
と
に
か
か
れ
て
い
る
貨
幣

と
し
て
の
貨
幣
を
中
心
に
検
討
し
て
ゆ
く
と
と
に
す
る
。

「
商
品
の
流
通
を
単
に
媒
介
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
商
品
に
対
立
し
た
〈
貨
幣
〉
と
し
て
の
貨
幣
は
、
ま
た
三
段
の
形
態
を
展
開

ず
る
。
ま
ず
第
一
は
流
通
の
外
部
に
退
い
た
蓄
蔵
貨
幣
、
第
二
は
流
通
過
程
自
刃
に
お
い
て
商
品
に
対
立
し
た
独
立
の
地
位
を
占
め
る
支

払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
、
第
三
に
は
地
金
形
態
と
し
て
の
世
界
貨
幣
で
あ
る
L

(
旧
『
原
論
』
、
上
巻
、
六
五
ペ
ー
ジ
)
。

貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
と
は
ど
う
い
う
貨
幣
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
商
品
の
流
通
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
の
流
通
手
段



と
し
て
の
貨
幣
で
は
な
く
、
「
商
品
に
対
立
し
た
」
、
あ
る
い
は
「
流
通
に
対
立
し
た
」
〈
旧
演
習
『
原
論
』
、
六
二
ペ
ー
ジ
)
貨
幣
が
貨
幣
と
し

て
の
貨
幣
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
、
流
通
手
段
と
区
別
さ
れ
た
貨
幣
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
価
値
尺
度
と
流
通
手
段
と
の
統
一
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
り
、
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
の
、
抽
象
的
富
の
物
質
的
定
在

と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
。
た
ん
に
「
商
品
に
対
立
し
た
」
あ
る
い
は
「
流
通
に
対
立
し
た
」
貨
幣
が
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
い
う

だ
け
で
は
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
が
ど
う
い
う
貨
幣
で
あ
り
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
規
定
さ
れ
た
貨
幣
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
あ
き
ら
か

に
な
ら
な
い
。
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
、

価
値
尺
度
と
し
て
の
貨
幣
、

流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
に
対
し
て
、
「
第
三
の
規
定
に
お
け
る

貨
幣
」
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
商
品
、
流
通
に
対
し
て
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
と
い
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

宇
野
氏
は
、
「
商
品
に
対
立
し
た
〈
貨
幣
〉
と
し
て
の
貨
幣
は
、
ま
た
コ
一
段
の
形
態
を
展
開
す
る
」
と
し
マ
、
蓄
蔵
貨
幣
、
支
払
手
段
、

世
界
貨
幣
を
あ
げ
て
い
る
。
蓄
蔵
貨
幣
、
支
払
手
段
、
世
界
貨
幣
と
い
う
三
つ
の
機
能
は
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
が
商
品
の
姿
態
変
換
の

変
化
、
発
展
に
と
も
な
っ
て
う
け
と
る
諸
機
能
で
あ
っ
て
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
が
み
ず
か
ら
蓄
蔵
貨
幣
、
支
払
手
段
、
陸
界
貨
幣
と
い

う
「
三
段
の
形
態
を
展
開
す
る
」
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
貨
幣
の
諸
形
態
規
定
性
、
諸
機
能
は
、
商
品
の
側
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
貨
幣
の
諸
機
能
に
つ
い
て
の
考
察

ιお
い
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
宇
野
氏

に
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
理
解
は
ま
っ
た
く
な
い
。

さ
て
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
第
一
の
機
能
は
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。

宇
野
氏
は
、
「
A
蓄
蔵
貨
幣
」
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
商
品
流
通
過
程
に
お
け
る
個
々
の
商
品
の
形
態
転
換

W
I
G
-
w
は、

-
-
-
-
w
l
G
と

G

W
と
に
分
離
し
得
る
」
。
「
し
か
も

G
1

W
は
・
・
・
・
い
つ
で
も
能
動
的
に
購
買
手
段
と
し
て
発
動
し
得
る
貨
幣
の
機
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
商
品
流
通
の
あ
る
程
度
の
発
達
と

「
資
金
」
に
つ
い
て

一五



「
資
金
」
に
つ
い
て

一六

共
に
必
然
的
に
貨
幣
は
、
ぞ
れ
自
身
富
と
し
て
商
品
に
独
立
し
た
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

W
I
G
-
w
の
過
程
の
中
か
ら
貨
幣
は

何
時
で
も
他
の
商
品
を
買
い
得
る
富
と
し
て
、

そ
の
獲
得
自
身
を
目
的
と
す
る
も
の
に
な
っ
て
く
る
」
。

こ
の
「
何
時
で
も
他
の
商
品
を

買
い
得
る
宮
」
、
「
商
品
経
済
的
富
」
と
し
て
の
貨
幣
の
蓄
積
は
、
「
そ
の
性
質
上
無
制
限
に
求
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
」
。
「
そ
こ
で

W
I
G

-
w
の
過
程
は
、
出
来
れ
ば

w
l
G
で
中
断
さ
れ
て
、

G
の
ま
ま
流
通
過
程
か
ら
引
上
げ
ら
れ
て
蓄
蔵
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

貨
幣

は
、
絶
対
的
な
る
商
品
と
し
て
商
品
経
済
に
お
け
る
致
富
欲
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
蓄
蔵
貨
幣
は
、
流
通
過
程
か
ら

絶
対
的
に
引
上
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
何
時
で
も

G
l
w
の
過
程
を
遂
行
し
得
る
も
の
と
し
て
蓄
蔵
ぜ
ら
れ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
流
通

手
段
の
補
充
を
な
し
得
る
も
の
と
し
て
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
単
純
な
る
流
通
の
範
聞
で
は
そ
れ
も
屡
々
い
わ
ば
止
む
を
得
、
ず
し
て
商
品

の
購
買
に
使
用
せ
ゐ
り
れ
る
と
い
う
形
態
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
。
貨
幣
は
貨
幣
と
し
て
蓄
蔵
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
(
侶
『
原
論
』
、
上
巻
、
六
五

ー
六
ペ
ー
ジ
)
。

宇
野
氏
は
、
ま
ず
貨
幣
は
致
富
欲
の
対
象
と
な
る
、
そ
こ
で
致
富
欲
を
み
た
す
た
め
に
貨
幣
蓄
蔵
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
し
て
、
独
立
的

な
致
富
形
態
と
し
て
の
貨
幣
蓄
蔵
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
、
こ
の
致
富
欲
を
み
た
す
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
貨
幣
蓄
蔵
は
「
そ
の
性
質
上
無

制
限
に
し
お
こ
な
わ
れ
る
と
の
べ
て
い
る
が
、
他
方
で
は
「
蓄
蔵
貨
幣
は
、
流
通
過
程
か
ら
絶
対
的
に
引
上
げ
ら
れ
る
の
で
ほ
な
い
。
何

時
で
も

G
i
w
の
過
程
を
透
行
し
得
る
も
の
と
し
て
蓄
蔵
せ
ら
れ
る
」
と
の
べ
、
そ
し
て
「
単
純
な
る
流
通
の
範
囲
で
は
そ
れ
も
屡
々
い

わ
ば
止
む
を
得
、
ず
し
て
商
品
の
購
買
に
使
用
せ
ら
れ
る
と
い
う
形
態
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
宇
野
氏
は
、
も
っ
ぱ
ら
貨
幣
の
蓄
蔵
に
つ
い
て
の
み
説
明
し
、
蓄
蔵
貨
幣
と
は
ど
う
い
う
貨
幣
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
い
な
い
。
蓄
蔵
貨
幣
と
は
ど
う
い
う
貨
幣
で
あ
る
か
を
説
明
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
き
な
り

「
も
ち
ろ
ん
、
蓄
蔵
貨
幣
は
・
・
・
・
」
と
無
神
経
に
使
用
し
て
い
る
。



蓄
蔵
貨
幣
と
は
、

W
I
G
-
w
に
お
い
て
、

w
i
G
か
ら

G

W

へ
の
移
行
が
中
断
さ
れ
、
流
通
が

W

G
で
中
断
さ
れ
て
、

G
l
w

に
よ
る
補
足
が
阻
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、

wー

G
は
孤
立
化
し
、

G
は
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
流

通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
貨
幣
の
と
と
を
い
う
。
宇
野
氏
は
、
貨
幣
蓄
蔵
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
が
、
貨
幣
蓄
蔵
を
お
こ
な
わ
し
め

る
契
機
は
、
た
ん
に
致
富
欲
を
み
た
す
た
め
の
み
で
は
な
い
。
曹
蔵
貨
幣
を
形
成
せ
し
め
る

W

G
で
の
流
通
の
中
断
を
ひ
き
お
こ
さ
せ

る
契
機
、
す
な
わ
ち
貨
幣
蓄
蔵
の
契
機
に
は
種
々
の
契
機
が
あ
る
。
こ
の
契
機
の
ち
が
い
に
も
と
，
つ
い
て
、
形
成
さ
れ
た
蓄
蔵
貨
幣
の
は

た
す
機
能
も
こ
と
な
っ
て
く
る
。

単
純
な
商
品
流
通
の
領
域
内
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
の
諸
機
能
は
、
(

1

)

独
立
的
な
致
富
形
態
と
し
て

の
蓄
蔵
貸
幣
の
機
能
、
(

2

)

流
通
貨
幣
量
(
流
通
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
流
通
貨
幣
量
)

の
増
減
を
調
節
す
る
と
い
う
蓄
蔵
貨
幣
の

機
能
|
|
「
貨
幣
準
備
金
し
と
し
て
の
曹
蔵
貨
幣
の
機
能
|
|
、
(

3

)

世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
の
機
能
で
あ
る
。

宇
野
氏
は
、
と
の
よ
う
に
貨
幣
蓄
蔵
に
は
種
々
の
形
態
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
蓄
蔵
貨
幣
が
は
た
す
機
能
も
一
つ
の
機
能
で
は

な
く
、
種
々
の
機
能
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。

宇
野
氏
は
、
「
『
資
本
論
』
は
、
す
で
に
〈
貨
幣
〉
と
し
て
の
貨
幣
に
お
い
て
、
〈
貨
幣
の
蓄
蔵
〉
、
八
世
界
貨
幣
〉
と
い
う
、
原
理
論
で
は

理
論
的
に
解
さ
え
な
い
も
の
1

1
も
っ
と
も
こ
の
珂
者
の
中
聞
の
支
払
手
段
は
そ
う
で
な
い
が
、
そ
う
い
う
特
殊
の
歴
史
的
な
る
も
の
[

に
よ
っ
て
貨
幣
の
資
金
と
し
て
の
機
龍
を
説
い
て
い
る
」
(
宇
野
弘
蔵
「
〈
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
〉
に
つ
い
て
」
、
『
社
会
労
働
研
究
』
第
一
一

巻
第
三
号
、
所
収
、
一
二
五
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
貨
幣
蓄
蔵
を
世
界
貨
幣
と
と
も
に

「
特
殊
の
歴
史
的
な
る
も
の
」
と
と
ら
え

て
い
る
。

貨
幣
蓄
蔵
を
「
特
殊
の
歴
史
的
な
る
も
の
」

と
し
て
と
ら
え
る
の
は
、

恐
ら
く
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
三
章
第
三
節

(

a

)

「
貨
幣
蓄
蔵
」
の
と
こ
ろ
で
、

ま
ず
独
立
的
な
致
富
形
態
と
し
て
の
貨
幣
蓄
蔵
を
説
き
、

そ
し
て
こ
の
項
で
は
こ
の
自
己
目
的
と

し
て
の
貨
幣
蓄
蔵
に
つ
い
て
の
説
明
に
大
部
分
が
つ
い
や
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
と
息
わ
れ
る
。

「
資
金
」
に
つ
い
て

七



「
資
金
」
に
つ
い
て

/¥. 

『
資
本
論
』
に
お
け
る
前
記
の
箇
所
の
表
題
は
「
貨
幣
蓄
蔵
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
表
題
の
も
と
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
流
通
が
W
l
G
で
中
断
さ
れ
て
、

G
が
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
、

つ
ま
り
貨
幣
蓄
蔵
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
そ
の
結
果
、
賃

幣
は
蓄
蔵
貨
幣
と
な
り
、

こ
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、

そ
の
形
成
の
契
機
に
も
と
づ
い
て
種
々
の
機
能
を
は
た
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(

a

)

「
貨
幣
蓄
蔵
」
に
お
い
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
蓄
蔵
貨
幣
の
諸
機
能
は
、

一
つ
は
、
致
富
欲
を
み
た
す
と
い
う
独
立
的
な
致
富
形
態

と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
の
機
能
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、

流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
と
い
う
蓄
蔵
貨
幣
の
機
能
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
(

a

)

「
貨
幣
蓄
蔵
L

に
お
い
て
は
、

流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
と
い
う
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
も

説
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宇
野
氏
は
、
貨
幣
蓄
蔵
、
そ
の
結
果
で
あ
る
蓄
蔵
貨
幣
を
た
だ
独
立
的
な
致
富
形
態
と
し
て
の
貨
幣

蓄
蔵
、
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
貨
幣
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ

る
貨
幣
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宇
野
氏
は
、
こ
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
貨
幣
は
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
。

宇
野
氏
は
、
貨
幣
蓄
蔵
は
、
「
特
殊
の
歴
史
的
な
る
も
の
」
を
も
っ
て
お
り
、
「
蓄
蔵
L

は
「
特
殊
の
歴
史
的
な
性
格
」
(
宇
野
弘
蔵
続
『
資

本
論
研
究
』
、

I
、
二
九
五
ペ
ー
ジ
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
七
年
九
月
、
と
の
書
物
は
『
研
究
』
と
寸
る
)
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、

「
原
理
論
」
に
お

い
て
は
説
き
え
な
い
と
し
て
、

資
本
主
義
に
お
い
て
も
一
般
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て

「
貯
蓄
」

の
な
か
に
包
括
し
よ
う
と
さ
れ
る
。

「
蓄
蔵
と
い
う
と
、

一
般
的
な
意
味
で
の
貯
蓄
と
は
意
味
が
違
っ
て
く
る
。
特
殊
の
歴
史
的
な
性
格
を
持
っ
て
く
る
。
資
本
主
義
に
共
通

な
も
の
と
し
て
、
貯
蓄
と
い
っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
笥
研
究
円
二
九
五
ペ
ー
ジ
)
、
「
そ
こ
で
投
資
と
切
り
離
し
て
、
無
限
に
蓄
積
す
る

と
い
う
場
合
に
も
曹
蔵
と
し
な
い
で
、

一
般
的
に
貯
蓄
に
す
る
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
L

弓
研
究
』
、
二
九
七
ペ
ー
ジ
)
、

「
こ
れ
は

ね
、
蓄
積
の
ほ
う
は
実
体
的
基
礎
を
持
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
対
し
て
蓄
蔵
に
は
実
体
的
基
慌
が
な
い
、
と
い
う
か
、
そ
の
根
拠
が
与
え
ら



れ
な
い
ま
ま
で
形
態
的
に
行
な
わ
れ
る
と
い
う
点
で
、
原
理
的
に
は
貯
蓄
と
い
う
よ
う
な
形
態
的
規
定
に
留
め
る
べ
き
だ
と
考
え
る
の

だ
」
品
研
究
』
、
二
九
八
ペ
ー
ジ
)
。

鎌
倉
孝
夫
氏
は
、
『
資
本
論
研
究
』
、

I
、
第
二
部
問
題
点

@
「
蓄
蔵
貨
幣
の
規
定
」

の
な
か
で
、

宇
野
氏
の
見
解
を
紹
介
し
、
「
こ

う
し
て
、

蓄
蔵
貨
幣
は
、
資
本
主
義
確
立
以
前
に
現
わ
れ
た

〈
致
富
形
態
〉

と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
と
い
う
、

特
殊
な
規
定
と
し
て
で
な

く
、
流
通
外
に
貯
蓄
さ
れ
て
い
る
貨
幣
と
し
て
一
般
的
に
規
定
さ
れ
た
」
(
『
研
究
』
、

一
八
八
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
蓄
蔵
貨

幣
は
、
流
通
の
外
部
に
で
て
い
る
貨
幣
で
あ
っ
て
、
な
に
も
「
貯
蓄
」
な
ど
と
い
う
一
言
葉
に
か
え
な
く
と
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
流
通
の

外
部
に
で
て
い
る
、
流
通
し
て
い
な
い
二
非
流
通
手
段
」
と
し
て
の
貨
幣
が
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
の
で
あ
る
。
宇
野
氏
は
、
「
蓄
蔵
」
と
い

う
と
「
一
時
も
手
放
し
た
く
な
い
」
弓
研
究
』
、
二
九
六
ペ
ー
ジ
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
一
面
的
に
と
ら
え
、
書
蔵
貨
幣
を
、
独
立
的
な
致

富
形
態
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
と
ら
え
、
蓄
蔵
貨
幣
と
は
ど
う
い
う
貨
幣
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
す
と
し
も
理
解
し
て
い
な
い
。

宇
野
氏
は
、
蓄
蔵
貨
幣
と
は
、
流
通
の
外
部
に
で
て
い
る
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
せ
ず
、
さ
ら
に
蓄
蔵
貨
幣
の
は
た
す
諸
機

能
、
貨
幣
蓄
蔵
の
諸
形
態
を
理
解
せ
ず
、
「
蓄
蔵
」
、
「
蓄
蔵
貨
幣
」
を
「
特
殊
の
歴
史
的
な
る
も
の
」
と
し
て
、
た
ん
に
一
致
富
の
た
め
の

蓄
蔵
」
、
独
立
的
な
致
富
形
態
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
し
か
と
ら
え
ず
、

」
う
い
う
「
蓄
蔵
貨
幣
」
は
、

資
本
制
生
産
に
お
い
て
は

無
関
係
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
歴
史
的
な
特
殊
な
規
定
で
あ
る
と
し
て
排
除
し
、
「
貯
蓄
」

と
い
う
言
葉
で
糊
塗
し
、
蓄
蔵
貨

幣
と
は
ど
う
い
う
貨
幣
で
あ
る
か
を
理
解
し
え
な
か
っ
た
。
流
通
の
外
部
に
貨
幣
を
ひ
き
あ
げ
る
こ
と
が
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
り
、
そ
れ
に
は

種
々
の
形
態
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
蓄
蔵
貨
幣
は
そ
の
形
成
の
契
機
に
も
と
づ
い
て
種
々
の
機
能
を
は
た
す
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
、
把

握
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
い
て
も
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
詰
契
機
に
も
と
づ
い
て
貨
幣
蓄
蔵
が

お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
正
し
く
理
解

「
資
金
」
に
つ
い
て

九



「
資
金
」
に
つ
い
て

二
O

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
二
節
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
に
、
宇
野
氏
の
「
資
金
し
と
は
、
第
一
に
「
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
と
異
つ
」
た
貨
幣

で
あ
り
、
第
二
に
「
直
接
の
流
通
過
程
か
ら
分
離
、
独
立
さ
れ
た
貨
幣
」
で
あ
り
、
そ
し
て
第
三
に
「
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得
る
も

の
と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
」
貨
幣
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。
宇
野
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
貨
幣
が
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
理
解

し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
第
一
の
規
定
か
ら
は
、
そ
れ
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
。
流

通
の
外
部
に
で
て
い
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
蓄
蔵
貨
幣
は
、
こ
の
第
一
の
規
定

に
適
合
す
る
。
第
二
の
規
定
か
ら
は
、
そ
れ
は
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
蓄
蔵
貨
幣
は
、
こ
の
第
二

の
規
定
に
も
適
合
す
る
。
第
三
の
規
定
か
ら
は
、
や
は
り
そ
れ
は
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
蓄
蔵
貨

幣
は
、
こ
の
第
三
の
規
定
に
も
適
合
す
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
宇
野
氏
の
規
定
す
る
「
資
金
」
と
は
A

貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で

は
な
く
、
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
宇
野
氏
が
疑
問
を
も
た
れ
た
「
本
来
の
蓄
蔵
貨
幣
」
す
な
わ
ち
独
立
的

な
致
富
形
態
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
第
三
の
規
定
に
適
合
し
な
い
。
こ
の
第
三
の
規
定
に
適
合
し
な
い
自
己
目
的
と
し
て
の
、
独
立
的

な
致
富
形
態
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
が
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
に
ふ
〈
ま
れ
て
い
る
か
ら
、

宇
野
氏
は
、
「
資
金
」

を
た
だ
ち
に
貨
幣
と
し
て

の
貨
幣
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
宇
野
氏
は
、
蓄
蔵
貨
幣
を
自
己
目
的
の
独
立
的
な
致
富
形
態
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
と

し
て
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
「
蓄
蔵
」
を
包
括
す
る
と
い
う
「
貯
蓄
」
と
い
う
言
葉
を
も
ち
い
て
、

流
通
の
外
部
に
で
て
い

る
貨
幣
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。

つ
ま
り
、
蓄
蔵
貨
幣
を
「
貯
蓄
せ
ら
れ
て
い
る
貨
幣
」
と
し
て
、
そ
れ
は
「
資
金
」
で
あ
る
と
す
る
の

で
あ
る
。

た
し
か
に
、
独
立
的
な
致
富
形
態
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
流
通
の
た
め
に
流
通
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
つ

て
、
第
三
の
規
定
に
は
適
合
し
な
い
。
し
か
し
、
宇
野
氏
は
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
貨
幣
蓄
蔵
に
は
種
々
の
形
態
が
あ
り
、
形



成
さ
れ
た
蓄
蔵
貨
幣
は
そ
の
形
成
の
契
機
に
も
と
づ
い
て
種
々
の
機
能
を
は
た
す
。

「
貨
幣
準
備
金
」
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
、

世
界
貨
幣

の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
流
通
の
た
め
に
流
通
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
り
、
宇
野
氏
の
「
資
金
」
を
規
定

す
る
第
一
、
第
二
の
規
定
に
も
、
第
三
一
の
規
定
「
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得
る
も
の
と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
」
貨
幣
に
も
適
合
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
宇
野
氏
の
「
資
金
」
の
規
定
に
適
合
す
る
貨
幣
は
、
独
立
的
な
致
富
形
態
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
の
ぞ
い
た
蓄
蔵
貨

幣
と
な
り
、
宇
野
氏
の
「
資
金
」
と
は
、

単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
に
お
い
て
は
、
「
貨
幣
準
備
金
」
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
、

世
界
貨
幣

の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宇
野
氏
は
、
「
資
金
」

と
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
し
て
支
払
手
段
と
し

て
の
貨
幣
、
世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
を
も
「
資
金
L

と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
宇
野
氏
の
「
資
金
」
に
つ
い
て
の
三
つ
の
規
定
に
あ
て

は
ま
る
貨
幣
は
、
宇
野
氏
が
疑
問
を
も
ち
、
苦
労
し
て
、
種
々
考
え
、
「
貯
蓄
」
と
い
う
言
葉
を
も
つ
か
っ
て
解
決
し
よ
う
と
さ
れ
た
蓄
蔵

貨
幣
の
独
立
的
な
致
富
形
態
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
の
ぞ
い
た
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
は
、
皮
肉
な
こ
と
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
第
二
の
機
能
で
あ
る
支
払
手
段
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

宇
野
氏
の
旧
版
『
経
済
原
論
』
上
巻
に
お
け
る
「
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
L

に
つ
い
て
の
説
明
の
な
か
に
は
、
掛
け
売
り
と
い
う
言

葉
は
登
場
し
て
こ
な
い
。

宇
野
氏
は
、
「
商
品
が
繰
り
返
え
し
売
買
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
背
後
に
如
何
な
る
形
態
に
も
せ
よ
生
産
が
行
わ
れ
、

生
産

物
が
商
品
と
し
て
市
場
に
売
り
出
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
生
産
は
、
種
々
な
る
事
情
か
ら
各
々
異
っ
た
条

件
の
下
に
、
遠
近
異
っ
た
地
に
も
行
わ
れ
る
も
の
で
、
流
通
市
場
に
あ
ら
わ
れ
る
商
品
は
必
ず
し
も
即
時
的
に
互
に
交
換
せ
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
(
旧
『
原
論
』
、
上
巻
、
六
六
!
七
ペ
ー
ジ
)
と
、
諸
商
品
の
生
産
の
条
件
の
相
異
、
市
場
へ
の
距
離
の
ち
が
い
な
ど

「
資
金
」
に
つ
い
て



「
資
金
」
に
つ
い
て

に
つ
い
て
一
応
の
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
商
品
の
生
産
の
諸
条
件
の
相
異
、
市
場
へ
の
距
離
の
ち
が
い
な
ど
か
ら
、
あ
る
商
品
所
有
者

は
す
で
に
販
売
者
と
し
て
市
場
に
登
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
他
の
商
品
所
有
者
は
購
買
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
が
生
じ
て
き
、
こ
の
上
う
な
状
態
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
商
品
の
売
買
が
く
り
か
え
し
お
こ

な
わ
れ
て
ゆ
く
と
、
商
品
の
販
売
の
方
の
条
件
が
商
品
の
生
産
の
方
の
条
件
に
よ
コ
て
規
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
販
売
者
は
商
品
は
譲

渡
す
る
が
、
購
買
者
が
貨
幣
を
手
に
い
れ
る
ま
で
、
そ
の
販
売
代
金
を
う
け
と
る
の
を
ま
つ
と
い
う
よ
う
に
販
売
条
件
が
か
え
ら
れ
、
商

品
は
貨
幣
と
ひ
き
か
え
に
で
は
な
く
、

一
定
の
期
日
に
代
金
を
支
払
う
と
い
う
契
約
に
も
と
づ
い
た
販
売
、
す
な
わ
ち
商
品
の
譲
渡
と
価

絡
の
実
現
と
が
時
間
的
に
分
離
す
る
取
引
、

い
わ
ゆ
る
掛
け
売
り
と
い
う
販
売
形
態
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

宇
野
氏

は
、
以
上
の
よ
う
な
掛
け
売
り
の
発
生
に
つ
い
て
は
の
べ
て
い
な
い
。

な
お
、
引
用
し
た
文
章
の
お
わ
り
に
「
流
通
市
場
に
あ
ら
わ
れ
る

商
品
は
必
ず
し
も
即
時
的
に
互
に
交
換
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
支
払
手
段
に
つ
い
て
の
説
明
の
段

階
に
お
い
て
は
、
す
で
に
貨
幣
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
「
商
品
は
・
・
・
・
互
に
交
換
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
い
、
ん
な

L、
。

新
版
『
経
済
原
論
』

に
お
い
て
は
、
「
し
か
し
ま
た
か
か
る
貨
幣
の
蓄
蔵
に
し
て
も
、

あ
る
い
は
ま
た
一
般
的
に
い
っ
て
貯
蓄
に
し
て

も
、
そ
の
形
成
は
、
そ
の
反
面
に
お
い
て
貨
幣
を
直
ち
に
受
け
取
る
こ
と
な
く
し
て
商
品
を
販
売
し
、
後
に
貨
幣
の
支
払
を
受
け
る
と
い

、つノ、

い
わ
ゆ
る
掛
売
り
を
可
能
に
す
る
」
〈
新
胃
袋
嗣
』
、
三
六
ペ
ー
ジ
〉

と
掛
け
売
り
と
い
う
一
言
葉
が
で
て
く
る
が
、
し
か
し
掛
け
売
り
と

い
う
販
売
形
態
が
諸
商
品
の
生
産
条
件
の
相
異
か
ら
生
じ
て
く
る
の
だ
と
い
う
よ
う
に
は
の
べ
て
い
な
い
。

こ
の
新
版
『
経
、
司
原
論
』
か
ら
の
引
用
文
か
ら
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
悶
版
『
経
済
原
論
』
上
巻
に
お
い
て
も
、
「
し
か
し
ま
た
か

か
る
蓄
蔵
貨
幣
の
形
成
を
可
能
な
ら
め
る
も
の
は
、
同
時
に
貨
幣
の
新
な
る
機
能
を
も
展
開
す
る
。
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
が
そ
れ
で



あ
る
」
(
日
『
原
論
』
、
上
巻
、
六
六
ペ
ー
ジ
)
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
形
成
そ
の
も
の
が

W
I
G
-
w
の
過
程
を

W

G

で
中
断
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
ひ
か
ふ

b
ゆ
ま
た

W
l
G
の
過
程
を
経
な
い
で

G

W

を
実
現
し
、
あ
と
か
ら

W
l
G
を
も
っ
て
こ
の
形
態
転

換
の
過
程
を
補
う
と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
得
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
旧
『
原
論
』
、
上
巻
、
六
七
ペ
ー
ジ
、

l
l小
林
〉

L
」

L

、っ

よ
う
に
、
宇
野
氏
は
、
支
払
手
段
と
い
う
機
能
を
蓄
蔵
貨
幣
の
形
成
な
い
し
蓄
蔵
貨
幣
か
ら
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

掛
け
売
り
と
い
う
販
売
形
態
が
発
生
す
る
の
は
、
諸
商
品
の
生
産
条
件
の
相
異
、
市
場
へ
の
距
離
の
相
異
な
ど
の
も
と
で
、
商
品
の
取

引
が
く
り
か
え
さ
れ
る
と
い
う
事
情
か
ら
で
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
宇
野
氏
の
「
貨
幣
論
」
は
、

い
わ
ゆ
る
「
流
通
論
し
の
一
部
を
構
成

し
、
そ
こ
で
は
生
産
が
捨
象
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
貨
幣
な
ら
貨
幣
の
「
形
態
規
定
」
の
み
を
と
り
あ
っ
か
お
う
と
す
る
実
体
本
質

規
定
の
な
い
「
形
態
規
定
」
で
あ
る
た
め
に
、
商
品
の
譲
渡
と
価
格
の
実
現
と
が
時
間
的
に
分
離
す
る
と
い
う
関
係
、
す
な
わ
ち
掛
け
売

り
と
い
う
関
係
を
ば
、
諸
商
品
の
生
産
条
件
の
相
異
か
ら
必
然
的
に
発
生
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
た
が
っ

て
、
諸
商
品
の
生
産
条
件
の
相
異
か
ら
掛
け
売
り
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
貨
幣
は
新
た
に
支
払
手
段
と
い
う
機
能
を
は
た

す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
宇
野
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
宇
野
氏
は
、
支
払
手
陵
と
し
て
の
貨
幣
を
蓄
蔵
貨
幣
か
ら
頭
の
な
か
で
の
操
作
に
よ
っ
て
観
念
的
に
み
ち
び
き
だ
そ
う

と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
と
ら
え
方
は
、
貨
幣
は
商
品
そ
の
も
の
の
価
値
性
質
か
ら
必
然
的
に

生
成
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
貨
幣
の
は
た
す
諸
機
能
は
商
品
の
側
か
ら
、
さ
ら
に
さ
か
の
ほ
れ
ば
商
品
の
生
産
の
諸
条
件
か
ら
う
け
と
る

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
見
解
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
、
宇
野
氏
は
、
支
払
手
段
の
機
能
に
つ
い
て
「
同
(
債
務
者
|
|
小
林
)
か
ら
例
(
債
権
者
|
|
小
林
)
に
渡
さ
れ
る
貨
幣
は
こ

こ
で
は
も
は
や
単
な
る
流
通
手
段
で
は
な
く
、
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
」
と
の
ぺ
、
そ
し
て
ま
た
「
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
、

「
資
金
」
に
つ
い
て



「
資
金
」
に
つ
い
て

二
四

一
方
で
は
絶
対
的
な
る
支
払
要
求
に
よ
っ
て
単
な
る
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
は
な
い
と
同
時
に
、
他
方
で
は
互
に
清
算
さ
れ

て
貨
幣
の
流
通
を
節
約
し
得
る
の
で
あ
る
1

一
(
旧
『
原
論
』
、
よ
巻
、
六
七
i
八
ペ
ー
ジ
〉
と
の
べ
て
い
る
。

支
払
期
日
に
債
務
者
か
ら
債
権
者
に
渡
さ
れ
る
貨
幣
は
、
購
買
手
段
と
し
て
流
通
過
程
を
媒
介
す
る
た
め
に
流
通
す
る
の
で
は
な
く
、

交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
の
貨
幣
と
し
て
、

つ
ま
り
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
と
し
て
、
し
か
も
支
払
手
段
と
し
て
、
過
程
を
自
立

的
に
終
結
す
る
た
め
に
流
通
す
る
の
で
あ
る
。

支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
、
債
務
者
か
ら
債
権
者
に
渡
さ
れ
る
、

流
通
す
る
の
で
あ

る
。
「
貨
幣
の
流
通
」
を
清
算
、

相
殺
に
よ
っ
て
節
約
し
う
る
と
い
っ
て
も
、

こ
の
場
合
の
貨
幣
は
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
り
、

支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
が
相
殺
に
よ
っ
て
節
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
ば
流
通
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、

貨
幣
は
債
務
の
支
払
の
た
め
に
債
務
者
か
ら
債
権
者
に
渡
さ
れ
る
、
流
通
す
る
場
合
に
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
明
確
に
把
握
し
て
お
く
こ
と
は
、
宇
野
氏
の
「
資
金
L

と
支
払
手
段
と
の
関
係
を
考
案
す
る
さ
い
に
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

掛
け
売
り
に
お
い
て
は
、
購
買
者
は
、

一
定
の
期
間
の
の
ち
に
貨
幣
を
支
払
う
と
い
う
債
務
を
負
う
債
務
者
と
な
り
、
こ
の
た
め
に
こ

の
期
間
の
あ
い
だ
に
貨
幣
を
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
貨
幣
の
積
立
を
お
こ
な
う
。
こ
の
貨
幣
の
積
立
は
、

定
の
期
間
の
の
ち
に
債
務
を
支
払
う
た
め
の
貨
幣
の
積
立
で
あ
り
、
貨
幣
が
支
払
手
段
と
し
て
流
通
す
る
た
め
の
積
立
で
あ
る
か
ら
、
支

払
手
段
の
準
備
金
の
積
立
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
支
払
手
段
の
準
備
金
の
積
立
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
は
、

一
定
の
期
日
に

代
金
を
支
払
う
と
い
う
契
約
に
も
と
づ
い
て
商
品
を
購
買
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
掛
け
売
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、

い
い
か
え
れ
ば
貨
幣
が
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
を
商
品
の
姿
態
変
換
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
う
け
と
る
よ
う
に

な
る
と
、
支
払
手
段
の
準
備
金
の
積
立
が
必
然
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
支
払
手
段
の
準
備
金
に
つ
い
て
宇
野
氏
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。



「
か
か
る
支
払
期
日
の
た
め
に
準
備
さ
れ
る
貨
幣
は
、
蓄
蔵
貨
幣
と
同
様
に
絶
対
的
な
富
の
性
格
を
与
え
ら
れ
る
が
、
高
品
経
済
の
発

展
は
、
単
な
る
蓄
蔵
貨
幣
の
形
成
を
減
じ
て
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
蓄
積
を
増
進
す
る
こ
と
に
な
る
。

〈
貨
幣
〉
と
し
て
の
貨
幣

は
い
わ
ゆ
る
資
金
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
来
る
。
そ
れ
は
蓄
蔵
貨
幣
の
よ
う
に
流
通
の
外
部
に
蓄
積
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
や
が
て
流

通
に
投
ぜ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
互
に
清
算
さ
れ
て
節
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
蓄
蔵
貨
幣
の
ご
と
く
蓄
積
自
身
が
目
標
と

な
る
わ
け
で
は
な
い
。

い
わ
ば
止
む
を
得
ざ
る
蓄
積
で
あ
る
」
(
旧
『
原
論
同
上
巻
、
六
九
ペ
ー
ジ
〉
。

「
そ
れ
は
蓄
蔵
貨
幣
の
よ
う
に
流
通
の
外
部
に
蓄
積
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
・
・
・
・
」

に
お
け
る
「
そ
れ
は
」
は
「
〈
貨
幣
〉
と
し
て
の
貨

幣
は
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
で
は
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。
「
そ
れ
は
」
は
、

あ
と
に
か
か
れ
て
い
る
こ
と
と
閣
連
さ
せ
て
み
れ

ば
、
「
支
払
期
日
の
た
め
に
準
備
さ
れ
る
貨
幣
」
、
す
な
わ
ち
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

ぅ
。
宇
野
氏
は
、
こ
の
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
貨
幣
は
、
流
通
の
外
部
に
蓄
積
き
れ
て
い
る
貨
幣
と
し
マ
理
解
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
支
払
手
段
の
準
備
金
は
、
流
通
の
外
部
に
で
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
こ
の
文
章
に
お
い
て
も
「
蓄
蔵
貨
幣
の
ご
と
く
蓄
積
白
身
が
目
標
と
な
る
」
と
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
宇
野
氏
は
、
蓄
蔵
貨
幣
を

自
己
目
的
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
の
み
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
理
解
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
貨
幣
は
流
通
の
外
部
に
で
て
い
る
貨
幣
で
あ
ろ
う
か
。

宇
野
氏
辻
、
支
払
手
段
の
流
通
貨
幣
量
に
つ
い
て
は
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
支
払
手
段
の
流
通
貨
幣
量
は
、
支
払
わ
れ
る
べ
き
諸

債
務
の
総
額
、
相
殺
さ
れ
る
諸
支
払
の
総
額
、
支
払
手
段
の
流
通
速
度
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
貨
幣
は

「
い
わ
ば
止
む
を
得
、
ざ
る
蓄
積
」
の
結
果
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
掛
け
売
り
が
お
こ
な
わ
れ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
必
然
的
に
形
成
さ

れ
、
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
支
払
期
日
に
現
実
に
流
通
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
が
支
払
手
段
と
し
て

「
資
金
」
に
つ
い
て

二
五



「
資
金
し
に
つ
い
て

一一六

機
能
す
る
た
め
に
は
、

い
い
か
え
れ
ば
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
流
通
の
た
め
に
は
支
払
手
段
の
準
備
金
が
形
成
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
支
払
手
段
の
準
備
金
は
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
流
通
の
た
め
の
条
件
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
支
払
手
段
の
準

備
金
と
し
て
の
貨
幣
は
支
払
手
段
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
現
実
に
流
通
し
て
い
な
い
。
ぞ
れ
は
、
支
払
期

日
に
い
た
る
ま
で
の
あ
い
だ
一
時
、
休
息
状
態
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
流
通
し
て
い
な
い
、
「
非
流
通
手
段
」
で
あ
り
、

わ
た

く
し
は
、
流
通
し
て
い
な
い
、
「
非
流
通
手
段
」

と
し
て
の
貨
幣
を
広
義
の
蓄
蔵
貨
幣
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と

し
て
の
貨
幣
は
広
義
の
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
し
か
し
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
貨
幣
は
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
流
通
の
条

件
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
現
実
に
は
能
動
的
に
支
払
手
段
と
し
て
流
通
し
な
い
で
、
「
非
流
通
手
段
」

と
し
て
休
息
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
た
め
の
一
時
的
な
状
態
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
一
部
分
で
あ

る
。
そ
し
て
、
支
払
手
段
の
準
備
金
は
、
掛
け
売
り
か
ら
生
じ
た
債
務
を
支
払
う
た
め
に
準
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
債
務
は
支

払
手
段
の
流
通
貨
幣
量
一
を
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
貨
幣
は
、
支
払
手
段
の
流
遇
貨
幣
量
一
の
一
構

成
部
分
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
貨
幣
は
、
流
通
の
外
部
に
で
て
い
る
貨
幣
で
は
な
く
、
し
た
が
っ

て
わ
た
く
し
の
い
う
狭
義
の
菩
蔵
貨
幣
で
は
な
く
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
し
て
支
払
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の

一
構
成
部
分
で
あ
る
。
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
貨
幣
は
、
支
払
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
と
い
う
機
能
を
は
た
す

こ
と
は
で
き
な
い
。

旧
版
演
習
『
経
済
原
論
』
の
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
に
お
い
て
、

「
こ
の
支
払
期
日
の
た
め
の
準
備
金
は
、

い
わ
ば
止
む
を
え
ざ
る

蓄
積
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
支
払
が
相
殺
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、

つ
ま
り
純
粋
の
信
用
経
済
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
理
由
で
必

然
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
元
来
商
品
の
売
買
に
貨
幣
を
必
然
的
に
発
生
せ
し
め
る
の
と
同
じ
理
由
を
な
す
わ
け
で
あ
る
が
、
ま
た
流



通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
量
一
の
調
節
が
蓄
蔵
貨
幣
の
出
動
や
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
に
よ
っ
て
も
必
ず
し
も
十
分
に
行
い
え
な
い
こ
と
を

示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
貨
幣
も
原
始
的
に
は
、
他
の
商
品
と
同
様
に
流
通
の
外
か
ら
1

1
金
の
生
産
者
か
ら
、
又
は
外
国
か
ら
|
|

与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
旧
演
習
『
原
論
』
、
六
四
ペ
ー
ジ
〉
と
か
か
れ
て
い
る
。

支
払
手
段
の
準
備
金
の
形
成
は
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
「
い
わ
ば
止
む
を
え
ざ
る
蓄
積
」
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
こ
こ
で
は
、
「
流

通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
量
の
調
節
が
蓄
蔵
貨
幣
の
出
動
や
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
に
よ
っ
て
」

「
必
ず
し
も
十
分
」
で
は
な
い
が
お
こ

な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
か
か
れ
て
お
り
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
が
流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
し
う
る
と
し
て
い

ろ
。
宇
野
氏
自
身
も
他
の
と
こ
ろ
で
「
貨
幣
が
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
が
、
或
い
は
蓄
蔵
貨
幣
と

し
て
、
戎
い
は
支
払
手
段
と
し
て
、
さ
、
り
に
ま
た
世
界
貨
幣
と
し
て
、

い
い
換
え
れ
ば
商
品
流
通
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
流
通
手
段
の
増

減
を
調
節
す
る
準
備
と
し
て
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
」
〈
旧
『
原
論
』
、
下
巻
、
二
三
0
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
て
い
る
。

宇
野
氏
は
、
流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
の
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
蓄

蔵
貨
幣
、
支
払
手
段
、
世
界
貨
幣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
貨
幣
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
ま
え
に
み
た
よ
う
に
蓄
蔵
貨
幣
を
宇
野
氏
は
独
立
的
な
致
富
形
態
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
、
自
己
目
的
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て

し
か
と
ら
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
蓄
蔵
貨
幣
が
流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
な
ど
と
い
え
な
い
の
で
あ
る
が
、

と
こ
で
は
蓄
蔵
貨
幣
が
流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
と
の
べ
て
お
り
、
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
。
宇
野
氏
は
理
解
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
が
、
蓄
蔵
貨
幣
の
機
能
に
は
種
々
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
「
貨
幣
準
備
金
」
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
が
流
通
手
段

の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
機
能
を
は
た
す
。
し
か
し
、
支
払
手
段
と
し
て
の
賃
幣
は
、
絶
対
に
流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
増

減
を
調
節
す
る
な
ど
と
は
い
え
な
い
。
ま
え
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
債
務
者
か
ら
債
権
者
に
支
払
わ
れ
る
、

「
資
金
L

に
つ
い
て

二
七



「
資
金
」
に
つ
い
て

二
八

渡
さ
れ
る
貨
幣
で
あ
り
、
流
通
す
る
貨
幣
で
あ
り
、
そ
の
流
通
は
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
流
通
と
は
こ
と
な
っ
た
支
払
手
段
と
し
て

の
貨
幣
の
流
通
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
け
っ
し
て
流
通
の
外
部
じ
で
て
い
る
貨
幣
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
、
す
な

わ
ち
支
払
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る

こ
と
な
ど
け
っ
し
て
で
き
な
い
。
宇
野
氏
が
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
が
流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
と
あ
や
ま
っ
た

見
解
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
貨
幣
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
、
し
た
が

っ
て
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
流
通
の
外
部
に
で
て
い
る
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
、
流
通
手
段
の
流
通

貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
の
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
と
と
、
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
支

払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
「
論
理
」
に
も
と
守
つ
い
て
い
る
。

な
お
、
旧
版
演
習
『
経
済
原
論
』
に
お
い
て
は
、
ま
え
の
引
用
文
に
つ
づ
い
て
「
国
内
で
は
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
も
実
際
上
は
金

貨
幣
で
な
く
て
も
よ
い
。

と
い
う
の
は
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
も
流
通
に
入
れ
ば
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
、
・
・
・
・
」
(
旧
演
習
『
原

論
』
、
六
四
ペ
ー
ジ
〉
と
か
か
れ
て
い
る
が
、
支
払
手
段
と
流
通
手
陵
と
の
同
一
視
、
混
同
も
は
な
は
だ
し
い
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
第
三
郎
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
に
、
宇
野
氏
は
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
「
資
金
」
と
い
う
言
葉
を
使
用

し
て
い
る
。
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
一
ワ
の
形
態
で
あ
る
か
ら
、
宇
野
氏
は
と
う
ぜ
ん
支
払
手
段
と
し
て
の

貨
幣
は
「
資
金
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
く
り
か
え
し
の
べ
る
が
、
宇
野
氏
の
「
資
金
」
左
は
、
第
一
に
「
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
と

異
つ
」
た
貨
幣
で
あ
り
、
第
二
に
「
直
接
の
流
通
過
程
か
ら
分
離
、
独
立
さ
れ
た
貨
幣
」
で
あ
り
、
そ
し
て
第
三
に
「
何
時
で
も
商
品
を

購
入
し
得
る
も
の
と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
」
貨
幣
で
あ
る
。
第
一
の
規
定
か
ち
は
、
そ
れ
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
て
く
る
。
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
第
一
の
規
定
に
は
適
合
す
る
。



し
か
し
、
第
二
の
規
定
、
第
三
の
規
定
か
ら
は
、
そ
れ
は
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
か
ら
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣

は
こ
の
第
二
、
第
三
の
規
定
に
は
適
合
し
な
い
。
宇
野
氏
の
「
資
金
」
に
つ
い
て
の
三
つ
の
規
定
に
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
が
あ
て
は

ま
る
か
ど
う
か
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ん
た
ん
に
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
、
宇
野
氏
の
い
う
「
資
金
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

で
は
、
ど
う
し
て
宇
野
氏
は
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
を
「
資
金
」
と
し
て
と
ら
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

そ
れ
は
、
第
一
に
、
「
資
金
」
を
規
定
す
る
三
つ
の
規
定
を
そ
な
え
た
貨
幣
を
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
と
ら
え
た
と
と
に
墓
因

す
る
。
こ
こ
か
ら
、
と
う
ぜ
ん
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
を
「
資
金
」
と
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
れ
は
、
「
資
金
」
と
は
宇
野
氏
の
考
え
で
は
、

流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、

そ
し
て
再
び

流
通
に
購
買
手
段
と
し
て
投
ぜ
ら
れ
る
べ
く
規
定
さ
れ
た
貨
幣
で
あ
る
が
、
宇
野
氏
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
す
べ
て
流
通
の
外
部
に
ひ

き
あ
げ
ら
れ
た
貨
幣
で
あ
る
と
と
ら
え
た
こ
と
に
基
因
す
る
。

し
か
し
、

流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
貨
幣
は
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
っ

て
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
、
あ
と
で
の
ぺ
る
世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
流
通
す
る
貨
幣
で
あ
る
。
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
、

債
務
者
か
ら
債
権
者
に
渡
さ
れ
る
、
流
通
す
る
貨
幣
で
あ
る
。
流
連
す
る
と
い
っ
て
も
・
支
払
手
段
と
し
て
流
通
す
る
の
で
あ
り
、
流
通
手

段
と
し
て
流
通
す
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
貨
幣
で
は
け
っ
し
て

‘4
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一
時
、
休
息
状
態
に
あ
る
能
動
的
に
流
通
し
て
い
な
い
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
貨
幣
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
支
払
手
段
と
し

て
の
貨
幣
が
休
息
状
態
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
貨
幣
で
は
な
い
。

第
三
に
、

そ
れ

は
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
流
通
の
外
部
に
で
て
い
る
貨
幣
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
か
ち
、
流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
一
の
増
減
を
調
節
す

る
機
能
を
は
た
す
と
と
ら
え
た
こ
と
に
基
因
す
る
。
し
か
し
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
支
払
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
一
構
成
部
分
で

「
資
金
」
に
つ
い
て

二
九



「
資
金
」
に
つ
い
て

Q 

あ
り
、
流
通
貨
幣
量
(
広
義
)
の
一
構
成
部
分
で
あ
っ
て
、
流
通
貨
幣
量
(
広
義
)
の
増
減
を
調
節
す
る
機
能
な
ど
は
た
し
え
な
い
。

要

す
る
に
、
宇
野
氏
の
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
お
よ
び
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
に
つ
い
て
の
独
自
の
見
解
か
ら
で
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
宇
野
氏
の
目
見
解
は
、
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
と
う
て
い
い
え
な
い
。

さ
い
ご
に
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
第
三
の
機
能
で
あ
る
世
界
貨
幣
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

宇
野
氏
の
旧
版
『
経
済
原
論
』
上
巻
第
一
篇
第
二
孝
三
「
貨
幣
」
の
「
C
世
界
貨
幣
」
に
お
い
て
は
、
冒
頭
に
「
世
界
貨
幣
と
し
て
の

金
は
国
内
流
通
で
与
え
ら
れ
た
鐸
貨
形
態
を
棄
て
て
価
値
尺
度
と
し
て
機
能
し
た
と
き
と
同
様
に
、
再
び
ま
た
素
材
と
し
て
の
資
格
に
お

い
て
、
し
か
も
も
は
や
鶴
、
弗
、
円
等
と
し
て
で
は
な
く
、
地
金
と
し
て
の
重
量
名
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
。
鶴
、
弗
、
円
等
は
そ
の
金
量

に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
平
価
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
貨
幣
は
、
本
来
の
概
念
に
一
致
し
た
、
商
品
中
の
一
特
殊
商
品
が
一
般
的
商
品
の
形

態
を
与
え
ら
れ
た
も
の
に
復
帰
す
る
わ
け
で
あ
る
」
(
旧
『
原
論
円
上
巻
、
セ
0
ペ
ー
ジ
)
と
か
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
ま
た
、

宇
野
氏

は
、
世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
が
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
一
言
も
ふ
れ
ず
に
、

い
き
な
り
「
世
界
貨

幣
と
し
て
の
金
は
」
と
は
じ
め
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
宇
野
理
論
L

に
お
け
る
「
原
理
論
」
に
お
い
て
は
、
「
一
国
の
純
粋
資
本
主
義
」

と
い
う
想
定
の
も
と
で
「
論
理
」

を
展

開
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
世
界
貨
幣
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
、
宇
野
学
、
派
の
論
者
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
ち
が

い
が
あ
り
、
ま
た
「
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
」
の
問
題
を
世
界
貨
幣
か
ら
展
開
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
世
界
貨
幣
は
「
宇
野

理
論
」
に
お
い
て
は
と
く
に
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
宇
野
理
論
」

に
と
ワ
て
と
く
に
重
要
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
世
界
貨
幣
も
、
旧
版
『
経
済
原
論
』
上
巻
に
お
い
て
は
、
ゴ
一
ペ
ー
ジ
た
ら
ず
の
分
量
で
か
た
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

宇
野
氏
は
、
ど
う
し
て
世
界
貿
幣
と
い
う
機
能
が
発
生
し
て
く
る
の
か
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
世
界
貨
幣
と



い
う
機
能
は
、
商
品
流
通
が
国
内
的
流
通
に
と
ど
ま
ら
ず
国
際
的
流
通
に
ま
で
拡
大
し
、
発
展
し
、
こ
の

f

商
品
流
通
の
国
際
的
流
通
へ
の

発
展
を
反
映
し
て
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
商
品
は
、
国
内
的
流
通
に
お
い
て
金
を
園
内
的
流
通
に
登
場
し
て
く
る
諸
商
品
に
対
し
て
全
面

的
に
譲
渡
さ
れ
う
る
商
品
に
、

す
な
わ
ち
貨
幣
に
す
る
が
、

さ
ら
に
商
品
流
通
が
国
際
的
流
通
に
拡
大
し
、
発
展
す
る
の
に
と
も
な
っ

て
、
金
を
世
界
的
規
模
と
し
て
の
国
際
的
流
通
に
登
場
し
て
く
る
世
界
の
す
べ
て
の
諸
商
品
に
対
し
て
全
面
的
に
譲
渡
さ
れ
、
7
る
商
品

に
、
普
遍
的
な
一
般
的
等
価
物
に
、
す
な
わ
ち
世
界
貨
幣
に
す
る
の
で
あ
る
。
宇
野
氏
の
世
界
貨
幣
に
つ
い
て
の
規
定
に
お
い
て
も
、
そ

れ
が
商
品
流
通
の
、
商
品
の
側
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
視
点
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。

宇
野
氏
は
、
ま
え
の
引
用
文
に
ワ
づ
い
で
、
「
国
際
的
商
品
交
換
に
お
い
て
は
、

貨
幣
は
も
は
や
流
通
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、

商
品

交
換
の
不
均
衡
を
補
う
い
わ
ゆ
る
取
引
差
額
の
支
払
手
段
と
し
て
、
或
い
は
原
始
的
な
購
買
手
段
と
し
て
、
さ
ら
に
ま
た
時
に
は
賠
償
金

等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
富
を
移
転
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」
(
旧
『
原
論
』
、
上
巻
、
七
0
ペ
ー
ジ
)
と
の
ぺ
て
い
る
。

」
こ
で
は
、

世
界
貨
幣
は
、
国
際
的
な
支
払
手
段
と
し
て
、
ま
た
国
際
的
な
購
買
手
段
と
し
て
、
さ
ら
に
賠
償
金
な
ど
の
富
の
国
際
的
移
動
の
場
合
に

は
富
の
絶
対
的
・
社
会
的
な
体
化
物
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
機
能
を
は
た
す

貨
幣
が
世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
、
国
際
的
流
通
に
お
い
て
流
通
す
る
貨
幣

で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
流
通
の
外
部
に
で
て
い
る
貨
幣
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
宇
野
氏
は
「
さ
さ
に
も
述
べ
た
よ
う
に
金
の
生
産
と
共

に
各
国
の
貨
幣
量
宏
原
始
的
に
調
節
す
る
も
の
と
な
る
」
(
旧
『
原
論
』
、
上
巻
、
七
0
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
、

世
界
貨
幣
が

金
の
生
産
と
共

に
各
国
の
貨
幣
量
」
を
調
節
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
考
え
方
が
宇
野
氏
の
世
界
貨
幣
に
つ
い
て
の
理

解
な
の
で
あ
る
。

新
版
『
経
済
原
論
』
に
お
い
て
は
、

宇
野
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
世
界
貨
幣

l土

一
国
が
他
国
に
輸
出
し
た
商
品
の
代
価
そ
の
他
の
支
払
と
し
て
え
た
貨
幣
金
が
、
新
し
く
そ
の
国
の
地
金
乃
至
貨
幣
に
加
え
ら
れ
、

「
資
金
」
に
つ
い
て



「
資
金
」
に
つ
い
て

他
国
か
ら
輸
入
し
た
商
品
の
代
価
そ
の
他
の
支
払
に
充
て
ら
れ
る
貨
幣
は
ー
そ
の
国
の
地
金
乃
至
貨
幣
か
ら
減
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
事
実
に

よ
っ
て
、

一
一
国
の
必
要
と
す
る
貨
幣
量
を
根
本
的
に
調
節
す
る
も
の
と
し
て
の
、
貨
幣
の
こ
の
規
定
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
」
(
新
『
原
論
』
、
三
八
ペ
ー
ジ
)
。

し
か
し
、

マ
ル
グ
ス
は
、

世
界
貨
幣
を
「
一
国
の
必
要
と
す
る
貨
幣
量
を
根
本
的
に
調
節
す
る
も

の
と
し
て
の
、
貨
幣
の
こ
の
規
定
を
与
え
る
も
の
し
と
し
て
説
い
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
規
定
し
、
強
調
す
る
た

め
に
世
界
貨
幣
の
機
能
が
あ
る
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。

旧
版
『
経
済
原
論
』
上
巻
に
お
い
て
は
、

つ
事
つ
い
て
「
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
は
」
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に

か
か
れ
て
い
る
。

「
世
界
貨
幣
と
し
て
の
金
は
、
か
か
る
移
動
に
よ
っ
て
入
っ
て
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
常
に
そ
の
闘
の
貨
幣
と
し
て
し
か
役

立
た
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
反
対
に
貨
幣
に
も
、
或
い
は
ま
た
例
え
ば
装
飾
品
に
も
生
産
手
段
に
も
役
立
ち
得
る
か
ら
こ

そ
、
世
界
貨
幣
な
の
で
あ
る
。
ま
と
か
か
ろ
も
の
と
し
て
国
内
の
流
通
手
段
の
量
を
も
調
節
し
得
る
の
で
あ
る
」
(
旧
『
原
論
円
上
巻
、
七

一
ペ
ー
ジ
)
。

他
国
か
ら
あ
る
国
に
世
界
貨
幣
と
し
て
機
能
し
た
金
が
流
入
し
た
場
合
、
ム
セ
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
。
そ
の
国
の
国
内
的
流
通
に
お
い

て
金
鋳
貨
が
流
通
し
て
い
ろ
場
合
に
は
、
流
入
し
た
金
の
一
部
は
、
も
し
磨
誠
し
た
金
鋳
貨
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
を
槙
補
す
る
た

め
に
国
内
的
流
通
に
は
い
り
、

一
部
は
装
飾
品
に
、

一
部
は
生
産
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
う
る
し
、

一
部
は
独
立
的
な
致
富
形
態
と
し
て

の
蓄
蔵
貨
幣
に
な
り
う
る
し
、

一
部
は
国
内
的
流
通
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
流
通
貨
幣
旦
一
旦
の
増
減
を
調
節
す
る
機
能
を
は
た
す
「
貨
幣

準
備
金
」
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
と
な
り
う
る
し
、

一
部
は
、

そ
し
て
こ
れ
が
世
界
貨
幣
と
し
て
の
規
定
か
ら
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、

世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
と
な
る
、
と
い
う
よ
う
に
流
入
し
た
金
は
、
種
々
の
も
の
に
な
り
う
る
。



こ
の
よ
う
に
、
流
入
し
た
金
が
す
べ
て
国
内
的
流
通
に
お
け
る
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
し
う
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

装
飾

品
、
生
産
手
段
お
よ
び
独
立
的
な
致
富
形
態
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
と
な
っ
た
金
は
、
流
通
と
の
関
係
を
は
な
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
こ
れ
ら

の
金
は
国
内
の
流
通
貨
幣
量
と
は
関
係
が
な
い
。
国
内
の
流
通
貨
幣
量
と
関
係
を
も
つ
も
の
は
、
磨
滅
し
た
金
鋳
貨
を
填
補
す
る
た
め
に

流
通
に
は
い
る
も
の
と
「
貨
幣
準
備
金
」
と
し
て
の
蓄
誠
貨
幣
で
あ
る
が
、
前
者
は
填
補
で
あ
る
か
ら
流
通
貨
幣
量
の
増
減
と
は
か
か
わ

り
あ
い
は
な
い
。
圏
内
の
流
通
貨
幣
量
の
増
、
減
を
調
節
す
る
と
い
う
と
と
と
関
係
の
あ
る
も
の
は
「
貨
幣
準
備
金
」
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣

と
な
っ
た
世
界
貨
幣
と
し
て
の
金
で
あ
る
。
し
か
し
、
園
内
に
流
入
し
た
世
界
貨
幣
と
し
て
の
金
が
直
接
そ
の
ま
ま
国
内
の
流
通
貨
幣
量

の
増
減
を
調
節
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
流
入
し
た
世
界
貨
幣
と
し
て
の
金
は
、
他
の
形
態
に
転
化
す
る
の
で
あ
る
。
流
入
し
た
世

界
貨
幣
と
し
て
の
金
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
転
化
す
る
。
そ
し
て
曹
蔵
貨
幣
の
形
態
を
と
る
金
が
閏
内
的
流
通
に
対
し
て
、
ま
た
国
際

的
流
通
に
対
し
て
種
々
の
機
能
を
は
た
す
こ
と
に
な
る
。
磨
滅
し
た
金
鋳
貨
を
填
補
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
転
化
し

た
陛
界
貨
幣
と
し
て
の
金
が
そ
の
国
の
余
鋳
貨
に
鋳
造
さ
れ
て
流
通
に
は
い
り
、
園
内
的
流
通
の
た
め
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す

る
機
能
を
は
た
す
た
め
に
準
備
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
貨
幣
準
備
金
」
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
に
転
化
し
、
ま
た
国
際
的
流
通
の
た
め
に
準

備
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
に
転
化
す
る
。

こ
の
よ
う
に
流
入
し
た
世
界
貨
幣
と
し
て
の
念
は
、
蓄
蔵
貨
幣
に
転
化
し
、
そ
し
て
そ
の
一
部
が
国
内
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節

す
る
機
能
を
は
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
宇
野
氏
の
よ
う
に
、
世
界
貨
幣
は
「
か
か
る
も
の
と
し
て
国
内
の
流
通
手
段
の
量
を
も

調
節
し
得
る
」
の
で
は
な
い
。

世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
流
入
し
た
金
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と

し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
に
転
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
世
界
貨
幣
の
準
備
金
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
国
際
的
流
通
に
お
い
て
貨
幣
が
世

「
資
金
」
に
つ
い
て



「
資
金
」
に
つ
い
て

四

界
貨
幣
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
の
規
定
性
か
ら
い
え

ば
国
内
的
流
通
と
は
関
係
が
な
い
。

し
か
し
、
ぞ
れ
は
金
で
あ
る
の
で
、

園
内
の
流
通
貨
幣
量
一
が
増
大
し
、
「
貨
幣
準
備
金
」
と
し
て
の

蓄
蔵
貨
幣
が
す
ぐ
な
い
場
合
に
は
、
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
「
貨
幣
準
備
金
i

一
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
に
転
化
し
、
そ

し
て
国
内
の
流
通
貨
幣
量
一
の
増
大
に
対
し
て
園
内
的
流
通
に
は
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

宇
野
氏
は
、
国
内
に
流
入
し
た
世
界
貨
幣
と
し
て
の
金
が
す
べ
て
「
国
内
の
流
通
手
段
の
量
を
も
調
節
し
得
る
」
と
解
し
、
そ
し
て
そ

れ
が
直
接
そ
の
ま
ま
な
ん
ら
の
形
態
転
化
な
し
に
国
内
の
流
通
貨
幣
量
と
関
係
す
る
か
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
見
解
は
、
世
界

貨
幣
と
し
て
の
賃
幣
は
、
国
際
的
支
払
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
国
際
的
購
買
手
段
と
し
て
、
ま
た
富
の
絶
対
的
・
社
会
的
体
化
物
と
し

て
機
能
す
る
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
国
際
的
流
通
に
お
い
て
流
通
す
る
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て

い
な
い
、
そ
し
て
国
内
に
流
入
し
た
世
界
貨
幣
と
し
て
の
金
は
他
の
形
態
に
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
、
あ
や
ま
っ
た

見
解
で
あ
る
。

宇
野
氏
は
、
ま
た
世
界
貨
幣
は
流
通
の
外
部
に
で
て
い
る
貨
幣
で
あ
る
と
と
ら
え
、
「
v

」
れ
は
ハ
世
界
貨
幣
は
l
l小
林
)
い
わ
ば
流
通

の
外
か
ら
入
る
も
の
、
あ
る
い
は
外
に
出
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
」
(
旧
演
習
『
原
論
』
、
六
七
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
て
い
る
。

し
か
し
、

ま
え

に
の
べ
た
よ
う
に
、
世
界
貨
幣
は
国
際
的
流
通
に
お
い
て
流
通
す
る
貨
幣
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
貨
幣
は
流
通
の
外
部
に
で
て
存

在
す
る
な
ど
と
は
い
え
な
い
。
貨
幣
が
世
界
貨
幣
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
世
界
貨
幣
の
準
備
金
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
世
界

貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
貨
幣
は
、
流
通
の
外
部
に
存
在
し
、
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
。
宇
野
氏
は
、
世
界
貨
幣
と
世
界
貨
幣
の
準
備

金
と
を
混
同
し
、
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
世
界
貨
幣
の
準
備
金
を
も
世
界
貨
幣
と
し
て
と
ら
え
、
こ
う
し
て
世
界
貨
幣
を
あ

や
ま
っ
て
理
解
し
て
い
る
。



宇
野
氏
は
、
第
一
一
節
に
お
い
て
の
ぺ
た
よ
う
に
、
「
資
金
」
と
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
規
定
し
た
。

世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨

幣
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
宇
野
氏
は
、
世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
「
資
金
」
で
あ
る
と
と
ら
え
て

い
る
。
し
か
し
、
世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
、
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
、
流
通
の
外
部
に
で
て
い
る
貨
幣
で
は
な
く
、
国
際
的

流
通
に
お
い
て
流
通
す
る
貨
幣
で
あ
り
、
流
通
貨
幣
量
一
の
増
減
を
調
節
す
る
機
能
な
ど
ば
た
し
え
な
い
貨
幣
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世

界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
、
宇
野
氏
の
規
定
す
る
「
資
金
」
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

四

第
三
節
に
お
い
て
は
、
宇
野
氏
の
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
、

そ
し
て
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
三
つ
の
形
態
で
あ
る
蓄
蔵
貨
幣
、

支
払

手
段
、
世
界
貨
幣
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、

い
ず
れ
も
宇
野
氏
独
自
の
解
釈
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

さ
て
、
宇
野
氏
は
、
「
資
金
」
と
い
う
言
葉
を
、
第
二
節
に
お
い
て
の
ぺ
た
よ
う
に
、

種
々
の
表
現
で
も
っ
て
規
定
し
て
い
る
が
、

結

局
「
資
金
」
と
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
、
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
い

る
貨
幣
と
し
て
い
る
。
は
た
し
て
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
貨
幣
で
あ
ろ
う
か
。

貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
と
は
、
価
値
尺
度
と
流
通
手
段
と
の
統
一
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
っ
て
、
流
通
手
段
と
区
別
さ
れ
た
、
交
換
価
値
の

独
立
的
な
定
在
と
し
て
の
、
抽
象
的
富
の
物
質
的
定
在
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
。
こ
の
上
う
な
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
、
蓄
蔵
貨
幣
、
支

払
手
段
、
世
界
貨
幣
と
い
う
三
つ
の
諸
機
能
を
は
た
す
。
こ
れ
ら
の
諸
機
能
の
う
ち
蓄
蔵
貨
幣
の
機
能
を
は
た
す
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣

は
、
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
宇
野
氏
は
、
蓄
蔵
貨
幣
を
独
立
的
な
致
富
形
態
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
の

み
と
ら
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
初
は
、
蓄
蔵
貨
幣
を
「
資
金
」
と
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
醇
膳
さ
れ
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
を
た

「
資
金
」
に
つ
い
て

五



「
資
金
」
に
つ
い
て

~ 

/" 

だ
ち
に
「
資
金
」
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

宇
野
氏
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
」
、
「
蓄
蔵
」
は
「
資
本
主
義
に
先
立
つ
歴
史
的
な

形
態
」
で
あ
り
、
↑
特
殊
の
歴
史
的
な
ろ
も
の
」

で
あ
る
と
し
て
排
除
し
、

資
本
主
義
に
も
一
般
に
共
通
す
る
と
い
う
「
貯
蓄
」
と
い
う

一
一
一
国
主
を
使
用
す
る
。
し
か
し
「
貯
蓄
」
と
言
葉
を
か
え
て
も
「
貯
蓄
」
さ
れ
た
貨
幣
は
、

流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
貨
幣
で
あ

る
。
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
貨
幣
は
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
の
形
成
を
「
蓄
蔵
一
と
い
お
う
が
「
貯
蓄
L

と
い

お
う
が
蓄
蔵
貨
幣
の
形
成
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
が
な
い
。

蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
貨
幣
は
、
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
札
て
い
る
貨
幣
で
あ
る
。
し
か
し
独
立
的
な
致
富
形
態
と
し
て
の
菩

蔵
官
ハ
幣
は
、
流
還
に
再
び
も
ど
る
べ
く
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
独
立
的
な
致
官
形
態
と
し
て
の
苔
蔵
貨
幣
は
、
宇
野
氏
の

「
資
金
」
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
宇
野
氏
は
理
解
し
て
い
な
い
が
、
蓄
蔵
貨
幣
に
は
こ
の
ほ
か
に
流
通
と
関
係
を
も
ち
、
流
通
に
よ
っ

て
流
通
の
た
め
に
規
定
さ
れ
て
い
る
蓄
蔵
貨
幣
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
国
内
的
流
通
と
の
関
係
に
お
け
る
「
貨
幣
準
備
金
」
と
し
て
の
蓄

蔵
貨
幣
で
あ
り
、
国
際
的
流
通
と
の
関
係
に
お
け
る
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
「
貨
幣
準
備
金
」

と
し
て
の
蓄

蔵
貨
幣
は
、
国
内
の
流
通
貨
幣
量
の
増
大
に
対
し
て
流
通
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
支
払
手
段
と
し
て
国
内
的
流
通
に
は
い
る
べ
く
規
定

さ
れ
て
お
り
、
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
国
際
的
流
通
の
要
請
に
応
じ
て
国
際
的
支
払
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
国

際
的
購
買
手
段
と
し
て
国
際
的
流
通
に
は
い
る
べ
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
「
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得
る
も
の
と

し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
」
ば
か
り
で
な
く
、
債
務
の
支
払
に
も
あ
て
ら
れ
う
る
貨
幣
で
あ
る
。

宇
野
氏
は
、
「
資
金
」
を
「
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得
る
も
の
と
し
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
」
貨
幣
と
し
て
規
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
「
貨
幣
準
備
金
」
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
、

世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
そ
の
ま
ま
「
資
金
」
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
宇
野
氏
の
い
わ
ん
ょ
す
る
「
資
金
」
に
は
、
「
貨
幣
準
備
金
」
と
し
て
の
蓄
蔵
相
只
幣
、

世
界
貨
幣
の
準
備



金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
十
分
に
適
合
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
宇
野
氏
は
、
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。

貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
第
二
の
機
能
を
は
た
す
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
、
け
っ
し
て
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
貨
幣

で
は
な
い
。
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
、
債
務
の
支
払
の
た
め
に
流
通
し
、
債
権
・
債
務
を
決
済
す
る
機
能
を
は
た
す
貨
幣
と
し
て
の

貨
幣
で
あ
る
。
支
払
期
日
ま
で
の
あ
い
だ
債
務
者
の
手
も
と
で
積
立
て
ら
れ
て
い
る
貨
幣
が
あ
る
。
こ
の
貨
幣
は
支
払
手
段
の
準
備
金
と

し
て
の
貨
幣
で
あ
る
。
こ
の
貨
幣
は
、
た
し
か
に
能
動
的
に
流
通
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
債
務
の
支
払
の
た
め
に
準
備
さ
れ
て

い
る
貨
幣
で
あ
り
、
支
払
期
日
に
支
払
手
段
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
こ
の
支
払
手
段
の
準
備
金
を
形
成

せ
し
め
る
契
機
で
あ
る
債
務
は
、
支
払
手
段
の
流
通
貨
幣
量
を
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
貨
幣
は
、

時
、
休
息
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
り
、
支
払
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
一
構
成
部
分
を
な
し
て
い
る
貨
幣
で

あ
る
。
支
払
手
段
の
準
備
傘
と
し
て
の
貨
幣
は
、
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
貨
幣
で
は
な
い
。
支
払
手
段
の
機
能
と
関
係
す

る
貨
幣
と
し
て
は
、
支
払
手
段
の
流
通
貨
幣
量
一
の
増
減
を
調
節
す
る
機
能
を
は
た
す
蓄
蔵
貨
幣
が
あ
る
。
こ
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
流
通
手
段

の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
あ
わ
せ
た
「
貨
幣
準
備
金
」
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
え
に
の
ぺ
た

ょ
っ
に
、
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

宇
野
氏
は
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
を
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
貨
幣
と
し
て
と
ら
え
、
ぞ
れ
は
債
務
の
支
払
の
た
め

に
流
通
す
る
の
に
「
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得
る
」
貨
幣
と
し
て
「
資
金
」
と
し
、
そ
し
て
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
貨
幣
も
流

通
の
外
部
に
あ
る
貨
幣
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
ま
た
宇
野
氏
は
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
、
流
通

手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
増
減
を
調
節
す
る
機
能
を
は
た
す
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
も
あ
や
ま
り
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
は
、
宇
野
氏
の
い
う
「
資
金
」
に
は
ま
っ
た
く
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
の
点
か
ら
「
資
金
L

「
資
金
」
に
つ
い
て

七



「
資
金
」
に
つ
い
て

/i、

と
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
と
す
る
宇
野
氏
の
見
解
が
あ
や
ま
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。

さ
い
ご
に
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
第
三
の
機
能
を
は
た
す
世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
も
け
っ
し
て
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て

い
る
貨
幣
で
は
な
い
。
世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
、
国
際
的
流
通
に
お
い
て
、
国
際
的
支
払
手
段
、
国
際
的
購
買
手
段
、
富
の
絶
体
的

-
社
会
的
な
体
化
物
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
れ
ら
の
機
能
を
は
た
す
貨
幣
が
世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
貨

幣
と
し
て
の
貨
幣
は
、
国
際
的
流
通
に
お
い
て
流
通
す
る
貨
幣
で
あ
っ
て
、
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
貨
幣
で
は
な
い
。

宇
野
氏
は
、
世
界
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
を
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
貨
幣
と
し
て
と
ら
え
、
「
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し

得
る
」
貨
幣
と
し
て
「
資
金
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。

宇
野
氏
は
、
世
界
貨
幣
と
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
を
混
同
し
、
同
一
視
し
て
い
る
。
後
者
は
、
流
通
の
外
部
に
で
て
お
り
、
国
際
的
流

通
に
お
い
て
世
界
貨
幣
と
し
て
流
通
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て

の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
「
何
時
で
も
商
品
を
購
入
し
得
る
」
貨
幣
と
表
現
し
て
い
お
う
と
し
て
い
る
宇
野
氏
の
「
資
金
」

に
あ
て
は
ま
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
宇
野
氏
は
こ
の
よ
う
に
は
理
解
し
て
い
な
い
。

以
上
、
か
ん
た
ん
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
、
す
べ
て
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
は
、
す
べ
て
流
通
の
外
部
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
貨
幣
と
し
て
規
定
す
る
宇
野
氏
の
見
解
は
、

E
し
い
見
解
で
あ

る
と
は
い
い
え
な
い
。
そ
し
て
、
宇
野
氏
は
、
「
資
金
」
と
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
に
あ
た
る
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
宇
野
氏
の
「
資
金
」

に
つ
い
て
の
諸
規
定
と
照
合
さ
せ
て
み
て
も
、
「
資
金
」

と
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
の
す
べ
て
で
は
な
い
。

宇
野
氏
の
い
お
う
と
し
て
い

る
つ
資
金
」
に
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
貨
幣
準
備
金
」

と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し

て
の
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。



宇
野
氏
は
、

一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
通
俗
的
な
言
葉
で
あ
る
「
資
金
」
と
い
う
一
言
葉
を
経
済
学
の
体
系
に
お
い
て
も
ち
い
、
と
く
に

「
利
子
論
」
、
「
信
用
論
」
の
展
開
に
お
い
て
や
く
だ
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
資
金
」
と
は
、
論
者
に
よ
っ
て
は
、
「
資
本
的
貨
幣
」
と

か
、
「
利
子
生
み
資
本
」
、
「
貸
付
資
本
」
と
か
、
「
貨
幣
形
態
を
と
っ
た
資
本
す
な
わ
ち
貨
幣
資
本
L

を
さ
す
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る

ひ
と
も
い
る
が
、
貨
幣
の
こ
と
を
ざ
す
こ
と
に
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
「
資
金
」
と
は
、

ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た

貨
幣
で
あ
る
か
。
宇
野
氏
は
、
「
資
金
」
と
は
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
に
あ
た
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

い
ま
ま
で
の
考
察
に
よ
っ

て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
宇
野
氏
の
「
資
金
」
の
と
ら
え
方
、
「
資
金
」
に
つ
い
て
の
諸
規
定
に
は
多
く
の
簸
聞
が
あ
る
。

「
資
金
」
と
い
う
言
葉
は
、
通
岱
的
な
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
経
済
学
の
体
系
に
お
い
て
あ
る
概
念
と
し
て
使
用
し
よ
う
と
す
る

こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
る
。

本
摘
に
お
い
て
は
、
貨
幣
論
の
段
階
に
お
い
て
宇
野
氏
の
「
資
金
」
今
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
貨
幣
論
に
お
い
て
は
、
な
に
も
「
資

金
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
も
ち
い
な
く
と
も
、
科
学
的
に
正
し
く
把
握
L
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
資
金
」
な
ど
と
い
う
言
葉
は
、

む
し
ろ
問
題
を
混
乱
に
み
ち
び
く
の
み
で
あ
っ
て
、
問
題
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
ゃ
く
だ
つ
も
の
で
あ
る
と
は
い
い
え
な
い
。

(
昭
和
四
五
年
九
月
)

「
資
金
」
に
つ
い
て

九


