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本
書
の
著
者
で
あ
る
敷
田
教
授
は
、
原
価
計
算
に
関
す
る
史
的
研
究
の

面
で
の
業
績
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
に
加
え
て
、
従
来
か

ら
、
い
わ
ゆ
る
批
判
会
計
学
の
研
究
を
深
め
る
な
か
で
、
含
計
学
を
真
に

科
学
的
に
研
究
し
よ
う
と
志
し
て
い
る
後
進
に
対
し
、
理
論
的
影
響
力
と

指
導
を
与
え
て
こ
ら
れ
た
先
輩
の
一
人
で
あ
る
。
そ
し
て
私
も
ま
た
例
外

で
な
く
、
教
授
の
研
究
業
績
に
示
唆
と
刺
激
を
受
け
た
後
輩
の
一
人
で
あ

る。
会
計
学
や
会
計
現
象
を
技
術
で
は
な
く
、
社
会
科
学
と
し
て
学
び
研
究

す
る
こ
と
は
、
資
本
主
義
が
独
占
段
階
に
は
い
り
、
生
産
過
程
、
流
通
過

程
お
よ
び
信
用
過
程
に
お
い
て
、
会
計
数
値
の
公
表
や
か
か
る
計
数
に
よ

る
管
理
が
、
資
本
集
中
や
「
合
理
化
」
と
い
っ
た
資
本
蓄
積
の
た
め
の
重

要
な
手
段
と
し
て
意
識
的
に
運
用
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
重
要
に
な
っ

て
き
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
敷
田
教
授
が
発
表

さ
れ
た
「
管
理
会
計
批
判
L

と
い
う
書
物
は
、
会
計
現
象
の
科
学
的
な
研

究
を
い
っ
そ
う
発
展
さ
せ
た
研
究
成
果
の
中
心
に
位
置
す
る
も
の
の
一
つ

で
あ
ろ
う
。

の
ち
に
く
わ
し
く
み
る
よ
う
に
、
と
く
に
教
授
は
「
主
要
な
力
点
は
日

本
に
お
い
て
」
分
析
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
社
会
科
学
者
で
あ
れ
ば
だ
れ

し
も
、
そ
の
専
門
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
意
識
で
も
っ
て
研
究
を
す

す
め
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
最
大
の
問
題
意
識
は
、
今
、
わ
れ
わ

れ
の
生
活
し
て
い
る
現
代
の
日
本
か
ら
生
れ
ざ
る
を
え
ず
、
し
た
が
っ
て

ま
た
、
そ
う
し
た
現
状
に
、
直
接
に
か
間
接
に
か
は
別
と
し
て
も
、
応
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
種
の
責
任
の
よ
う
な
も
の
を
多
か
れ
少
な

か
れ
感
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
今

回
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
著
書
は
、
ま
さ
に
教
授
自
身
が
、
か
か
る
問
題

意
識
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
み
、
そ
の
長
い
道
の
り
の
な
か
か
ら
出
て
き

た
解
答
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
昨
今
の
悪
風
た
る
業
績
主
義
に
流

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
科
学
者
と
し
て
の
真
撃
な
研
究
態
度
と
そ
の
研
究
業

績
が
こ
こ
に
結
実
し
た
の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
、
こ
の
誓
書
に
つ
い
て
の
書
評
や
紹
介
は
、
寡
聞
な
私
の
知
る
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史
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と
こ
ろ
で
も
、
次
の
四
点
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

太
田
譲
氏
「
経
済
評
論
」
昭
和
必
年
日
月
号
。

神
吉
貞
一
氏
「
経
理
実
務
」
昭
和
必
年
日
月
号
。

T

・

Y

氏
「
経
済
」
昭
和
弘
年
ロ
月
号
。

近
藤
禎
夫
氏
「
駒
大
経
営
研
究
」
昭
和
必
年
1
月
(
第
一
巻
第
3

号)。

と
く
に
、
会
計
学
や
会
計
現
象
の
科
学
的
研
究
を
士
山
す
同
学
の
人
々
の

書
評
の
ほ
か
に
、
実
務
家
か
ら
の
批
評
が
あ
る
こ
と
が
め
ず
ら
し
い
。

東
北
振
興
化
学
経
理
部
長
で
あ
る
神
吉
氏
は
、
「
技
術
論
が
あ
ま
り
に

も
少
な
い
」
と
し
て
、
技
術
論
に
よ
る
展
開
を
注
文
さ
れ
な
が
ら
、
「
と

ま
れ
、
い
う
と
こ
ろ
の
『
会
計
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
は
時
に
私
ど
も
実
務
家
も

心
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
も
息
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と

ば
で
そ
の
批
評
を
む
す
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
書
評
は
、
「
世
界
観
の
相
違
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
授
の
鋭
い

現
状
分
析
に
よ
る
指
摘
が
、
現
実
の
動
き
に
お
い
て
は
、
否
定
す
る
こ
と

も
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

書
評
者
自
身
裏
書
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
他
の
書
評
も
、
す
べ
て
、
教
授
の
力
作
を
あ
た
た
か
く
紹
介
し

ま
た
、
的
確
に
批
評
し
た
も
の
で
、
本
穏
を
補
う
意
味
か
ら
も
、
是
非
、

参
照
さ
れ
る
こ
と
を
希
み
た
い
。

本
書
は
、
四
一

O
頁
に
も
お
よ
ぶ
大
作
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
書
の
編
・

五

章
別
構
成
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

は
し
が
き

序

説

第
一
部
第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
管
理
会
計

第
一
章
経
営
計
画
と
独
占
価
格

第
二
章
目
標
利
益
の
性
格

l
i
p
-
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
新
利
益
概
念
批
判

第
三
章
経
営
計
画
と
人
間
関
係

第
四
章
軍
需
独
占
資
本
と
不
動
費
回
収
|
|
G
・

D
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス
批
判

第
五
章
目
標
管
理
体
制
の
展
開

第
二
部
第
二
次
大
戦
後
の
わ
が
国
管
理
会
計

第
一
章
新
原
価
計
算
基
準
へ
の
動
き

第
二
章
予
算
統
制
制
度
の
新
展
開

第
三
章
中
小
企
業
「
近
代
化
」
政
策
と
原
価
計
算
運
動

第
四
章
コ
局
度
成
長
」
期
に
お
け
る
経
営
計
画
の
特
徴
と
役
割

第
五
章
新
経
営
理
念
と
管
理
会
計
|
|
労
働
生
産
性
・
賃
金
論
の
批
判
的
検

討日
本
経
済
分
析
と
損
益
分
岐
点
分
析

軍
需
独
占
資
本
と
不
動
費
回
収
1
1
1
「
死
の
商
人
」
の
経
営
計
画

昭
和
四

0
年
代
の
新
管
理
会
計
の
展
開
-
|
l
目
標
管
理
体
制
批
判

安
保
七

0
年
代
と
会
計
フ
ァ
シ
ズ
ム

町
田
川
六
章
ι

第
七
章

第
八
章

結

語
以
上
の
編
・
章
別
構
成
の
内
容
の
な
か
を
な
が
れ
て
い
る
大
き
な
流
れ

と
し
て
、
っ
、
ぎ
の
三
点
に
と
く
に
注
意
を
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
一
つ
は
、
こ
の
書
物
が
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
管
理
会
計
現
象
を
対



象
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
と
く
に
こ
の
書
物
の
ね
ら
い
が

戦
後
の
日
本
に
お
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
正
確
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
戦

後
日
本
の
政
治
、
経
済
、
文
化
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の

す
べ
て
が
、
ア
メ
リ
力
の
占
領
政
策
と
そ
の
延
長
で
あ
る
講
和
後
の
独
占

復
活
政
策
に
よ
っ
て
強
く
影
響
さ
れ
、
規
定
を
受
け
て
お
り
、
そ
う
し
た

全
体
と
し
て
み
た
日
米
両
国
の
関
係
か
ら
大
き
く
規
定
さ
れ
て
く
る
わ
が

国
の
管
理
会
計
現
象
を
み
る
ば
あ
い
に
、
最
低
限
ど
う
し
て
も
そ
の
源
流

た
る
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
を
ふ
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
著
者
の
立

場
と
信
念
で
あ
る
。
乙
れ
が
本
書
の
構
成
に
も
示
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の

内
容
に
も
一
貫
し
て
い
る
。

そ
の
二
は
、
本
書
の
中
心
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
わ
が
国
の
戦
後
の
管

組
会
計
現
象
の
分
析
を
と
り
扱
っ
て
い
る
第
二
部
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

資
料
に
よ
っ
て
十
分
に
吟
味
さ
れ
た
時
期
区
分
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

同
期
の
管
理
会
計
現
ネ
の
特
徴
を
じ
っ
に
み
ご
と
に
捉
え
て
い
る
点
で
あ

る。
そ
れ
は
戦
後
の
過
程
を
以
下
の
三
つ
の
時
期
と
し
て
区
分
し
て
い
る
。

一
、
再
編
成
期
(
朝
鮮
戦
争
前
後
か
ら
昭
和
一
ニ

0
年
代
前
半
す
な
わ
ち

一
九
五

0
年
代
)

二
、
「
高
度
成
長
」
期
(
昭
和
三

0
年
代
後
半
)

一
二
、
昭
和
四

0
年
代

こ
う
し
た
時
期
区
分
を
?
っ
じ
て
、
戦
後
日
本
の
管
理
会
計
現
象
を
み

る
と
さ
、
そ
と
に
は
、
現
象
の
列
挙
で
は
な
く
、
史
的
考
察
の
態
度
が
貫

か
れ
、
現
象
の
歴
史
的
発
展
を
そ
の
因
果
関
係
と
さ
ら
に
経
済
的
土
台
と

の
関
連
の
な
か
で
み
て
い
く
と
い
う
研
究
態
度
が
全
体
を
貫
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

さ
ら
に
第
三
点
と
し
て
、
こ
う
し
た
研
究
態
度
や
方
法
を
、
本
書
を
公

刊
さ
れ
る
こ
の
時
点
で
理
論
的
に
整
理
を
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
内

容
は
、
序
説
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

整
理
が
実
は
、
す
で
に
従
来
か
ら
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
書
物

が
教
授
の
今
ま
で
の
た
ん
ね
ん
に
研
究
し
発
表
し
て
こ
ら
れ
た
多
く
の
論

文
を
ま
と
め
て
本
に
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
じ
つ
に
み
ご
と
に
ま
と
ま
っ
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
端
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
つ
一
つ
の
論
文
が
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ね
ら
い
や
執
筆
の
具
体
的
条

件
の
ち
が
い
の
な
か
で
、
現
代
の
わ
が
国
の
問
題
を
問
題
意
識
と
し
て
た

え
ず
も
ち
な
が
ら
創
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
な
か

で
、
き
た
え
ぬ
か
れ
、
考
え
ぬ
か
れ
て
き
た
方
法
論
が
、
こ
の
書
物
の

「
書
下
し
」
の
重
要
な
部
分
と
し
て
、
序
説
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
な
お
、
と
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
ふ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

大
部
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
と
り
扱
わ
れ
て
い
る
内
容
は

管
理
会
計
現
象
と
し
て
じ
っ
に
さ
ま
ざ
ま
な
多
く
の
も
の
(
そ
の
す
べ
て

で
は
な
い
に
し
て
も
)
に
お
よ
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
は
要
を

得
て
簡
な
る
じ
つ
に
的
確
な
る
叙
述
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
相
互
の
関
係
が
史
的
考
察
を
背
景
と
し
て
、
よ
く
ま
と
め
ら

れ
、
じ
つ
に
内
容
の
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
、
そ
れ
が
書
下
し
を
加
え
て
い
る
と
は
い
え
、
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
こ
の
十
数
年
め
聞
に
発
表
さ
れ
て
き
た
論
文
を
集
め
て
い
る
に

敷
田
趨
ニ
著
『
管
理
会
計
批
判

l
l戦
後
日
米
資
本
主
義
史
と
蓄
積
手
段

l
l
b

二
五
三
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し
て
は
、
じ
つ
に
よ
さ
ま
と
ま
り
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
教
授
の
日
頃
か
ら
の
一
貫
し
た
研
究
へ
の
姿
勢
と
い
う
も
の
が
、
こ

の
な
か
に
、
に
じ
み
で
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
感
じ
を

受
け
る
の
は
私
一
人
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

四

そ
れ
で
は
本
書
の
構
成
内
容
に
た
ち
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。

本
書
の
全
体
を
な
が
れ
る
主
た
る
テ

l
マ
な
い
し
問
題
意
識
は
、
す
で

に
み
て
き
た
と
お
り
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
管
理
会
計
現
象
に
焦
点
が
あ

て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
本
書
の
第
二
部
の
な
か
で
直
接
的
に
展

開
さ
れ
て
い
る
。

第
二
部
第
一
章
「
新
原
価
計
算
基
準
へ
の
動
き
」
と
第
二
章
「
予
算
統

制
制
z

反
の
新
展
開
」
は
、
時
期
区
分
で
い
え
ば
、
一
九
五

0
年
代
の
管
理

会
計
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
が
扱
っ
て
い
る
対
象
は
、
管
川
内
会
計

の
二
大
支
柱
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
ο

そ
し
て
、
こ
の
段
階
が
、

日
本
資
本
主
義
の
再
編
成
期
と
い
う
こ
と
は
、
管
理
会
計
の
理
論
と
実
践

に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
一
九
六

0
年
代
前
半
の
「
一
両
度

成
長
期
」
に
対
応
し
た
管
理
会
計
現
象
の
準
備
期
と
も
い
え
る
も
の
で
あ

る。
一
九
六

0
年
代
前
半
の
「
高
度
成
長
」
期
の
時
期
に
対
応
す
る
も
の
の

な
か
で
、
若
干
、
特
異
な
位
置
に
お
か
れ
、
し
た
が
っ
て
、
逆
に
、
本
書

の
性
格
を
き
わ
め
て
強
く
代
表
し
て
い
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
が
第
三
孝
「
中
小
企
業
『
近
代
化
』
政
策
と
原
価
計
算
運
動
」
で
あ

二
五
四

る。
中
小
企
業
に
対
す
る
こ
の
段
階
で
の
管
理
会
計
現
象
の
一
延
長
」
は
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
導
入
に
よ
る
経
営
汁
算
セ
ン
タ
ー
や
さ
ま
ざ
ま
な
「
合

理
化
L

手
法

(
I
-
E
、
Z
D
、
V
A
等
々
)
の
導
入
と
い
っ
た
形
態
を

と
り
、
独
占
体
に
お
け
る
管
理
会
計
的
手
法
に
よ
る
「
合
理
化
」
の
完
成

の
た
め
の
必
要
条
件
で
も
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
わ
が
函
の
独
占
体
に
よ
る

資
本
蓄
積
の
実
態
を
、
国
家
独
占
資
本
主
義
と
の
関
係
で
も
っ
て
総
体
と

し
て
捉
え
、
そ
の
な
か
で
、
独
占
体
の
管
理
会
計
的
「
合
理
化
」
手
法
の

性
格
を
浮
き
ぼ
り
に
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
不
可
欠
の
も
の
で
あ

る
こ
と
が
よ
く
実
証
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
そ
れ
が
、
単
に
、
わ
が
国
の
中
小
企
業
の
一
育
成
」
、
再
編
成

と
そ
の
切
捨
て
と
い
う
わ
が
国
中
小
企
業
の
「
近
代
化
」
の
現
実
を
、
重

化
学
L
業
独
占
を
中
心
と
す
る
独
占
体
の
強
化
と
の
関
連
で
み
る
ば
か
り

で
な
く
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
が
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ォ
ー
ド
財
団
の
援
助

を
も
含
む
ア
ジ
ア
的
規
模
で
も
っ
て
の
中
小
企
業
対
策
す
な
わ
ち
体
制
問

矛
盾
に
規
定
さ
れ
た
国
際
関
係
の
一
環
と
し
て
、
「
ア
ジ
ア
生
産
性
機
構
」

(
A
P
O
)
を
媒
介
と
し
た
わ
が
国
独
占
体
の
ア
ジ
ア
で
の
主
役
と
し
て

の
役
割
を
も
ふ
ま
え
た
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
指
摘
で
あ
る
。

こ
の
章
、
だ
け
で
、
二
一

O
頁
(
全
体
の
ほ
ぼ
初
勿
に
近
い
)
を
も
あ
て

て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
わ
が
国
の
中
小
企
業
の
問
題
が
、
単
に
、
中
小

企
業
だ
け
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
独
占
体
を
も
合
め
た
そ
し
て
さ
ら
に

わ
が
国
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
的
な
規
模
ま
で
拡
大
さ
れ
た
体
制
約
な
問

題
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
じ
つ
に
説
得
的



に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

第
四
章
「
『
高
度
成
長
』
期
に
お
け
る
経
営
計
商
の
特
徴
と
役
割
」
、
第

五
章
「
新
経
営
理
念
と
管
理
会
計
」
、
第
六
章
「
日
本
経
済
分
析
と
損
益

分
岐
点
分
析
」
、
お
よ
び
第
七
草
「
軍
需
独
占
資
本
と
不
働
費
回
収
」
の

主
た
る
内
容
は
、
「
高
度
成
長
」
期
に
お
け
る
独
占
体
の
管
理
会
計
現
象

と
し
て
、
第
一
部
で
の
ア
メ
リ
カ
の
「
経
営
計
厨
」
を
中
心
と
し
た
説
明

と
関
連
さ
せ
て
、
そ
の
特
徴
と
役
割
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
日
本
経
済
分
析

お
よ
び
特
殊
で
は
あ
る
が
、
と
く
に
重
要
で
、
先
端
的
な
管
理
会
計
現
象

と
し
て
は
典
型
的
と
も
い
え
る
軍
需
独
占
と
不
働
費
回
収
の
問
題
を
扱
っ

て
い
る
。
教
授
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
の
な
か
で
も
き
わ
め
て
評
価
の

高
い
「
損
益
分
岐
点
分
析
」
の
研
究
成
果
が
、
こ
こ
で
は
縦
横
に
生
か
さ

れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
六

0
年
代
後
半
の
現
代
の
「
合
理
化
」
現
象
の
特
徴
と
し
て

第
八
章
「
昭
和
四

0
年
代
の
新
管
理
会
計
の
展
開
」
と
結
語
が
主
と
し
て

あ
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
六

0
年
代
前
半
に
み
ら
れ
た
管
理
会
計
現
象
の
強
化
が
一

段
と
強
ま
っ
た
時
点
で
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
例
一
不
と
し
て
、
東
芝
な
ど

で
の
実
情
愛
詳
し
く
示
し
な
が
ら
の
展
開
は
、
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
現
代

の
「
合
理
化
」
の
実
態
を
、
科
学
者
と
し
て
の
淡
々
と
し
た
押
え
た
描
写

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
、
「
合
理
化
」
の
犠
牲

が
労
働
者
へ
一
方
的
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
実
態
を
正
確
に
伝

え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
教
授
の
多
年
に
わ
た
る
実
証
研
究
と
理
論
研
究
の
成
果
に

た
っ
た
理
論
的
確
信
と
し
て
の
「
こ
の
ハ
経
営
〉
計
画
は
目
標
独
占
利
潤

の
実
現
を
唯
一
、
最
大
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て

剰
余
価
値
率
の
上
昇
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
計
画
内
容
を
あ
れ
こ
れ

せ
ん
さ
く
し
て
『
良
い
も
の
』
と
『
惑
い
も
の
』
と
を
区
別
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
え
誤
る
と
労
働
運
動
は
お
お
き
く
右
旋
回
す
る

危
険
な
可
能
性
が
あ
る
」
(
本
書
ニ
九
0
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
見
解
が
、
じ
つ
に

説
得
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
、
今
後
の
展
望
と
し
て
、
結
語
の
な
か
で
、
財
務
諸
表
の
簡
素

化
、
統
一
化
を
口
実
と
し
た
非
公
開
性
の
強
化
の
方
向
を
、
体
制
の
反
動

化
の
な
か
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
会
計
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
危
険

な
徴
候
に
対
す
る
警
鐘
と
そ
れ
に
対
す
る
社
会
科
学
者
な
か
ん
づ
く
会
計

学
者
の
科
学
的
良
心
を
も
っ
て
応
え
る
姿
勢
を
一
不
さ
れ
て
、
木
全
国
の
む
す

び
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
、
じ
つ
に
印
象
的
で
、
感
銘
深

い
も
の
が
め
っ
た
。

五

以
上
、
略
述
し
た
本
書
の
構
成
内
容
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
一
貫

し
た
分
析
方
法
論
で
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
方
法
論
を
と
り
扱
っ
た
序
説
の
部
分
は
、
つ
著
者

の
も
っ
と
も
力
点
を
お
い
て
執
筆
さ
れ
た
部
分
と
忠
わ
れ
、
本
論
を
理
解

す
る
う
え
で
不
可
欠
な
基
礎
的
か
つ
重
要
な
構
成
部
分
と
な
っ
て
い
る
」

ハ
近
藤
禎
夫
、
駒
大
経
営
研
究
、
第
一
巻
第
3
号
)
と
い
う
指
摘
の
と
お
り
、

会
計
学
や
経
営
学
を
科
学
的
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
の
理
論
上
も

敷
国
雄
二
著
『
管
理
会
計
批
判
|
|
戦
後
日
米
資
本
主
義
史
と
蓄
積
手
段
|
|
』

二
五
五



敷
問
雄
二
著
『
管
理
会
計
批
判
|
|
戦
後
日
米
資
本
主
義
史
と
蓄
積
手
段
|
|
』

っ
と
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

序
説
で
の
主
義
に
か
ん
す
る
限
り
、
書
名
の
「
管
理
会
計
批
判
」
と
い

う
狭
い
研
究
領
域
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
会
計
・
経
蛍
の
研
究
を
す

す
め
る
ば
あ
い
の
基
本
的
な
問
題
意
識
と
方
法
論
の
確
立
と
い
う
性
格
を

も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
怠
味
で
は
、
管
理
会
計
の
専
門
研
究

者
の
み
な
ら
ず
、
会
計
学
・
経
営
学
の
批
判
的
研
究
者
に
た
い
し
て
、
こ

こ
で
の
問
題
提
起
は
学
ぶ
と
こ
ろ
の
多
い
、
じ
つ
に
教
訓
的
な
内
容
で
あ

る
と
思
う
。

し
た
が
っ
て
、
と
う
し
た
内
容
に
直
接
に
ふ
れ
る
た
め
に
も
、
序
説
の

な
か
か
ら
、
教
授
自
身
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
発
言
を
、
少
し
ば
か
り
開

く
こ
と
に
し
よ
う
。

教
授
は
ま
ず
、
「
管
理
会
計
を
計
算
技
術
と
し
て
の
み
、
ま
た
は
管
理

の
対
象
を
労
働
一
般
と
し
て
の
み
、
考
え
る
ば
あ
い
に
は
、
い
い
か
え
れ

ば
、
こ
れ
が
資
本
制
生
産
の
も
と
で
利
用
さ
れ
る
と
い
う
現
実
を
無
視
す

る
な
ら
ば
、
と
う
て
い
科
学
的
な
研
究
成
果
、
し
た
が
っ
て
ま
た
具
体
的

現
実
を
説
明
で
き
る
成
果
は
え
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、
生
産
関
係
視
点
を

強
調
し
、
「
資
本
制
生
産
の
も
と
で
の
管
理
会
計
さ
ら
に
ひ
ろ
く
会
計
一

般
は
、
剰
余
価
値
の
生
産
な
ら
び
に
実
現
と
ぞ
の
歪
曲
さ
れ
た
公
表
と
を

役
割
と
し
て
い
る
ο

こ
の
役
割
な
い
し
任
務
が
、
資
本
制
的
経
済
法
則
の

貫
く
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
諸
現
象
の
相
互
連
関
性
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ

る
か
を
、
と
く
に
管
理
会
計
現
象
を
中
心
的
対
象
と
し
て
批
判
的
に
研
究

す
る
の
が
本
書
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
一
と
述
べ
る
。

し
か
し
、
「
管
理
会
計
現
象
ど
け
に
研
究
の
対
象
を
限
定
し
て
い
て
は

二
五
六

窮
極
目
的
(
本
質
的
な
も
の
)
に
た
つ
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
こ
れ
ら
の
対
象
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
歴
史
、
経
済
を
反
映
し
た

政
治
、
法
制
、
思
想
な
ど
と
の
相
互
規
制
関
係
に
お
い
て
、
全
体
像
と
し

て
現
象
化
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
」
、
だ
か
ら
、
全
体
像
の
科
学
的
分
析

に
よ
り
、
は
じ
め
て
本
質
に
せ
ま
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
「
よ
り
具

体
的
に
は
、
こ
の
経
済
が
要
請
す
る
政
治
、
国
家
権
力
〈
国
家
独
占
資
本

主
義
)
と
の
関
係
に
お
い
て
分
析
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
う
し
た
経
済
、

歴
史
か
ら
生
ま
れ
る
思
想
を
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
む
し
ろ

よ
り
重
視
す
る
こ
と
が
必
婆
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
こ
の
思
想
ハ
と
り
わ

け
階
級
社
会
を
観
念
的
に
否
定
し
労
資
協
調
を
主
張
す
る
思
想
)
も
、
さ

さ
の
国
家
権
力
同
様
に
、
管
理
会
計
現
象
を
強
く
さ
さ
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
本
書
は
『
管
理
会
計
批
判
』
で
あ
る
と
同
時

に
『
管
理
会
計
論
批
判
』
と
な
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
が
け
て
い
る
」
。

も
ち
ろ
ん
、
「
こ
の
方
法
は
さ
ら
に
具
体
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
一
こ

と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
管
理
会
計
現
象
と
し
て
の
費
用
、

価
格
、
利
益
、
資
本
な
ら
び
に
操
業
度
を
も
っ
て
単
純
か
つ
一
般
的
な
計

算
、
管
理
上
の
範
崎
町
と
し
て
の
み
考
え
る
と
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、

さ
し
あ
た
り
本
質
的
な
剰
余
仙
値
生
産
へ
の
問
題
集
約
化
、
抽
象
化
を
念

頭
に
お
き
な
が
ら
、
利
潤
率
、
労
働
生
産
性
、
労
働
の
強
度
、
労
働
日
そ

し
て
賃
金
、
労
働
諸
条
件
(
労
働
者
の
状
態
を
ふ
く
む
〉
の
分
析
が
媒
介

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
媒
介
項
に
反
発
し
た
り

制
約
さ
れ
た
り
す
る
労
働
者
の
意
識
、
思
想
が
も
た
ら
す
運
動
に
ま
で
お

よ
ば
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
労
使
聞
の
矛
盾
な
ら
び
に
資
本
間



の
競
争
(
矛
盾
)
を
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
さ
き
の
独
占
や
国
家
権
力
や

思
想
に
く
わ
え
て
、
帝
国
主
義
的
支
配
と
戦
争
も
、
そ
し
て
園
内
で
の
中

小
企
業
支
配
も
重
要
な
研
究
上
の
媒
介
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
い

わ
ば
管
理
会
計
現
象
を
経
済
学
の
視
点
に
ひ
き
つ
け
て
考
察
す
る
こ
と
に

な
る
」
と
い
う
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
く
。

さ
ら
に
、
経
済
学
の
視
点
に
ひ
き
つ
け
て
考
察
す
る
こ
と
の
必
要
性
と

し
て
、
つ
従
来
の
管
理
会
計
論
の
お
お
く
が
、
唯
物
論
と
は
異
な
っ
て
、

一
般
的
な
超
歴
史
的
な
(
歴
史
的
事
実
の
整
理
は
あ
っ
て
も
、
史
的
唯
物

論
に
よ
る
法
則
的
認
識
に
い
た
っ
て
い
な
い
)
管
理
会
計
現
象
を
観
念
的

に
措
定
し
、
そ
こ
に
問
題
を
限
定
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
む
な
し
い
技
術

論
に
終
始
し
、
現
実
の
鮮
明
な
説
明
を
不
可
能
と
す
る
ど
こ
ろ
か
、
客
観

的
に
は
事
柄
の
本
質
を
か
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
、

史
的
唯
物
論
の
考
察
方
法
に
立
脚
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
問
題
の
焦
点
と
し
て
、
「
管
理
会
計
現
象
に
も
っ
と
も
固
く

節
合
す
る
の
は
『
合
理
化
』
現
象
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
も
っ
と
も

重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
『
合
理

化
』
の
諸
形
態
を
つ
う
じ
、
と
く
に
相
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
が
増
大
し

そ
の
こ
と
か
ら
剰
余
価
値
率
が
た
か
め
ら
れ
る
と
い
う
論
理
の
整
序
が
は

っ
き
り
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
整
序
が
ま

っ
た
く
の
無
媒
介
で
な
さ
れ
る
の
で
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
う

り
で
あ
る
。
二
つ
は
、
適
用
の
管
理
会
計
論
(
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
さ
ら

に
財
務
会
計
論
)
の
内
在
的
、
理
論
的
批
判
を
た
て
ま
え
と
し
、
そ
こ
で

の
ロ
ジ
ッ
ク
を
追
う
こ
と
の
み
に
終
始
し
、
そ
の
た
め
に
『
合
理
化
』
現

象
を
軽
視
す
る
か
無
視
す
る
(
生
産
関
係
視
点
の
欠
如
)
か
し
て
、
結
果

と
し
て
、
事
物
を
そ
の
矛
盾
に
よ
る
発
展
、
変
化
と
み
な
い
生
産
力
説
に

お
ち
て
い
る
ば
あ
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
う
し
た
教
授
の

方
法
論
に
対
し
、
教
授
自
ら
「
こ
う
し
た
私
の
管
理
会
計
論
は
経
済
学
そ

の
も
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
も
、
諒
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

と
は
っ
き
り
言
い
切
っ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
教
授
の
考
え
方
、
方
法

論
の
真
髄
を
み
る
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
教
授
は
管
理
会
計
論
を
経
済
学
に
、
な
し
く
ず
し
的
に
解

消
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
「
あ
え
て
経
済
学
と
の
部
分
的
ち
が
い
を
指
摘

す
る
と
す
れ
ば
、
重
点
的
対
象
を
こ
の
具
体
的
現
象
に
お
い
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
問
題
を
経
済
学
の
視
点
に
ひ
き
つ
け
る
と
は

い
え
、
経
済
学
に
お
け
る
と
同
じ
問
題
を
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
と
り
あ

げ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
経
済
学
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
歴
史
法

則
的
に
十
分
系
統
的
に
は
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
を
経
済
学
の
な

か
で
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
経
営
経
済
学

な
い
し
企
業
経
済
学
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
も
、
あ
て
は
ま
る
表
現
で
あ

る
」
と
し
て
、
さ
ら
に
明
確
に
、
両
者
の
関
係
を
「
だ
か
ら
、
も
っ
と
す

、、

す
ん
で
い
え
ば
、
経
済
学
が
問
題
と
す
る
諸
法
則
と
は
別
に
独
自
の
法
則

を
個
別
企
業
に
あ
ら
わ
れ
る
現
象
の
う
ち
に
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
も

な
い
。
そ
こ
に
は
、
現
象
は
あ
っ
て
も
別
個
、
独
自
の
法
則
は
あ
り
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
る
。

か
く
て
、
経
済
学
の
視
点
を
基
礎
と
し
た
管
理
会
計
現
象
の
研
究
が
、

教
授
の
ば
あ
い
の
研
究
対
象
で
あ
り
、
か
か
る
具
体
的
現
象
は
、
現
象
そ
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八

れ
自
体
の
分
析
だ
け
で
そ
の
研
究
が
完
成
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
経
済

法
則
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
の
全
体
的
な
分
祈
と
歴
史
的
考
察
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
か
か
る
現
象
の
科
学
的
分
析
と
認
識
が
可
能
に
な
る
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
。

こ、
7
し
た
方
法
論
上
の
問
題
提
起
を
、
教
授
は
、
こ
の
畜
物
全
体
を
つ

う
じ
て
の
研
究
実
践
で
も
っ
て
、
具
体
的
に
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

批
判
会
計
学
や
経
蛍
学
で
の
方
法
論
争
に
対
し
、
抽
象
的
な
か
た
ち
で
は

な
く
、
具
体
的
で
し
か
も
理
論
的
に
応
え
ら
れ
、
そ
の
水
準
を
ま
た
一
段

と
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
ο

すえ

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
教
授
の
方
法
論
上
に
お
け
る
貢
献
か
ら
、
わ
れ

わ
れ
は
多
く
の
も
の
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
み
て

き
た
教
授
の
方
法
論
に
対
し
て
、
本
質
的
な
面
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
ま

っ
た
く
部
分
的
な
面
で
は
あ
る
が
、
若
干
の
補
足
的
見
解
を
述
べ
、
今
後

の
研
完
の
発
展
の
た
め
に
、
御
教
示
を
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
い
と
思
う
。

ま
ず
、
教
授
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
対
象
は

主
と
し
て
企
業
に
関
す
る
具
体
的
現
象
で
あ
る
。
こ
の
点
が
経
済
学
一
般

と
は
、
そ
の
主
た
る
対
象
の
ち
が
い
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

従
来
ま
で
の
研
究
成
果
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
企
業
と
い
う
も
の

に
関
連
す
る
現
象
を
扱
い
な
か
ら
、
具
体
的
現
象
と
し
て
の
企
業
を
と
ら

え
る
点
で
弱
い
面
が
あ
り
、
企
業
を
個
別
資
本
と
同
次
元
な
い
し
同
義
の

よ
う
ぷ
扱
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
主
と
し
て
企
業
に
関
す
る
具
体
的
現
象
を
研
究
対
象
と
す
る

ば
あ
い
、
そ
の
現
象
の
舞
台
と
も
い
う
べ
き
企
業
と
い
う
概
念
な
り
、
制

度
の
も
つ
現
実
的
役
割
や
そ
の
現
象
形
態
を
、
経
済
法
刷
と
の
か
か
わ
り

あ
い
に
お
い
て
、
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
と
く
に
必
要
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
個
別
資
本
と
個
別
企
業
と
を
、
あ
る
ば
あ
い
に
は
区
別

し
、
他
の
ば
あ
い
に
は
、
た
と
え
ば
「
東
芝
と
い
う
個
別
資
本
」
(
本
書
、

三
七
八
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
よ
う
に
、
区
別
せ
ず
に
使
う
こ
と
も
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
の
内
容
に
よ
っ
て

こ
の
区
別
が
と
く
に
必
要
で
な
い
ば
あ
い
も
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
、
具
体
的
現
象
を
対
象
と
す
る
限
り
に
お
い
て
の
「
企
業
」
は
、
あ
き

ら
か
に
、
個
別
資
本
と
は
次
元
の
ち
が
う
概
念
で
あ
ろ
う
@

し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
だ
け
い
え
ば
、
現
実
の
資
本
蓄
積
の

実
態
は
、
個
別
資
本
す
な
わ
ち
現
在
の
独
占
段
階
で
は
個
別
独
占
体
ご
と

に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
か
か
る
個
別
独
占
体
(
旧
財
閥
的
家
族
的

色
彩
か
ら
脱
却
し
て
、
重
化
学
工
業
の
集
積
を
基
盤
と
し
な
が
ら
金
融
的

に
結
合
し
た
新
し
い
企
業
集
国
〉
が
、
人
為
的
、
法
律
的
な
分
割
単
位
と

し
て
の
企
業
を
媒
介
と
し
て
、
法
的
(
形
式
的
〉
な
権
利
・
義
務
を
企
u議

に
認
め
な
か
ら
、
そ
の
形
式
を
最
大
限
に
生
か
し
て
、
個
別
独
占
体
全
体

と
し
て
の
資
本
蓄
積
を
効
果
的
に
す
す
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
、
企
業
は
か
か
る
資
本
蓄
積
運
動
を
担
っ
て
い
る
法
的
(
形
式
的
)
単

位
と
い
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
主
目
通
は
株
式
会
社
で
あ
る
)
が
、
個



別
独
占
体
の
資
本
蓄
積
を
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
有
機
的
に
担
当
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
企
業
支
配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
す
な
わ
ち
資
本
の
支
配
の

論
理
と
い
う
経
済
法
則
が
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
の
現
象
で
あ
る
。

し
か
し
、
企
業
支
配
と
い
う
も
の
の
現
象
形
態
を
法
的
に
の
み
み
る
と

株
式
の
過
半
数
以
上
の
取
得
が
要
件
と
な
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
企
業
の
支
配
現
象
は
、
か
か
る
法
的
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
極
端
な
ば
あ
い
に
は
、
株
式
取
得
が
ま
っ
た
く
無
く
て
も
、
融

資
関
係
、
技
術
供
与
、
原
料
供
与
、
製
品
買
上
げ
等
々
の
経
済
的
、
技
術

的
独
占
諸
関
係
か
ら
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
多
国
性
を
も
っ
資
本
の
支
配
の
法

則
が
貫
徹
し
て
い
る
ば
あ
い
に
は
、
事
実
上
の
企
業
の
支
配
現
象
が
み
ら

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
独
占
体
聞
の
競
争
の
な
か
で
、
当
該
企
業
の
支
配
権

の
取
得
が
争
わ
れ
る
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
、
最
終
的
に
は
、
法
的
な
過
半

数
以
上
の
株
式
取
得
が
そ
の
勝
敗
を
決
定
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
と
い
っ
て
も
、
か
か
る
現
象
は
よ
ほ
ど
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
、

普
通
は
、
表
面
に
出
な
い
暗
斗
で
、
お
よ
そ
の
方
向
が
き
ま
り
、
あ
と
は

独
占
体
問
の
協
定
と
い
う
形
で
落
着
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
あ
る
が
。

と
こ
ろ
で
、
現
実
の
現
象
と
し
て
は
、
個
々
の
企
業
は
、
個
別
独
占
体

に
純
粋
に
(
経
済
的
に
も
法
的
に
も
)
直
属
し
て
い
る
よ
う
な
独
占
体
自

身
の
拠
点
企
業
の
ほ
か
に
、
い
く
つ
か
の
独
占
体
に
関
連
し
て
お
り
、
当

該
企
業
が
相
対
的
な
意
味
で
、
主
と
し
て
依
拠
す
る
個
別
独
占
体
が
変
動

す
る
可
能
性
を
も
っ
ぱ
あ
い
や
、
な
か
ば
自
立
的
な
カ
を
あ
る
程
度
ま
で

も
っ
て
い
る
企
業
等
々
、
個
別
独
占
体
と
大
企
業
と
の
結
合
関
係
は
一
様

で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
、
独
占
体
問
の
競
争
に
よ
っ
て
、
絶
え

ず
変
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
そ
、
会
計
・
経
営
現
象
は
、
企
業
次
元
の
具
体
的
現
象

と
し
て
発
生
す
る
し
、
ま
た
、
発
生
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
個
別
独
占
体
(
現
代
の
新
し
い
企
業
集
団
)
の
企
業
支

配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
的
、
技
術
的
支
配
(
こ
の
ば
あ

い
、
人
的
結
合
に
よ
っ
て
こ
れ
が
補
完
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
)
と
法
的
な

形
式
的
支
配
と
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
一
致
す
る
ば
あ
い
も
あ
れ
ば
、
矛
盾

し
あ
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
ぱ
あ
い
、
一
般
的
に
は
経
済
的
支
配
の
な
か

の
あ
る
一
つ
の
形
態
が
優
位
を
と
り
決
定
力
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
法
的

支
配
が
形
式
的
に
自
立
運
動
を
す
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
が
、

企
業
の
支
配
現
象
と
い
う
も
の
を
、
複
雑
で
多
面
的
な
現
象
に
さ
せ
て
い

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
合
併
や
分
割
、
赤
字
決
算
に
よ
る
同
家
へ
の
寄
生
、

補
助
金
制
度
の
利
用
、
減
免
税
、
営
業
権
の
認
可
、
「
合
理
化
」
の
労
働

者
へ
の
シ
ワ
寄
せ
、
中
小
下
請
へ
の
犠
牲
の
転
嫁
な
ど
、
こ
れ
ら
す
べ
て

は
、
企
業
と
い
う
法
的
単
位
の
形
式
を
最
大
限
に
活
用
し
た
個
別
独
占
体

の
蓄
積
競
争
上
の
企
業
現
象
と
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
中
小
企
業
の
量
産
・
同
期
化
方
式

l
l本
書
で
も
、
第
二

部
第
三
章
の
具
体
的
な
分
析
現
象
で
あ
り
、
こ
れ
を
フ
ォ
ー
ド
シ
ス
テ
ム

化
と
し
て
捉
え
て
い
る
(
本
書
一
七
五
ペ
ー
ジ
)
|
i
に
よ
る
「
合
理
化
」

を
と
り
あ
げ
て
み
た
ば
あ
い
、
こ
れ
ら
の
中
小
下
請
企
業
は
、
経
済
的
に

は
完
全
に
親
企
業
の
支
配
下
に
入
り
、
生
産
力
視
点
か
、
り
す
れ
ば
、
ま
っ

た
く
同
一
資
本
と
し
て
機
能
し
、
ベ
ル
ト
コ
シ
ベ
ヤ
i
で
結
ば
れ
て
い
る
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の
と
同
じ
事
態
で
あ
り
、
親
会
社
の
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
も
感
覚

的
に
は
そ
う
考
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
中
小
企
業
と
そ
こ

で
働
く
労
働
者
へ
の
犠
牲
転
嫁
の
方
式
と
な
る
根
拠
は
、
そ
れ
が
法
的
形

式
に
よ
り
、
別
企
業
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
合
法
化
し
う
る
こ
と

な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
か
か
る
法
的
形
式
の
差
異
に
よ
る
差
別
支
配
が
成
立
し
う

る
の
は
、
所
有
の
私
的
性
格
が
、
資
本
制
国
家
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
そ
の
土
台
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
が
、
企
業
現
象
の
分
析
を
お
こ
な
う
ば
あ
い
、
企
業
の
法

的
形
式
に
よ
っ
て
生
ず
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
を
、
資
本
自
身
が
自
ら
の
支

配
強
化
や
「
合
理
化
」
や
競
争
の
ば
あ
い
に
、
意
識
的
に
使
い
わ
け
て
い

る
点
に
と
く
に
注
意
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

本
書
で
の
分
析
に
お
い
て
は
、
そ
の
分
析
が
現
実
の
現
象
に
科
学
的
に

密
着
し
て
い
れ
ば
し
て
い
る
ほ
ど
、
今
述
べ
た
点
は
、
事
実
上
、
克
服
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
視
点
が
、
具
体

的
現
象
の
経
済
的
分
析
の
方
法
論
と
し
て
意
識
的
に
展
開
さ
れ
る
な
ら
ば

法
則
に
も
と
づ
く
現
象
の
分
析
が
、
よ
り
具
体
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
補
足
的
見
解
は
、
蛇
足

に
す
ぎ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
書
の
評
価
を
い
さ
さ
か
も
減
ず
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
、
こ
こ
に
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

(
京
都
大
学
経
済
学
部
助
教
授
)




