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丹

羽

克

治

は

ヵ:

き

し

世
界
経
済
論
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
ま
た
外
国
貿
易
は
経
済
学
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
理
論
的
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
、

l
lこ
う
い
っ
た
問

題
は
、
世
界
経
済
論
を
専
攻
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
、
お
そ
か
れ
は
や
か

れ
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
根
本
的
な
問
題
で
あ
り
、
実
際
に
こ
れ
ま
で
い

ろ
い
ろ
と
論
議
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
六
五
年
十
一
月
、
中
央
大

学
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
「
国
際
経
済
研
究
の
理
論
的
体
系
化
に
向

っ
て
」
と
題
す
る
「
国
際
経
済
研
究
会
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
(
そ
の
内
容

は
『
検
界
経
済
評
論
』
一
九
六
六
年
二
一
月
号
に
収
録
)
は
、
戦
後
二
十
年
間
に

な
さ
れ
て
き
た
世
界
経
済
論
の
分
野
で
の
業
績
を
中
心
に
し
て
、
さ
ら
に

恐
慌
論
や
財
政
学
等
の
分
野
で
の
研
究
成
果
を
も
ふ
ま
え
て
、
「
国
際
経

済
研
究
の
全
面
的
な
成
果
と
展
望
を
科
学
的
に
集
約
し
組
織
し
高
率
化
す
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外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

八
四

る
た
め
の
理
論
体
系
創
造
へ
の
模
宗
」
(
宮
崎
犀
一
、
同
誌
、
五
ペ
ー
ジ
)
を

目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
し
て
、
祇
界
経
済
論
の
研

究
者
の
あ
い
だ
で
は
、
そ
の
「
理
論
的
体
系
化
」
へ
の
努
力
が
こ
れ
ま
で

(
1〉

以
上
に
精
力
的
に
お
こ
な
わ
れ
は
じ
め
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

(
1
)

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
談
論
に
関
連
し
て
、
す
で
に
つ
ぎ
の
よ
う
な

研
究
成
果
が
発
表
き
れ
て
い
る
。

l
i士
口
信
粛
「
経
済
学
批
判
体
系
と
『
資

本
論
』
」
(
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
体
系
』
第
二
巻
、
一
九
六
六
年
、
有
斐
閣
)
、

柴
田
政
利
「
社
界
経
済
論
の
一
方
法
と
篇
別
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
L
(

『明

大
商
学
論
叢
』
第
四
九
巻
第
八
芝
、
堀
晋
償
資
一
本
輸
出
論
の
方
法
」
(
『
国

学
院
経
済
学
』
第
十
五
巻
第
三
君
、
杉
本
昭
七
「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
体
系

化
に
関
す
る
根
本
問
題
」
〈
『
経
済
評
論
』
一
九
六
七
年
二
月
号
)
。

こ
こ
に
い
う
「
国
際
経
済
研
究
の
理
論
的
体
系
化
し
と
は
、
つ
ぎ
の
宮

崎
犀
一
氏
の
表
現
に
代
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
「
経
済
学

の
篇
別
」

l
l資
本
、
土
地
所
有
、
賃
労
働
、
国
家
、
外
国
貿
易
、
役
料

市
場
1
1
1
に
も
と
づ
い
て
、
「
国
際
経
済
に
関
連
す
る
諾
項
目
あ
る
い
は

(2) 

諸
概
念
」
を
「
体
系
的
に
」
把
握
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
-
|
|
「
わ

れ
わ
れ
は
現
代
的
な
体
系
化
の
方
法
と
し
て
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
に
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
と
思
う
。

1

1
現
存

の
唯
一
の
国
際
経
済
体
系
化
の
方
法
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
・
プ
ラ
ン
の
所
定

範
囲
の
う
ち
に
、
レ
l

ニ
ン
の
分
析
成
果
は
お
ろ
か
、
二
ハ
世
紀
か
ら
現

代
ま
で
の
国
際
経
済
の
発
展
過
記
念
も
適
宜
位
置
づ
け
る
よ
う
な
日
擦
を

も
っ
て
、
具
体
的
な
理
論
構
成
(
も
ち
ろ
ん
資
料
の
蒐
集
・
加
工
を
前
提

と
し
て
〉
を
意
図
す
る
こ
と
、
こ
の
た
め
既
成
の
「
資
本
論
」
へ
の
完
全

な
立
脚
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
『
植
民
地
』
や
『
世
界
市
場
』
等
の
未
知

の
国
際
経
済
的
諸
範
鴎
の
創
出
に
際
し
て
、
・
、
マ
エ
ュ
時
代
・
大
工

業
時
代
・
帝
国
主
義
時
代
そ
れ
ぞ
れ
の
植
民
地
あ
る
い
は
世
界
市
場
諸

形
態
を
上
向
的
に
規
定
し
包
摂
し
て
ゆ
く
よ
う
な
構
想
に
立
つ
こ
と
、
み

ぎ
の
よ
う
な
意
図
や
構
想
が
研
究
実
践
の
進
行
過
程
で
越
え
が
た
い
障
碍

や
新
し
い
関
係
に
遭
遇
し
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
原
プ
ラ

γ
の
拡
充
・
修

正
・
変
更
、
あ
る
い
は
新

0

フ
ラ
ン
の
制
作
が
必
要
に
な
る
こ
と
。
」
(
同
誌
、

ムハベ

l
ゾ
)
。

(
2
)

こ
の
点
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
義
銅
報
告
者
の
ひ
こ
り
℃
あ
る
士
口
信
粛

氏
の
報
告
の
項
目
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
同
一
一
誌
(
七
ペ
ー
ジ
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

宮
崎
民
の
見
解
に
よ
れ
ぽ
、
「
一
六
世
紀
か
ら
現
代
ま
で
の
」
資
本
制

的
社
会
の
歴
史
的
発
授
の
全
過
程
は
、
マ
ル
ク
ス
の
「
経
済
学
の
篇
別
」

の
一
各
項
目
を
内
容
的
に
豊
か
に
し
て
い
く
己
と
に
よ
っ
て
「
理
論
化
」
ず

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
「
マ
ニ
ュ
時
代
・
大
工
業
時
代
・
帝
国
主

義
時
代
そ
れ
ぞ
れ
の
」
国
際
経
済
的
諸
範
障
は
、
「
砂
崩
別
」
の
後
半
三
項
目

の
序
列
に
し
た
、
が
っ
て
「
上
向
的
に
規
定
し
包
摂
し
し
う
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
同
じ
マ
ル
ク
ス
の
「
篇
別
」
に
依
拠
し
な
が
ら
、
そ
の
前
半

三
項
目
を
「
資
木
主
義
の
抽
象
的
・
一
般
的
条
件
」
の
問
題
、
後
半
の
一
一
一
項

目
を
「
資
本
主
義
の
具
体
的
・
歴
史
的
条
件
」
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、

独
特
の
「
世
界
経
済
論
の
体
系
」
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
・
一
つ
の
有
力

(
3
)
 

な
・
見
解
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
「
外
間
貿
易
の
問
題
ば
歴

史
的
性
格
の
問
題
で
あ
る
」
と
い
う
レ
l

ニ
ン
の
叙
述
を
、
そ
の
主
要
な



根
拠
の
一
つ
に
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
レ

I
ニ
ン
の
こ
の

叙
述
は
、
「
の
も
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
外
国
貿
易
論
研
究
の
方
法

論
と
し
て
受
け
と
ら
れ
、
外
国
貿
易
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
理

論
的
研
究
の
対
象
で
は
な
く
、
歴
史
的
研
究
の
対
象
で
あ
る
と
媛
少
化
さ

れ
る
傾
向
を
陛
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
(
木
下
悦
二
『
資
本
字
設
と
外

国
貿
易
』
〈
有
斐
閣
V
、
ム
ハ
二
ペ
ー
ジ
〉
ょ
う
で
あ
る
。
も
し
「
の
ち
の
研
究

者
た
ち
に
よ
っ
て
受
け
と
ら
れ
て
き
た
」
よ
う
に
、
レ

1
ニ
ン
の
叙
述
が

「
外
面
貿
易
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
理
論
的
研
究
の
対
象
で
は
な

い
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
叙
述
は
ま
た
、
「
貯
一
界
経

済
i
!
l
こ
れ
は
外
国
貿
易
を
そ
の
主
要
な
内
容
の
一
つ
と
し
て
い
る

lー

が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
理
論
的
研
究
の
対
象
で
は
な
い
」
こ
と
を

も
意
味
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
レ
l
ユ
ン
の
こ
の
叙
述
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
外
同
貿
易
論
研
究
の
方
法
論
」
を
確
立
す
る

う
え
で
ば
か
り
で
な
く
、
「
国
際
経
済
研
究
の
理
論
的
体
系
化
」
の
あ
り

方
を
検
討
す
る
う
え
で
も
、
き
わ
め
て
有
力
な
手
が
か
り
が
え
ら
れ
る
も

の
と
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
レ

i
ユ
ソ

の
こ
の
叙
述
ば
、
外
国
貿
易
の
浬
論
的
位
置
を
確
定
し
、
世
界
経
済
論
の

方
法
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
決
定
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
3
)

こ
れ
は
沿
井
清
氏
に
よ
っ
て
代
表
き
れ
る
見
解
で
あ
る
。
氏
の
『
世
界

経
済
論
体
系
』
(
日
本
-
評
論
新
社
)
「
序
章
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

わ
た
く
し
は
こ
れ
ま
で
、
主
に
、
統
計
資
料
に
も
と
づ
い
て
、
外
国
貿

外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

易
を
中
心
と
す
る
世
界
経
済
の
・
現
実
の
・
諸
関
係
を
究
明
し
て
き
た
の

で
あ
る
が
、
木
稿
で
は
、
そ
の
究
明
を
ふ
ま
え
て
、
外
国
貿
易
の
理
論
的

考
察
を
こ
こ
ろ
み
る
こ
と
に
す
る
。
本
稿
の
課
題
は
外
国
貿
易
の
理
論
的

位
田
院
を
確
定
す
る
と
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
問
題
は
き
わ
め
て
豊
富
な

内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
厳
密
な
理
論
的
考
察
を
要
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
わ
た
く
し
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
を
究
明
す
る

う
え
で
決
定
的
な
意
義
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
レ
l

ニ
ン
の
叙
述
ー
ー
ー

「
外
国
貿
易
の
問
題
は
歴
史
的
性
格
の
問
題
で
あ
る

L
1
lの
意
味
を
吟

味
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
き
、
こ
の
吟
味
を
も
っ
て
、
右
の
課
題
を
遂
行

す
る
た
め
の
第
一
歩
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
批
判
序
説
』
第
三
節
「
経
済

学
の
方
法
」
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
す
で
に
周
知
の
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
面
の
問
題
を
考
察
す
る
う
え
で
、
決
定
的
に
重
要
な

意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
レ

l
ニ
ン
の
叙
述
は

(
4
)
 

そ
の
全
文
を
註
に
お
い
て
引
用
し
て
お
こ
う
。

(
4
〉
「
資
本
主
義
国
に
と
っ
て
の
外
国
貿
易
の
必
要
性
は
、
け
っ
し
て
社
会

的
生
産
物
〈
お
よ
び
特
殊
的
に
は
剰
余
価
値
〉
の
実
現
の
法
則
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
第
一
に
、
資
本
主
義
は
商
品
流
通
が
広
範
忙
発

展
し
て
同
家
の
境
界
外
に
出
て
い
〈
結
果
は
じ
め
て
現
れ
る
、
と
い
う
こ
と

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
外
国
貿
易
の
な
い
資
本
主
義
的
国
民
を

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
国
民
は
存
在
し
も
し
な
い
。

読
者
も
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
と
の
原
因
は
歴
史
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
原
因
を
『
資
本
家
に
と
っ
て
は
剰
余
価
値
を
消
費
す
る
こ
と
は
不
可
能

八
五



外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

だ
』
と
い
う
数
言
の
士
口
い
空
文
句
に
よ
っ
て
い
い
の
が
れ
る
こ
と
は
、
ナ
ロ

ー
ド
ニ
キ
で
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ば
あ
い
、
も
し
彼
ら
が
実
際
に

外
国
市
場
の
問
題
を
提
起
し
た
い
と
の
ぞ
む
な
ら
、
外
国
貿
易
内
発
展
の
歴

史
、
商
品
流
通
の
発
展
の
歴
史
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
歴
史
を
研
究
す
れ
ば
、
資
本
主
義
を
常
道
か
ら
の
偶
然
の

逸
脱
と
し
亡
え
が
く
こ
と
は
、
、
も
ち
ろ
ん
、
で

F
~ぱ
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
社
会
的
生
産
の
個
々
の
部
分
間
の
照
応
(
価
値
の
点
で
の
、
空

た
現
物
形
態
の
点
で
の
〉
ば
、
社
会
的
資
本
の
再
生
産
の
理
論
に
よ
っ
て
必

然
的
に
仮
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
実
際
に
は
一
連
の
た
え
ま
な
い

動
揺
の
う
ち
に
つ
く
ら
れ
る
平
均
的
た
大
い
き
と
し
て
の
み
さ
だ
め
ら
れ
ろ

の
で
あ
る
が
、

1
l
l
こ
の
照
応
は
、
資
本
主
義
社
会
で
は
、
未
知
の
市
場
の

た
め
に
働
い
て
い
る
個
々
の
生
産
者
た
ち
の
孤
立
性
じ
よ
っ
て
、
た
え
ず
や

ぶ
ら
れ
て
い
る
。
相
互
に
『
市
場
』
と
し
て
役
だ
っ
種
々
の
産
業
部
門
は
、

均
等
に
発
展
す
る
も
の
で
は
必
く
、
相
互
に
お
い
こ
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
よ
り
発
展
し
た
産
業
は
外
国
市
場
を
も
と
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
ナ
ロ

l
ド
ニ
キ
が
考
え
ぶ
か
げ
に
そ
う
結
論
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
土

う
に
は
、
『
資
本
主
義
的
国
民
に
と
っ
て
は
剰
余
価
債
を
実
現
す
る
こ
と
は

不
可
能
だ
』
と
い
う
こ
と
を
、
す
こ

L
も
意
味
し
な
い
。
こ
れ
ば
、
個
々
の
生

産
部
門
の
発
展
に
お
け
る
不
均
衡
を
し
め
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
刊
日
民
的
存
一

本
が
こ
れ
と
は
別
の
配
分
を
さ
れ
て
い
れ
ば
、
同
一
量
の
生
産
物
も
国
の
内

部
で
実
現
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
資
本
が
あ
る
産
活
部
け
を
す
て

て
他
の
十
九
楽
部
門
へ
う
つ
る
た
め
に
は
、
こ
の
部
門
L
お
け
る
恐
慌
が
必
然

で
あ
る
。
だ
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
原
因
、
か
、
こ
の
よ
う
な
恐
慌
に
脅
か

さ
れ
て
い
る
資
本
家
た
ち
を
し
て
、
外
国
市
場
を
も
と
め
な
い
と
う
に
、
輸

出
助
成
の
た
め
の
補
助
金
や
奨
励
金
を
も
と
め
な
い
よ
う
に
、
ぷ
き
と
め
て

八
六

お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
?

第
三
に
、
前
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
法
則
は
、
従
来
の
規
模
で
の
、
従

来
の
土
台
の
う
え
で
の
生
産
過
程
の
反
筏
で
あ
る
。
地
、
士
の
賦
役
経
済
、
農

民
の
現
物
経
済
、
工
業
者
の
手
工
業
生
産
は
、
そ
う
い
ろ
も
の
で
あ
っ
た

ω

そ
れ
と
は
逆
に
、
資
本
主
義
的
生
産
の
法
則
は
、
生
産
方
法
の
不
断
の
改
変

と
、
生
産
規
模
の
無
限
の
松
大
で
あ
る
。
古
い
生
産
様
式
の
も
と
で
は
、
経

済
単
位
は
、
そ
の
性
格
の
点
で
も
規
模
の
点
で
も
変
化
す
る
こ
と
な
く
、
地

主
の
世
襲
領
地
、
農
民
の
村
落
、
あ
る
い
は
農
村
の
手
工
業
者
や
小
工
業
者

(
い
わ
ゆ
る
ク
ス
タ

i
リ
)
の
た
め
の
附
近
の
小
さ
な
市
場
と
い
有
限
界
か

ら
は
み
で
忍
こ
と
な
し
に
、
幾
世
紀
も
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
と

は
逆
に
、
資
本
主
義
的
企
業
は
、
不
可
避
的
に
、
共
同
体
や
地
方
市
場
や
州

の
境
界
を
こ
え
、
さ
ら
に
主
た
出
家
の
境
界
を
も
こ
え
て
成
長
し
て
い
く
。

そ
し
て
、
国
家
の
孤
立
性
と
封
鎖
性
は
す
で
に
商
品
流
通
に
よ
っ
て
破
壊
さ

れ
て
い
る
た
め
、
資
本
主
義
的
な
各
産
業
部
門
の
自
然
的
志
向
は
、
そ
れ
ら

各
部
門
を
『
外
国
市
場
を
も
と
め
る
』
必
要
へ
と
み
ち
び
く
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
外
国
市
場
を
も
と
め
る
必
要
は
、
ナ
ロ

l
ド
ニ
キ
経
済
学
者

た
ち
が
こ
の
ん
で
え
が
い
て
い
る
よ
う
に
は
、
け
っ
し
て
資
本
主
義
の
破
毘

を
証
明
す
る
J

℃
の
で
は
な
い
。
ま
り
た
く
逆
で
あ
る
。
こ
の
必
要
は
、
資
木

主
義
の
進
歩
的
な
歴
史
的
作
用
を
明
瞭
に
し
め
し
て
い
る
。
資
本
+
上
義
は
、

経
済
制
度
の
古
い
孤
立
性
と
封
鎖
性
を
(
し
た
が
っ
て
ま
た
精
神
生
活
お
よ

び
政
治
生
活
の
狭
さ
を
も
)
破
壊
し
て
、
世
一
界
の
す
べ
て
の
国

JE早
4

の
経

済
的
全
一
体
へ
と
結
合
寸
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
外
国
市
場
の
必
要
性
の
最
後
の
二
つ
の

以
民
も
ま
た
、
授
史
的
俺
格
の
原
密
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
ら
の
原
因

企
究
明
す
る
た
め
に
は
、
個
々
の
産
業
部
門
、
国
内
に
お
げ
る
そ
れ
の
発



展
、
資
本
主
義
的
産
業
部
門
へ
の
そ
れ
の
転
化
を
、
ド
ザ
察
し
な
け
れ
ば
注
ら

な
い
。
一
雪
一
回
で
い
え
ば
、
国
内
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
の
諸
事
実
を
と

り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ナ
ロ
I
ド
ニ
キ
が
国
内
市
場
も
外

国
市
場
も
寸
不
可
能
だ
』
と
い
う
、
ま
っ
た
〈
な
ん
の
役
に
も
た
た
な
い

(
ま
だ
な
に
ご
と
も
か
た
ら
な
い
)
空
文
句
合
な
ら
ベ
た
て
て
、
こ
れ
ら
の

事
実
を
さ
け
る
機
会
を
利
用
し
て
い
る
と
し
て
も
、
け
っ
し
て
驚
く
に
は
あ

た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
L

(

『
ロ
シ
ア
に
お
げ
る
資
本
主
義
の
発
展
』
八
以
下

『
発
展
』
と
暗
記
す
る
〉
、

ν
l
ニ
ン
全
集
第
四
阪
第
三
一
巻
、
四
一
一
一
1
四
五

ベ
ー
タ
)
。

経
済
学
的
範
騎
の
論
理
的
意
義

l
l歴
史
的
発
展
と
の
関
連
に
つ
い
て
|
|

『
経
済
学
批
判
序
説
』
の
第
一
二
節
「
経
済
学
の
方
法
し
は
世
界
経
済
論
の

方
法
お
よ
び
「
体
系
化
」
を
問
題
と
す
る
場
合
に
は
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ

る
個
所
で
あ
り
、
そ
の
最
終
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
経
済
パ
チ

の
篇
別
」
は
右
の
方
法
お
よ
び
「
体
系
化
」
を
考
え
る
う
え
で
決
定
的

な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
「
経
済
学
の
方
法
」
は
「
下
向
と
上
向
の
方
法
」
を
説
明
し
た
も
の

(
5
)
 

で
あ
る
と
す
る
理
解
が
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
「
経
済
学
の
篇
別
」
お
よ

び
世
界
経
済
論
の
「
体
系
化
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
み
た
宮
崎
氏
や
松
井

氏
の
よ
う
な
理
解
が
存
在
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
マ
ル
ク
ス
は
「
経
済

学
の
方
法
」
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
、
ま
た
「
篇
別
は
明
ら
か
に
次
の
よ

う
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
最
終
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
ど
の
上
う
な
関

連
の
も
と
に
導
き
だ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
?

外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
〉

(
5
)

た
と
え
ば
、
柴
田
政
利
氏
ば
「
『
経
済
学
批
判
序
説
』
に
お
い
て
一
不
さ

れ
る
『
経
済
学
の
方
法
』
す
な
わ
ち
、
下
向
と
と
向
の
方
法
に
し
た
、
か
え

ば
、
:
:
・
L

(

「
世
界
経
済
論
の
方
法
と
矯
別
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
」
、

寸
岡
山
大
商
学
論
議
』
第
四
九
巻
第
八
号
、
六
一
ペ
ー
ジ
〉
?
/
一
述
べ
て
お
ら
れ

る。

第
一
に
、
マ
ル
ク
ス
は
周
知
の
下
向
法
と
上
向
法
を
説
明
し
て
い
う
。

|
|
あ
る
一
国
の
資
本
主
義
を
経
済
学
的
に
考
察
す
る
場
合
に
は
、
一
般

に
、
そ
の
国
の
人
口
、
そ
の
人
口
の
諸
問
削
級
お
よ
び
生
産
諸
部
門
へ
の
配

分
、
輸
出
入
、
年
々
の
生
産
と
消
費
等
の
「
実
在
的
で
具
体
的
な
も
の
」

か
ら
は
じ
め
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
は
「
全
体
の
混
沌
と
し
た
表
象
」

で
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
の
、
簡
単
な
、
そ
し
て
ま
た
複
雑
な
も
の
の
錯
綜
、

か
ら
み
あ
い
か
ら
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
実
在
的
な
も

の
」
を
究
明
し
て
、
描
間
単
な
も
の
と
複
雑
な
も
の
、
現
象
と
木
質
と
を
見

き
わ
め
、
し
だ
い
に
よ
り
簡
単
な
・
よ
り
基
本
的
な
も
の
に
下
向
し
て
い

き
、
最
後
に
も
っ
と
も
簡
単
な
・
も
っ
と
も
基
本
的
な
諾
規
定
に
到
達
す

る
。
た
と
え
ば
、
「
全
体
の
混
沌
と
し
た
表
象
」
と
し
て
の
人
口
を
分
析

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
ば
諸
階
級
|
↓
資
本
、
賃
労
働
|
↓

交
換
、
分
業
、
貨
幣
、
何
値
に
到
達
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ひ
と
た

び
、
も
っ
と
も
簡
単
な
・
も
っ
と
も
基
本
的
な
も
の
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

な
ら
ば
、
つ
ぎ
に
は
、
こ
の
も
っ
と
も
簡
単
な
・
も
っ
と
も
基
本
的
な
も

の
か
ら
出
発
し
て
、
よ
り
複
雑
な
も
の
を
論
理
的
に
組
み
あ
げ
て
い
き
、

最
後
に
「
実
在
的
で
具
体
的
な
も
の
」
を
精
神
的
に
、
つ
ま
り
頭
の
な
か

で
論
理
的
に
整
理
さ
れ
た
形
で
再
生
産
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
再
生

八
七



外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

産
さ
れ
た
も
の
は
、
「
混
沌
と
し
た
全
体
」
で
は
な
く
、
多
く
の
、
簡
単

な
・
ま
た
複
雑
な
関
係
と
規
定
と
か
ら
な
る
つ
豊
富
な
総
体
」
で
あ
る
。

こ
の
後
者
の
方
法
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
な
も
の
か
ら
具
体
的
な
も
の
に
上

向
し
て
い
く
方
法
は
、
「
科
学
的
に
正
し
い
方
法
」
で
あ
り
、
「
実
在
的
で

具
体
的
な
も
の
」
を
わ
れ
わ
れ
が
抱
握
す
る
た
め
の
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ

が
頭
の
な
か
で
論
理
的
に
整
理
さ
れ
た
形
で
再
生
産
す
る
た
め
の
方
法
に

す
ぎ
ず
、
具
体
的
な
も
の
自
体
が
成
な
す
る
過
程
で
は
な
い
。
こ
の
方
法

に
し
た
が
っ
て
再
生
産
さ
れ
た
九
体
的
な
も
の
は
、
「
実
在
的
で
日
大
体
的

な
も
の
」
の
・
現
実
の
諸
関
係
の
・
も
っ
と
も
忠
実
な
論
理
的
反
映
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
こ
の
方
法
に
お
い
て
も
、
社
会
が
前
提
と
し
て
つ
ね
に
表

象
に
思
い
う
か
べ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
後
者
の
方
法
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
「
科
学
的
に

正
し
い
方
法
」
で
あ
る
か
を
立
ち
い
っ
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
第
二

に
、
諸
範
鴎
の
論
理
的
発
展
と
際
史
的
発
展
と
の
関
連
合
]
考
察
し
て
い
る
。

ま
ず
マ
ル
ク
ス
は
、
「
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
単
純
な
話
範
鴎
は
ま
た
、
具

体
的
な
諸
範
臨
時
以
前
に
、
独
立
の
歴
史
的
ま
た
は
自
然
的
実
存
を
も
た
な

い
だ
ろ
う
か
?
」
と
い
う
問
題
を
提
起
し
、
「
そ
れ
は
時
と
ば
あ
一
い
に
よ

る
」
と
答
え
て
い
る
。
ま
ず
「
実
存
し
な
い
」
場
合
の
例
と
し
て
、
上
円
布

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
出
有
は
も
っ
と
も
単
純
な
法
的
関
係
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
具
体
的
な
関
係
で
あ
る
家
族
や
支
配
と
隷
属

の
関
係
以
前
に
は
実
存
し
な
い
。
だ
が
、
占
有
す
る
だ
け
で
所
有
物
を
も

た
な
い
家
族
が
実
存
す
る
、
と
い
う
ミ
と
は
正
し
い
。
だ
か
ら
、
山
有
は

単
純
な
家
族
共
同
体
の
所
有
物
に
比
例
し
た
関
係
と
し
て
現
わ
れ
、
よ
り

八
八

発
展
し
た
社
会
で
は
共
体
的
な
も
の
の
よ
り
単
純
な
関
係
と
し
て
現
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
っ
、
ぎ
に
、
「
実
存
す
る
」
場
合
の
例
と
し
て
は
貨
幣
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
貨
幣
は
、
資
木
や
銀
行
や
賃
労
働
が
実
存
す
る
以
前
に

由主人存し

τい
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
間
か
ら
は
、
よ
り
単
純
な
範
臨
時
は
土
り

未
発
展
な
全
体
の
支
配
的
諸
関
係
を
、
ま
た
は
よ
り
発
展
し
た
全
体
の
う

ち
の
従
属
的
諸
関
係
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
え
る
。
マ
ル
ク

ス
は
、
以
上
の
説
明
か
ら
、
「
も
っ
と
も
単
純
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の

へ
と
上
向
し
て
い
く
抽
象
的
思
惟
の
歩
み
は
、
現
実
的
な
歴
史
的
過
程
に

照
応
す
る
も
の
と
二
一
円
え
ぷ
う
」
と
い
う
結
諭
を
ひ
き
だ
し
て
い
る
。

右
は
諸
範
騰
の
論
理
的
発
展
と
歴
史
的
発
展
と
の
照
応
す
る
場
合
の
説

明
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
の
ベ
ル
!
と
貨
幣
、
お
よ
び
労
働
の
例
は
両
者
の
照

応
し
な
い
場
合
の
説
明
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
の
例
に
つ
い
て
@
ベ
ル
ー
は

歴
史
的
に
は
未
成
熟
な
社
会
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
貨
幣
が
実
存
し
て

い
な
い
の
に
「
協
業
や
発
展
し
た
分
業
」
等
が
実
存
し
て
い
る
。
と
の

「
協
業
や
発
展
し
た
分
業
」
は
資
本
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
貨
幣
よ
り
も
は

る
か
に
具
体
的
な
範
鴎
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
的
に
は
未
成
熟

な
注
会
で
貨
幣
に
さ
き
だ
っ
て
実
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の

点
か
ら
は
、
よ
り
具
体
的
な
範
時
ば
発
展
の
お
く
れ
た
社
会
で
も
い
っ
そ

う
完
全
に
発
展
し
て
い
た
、
と
い
え
る
。
ま
た
貨
幣
は
、
歴
史
的
に
は
き

わ
め
て
早
く
か
ら
実
存
し
て
い
た
が
、
古
代
で
は
商
業
民
族
に
と
っ
て
だ

け
支
配
的
要
素
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
ギ
リ
シ
ャ
や

ロ
l

マ
の
場
合
で
さ
え
も
、
そ
の
完
全
な
発
展
は
崩
壊
期
に
現
わ
れ
た
に

す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
貨
幣
の
よ
う
に
、
よ
り
単
純
な
範
隠
は
、
歴



史
的
に
は
具
体
的
な
範
鴎
に
さ
き
だ
っ
て
実
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
内
包
的
に
も
外
出
他
的
に
も
完
全
に
発
展
し
た
形
で

は
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
だ
け
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
後
者
の
労
働
の
例
に
つ
い
て
。
労
働
は
ま
っ
た
く
単
沌
な
範
鴎
の
一

よ
う
に
み
え
る
し
、
労
働
一
般
と

L
て
の
そ
れ
の
表
象
も
古
い
も
の
で
あ

る
が
、
経
済
学
上
こ
の
単
純
性
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
労
働
は
近
代
的
な

産
物
で
あ
る
。
労
働
一
般
を
把
握
し
た
の
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
巨
大

な
進
歩
で
あ
っ
た
。
こ
の
労
働
一
般
と
い
う
抽
象
は
、
一
方
で
は
一
定
程

類
の
労
働
が
す
べ
て
を
支
配
す
る
労
働
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
ほ
ど
に
発

展
し
た
現
実
の
労
働
者
種
類
の
総
体
を
前
提
と
し
て
お
り
、
他
方
で
は
偶

人
が
あ
る
労
働
か
ら
他
の
労
働
へ
容
易
に
う
つ
っ
て
い
き
、
労
働
の
一
定

種
類
が
個
人
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
よ
う
な
社
会
形
態
に
照
応
し
て

い
る
。
こ
の
労
働
の
土
う
な
、
も
っ
と
も
抽
象
的
な
範
鴎
で
さ
え
も
、
す

べ
て
の
社
会
に
妥
当
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
抽
象
と
い
う
規
定
性

の
点
で
は
、
近
代
ブ
ル
グ
ョ
ア
社
会
の
産
物
で
あ
り
、
そ
の
沼
全
な
妥
当

性
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
た
い
し
て
だ
け
、
こ
の
社
会
の
内
部
で
だ
け
で

あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
諸
範
鳴
の
論
理
的
発
展
と
歴
史
的
発
展
と
は
照

応
す
る
場
合
も
あ
る
L
、
ま
た
照
忠
し
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
は
、
も
っ
と
も
努
展
し
た
・
も
っ
と
も
複

雑
な
・
生
産
の
歴
史
的
組
織
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
以
前
の
す
べ
て
の
社

会
の
残
片
と
諸
要
素
と
を
も
っ
て
き
ず
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に

は
旧
社
会
の
造
物
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
し
、
ま
た
た
ん
な
る
予
兆
に
す
ぎ

な
か
っ
た
も
の
が
完
成
し
た
意
義
を
も
つ
も
の
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
。
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だ
か
ら
、

F

ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
諸
関
係
は
、
旧
社
会
の
諸
関
係
を
ま
っ
た

く
萎
縮
し
た
形
で
、
ま
っ
た
く
奇
妙
な
模
造
口
問
と
し
て
、
あ
る
い
は
戯
画

(
E
)
 

化
し
た
形
で
、
そ
の
な
か
に
包
含
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
学
的

諸
範
鳴
り
序
列
に
お
い
て
は
、
近
代

e

ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
が
あ
た
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
、
諸
範
隠
は
し
ば
し
ば
こ
の
社
会
の
個
々
の
側
面
だ
け

を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
だ
か
ら
経
済
学
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
が

問
鱈
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
じ
ま
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
と
い
ち
こ

と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
つ
ね
に
銘
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
す
べ
て
の
社
会
に
は
「
一
定
の
生
産
」
、
「
一
つ
の
一
般
的
照
明
」
、

「
一
つ
の
特
殊
な
エ
ー
テ
ル
し
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
そ
の
他
の
す

べ
て
の
生
産
お
よ
び
そ
の
諸
関
係
に
順
位
と
影
響
を
あ
た
え
て
お
り
、
他

の
す
べ
て
の
色
彩
を
そ
の
な
か
に
ひ
た
し
て
変
色
さ
せ
て
お
り
、
他
の
す

べ
て
の
定
在
の
比
重
を
規
唱
足
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
古
代

社
会
や
封
建
社
会
に
お
い
て
定
住
農
業
を
お
こ
な
う
農
業
諸
民
族
の
場
合

に
は
、
定
住
農
業
が
「
一
般
均
照
明
」
、
「
特
殊
な
エ

i
一
ア
ル
」
の
役
割

を
演
じ
℃
お
り
、
工
業
と
そ
の
組
織
で
さ
え
も
多
か
れ
少
か
れ
士
地
所
有

的
性
格
を
お
び
い
て
る
。
だ
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
で
は
資
本
が
そ
の

役
割
を
漏
じ
て
い
る
。
こ
の
社
会
で
は
、
農
業
は
た
ん
な
る
一
産
業
部
門

に
寸
ぎ
ず
、
ま
っ
た
く
資
木
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
資
本
は
こ
の

社
会
の
「
い
っ
さ
い
を
支
配
す
る
経
済
力
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
戸
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
を
経
済
学
的
に
考
祭
す
る
場
合
に
は
、
資
本
を
中
心

に
す
え
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
経
済
学
的

諮
範
鳴
を
そ
の
歴
史
的
発
展
の
順
序
で
な
ら
べ
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、

八
九
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そ
れ
ら
の
序
列
は
そ
れ
ら
が
こ
の
社
会
で
相
互
に
た
い
し
て
も
つ
関
係
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
経
済
学
、
が
問
題
に
す
る
の
は
、

F

ブ
ル
ジ
ョ
ア

〈

7
)

社
会
の
内
部
で
の
経
済
的
諸
関
係
の
仕
組
み
な
の
で
あ
る
。

(
6
〉
だ
か
ら
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
は
、
人
間
の
解
剖
と
猿
の
解
剖
と
の
関
連
の

例
を
あ
げ
て
、
「
入
閣
の
解
剖
ぱ
猿
の
解
剖
に
た
い
す
る
一
つ
の
一
細
胞
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
7
)

続
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
同
じ
範
曙
が
異
な
っ
た
社
会
で
し
め
る
異
な

っ
た
地
位
を
示
す
例
と
し
て
、
商
業
民
族
の
純
粋
性
お
よ
び
商
業
資
本
ま
た

は
貨
幣
資
本
と
し
て
の
資
本
の
抽
象
位
、
株
式
会
社
、
国
寓
と
い
う
概
念
、

を
あ
げ
て
い
る
。

要
す
る
マ
ル
ク
ス
は
、
簡
単
な
諸
範
践
と
複
雑
な
諸
範
時
と
の
論
理
的

関
係
を
上
向
的
に
と
ら
え
る
、
と
い
う
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
第

一
に
、
諸
範
障
の
論
理
的
発
展
は
そ
の
歴
史
的
発
展
と
照
応
す
る
場
合
も

あ
る
し
、
ま
た
し
な
い
場
合
も
あ
る
の
℃
あ
り
、
第
二
に
、
考
察
の
対
象

で
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
は
も
っ
と
も
発
展
し
た
・
も
っ
と
も
複
雑
な
・

生
産
の
歴
史
的
組
織
で
あ
り
、
こ
の
社
会
の
「
い
っ
さ
い
を
支
配
す
る
経

済
力
」
は
資
本
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
資
本
を
中
心
に
し
て
簡
単
な
も
の
と

複
雑
な
も
の
と
の
論
理
的
発
展
関
係
を
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
簡
単
な
も
の
と
複
雑
な
も
の
と
を
区
別
す
る
主

準
は
、
ま
さ
に
資
本
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
以
上
の
す
べ
て
の
説
明
の
う
え
に
た
っ
て
、
「
篇
別
ば
明
ら

か
に
次
の
よ
う
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
け
、
一
般
的
・
抽
象

酌
諸
規
定
、
料
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
内
部
的
仕
組
み
を
な
し
て
い
る
諸

九。

範
鴎
、
す
な
わ
ち
資
本
、
賃
労
働
、
土
地
所
有
、
白
、
国
家
、
倒
、
生
産

の
間
四
団
的
関
係
、
司
、
世
界
市
場
と
恐
慌
、
と
い
う
「
譲
別
」
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

こ
こ
に
「
篇
別
は
明
ら
か
に
次
の
よ
う
に
:
・
・
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
一
ニ
節
「
経
済
学
の
方
法
」
は
、
な
に
ゆ

え
に
「
篇
別
」
が
「
次
の
よ
う
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
説
明
し
た

も
の
で
あ
り
、
「
科
学
的
に
正
し
い
方
法
」
に
も
と
づ
い
た
「
経
済
学
の
渚

体
系
」
心
「
篇
別
」
を
導
き
だ
す
た
め
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
篇
別
」
は
歴
史
的
に
あ
た
え
ら
れ
た
・
現
実

の
・
資
本
制
的
社
会
を
全
体
と
し
て
理
論
的
に
把
国
位
す
る
た
め
の
順
序
を
、

諸
範
院
の
論
理
的
関
保
を
資
本
を
核
に
し
て
と
ら
え
る
た
め
の
順
序
を
示

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
諸
項
目
は
資
本
制
的
社
会
の
維
持
・
再
生
産
に

と
っ
て
本
質
的
な
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
こ
の
社
会
の
存
続
を
規
定
す
る

も
の
ば
か
り
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
そ
の
諸
項
目
の
う
ち
で

基
本
と
な
る
の
は
「
篇
別
」
の
口
、
す
な
わ
ち
資
本
制
的
社
会
の
内
部
的

仕
組
み
を
な
し
て
い
る
諸
範
除
、
と
く
に
資
本
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と

を
こ
の
「
篇
別
」
は
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
第

三
節
「
経
済
学
の
方
法
」
が
「
下
向
と
上
向
の
方
法
」
す
な
わ
ち
簡
単
な

諸
範
院
と
複
雑
な
諸
範
障
と
の
論
理
的
関
係
を
と
ら
え
る
方
法
を
明
ら
か

に
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
、
「
篇
別
」
の
前
半
三
項
目
(
こ
の

「
篇
別
」
で
は
件
、
内
部
的
仕
組
み
を
な
し
て
い
る
諸
範
時
)
を
「
資
本

主
義
の
抽
象
的
・
一
般
的
条
件
」
、
後
半
十
の
二
一
項
目
を
「
資
本
主
義
の
具

体
的
・
歴
史
的
条
件
」
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
、
ま
た
「
篇
別
」



の
各
項
目
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
上
向
し
て
い
け
ば
、
資
本
制
的
社
会
の

歴
史
的
発
展
の
全
過
程
を
理
論
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見

解
も
、
問
題
あ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
の
「
経
済
学
の
方
法
」
の
考
察
の
う
え
に
た
っ
て
、
わ
れ

わ
れ
は
レ
l

ニ
ン
の
叙
述
の
意
味
を
吟
味
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
吟

味
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
諸
先
学
の
所
論
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
を
検
討
す

る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
す
る
。

外
国
貿
易
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
の
諸
見
解

「
外
国
貿
易
の
問
題
は
歴
史
的
性
格
の
問
題
で
あ
る
」
と
い
う
レ
l
ニ

ン
の
叙
述
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
、
一
方
で
、
こ
の
叙
述
が

「
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
」
を
「
排
除
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
視

角
か
ら
の
理
解
が
、
他
方
で
は
、
「
外
国
貿
易
の
歴
史
的
性
格
」
を
「
資
本

主
義
の
歴
史
的
性
格
」
一
般
に
解
消
す
る
視
角
か
ら
の
理
解
が
存
在
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
前
者
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
木
下
悦
二
氏
お
よ
び

有
賀
定
彦
氏
の
所
論
を
、
後
者
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
岡
田
裕
之
氏
の

所
論
を
と
り
あ
げ
て
、
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
歴
史
的
性
格
と
理
論
的
研
究
の
対
立
」
の
視
角
付

|
|
木
下
悦
二
氏
の
所
論
ー
ー

ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
木
下
氏
の
見
解
を
聞
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

氏
は
、
そ
の
著
書
に
お
い
て
、
「
外
国
貿
易
の
問
題
は
歴
史
的
性
格
の
問

外
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貿
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づ
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題
で
あ
る
」
と
い
う
レ
l

ニ
ン
の
叙
述
を
の
ち
の
研
究
者
が
ど
の
よ
う
に

う
け
と
っ
て
き
た
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら

れ
る
。

「
こ
の
レ
l

ニ
ン
の
理
論
(
外
国
貿
易
の
必
然
性
に
つ
い
て
の
三
命

題
と
「
外
国
貿
易
の
歴
史
的
性
格
」
に
つ
い
て
の
叙
述
、
本
稿
の
註

(

4

)

を
参
照
さ
れ
た
い

l
i丹
羽
)
は
、
ナ
ロ

l
ド
ニ
キ
の
理
論
に
対

す
る
方
法
論
上
の
批
判
と
し
て
対
置
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
の
ち

の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
外
国
貿
易
論
研
究
の
方
法
論
と
し
て
受
け

と
ら
れ
、
外
国
貿
易
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
理
論
的
研
究
の

対
象
で
は
な
く
、
歴
史
的
研
究
の
対
象
で
あ
る
と
媛
少
化
さ
れ
る
傾
向

を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
か
え
っ
て
こ
れ
が

外
国
貿
易
理
論
の
研
究
の
長
い
停
滞
の
一
つ
の
理
由
と
も
な
っ
た
の
は

否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
の
ち
に
第
三
編

第
二
章
に
お
い
て
、
レ
l

ニ
ン
の
こ
の
理
論
を
も
っ
て
、
な
に
ゆ
え
外

国
貿
易
の
理
論
的
研
究
否
定
の
論
拠
と
し
て
は
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
た
だ
レ
l

ニ
ン
の
命
題
が
ナ
ロ
ー

ド
ニ
キ
理
論
批
判
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
歴
史
的
背
景
を
離
れ
て
一

般
化
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
」
(
『
資
本

主
義
と
外
出
貿
易
』
、
六
二
ペ
ー
ジ
)
。

右
の
木
下
氏
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
レ
l

ニ
ン
の
理
論
、
と
く
に
「
外
国

貿
易
の
歴
史
的
性
格
」
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
「
の
ち
の
研
究
者
た
ち
に

よ
っ
て
、
外
国
貿
易
論
研
究
の
方
法
論
と
し
て
受
け
と
ら
れ
」
て
き
て
お

り
、
外
国
貿
易
は
「
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
理
論
的
研
究
の
対
象
で

九



外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

は
な
い
」
と
理
解
さ
れ
る
「
傾
向
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と

の
こ
と
で
あ
る
。
も
し
外
国
貿
易
が
「
理
論
的
研
究
の
対
象
」
で
は
な

く
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
「
歴
史
的
研
究
の
対
象
」
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
外
国
貿
易
を
主
要
な
内
容
の
一
っ
と
す
る
世
界
経
済
の
「
理
論

的
研
究
」
も
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
「
理
論
的
体
系
化
」
も
き
わ
め
て

不
充
分
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
先
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
(
「
国
際
経
済
研
究
の
理
論
的
体
系
化
に
向
っ
て
」
)
に
お

い
て
は
、
レ
l

ニ
ン
の
こ
の
叙
述
に
つ
い
て
二
一
日
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
な

い
。
木
下
氏
は
、
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
吉
信
氏
と
な
ら
ぶ
い
ま
ひ
と

り
の
基
調
報
告
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
木
下
氏
は
、
レ

I
ニ
ン

の
こ
の
叙
述
が
「
外
国
貿
易
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
理
論
的
研

究
の
対
象
で
は
な
く
、
歴
史
的
研
究
の
対
象
で
あ
る
」
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
と
す
る
誤
っ
た
傾
向
を
、
た
だ
し
て
お
ら
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
も
そ
れ
は
、
同
書
の
「
第
三
編
第
二
章
」
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
氏
は
、
「
第
三
編
第
二
章
に
お

い
て
、
レ

I
ニ
ン
の
こ
の
理
論
を
も
っ
て
、
な
に
ゆ
え
外
国
貿
易
の
理
論

的
研
究
否
定
の
論
拠
と
し
て
は
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
も
、
そ
の
「
第
一
一
一

編
第
二
章
」
に
お
け
る
氏
の
説
明
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
第
三
編
第
二
章
」
(
「
総
資
本
の
再
生
産
過
程
よ

り
み
た
外
国
貿
易
」
)
で
は
、
ま
ず
、
資
本
主
義
に
と
っ
て
の
外
国
貿
易

の
意
義
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
「
貨
幣
資
本
の
循
環
の
視
角
」
、
「
生
産

資
本
の
循
環
の
視
角
L

、
「
商
品
資
本
の
循
環
の
視
角
」
の
三
つ
の
視
角
を

九

区
別
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
論
点
を
ふ
か
め
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
は
最
後
の
視
角
が
一
面
的
に
強
調
さ
れ
た
た
め

に
、
か
え
っ
て
外
国
貿
易
理
論
の
発
展
を
阻
害
し
て
き
た
傾
向
が
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
と
し
て
、
っ
、
ぎ
に
引
用
す
る
文
章
を
か
か
げ
て
お
ら
れ

る
。
そ
れ
に
引
き
続
い
て
、
社
会
的
労
働
の
節
約
と
い
う
効
果
に
お
い
て

外
国
貿
易
と
共
通
の
内
容
を
有
す
る
技
術
的
進
歩
を
、
再
生
産
論
が
い
か

に
扱
っ
て
き
た
か
、
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
は
な
ぜ
外
国
貿
易
が
価
値
革
命
に

影
響
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
か
、
と
い
う
点
を
考
察
し
て
、
外
国
貿
易
を

再
生
産
論
に
も
ち
こ
む
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ

る
。
そ
し
て
最
後
に
、
再
生
産
論
的
視
角
で
扱
わ
れ
る
外
国
貿
易
は
も
と

も
と
国
際
分
業
関
係
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
視
角
に
は
そ

の
形
式
の
原
理
を
解
明
す
る
理
論
が
含
ま
れ
て
い
な
い
、
だ
か
ら
こ
の
視

角
の
一
面
性
か
ら
抜
け
て
「
統
一
さ
れ
た
視
角
」
が
必
要
で
あ
る
、
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
レ
l

ニ
γ
の
こ
の
理
論
を

も
っ
て
、
な
に
ゆ
え
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
否
定
の
論
拠
と
し
て
は
な

ら
な
い
か
に
つ
い
て
の
検
討
」
は
、
つ
ぎ
の
文
章
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い

る
の
み
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「レ

I
ニ
ン
の
こ
の
立
場
(
『
資
本
論
』
第
一
一
巻
第
三
篇
に
お
け
る
外

国
貿
易
の
捨
象
に
つ
い
て
の
命
題
に
依
拠
し
て
展
開
さ
れ
た
ナ
ロ
l
ド

ニ
キ
批
判
と
「
外
国
貿
易
の
歴
史
的
性
格
」
に
つ
い
て
の
叙
述
の
立
場

|
|
丹
羽
)
は
の
ち
の
人
々
に
よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
て
、
外
国
貿
易
の

理
論
的
研
究
の
軽
視
と
い
う
き
わ
め
て
著
し
い
影
響
を
ひ
き
お
こ
し

た
。
近
年
に
い
た
っ
て
、
わ
が
国
で
は
、
レ
I
ニ
ン
の
こ
の
命
題
(
外



国
貿
易
の
必
然
性
に
つ
い
て
の
コ
一
命
題
[
|
丹
羽
)
は
、
外
国
貿
易
の

必
然
性
を
実
現
理
論
か
ら
導
き
出
す
の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
っ
た
ま
で

で
、
そ
れ
以
上
に
一
般
化
し
て
理
解
す
べ
き
で
な
い
と
の
見
解
が
広
く

支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(
た
と
え
ば
、
松
井
清
『
世
界
経
済
学
原

理
』
一
一
頁
、
高
木
幸
二
郎
「
恐
慌
論
体
系
序
説
』
九
六
頁
、
建
林
正

喜
「
資
本
制
再
生
産
と
外
国
貿
易
」
「
世
界
経
済
評
論
し
〈
一
九
五
七
・

五
V
、
末
水
隆
甫
「
再
生
産
と
外
国
貿
易
」
「
経
済
学
年
報
」
〈
第
七

集
V
な
ど
参
照
〉
。
だ
が
こ
の
命
題
が
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
を
排

除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
消
極
的
に
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ

(
8
)
 

う
だ
。
」
〔
同
室
田
、
~
一
四
ペ
ー
ジ
)
。

(
8
)

こ
の
文
章
に
続
い
て
、
氏
は
つ
ぎ
の
土
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
「
と
こ
ろ
で
、
少
く
と
も
マ
ル
ク
ス
の
前
掲
の
命
題
が
特
殊
的
に
強

調
さ
れ
た
た
め
に
、
外
国
貿
易
理
論
の
研
究
に
停
滞
を
導
い
た
と
す
れ
ば
、

単
に
こ
う
し
た
消
極
的
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
に
ま
で
必
っ
て
こ

の
命
題
そ
の
も
の
に
検
討
を
加
え
る
の
を
回
避
す
べ
き
で
な
い
と
思
わ
れ

る
」
〈
同
番
、
二
一
四
ペ
ー
ジ
)
と
。
そ
し
て
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
の
命
題
す
検

討
し
て
、
右
に
本
文
で
み
た
よ
う
に
、
外
閏
貿
易
会
}
羽
生
産
論
に
も
ち
こ
む

の
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
ら
の
で
あ
り
、
ま
た
外
国

貿
易
の
分
析
に
お
い
て
は
「
商
品
資
本
の
循
環
の
視
角
」
の
一
面
性
か
ら
抜

げ
て
「
統
一
さ
れ
た
視
角
」
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
氏
に
よ
れ
ば
、
レ

l
エ
ン
の
『
発
展
』
第
一
章
第

八
節
「
な
ぜ
資
本
主
義
的
国
民
に
と
っ
て
外
国
市
場
は
必
要
か
?
L
に
お

け
る
叙
述

!
iわ
れ
わ
れ
が
誌
(

4

)

に
引
用
し
た
叙
述
ー
ー
ー
は
、
「
の
ち

外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

の
人
々
に
よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
て
」
、
「
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
の
軽

視
」
と
い
う
山
影
響
を
ひ
き
お
こ
し
た
が
、
そ
れ
は
「
外
国
貿
易
の
必
然
性

を
実
現
迎
論
か
ら
淳
き
出
す
の
は
誤
り
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で

あ
っ
て
、
「
そ
れ
以
上
に
一
般
化
し
て
理
解
す
べ
き
で
江
く
」
、
ま
し
て
や

「
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
を
排
除
す
る
も
の
」
と
「
問
解
す
べ
き
で
は
な

い
L
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
見
解
は
、
木
下
氏
た
だ
ひ
と
り
の
見
解
で
は

な
く
、
松
井
氏
や
高
木
氏
を
は
じ
め
と
す
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
「
広
く
支
持

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
見
解
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
木
下
氏
を
除
く
こ
の

見
解
の
他
の
支
持
者
た
ち
は
た
ん
に
レ
l

ニ
ン
の
命
題
が
「
外
国
貿
易
の

理
論
的
研
究
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
消
極
的
に
指
摘
す
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
」
の
に
た
い
し
て
、
木
下
氏
は
「
積
極
的
に
」
、
「
貨
幣
資
本
の

術
域
の
視
角
」
、
一
生
産
資
本
の
循
環
の
祝
角
」
お
よ
び
「
商
品
資
本
の
循

環
の
視
角
」
の
一
一
一
つ
の
「
統
一
さ
れ
た
視
角
」
か
ら
そ
の
「
理
論
的
研
究
」
を

な
し
と
げ
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
木
下
氏
と
他
の
支

持
者
と
の
相
違
点
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
レ

l
ニ
ン
の
命
題
が
「
外
国
貿

易
の
必
然
性
を
実
現
理
論
か
ら
導
き
出
す
の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
づ
た
ま

ま
で
」
で
あ
る
左
す
る
「
理
解
」
に
お
い
て
は
、
木
下
民
も
他
の
支
持
者

も
共
通
し
て
い
る
。
レ

l
ニ
ン
の
命
題
を
こ
の
よ
う
に
「
理
解
す
べ
き
で

あ
る
」
と
す
れ
ば
、
「
こ
の
命
題
を
も
っ
て
、
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究

否
定
の
論
拠
と
し
て
は
な
ら
な
い
し
こ
と
は
、
け
だ
し
当
然
と
い
え
よ

う
。
だ
が
、
は
た
し
て
、
レ

l

ニ
ン
の
命
題
を
こ
の
よ
う
に
「
理
解
」
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
?
も
し
こ
の
よ
う
な
「
理
解
」
が
誤
り

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
理
解
」
の
う
え
に
う
ち
た
て
ら
れ
た
木

九



外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

下
氏
の
「
積
極
酌
」
な
「
理
論
的
研
究
」
は
‘
き
わ
め
て
問
湿
の
あ
る
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

木
下
氏
の
見
解
お
よ
び
「
広
く
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
見
解
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
レ
l

ニ
ン
の
命
題
は
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
を
実
現
理

論
か
ら
導
き
出
す
の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
っ
た
ま
で
」
で
は
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
?
外
国
貿
易
と
実
現
の
理
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
そ

の
命
題
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
第
八
節
以
前
に
お
い
て
、
ナ
ロ

I
ド
ニ
キ
の

見
解
[
|
資
本
主
義
の
も
と
で
は
剰
余
価
値
の
「
実
現
」
は
不
可
能
で
あ

り
、
「
困
難
か
ら
の
活
路
し
は
外
国
市
場
の
獲
得
で
あ
る
、
と
い
う
見
解

ー
ー
を
批
判
す
る
な
か
で
、
す
で
に
、
外
国
貿
易
を
実
現
の
問
題
に
ひ
き

い
れ
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
実
現
の
理
論
か
ら
外
同
貿
易

の
必
然
性
を
導
き
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
レ
l

ニ
ン
は
、
ナ
戸

l
ト
ニ
キ
の
外
国
貿
易
の
必
然
性
に
つ

い
て
の
見
解
の
批
判
の
う
え
に
た
っ
て
、
第
八
節
の
冒
頭
で
、
そ
れ
で
は

実
現
の
理
論
は
「
資
本
主
義
的
国
民
は
外
国
市
場
な
し
に
は
や
っ
て
い
け

な
い
と
い
う
命
題
と
矛
盾
し
は
し
な
い
か
?
」
と
い
う
問
題
を
提
起
し
、

こ
の
間
題
に
答
え
て
、
そ
れ
ば
矛
盾
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
外
同
市
場
の

必
然
性
は
こ
れ
こ
れ
の
三
つ
の
原
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
原
因
は
す
べ
て
「
歴
史
的
性
格
」
の
も
の
で
あ
る
か

ら
、
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
問
題
の
命
題
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
第
八
節
で
の
一
中
心
的
問
題
は
、
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
を
実
現

理
論
か
ら
導
き
出
す
の
は
誤
り
で
あ
る
か
否
か
?
し
に
あ
る
の
で
は
な

く
1
|
|
こ
の
点
は
す
で
に
第
八
節
以
前
に
お
い
て
解
決
ず
み
の
も
の
で
あ

九
四

る
ー
ー
ー
、
よ
り
「
積
極
的
に
」
そ
の
必
然
性
ほ
こ
れ
こ
れ
の
三
つ
の
「
歴

史
的
性
格
」
の
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
第
八
節
に
お
い
て
レ
l

ニ
ソ
が
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
を
実
現
理

論
か
ら
導
き
出
す
の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
ワ
た
ま
で
」
で
あ
る
と
主
張
す

る
こ
と
は
、
外
国
貿
易
の
必
然
性
は
こ
れ
こ
れ
の
一
一
一
つ
の
「
歴
史
的
性

格
」
の
原
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、
と
い
う
レ
l

ニ
ン
の
明
白
な
す
〈
字

を
み
す
こ
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
レ
l

ニ
ン
の
こ
の
明
白

な
文
字
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
な
ん
び
と
に
も
で
き
な
い
は
、
ず
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
、
ず
、
木
下
氏
お
よ
び
「
広
く
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
」
見
解
を
と
る
人
た
ち
が
「
レ
l

ニ
ン
の
こ
の
命
題
は
、
外
国
貿
易

の
必
然
性
を
実
現
理
論
か
ら
導
き
出
す
の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
っ
た
ま

で
」
で
あ
る
と
強
弁
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
「
理
解
」
し
な

い
か
ぎ
り
、
こ
の
命
題
が
「
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
の
排
除
」
を
意
味

す
る
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ

う
か
。
つ
ま
り
、
な
ん
び
と
に
も
明
ら
か
な
レ
l

ニ
ン
の
こ
の
明
白
な
文

字
を
否
詳
し
な
い
か
ぎ
り
、
木
下
氏
た
ち
も
ま
た
、
「
外
国
貿
易
は
い
か

な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
理
論
的
研
究
め
対
象
で
は
な
く
、
歴
史
的
研
究

の
対
象
で
あ
る
と
媛
少
化
さ
れ
る
傾
向
」
か
ら
抜
け
で
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
、
木
下

民
お
よ
び
「
広
く
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
見
解
の
人
た
ち
は
、
レ

l

ニ
ン
の
こ
の
間
開
白
な
文
字
と
寸
理
論
的
研
究
」
と
の
「
矛
盾
」
に
直
面

せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
矛
盾
」
に
つ
い
て
考
え
る
と



き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
木
下
氏
を
は
じ
め
と
す
る
人
た
ち
が
「
理
論
的
研

究
」
を
い
か
に
把
握
し
、
ま
た
「
歴
史
的
性
格
」
を
い
か
に
考
え
て
お
ら

れ
る
か
と
い
う
点
で
、
深
刻
な
疑
念
を
い
だ
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
木
下
氏
と
同
じ
視
角
か
ら
、
レ
!
日
一
ン
の
叙
述

の
意
味
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
立
ち
い
っ
た
論
究
を
こ
こ
ろ
み
、
独
特
の
・

世
界
経
済
論
の
・
「
体
系
」
を
構
築
し
て
お
ら
れ
る
有
賀
定
彦
氏
の
所
論

を
と
り
あ
げ
て
、
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
有
賀
氏
の

所
論
に
お
い
て
、
レ
i
ニ
ン
の
叙
述
の
意
味
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、

「
理
論
的
」
お
よ
び
「
歴
史
的
」
と
い
う
経
済
学
に
と
っ
て
基
本
的
な
概

念
に
つ
い
て
も
、
よ
り
厳
密
な
説
明
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

λ
ノ
。

2 

「
歴
史
的
性
格
と
理
論
的
研
究
の
対
立
」
の
視
角
川
H

-
|
有
賀
定
彦
氏
の
所
論
|
|

付

ま
ず
有
賀
氏
の
説
明
を
聞
こ
う
。

「
国
家
を
国
民
経
済
と
し
て
把
握
す
る
な
ら
ば
、
外
国
貿
易
は
一
一
回

の
再
生
産
構
造
の
運
動
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
。
こ
こ
で
レ
l

ニ
ン
が

守
ロ
シ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
』
第
一
章
第
八
節
『
な
ぜ
資
本

主
義
的
国
民
に
と
っ
て
国
外
市
場
は
必
要
か
』
で
提
起
し
た
守
口
外
国
貿

易
の
諸
原
因
』
と
し
て
あ
げ
て
い
る
三
つ
の
命
題
、
な
か
ん
ず
く
後
の

二
つ
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
レ

I
ニ
ン
は
そ
こ
で
外
国
貿
易
の

外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

原
因
は
歴
史
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
こ

と
は
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま

い
。
『
発
展
』
に
お
け
る
レ
l

ニ
ン
の
命
題
は
ナ
ロ

i
ド
ニ
キ
理
論
批

判
と
い
う
実
践
的
課
題
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
レ
l

ニ
ン
が
そ

こ
で
強
調
し
て
い
る
の
は
、
外
国
貿
易
の
必
要
は
実
現
の
理
論
か
ら
決

定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
レ
l
ニ
ン
が
外
国
貿

易
の
原
因
と
し
て
あ
げ
て
い
る
産
業
部
門
間
の
不
均
等
発
展
(
第
二
命

題
)
、
生
産
の
無
制
限
的
拡
大
(
第
三
命
題
)
は
い
ず
れ
も
資
本
主
義

一
般
に
固
有
な
性
質
で
あ
り
、
社
会
的
分
業
・
商
品
生
産
の
発
展
に
つ

れ
て
ま
す
ま
す
激
化
す
る
性
質
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
経
済
的
発
展
法
則
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な

い
う
ま
で
も
な
く
、
実
現
の
理
論
で
は
価
値
は
実
現
さ
れ
る
も
の
と

の
想
定
に
た
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
価
値
が
実
現
さ
れ
う
る
園
内
市
場

が
す
で
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
主
義

の
外
延
的
拡
大
は
は
じ
め
か
ら
問
題
の
そ
と
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
実
現
の
理
論
か
ら
外
国
貿
易
の
必
然
性
は
理
論
上
み
ち
び
か
れ
る

は
ず
は
な
い
。
だ
が
、
外
国
貿
易
は
資
本
主
義
の
外
延
的
拡
大
を
一
示
す

も
の
で
あ
り
、
し
か
も
資
本
主
義
自
体
が
、
そ
の
歴
史
的
発
展
過
程
か

ら
必
然
的
に
生
み
だ
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
外
国

貿
易
を
生
み
だ
す
資
本
主
義
社
会
は
、
実
現
の
理
論
の
前
提
と
な
っ
て

い
る
、
そ
れ
自
体
で
資
本
の
論
理
が
完
結
す
る
抽
象
化
さ
れ
た
資
本
主

義
社
会
一
般
で
は
な
く
、
横
へ
の
発
展
の
契
機
を
内
包
す
る
国
家
と
し

九
五



外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

て
の
資
本
主
義
社
会
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
プ
ラ
ン
』
の
『
国
家
』
の
内

容
を
な
す
国
民
経
済
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
レ
l

ニ
ン
が

わ
ざ
わ
ざ
外
国
貿
易
の
原
因
を
歴
史
的
性
質
の
も
の
だ
と
い
っ
た
き
謀

は
、
外
国
貿
易
の
原
因
に
は
、
実
現
の
理
論
の
前
提
を
な
す
資
本
主
義

社
会
で
は
な
く
、
国
民
経
済
と
し
て
の
再
生
産
構
造
を
も
っ
各
国
の
資

本
主
義
の
発
展
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」

(
日
)

(
「
『
世
界
市
場
』
と
『
世
界
経
済
』
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
し
、
『
下
関
市
立
大

学
関
学
記
念
論
文
集
』
、
六

t
七
ペ
ー
ジ
〉
。

(
9
)

氏
の
こ
の
論
文
は
、
「
世
界
市
場
」
と
「
世
界
経
済
」
の
「
概
念
規
定
」

を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
「
プ
ラ
ン
」
問
題
に
つ
い
て
の
氏
の
見
解
を
呈

示
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
こ
の
小
論
で
私
が
と
り
あ
げ
た
の
は
、
『
位
界
市
場
』
と
『
世
界
経
済
』

の
概
念
規
定
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
(
同
誌
、
一

ペ
ー
ジ
)
。

「
『
プ
ラ
ン
』
問
題
に
つ
い
て
、
か
つ
て
私
は
『
世
界
市
場
に
お
け
る
価
値

法
則
の
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
l
シ
ヨ
ン
に
つ
い
て
』
な
る
小
論
で
言
及
し
た
(
『
世

界
経
済
評
論
』
一
九
六
二
年
十
一
月
号
五
九
|
六
O
一
良
)
。
だ
が
、
そ
こ
で
の

考
え
方
は
未
熟
で
あ
り
、
若
干
再
考
を
要
す
る
点
が
あ
っ
た
。
本
稿
は
そ
の

再
検
討
と
反
省
を
も
意
味
す
る
。
」
(
同
誌
、
五
ペ
ー
ジ
)
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
有
賀
氏
は
、
レ

l

ニ
ン
が
「
発
展
』
第
一
章
第
八

節
に
お
い
て
「
外
国
貿
易
の
原
因
は
歴
史
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ

て
い
る
」
が
、
「
こ
の
こ
と
は
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
を
排
除
す
る
と

い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
右
に
引
用
し
た
文
章

九
六

は
、
第
八
節
に
お
け
る
レ
l

ニ
γ
の
叙
述
が
「
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究

を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
」
と
い
う
こ
と
の
理
由
を
説
明

し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
民
は
、
右
の
引
用
文

に
引
き
続
い
て
、
つ
ぎ
に
み
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
「
経
済
学
の
篇

別
」
の
後
半
三
項
目
を
他
の
言
葉
に
よ
っ
て
変
更
お
よ
び
補
充
し
て
、
六

項
目
か
ら
な
る
・
独
特
の
・
後
半
の
・
「
理
論
体
系
」
を
構
築
し
て
お
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
レ
l

ニ
ン
の
叙
述
が
「
外
国
貿
易
の
理
論
的
研

究
の
排
除
」
を
者
集
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
叙
述
か
ら

は
、
氏
の
「
理
論
体
系
」
は
き
わ
め
て
問
題
の
あ
る
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
し
た
が
っ
て
氏
は
、
こ
の
叙
述
が
「
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
を
排

除
す
る
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
の
理
由
を
明
ら
か
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
氏
は
そ
の
「
理
論
体
系
」
に
つ
い
て
、
っ
、
ぎ
の
よ
う
に
述
べ

て
お
ら
れ
る
。
|
|
「
資
本
制
生
産
の
結
果
と
し
て
、
先
進
国
の
国
内
で

不
均
等
に
発
展
し
た
産
業
は
国
外
へ
市
場
を
求
め
、
後
進
国
と
の
聞
に
国

際
分
業
を
形
成
す
る
」
。
「
す
な
わ
ち
、
私
的
資
本
の
利
潤
追
求
が
そ
の
国

の
再
生
産
構
造
に
規
定
さ
れ
て
お
こ
な
わ
れ
る
外
国
貿
易
の
結
果
と
し
て

国
際
分
業
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
。
と
こ
ろ
で
「
外
国
貿
易
と
は
国

際
問
に
お
け
る
商
品
交
換
を
意
味
し
」
、
「
そ
こ
に
は
当
然
価
値
法
則
が

貫
徹
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
。
だ
が
、
「
世
界
市
場
に
は
園
内
市
場
と
は
こ
と

な
る
諸
特
性
が
存
す
る
た
め
、
外
国
貿
易
を
規
定
す
る
価
値
法
則
は
一
国

内
に
お
け
る
場
合
と
は
異
な
っ
た
作
用
の
姿
態
を
と
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

こ
に
い
わ
ゆ
る
価
値
法
則
の
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
!
シ
ョ
ン
が
生
ず
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
国
際
分
業
を
資
本
主
義
社
会
の
経
済
法
則
の
上



向
と
し
て
と
ら
え
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
価
償
法
則
の
作
用
に
も
と
、
、
つ
い
て

形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
先
進
国
と
後
進

国
と
の
商
品
の
価
格
差
、
つ
ま
り
先
進
国
工
業
製
品
と
後
進
国
農
産
物
の

(
日
)

廉
価
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
」
。
ま
た
「
国
際
分
業
は
世
採
市
場
の
基
礎
を

な
す
」
。
「
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
よ
り
、
『
プ
ラ

ン
』
の
国
家
|
外
国
貿
易

l
世
界
市
場
は
、
悶
民
経
済

i
産
業
部
門
聞
の

不
均
等
発
展

i
価
値
法
則
の
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ

l
シ
ョ
ン
|
外
国
貿
易
|
国

際
分
業

l
世
界
市
場
と
い
う
理
論
体
系
と
な
る
」
(
問
誌
、
七
ペ
ー
ジ
)
。

(
叩
〉
こ
こ
で
氏
は
、
国
際
分
業
は
っ
価
値
法
則
の
作
用
に
も
と
や
つ
い
て
形
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
先
進
国
と
後
進
国
左
の

商
品
の
価
格
差
、
れ

J

ま
り
先
進
国
工
業
製
品
と
後
進
国
農
産
物
の
廉
価
を
通

じ
て
形
成
さ
れ
た
一
と
い
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
「
価
値
法
則
を
通
じ
て
」
、

「
商
品
の
価
格
差
」
あ
る
い
は
一
廉
価
を
通
じ
て
」
、
は
た
し
て
、
国
際
分
業

が
形
成
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
?
と
と
る
で
、
こ
の
文
章
の
数
行
後
に

は
、
「
こ
の
経
済
法
則
(
価
格
差
〉
し
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に

「
こ
の
経
済
法
則
」
?
と
は
価
伎
法
則
の
こ
主
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
表

現
や
「
よ
り
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
」
お
よ
び
「
つ
ま
打
」
と
レ
う
言
葉
か

ら
す
れ
ば
、
氏
が
「
価
値
法
則
」
、
「
商
品
の
価
格
差
一
、
「
廉
悩
」
と
い
う
一
一
一

つ
の
言
葉
を
ま
っ
た
く
同
じ
事
例
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
?
と
ら
え
て
お
ら

れ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
コ
一
つ
の
言
葉
を
「
商

品
の
価
格
差
」
で
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
「
商
品
の
価

格
差
」
と
い
う
の
は
、
同
じ
種
類
の
、
同
じ
使
用
価
値
の
商
品
を
比
較
す
る

さ
い
に
い
わ
れ
う
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
国
際
分
業
と
は
、

工
業
の
農
業
か
ら
の
分
離
お
よ
び
そ
れ
ら
の
お
の
お
の
に
お
け
る
さ
ら
に

外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

小
さ
な
種
や
亜
種
へ
の
抑
制
分
、
が
凶
際
的
な
規
模
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
い

う
。
分
業
と
い
う
一
言
葉
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
異
な
っ
た
種
類
の
生
産
部
門

間
の
一
定
の
関
係
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
同
じ
種
類
の

「
商
品
の
価
格
差
を
通
じ
て
し
、
ど
う
し
て
国
際
分
業
の
形
成
を
論
ず
る
こ
と

が
で
き
上
う
か
。
氏
向
身
、
数
行
先
に
は
、
「
先
進
国
の
園
内
で
不
均
等
に

発
戻
し
た
産
業
ば
圏
外
へ
市
場
を
求
め
、
後
進
司
、
と
の
聞
に
国
際
分
業
を
形

或
ず
る
」
と
述
へ
て
お
ら
れ
た
。
い
っ
た
い
、
刊
際
分
業
を
形
成
す
る
の

は
、
同
じ
種
類
の
「
商
品
の
価
格
差
」
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
発
展
の
不

均
等
性
な
の
で
あ
ら
う
か
?
「
商
ロ
川
の
価
格
差
し
が
国
際
分
業
を
形
成
し
え

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
か
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
が
右
に
引
用
し
た
文
章
は
す
べ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
「
経
済
学

の
篇
別
」
の
後
半
三
項
目
を
変
更
し
て
、
「
国
民
経
済
!
産
業
部
門
間
の

不
均
等
発
展

i
価
値
法
則
の
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
!
シ
ョ
γ
!
外
国
貿
易

i

国
際
分
業

l
世
界
市
場
」
と
い
う
、
氏
独
自
の
「
理
論
体
系
」
を
導
き
だ

す
た
め
に
お
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
氏
の
こ
の
「
理
論
体
系
」
は
、

「
篇
別
」
の
「
国
家
」
の
項
目
を
ま
ず
「
閉
国
民
経
済
」
と
い
う
言
葉
に
お

き
か
え
、
こ
の
「
国
民
経
済
」
と
「
外
国
貿
易
」
を
媒
介
す
る
も
の
と
し

て
「
産
業
部
門
聞
の
不
均
等
発
展
」
お
よ
び
「
価
値
法
則
の
毛
デ
ィ
プ
ィ

ケ
l
シ
ョ
γ
」
を
、
ま
た
「
外
国
貿
易
」
と
「
世
界
市
場
」
を
媒
介
す
る

も
の
と
し
て
「
国
際
分
業
」
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
で
き
あ
が
っ

た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
い
勺
た
い
、
マ
ル
グ
ス
の
「
篇
別
」
の
こ
の
よ

う
な
変
更
、
し
た
が
っ
て
ま
た
氏
独
自
の
「
理
論
体
系
」
の
機
築
は
、
い

か
な
る
理
由
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
氏
は
、

九
戸じ



外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

「0

フ
ラ
ン
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
見
落
し
て
な
ら
な
い
点
は
、
な
ぜ
マ
ル
ク

ス
が
ブ
ざ
」
で
あ
る
特
定
の
概
念
を
用
い
て
他
の
概
念
を
使
つ
て
は
い
な
い

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
概
念
の
内
容
は
と
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
、
松
井
清
氏
が
そ

の
著
書
『
世
界
経
済
論
体
系
』
に
お
い
て
「
篇
別
」
の
「
外
国
貿
易
」
お

よ
び
「
世
界
市
場
」
の
項
目
を
「
国
際
経
済
」
お
よ
び
「
世
界
経
済
」
と

い
う
言
葉
に
書
き
か
え
て
お
ら
れ
る
点
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
よ
う
な
書
き

か
え
は
「
な
に
よ
り
も
そ
れ
ら
の
概
念
規
定
を
明
確
に
し
た
う
え
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
」
の
に
、
松
井
民
の
説
明
か
ら
は
「
マ
ル
ク

ス
の
プ
ラ

γ
の
『
外
国
貿
易
』
と
『
世
界
市
場
』
と
の
項
目
の
区
別
は
ど

こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
ず
、
な
ぜ
『
世
界
市
場
」
を
『
世
界
経
済
』
と
害

き
か
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
が
明
確
で
は
な
い
」
(
同
誌
、
二

ペ
ー
ジ
)
と
批
判
し
て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
有
賀
氏
も
ま
た
、
マ
ル

ク
ス
の
「
篇
別
」
の
「
国
家
」
の
項
目
を
「
国
民
経
済
」
と
い
う
言
葉
に

書
き
か
え
て
お
ら
れ
る
し
、
そ
の
う
え
新
た
な
三
つ
の
項
目
を
マ
ル
ク
ス

の
三
踊
別
」
に
挿
入
し
て
い
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
国
家
」
の
「
国
民
経

(
孔
〉

済
」
へ
の
書
き
か
え
に
つ
い
て
は
註
に
お
い
て
ふ
れ
る
こ
と
に
し
て
、
新

た
な
三
項
目
の
挿
入
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
日
)
つ
篇
別
一
の
「
国
家
」
の
項
目
の
「
国
民
経
済
」
と
い
う
言
葉
へ
の
書
き

か
え
に
つ
い
て
は
、
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
そ
の
理
由
を
説
明
し
て
お
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
ま
、
ず
国
家
を
「
上
部
構
造
と
し
て
内
同
家
」
と
「
下
部
構
主

と
し
て
の
国
家
し
と
に
分
け
て
、
「
篇
別
」
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
国
家
」
は
後

者
で
あ
る
と
ぎ
れ
る
。
そ
し
一
工
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
「
国
家
」
の
う
ち
、
前
者

九
八

は
「
権
力
規
定
か
ら
す
る
級
階
の
再
生
産
機
構
で
あ
る
の
に
た
い

L
て」、

後
者
は
「
か
か
る
階
級
規
定
の
経
済
的
基
礎
を
な
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

一
定
の
生
産
力
の
発
展
段
階
に
規
定
さ
れ
た
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
も
と

で
の
資
本
、
土
地
所
有
、
賃
労
働
の
総
括
的
な
ム
再
生
産
構
造
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
経
済
学
と
し
て
の
国
家
は
、
資
本
主
義
社
会
内
一
再
生
産
構
造
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
圏
民
経
済
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
こ
の
「

再
生
産
」
は
実
現
の
理
論
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
「
い
っ
そ
う
具
体
性
を
お

び
た
も
の
」
、
す
な
わ
ち
「
農
業
と
工
業
と
の
矛
盾
、
生
産
と
消
費
の
矛
盾

、
な
ど
も
L

そ
の
内
容
に
ふ
く
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
(
同

誌
、
回

i
五
ペ
ー
ジ
)
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
氏
は
国
家
を
二
つ
に
分
け
て
、
「
篇
別
」
の
「
国
家
」

は
「
下
部
構
造
と
し
て
の
函
家
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
階
級
規
定
の
経
済
的

基
礎
を
意
味
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
階
級
規

定
の
経
済
的
基
礎
」
お
よ
び
「
資
本
主
義
的
生
産
様
4
入
の
も
と
で
の
資
本
、

土
地
所
有
、
賃
労
働
の
総
括
的
な
再
生
産
構
造
」
と
い
う
表
現
か
ら
す
れ

ば
、
氏
め
「
国
家
」
は
、
マ
ル
ク
ス
の
「
筒
別
」
の
け
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社

会
の
内
部
的
仕
組
み
を
な
し
、
ま
た
基
本
的
諸
階
級
が
存
立
す
る
基
礎
と
な

っ
て
い
る
諸
範
鴎
、
資
本
、
賃
労
働
、
土
地
所
有
」
を
含
む
こ
と
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
が
氏
の
「
国
家
」
の
主
要
な
内
容
を
な
寸
も

の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク

ス
、
か
「
国
家
L

の
項
の
内
雰
と
し
て
考
え
て
い
た
「
国
家
の
形
態
で
の
ブ
ル

ジ
ョ
ア
社
会
の
総
括
、
そ
れ
自
体
と
の
関
係
で
の
考
察
、
『
不
生
産
的
』
諸

階
級
、
租
税
、
日
債
、
公
信
用
、
人
口
、
税
民
地
、
移
住
」
は
、
氏
の
「
同

家
」
に
あ
っ
て
は
ほ
と
ん
と
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
国
家
」
の
墳
の

内
容
を
こ
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
た
た
め
に
、
氏
は
、
「
上
部
構
造
左
し



て
の
同
家
」
お
よ
び
「
下
部
構
造
と
し
て
の
同
家
」
と
い
う
二
積
類
の
「
同

家
」
を
創
出
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
後
者
の
「
国
家
」
を

「
国
民
経
済
一
と
い
う
言
葉
に
書
き
か
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
室
聞
き
か
え
は
、
た
ん
に
「
国
家
」
を
「
国
民

経
済
l

一
と
い
う
言
葉
に
お
き
か
え
た
と
い
う
だ
げ
の
も
の
で
は
な
く
、
事
実

上
、
マ
ル
ク
ス
の
「
篇
別
」
の
内
容
の
根
本
的
な
改
変
を
十
主
張
し
た
も
の
で

あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
氏
に
あ
っ
て
は
、
「
篇
別
」

は
「
国
民
経
済
産
業
部
門
間
の
不
均
等
発
践
例
位
法
則
の
モ
デ
ィ
ブ
ィ

ケ
l
シ
ョ
ン

i
外
国
貿
易
!
国
際
分
業
世
界
市
助
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氏
が
マ
ル
ク

ス
の
「
篇
別
」
を
基
本
的
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
前
半
の
一
二
項
目

を
そ
の
ま
ま
ひ
き
う
っ
し
、
後
半
円
一
一
一

γ

項
目
に
つ
い
て
の
み
「
国
家
」
を

「
国
民
経
済
」
に
童
聞
き
か
え
て
、
ま
た
新
た
に
一
一
一
項
円
を
挿
入
し
て
、
独
特

の
・
後
半
の
・
「
理
論
体
系
」
を
構
築
し
て
お
ら
れ
乙
の
を
み
る
と
き
、
わ

れ
わ
れ
は
、
は
た
し
て
氏
が
『
経
済
学
批
判
序
説
」
第
三
節
「
経
済
学
の
方

法
」
の
内
容
を
的
確
に
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
篇
別
」
の
問
題
を
問

題
と
し
て
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
正
し
く
考
察
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
、
と
い
う
疑
念
を
い
だ
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

氏
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
「
産
業
部
門
間
の
不
均
等
発
展
」
は
レ

i
ニ

ン
が
外
国
貿
易
の
原
因
と
し
て
か
か
げ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
そ
れ
が
外
国
貿
易
の
原
因
で
あ
る
以
上
、
「
外
国
貿
易
」
の
項
の
前
に

お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
「
価
値
法
則
の
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ

i
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
「
外
国
貿
易
と
は
国
際
間
に
お
け
る
商
品
交

換
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
そ
こ
に
は
当
然
価
値
法
則
が
貫
徹
せ
ざ
る

外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

を
え
な
い
」
。
た
だ
、
「
位
界
市
場
に
は
国
内
市
場
と
は
こ
と
な
る
諸
特
性

が
存
す
る
た
め
、
外
国
貿
易
を
規
定
す
る
価
値
法
則
は
一
園
内
に
お
け
る

場
合
と
は
異
な
っ
た
作
用
の
姿
態
を
と
る
」
の
み
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ

れ
ま
た
「
外
国
貿
易
」
の
項
の
前
に
お
が
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
第
三

に
、
「
関
係
分
業
」
は
「
外
国
貿
易
の
結
果
と
し
て
」
形
成
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
「
世
界
市
場
の
基
礎
」
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
「
外
国
貿
易
」
と
「
世
界
市
場
」
と
の
あ
い
だ
に
お
か
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
以
上
が
三
つ
の
.
項
目
を
挿
入
し
た
理
由
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
三
項
目
の
挿
入
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
氏
の

「
理
論
休
系
」
は
、
松
井
氏
に
た
い
ず
る
氏
の
批
判
と
同
じ
よ
う
な
批
判

を
う
け
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
?
「
産
業
部
門
間
の
不
均

等
発
展
」
と
い
い
、
「
価
値
法
則
の
そ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
l
シ
ョ
ン
」
と
い
い
、

さ
ら
に
「
国
際
分
業
」
と
い
い
、
す
べ
て
「
外
国
貿
易
」
と
緊
密
な
つ
な

が
り
を
も
つ
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
国
際
分
業
」
は
、
マ
ル

ク
ス
が
「
篇
別
」
の
「
外
国
貿
易
」
の
項
目
の
主
要
な
内
容
の
一
つ
を
な

す
も
の
と
し
て
か
か
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
な
に
ゆ
え
に
こ
の

「
国
際
分
業
」
を
「
外
国
貿
易
」
の
項
か
ら
切
り
離
し
、
そ
れ
と
対
等
の

地
位
を
し
め
る
も
の
と
し
て
、
「
外
国
貿
易
」
と
「
位
界
市
場
」
と
の
あ

い
だ
に
お
い
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
ろ
か
?
氏
は
、
「

0

フ
ラ
ン
の
各
項

目
に
は
抽
象
か
ら
具
体
へ
、
よ
り
単
純
な
も
の
か
ら
よ
り
複
雑
な
も
の
へ

と
い
う
研
究
対
象
の
展
開
」
(
同
誌
、
四
ペ
ー
ジ
)
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

の
で
、
マ
ル
ク
ス
の
「
篇
別
」
の
観
点
に
た
ち
な
が
ら
、
そ
の
各
項
目
の

内
容
の
論
理
的
発
展
を
考
え
て
、
各
項
目
の
、
と
く
に
「
外
商
貿
易
」
の

九
九



外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

項
の
細
分
化
を
お
こ
な
っ
た
、
と
で
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
も

し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
場
合
に
は
、
「
国
民
経
済

i
産
業
部
門

間
の
不
均
等
発
展
価
値
法
則
の
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
l
シ
三

γ

外
国
貿

易
l
国
際
分
業
|
世
界
市
場
」
と
い
う
六
項
目
の
順
序
が
、
は
た
し
て
「

抽
象
か
ら
具
体
へ
」
、
「
よ
り
単
純
な
も
の
か
ら
よ
り
複
雑
な
も
の
へ
」

と
上
向
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
新
た
な
疑
問
が
生
ぜ

ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
産
業
部
門
間
の
不
均
等
発
展
」
と
「
価

値
法
則
の
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
l
ジ
ョ
ン
」
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら

の
て
っ
の
項
目
に
つ
い
て
、
前
者
が
「
抽
象
的
な
も
の
」
、
「
よ
り
単
純
な

も
の
」
で
あ
り
、
後
者
が
「
具
体
的
な
も
の
」
、
「
よ
り
複
雑
な
も
の
」
で

あ
る
、
と
は
と
う
て
い
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
後
者

は
価
値
法
則

l
iこ
れ
は
資
本
制
的
社
会
に
お
け
る
も
っ
と
も
簡
単
な
・

も
っ
と
も
基
本
的
な
・
法
別
で
あ
る
|
|
の
問
題
で
あ
り
、
前
者
は
そ
れ

よ
り
も
は
る
か
に
複
雑
な
法
則
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る

な
ら
ば
、
氏
の
構
築
さ
れ
た
「
理
論
休
系
」
は
き
わ
め
て
問
題
の
あ
る
も

の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
氏
の
「
理
論
体
系
」
の
問
題

点
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
篇
別
」
の
問
題
の
考
察
に

さ
い
し
て
は
、
「
経
済
学
の
方
法
」
の
内
容
を
的
確
に
と
ら
え
る
こ
と
が

決
定
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
す
ま
す
強
く
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
木
項
の
は
じ
め
に
引
用
し
た
こ
つ
の
パ
ラ
グ
ラ

フ
か
ら
な
る
文
章
に
お
い
て
は
、
正
し
い
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
文
革
は
、
一
「
発
展
』
第
一
章
第
八
節
に
お
け
る
レ
l

ニ
ン

一0
0

の
叙
述
を
検
討
し
て
、
そ
の
叙
述
が
な
に
ゆ
え
に
「
外
国
貿
易
の
理
論

的
研
究
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
」
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
文
章
の
検
討
に
う
つ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(二)

先
に
わ
れ
わ
れ
が
引
用
し
た
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
な
る
文
章
は
、

き
わ
め
て
重
大
な
問
題
点
を
ふ
く
む
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
、
そ
の
主
な
問
題
点
を
と
り
だ
し
て
吟
味
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
氏
は
、
外
国
貿
易
の
必
然
性
に
つ
い
て
の
レ
l

ニ
γ
の

命
題
は
「
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
理
論
批
判
と
い
う
実
践
的
課
題
か
ら
生
れ
た
も

の
」
で
あ
っ
て
、
レ
i

ユ
ン
が
こ
の
命
題
で
「
強
調
し
て
い
る
の
は
、
外

国
貿
易
の
必
要
は
実
現
の
理
論
か
ら
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
」
と
断
定
し
て
お
ら
れ
る
。
は
た
し
て
、
こ
の
よ
う
な
断
定

は
誤
り
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
?
わ
れ
い
わ
れ
が
木
下
氏
の
見
解
を
検
討

し
た
さ
い
に
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
「
外
国
貿
易
の
必
要
は
実
現
の
理
論

か
ら
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
」
は
、
こ
の
命
題
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
第
八
節
に
さ
き
だ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を

明
ら
か
に
し
て
、
レ
l

ニ
ン
は
、
第
八
節
に
お
い
て
「
外
国
貿
易
の
必
要

は
実
現
の
理
論
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
原
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
レ
l

ニ
ン
が
そ

こ
(
第
八
節
)
で
強
調
し
て
い
る
の
は
」
、
「
外
国
貿
易
の
必
要
は
実

現
の
理
論
か
ら
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
」
で
は
な
く
、

そ
れ
が
「
こ
れ
こ
れ
の
三
つ
の
歴
史
的
性
格
の
原
因
に
よ
っ
て
決
定
き
れ



る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
氏
の
な
さ
れ
て
い
る
断
定
は
レ

l
ェ
ン
の
明
白
な
文
字
l

l
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
は
こ
れ
こ
れ
の
三
つ

の
歴
史
的
性
格
の
原
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」

l
ー
を
呑
定
す
る
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
氏
は
、
な
に
ゆ
え
に
、
あ
え
て
こ
の
明
白
な
文
字
を

否
定
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
木
下
氏
と
同
様
に
、
氏
も
ま

た
、
こ
れ
を
否
定
し
な
い
か
、
ぎ
り
、
レ
!
ニ

γ
の
叙
述
が
「
外
国
貿
易
の

理
論
的
研
究
の
排
除
」
を
意
味
す
る
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え

て
お
ら
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
?
も
し
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る

と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
理
論
的
研
究
」
お
よ
び
つ
歴
史
的
性
格
」
に

つ
い
て
の
氏
の
理
解
が
き
わ
め
て
問
題
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
氏
は
レ
l

ニ
ン
の
叙
述
の
意
味

に
つ
い
て
、
木
下
氏
よ
り
も
さ
ら
に
立
ち
い
っ
た
説
明
を
あ
た
え
て
お
ら

れ
る
。
だ
か
ら
、
レ
1
ユ
ン
の
叙
述
と
「
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
」
と

の
関
連
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
検
討
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
り
詳
細

に
民
の
見
解
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
氏
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
実
現
の
理
論
に
お
い
て
は
、
国
内
市

場
で
価
値
が
「
実
現
さ
れ
る
も
の
と
の
相
ぷ
必
」
に
た
ち
、
「
資
本
主
義
の

外
延
的
拡
大
は
は
じ
め
か
ら
問
題
の
そ
と
に
お
か
れ
て
い
る
」
の
で
あ

り
、
こ
の
理
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
資
本
主
義
社
会
は
「
そ
れ
自
体
で

資
本
の
論
理
が
完
結
す
る
抽
象
化
さ
れ
た
資
本
主
義
往
会
一
般
」
で
あ

る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
「
外
国
貿
易
は
資
本
主
義
の
外
延
的
拡
大
を
示

す
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
生
み
だ
す
資
本
主
義
社
会
は
「
横
へ
の
発
展

の
契
機
を
内
包
ず
る
閏
家
と
し
て
の
資
本
主
義
社
会
」
、
す
な
わ
ち
「
「
プ

外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

ラ
ン
』
の
『
国
家
』
の
内
容
を
な
す
国
民
経
済
」
で
あ
る
、
と
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
説
明
は
、
一
見
す
る
と
、
「
実
現
の
理
論
の
前
提
と
な
っ
て

い
る
資
本
主
義
社
会
」
と
「
外
国
貿
易
を
生
み
だ
寸
資
本
主
義
社
会
」
と

の
ち
が
い
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
問
題
の
な
い
も
の
の

よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
氏
の
文
章
を
忠
実
に
た
ど
っ
て

い
っ
て
、
そ
の
意
味
を
正
確
に
〈
み
と
ろ
う
と
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は

問
題
点
を
見
い
だ
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
民
は
、
右
の
両
者
に
お
け
る
「
資

本
主
義
社
会
」
の
ち
が
い
に
つ
い
て
、
前
者
の
「
資
本
主
義
社
会
」
、
が

「
そ
れ
自
体
で
資
本
の
論
理
が
完
結
す
る
抽
象
化
ぎ
れ
た
資
本
主
義
社
会

一
般
」
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
が
「
横
へ
の
発
展
の
契
機
を
内
包
す
る
国

家
と
し
て
の
資
本
主
義
社
会
」
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
い
っ

た
い
、
「
そ
れ
自
体
で
資
本
の
論
理
が
完
結
す
る
抽
象
化
さ
れ
た
資
本
主

義
社
会
一
般
」
お
よ
び
「
横
へ
の
発
展
の
契
機
を
内
包
す
る
国
家
と
L
て

の
資
本
主
義
社
会
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
「
資
本
主
義
社
会
」
な

の
で
あ
ろ
う
か
?
こ
れ
ら
二
つ
の
「
資
本
主
義
社
会
」
の
ち
が
い
に
つ

い
て
の
説
明
に
引
き
続
い
て
、
民
は
た
だ
ち
に
、
「
レ
l

ニ
ン
が
わ
ざ
」
わ

ざ
外
国
貿
易
の
原
因
を
歴
史
的
性
質
の
も
の
だ
と
い
っ
た
意
味
」
を
明
ら

か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
し
た
、
が
っ
て
、
こ
の
ち
が
い
に
つ
い
て
の
説
明

は
、
レ
!
ュ

γ
の
叙
述
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重

要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
民
が

説
明
し
て
お
ら
れ
る
こ
つ
の
「
資
本
主
義
社
会
」
の
ち
が
い
の
「
意
味
」

を
、
丹
念
に
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
そ
れ
自
体
で
資
本
の
論
理
が
完
結
す
る
抽
象
化
さ
れ
た
資
本
主

。
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義
社
会
一
般
」
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
そ
れ
白
体
」
の
つ
そ

れ
」
と
は
何
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
「
そ
れ
」
ほ
「
資
本
主

義
社
会
」
あ
る
い
は
「
資
本
主
義
社
会
一
般
」
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
い
で
氏
は
、
「
資
本
の
論
理
が
完
結
す
る
い
と
い
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
表
現
か
ら
す
る
と
、
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
資
本
」
は
「
そ
れ
白

体
」
に
固
有
な
「
論
理
」
を
も
っ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
れ
ま
で
の
経
済
学
者
の
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
1

1

マ
ル
ク
ス
や
レ

i
ニ

ン
を
も
含
め
て
[
l
i
、
資
本
を
分
析
し
て
、
そ
れ
に
固
有
な
「
論
理
」
を

発
見
し
た
も
の
は
い
な
い
。
い
っ
た
い
っ
資
本
L

に
回
有
な
「
論
理
」
と

は
、
い
か
な
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
?
わ
れ
わ
れ
が
第
一
節
に

お
い
て
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
現
実
の
資
本
制
的
社
会
を
、
「
混
沌

と
し
た
全
体
」
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
分
析
し
て
、
簡
単
な
も
の
と
複
雑

な
も
の
、
現
象
と
本
質
と
を
見
き
わ
め
、
し
だ
い
に
よ
り
簡
単
な
・
よ
り

基
本
的
な
も
の
に
下
向
し
て
い
き
、
最
後
に
も
っ
と
も
簡
単
な
・
も
っ
と

も
基
本
的
な
も
の
に
到
達
し
う
る
の
は
す
べ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本

(
路
)

論
』
「
第
一
版
へ
の
序
言
」
で
述
べ
て
い
る
論
理
的
抽
象
カ
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
て
、
ひ
と
た
び
胡
ら
か
に
き
れ
た
資
本
制
的
社

会
の
も
っ
と
も
簡
単
な
・
も
っ
と
も
基
本
的
な
も
の
か
ら
出
発
し
て
、
現

実
の
資
本
制
的
社
会
の
諸
関
係
お
よ
び
諸
法
則
を
「
曲
百
富
な
総
体
」
と
し

て
精
神
的
に
再
生
産
す
る
の
も
、
論
理
的
抽
象
力
に
上
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
論
理
が
問
題
と
な
る
の
は
、
現
実
の

資
本
制
的
社
会
に
お
い
て
複
雑
な
関
連
の
も
左
に
貫
徹
し
て
い
る
客
観
的

な
諸
法
則
を
、
正
し
く
全
体
的
に
担
援
す
る
場
合
に
お
い
て
の
み
で
あ

C 

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
資
本
」
に
問
有
な
「
論
理
L

な
ど
と
い
う
も
の
は

存
在
し
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
氏
は
、

同
じ
論
文
の
な
か
で
、
「
資
本
主
義
社
会
の
経
済
法
則
(
『
資
本
論
』
の
論

理
)
」
(
同
誌
、
四
ペ
ー
ジ
〉
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
こ
に
「
『
資
本
論
』

の
論
理
」
と
は
、
「
資
本
論
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
諸
法
則

の
序
列
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
氏
が
「
資
本

の
論
理
」
と
い
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ば
「
『
資
本
論
』
に
お
い
て
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
諸
法
則
の
序
列
」
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
?

も
し
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
『
資
本
論
」
の
論
理
」
と
「
資
本
の
論

理
」
と
が
同
じ
事
柄
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
百
歩
ゆ
ず
っ
て
、
両
者
、
が
同
じ
事
柄
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
先
の
氏
の
説
明
に
あ
て
は
め
て
み
よ

う
。
そ
う
す
れ
ば
、
氏
の
説
明
は
、
「
資
本
主
義
社
会
自
体
で
、
「
資
本

論
』
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
諸
法
則
の
序
列
が
完
結
す
る
」
と

い
う
寄
妙
な
女
羊
に
な
ら
、
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
ロ
)
「
・
・
:
、
経
済
的
諮
形
態
の
分
析
に
さ
い
し
て
は
顕
微
鏡
も
試
薬
も
役

に
は
立
ち
え
な
い
。
抽
象
力
が
両
者
に
と
っ
て
代
ら
わ
ば
な
ら
ぬ
。
~

(
『
資
本
論
』
第
-
巻
、
六
ペ
ー
ジ
)
。

右
に
検
討
し
て
き
た
「
そ
れ
自
体
で
資
本
の
論
理
が
完
結
す
る
」
と

い
う
の
は
「
実
現
の
漂
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
資
求
主
義
社
会
し
を

規
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
「
抽
象
化
さ
れ
た

資
本
主
義
社
会
一
般
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
国
人
に
上
れ
ば
、
「
抽
象

化
さ
れ
た
資
本
主
義
社
会
」
の
ほ
か
に
、
「
具
体
化
さ
れ
た
資
本
主
義



社
会
」
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
「
資

本
主
義
社
会
」
は
「
抽
象
化
さ
れ
た
り
」
「
具
体
化
さ
れ
た
り
」
し
て
存

在
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
抽
象
」
や
「
具
体
」
が
問
題
に
な
る

の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
実
の
・
具
体
的
な
・
資
本
制
的
社
会
の
諸
関
係
お

よ
び
諸
法
則
を
理
論
的
に
把
握
す
る
場
合
に
お
い
て
の
み
で
あ
っ
て
、
資

本
制
的
社
会
そ
の
も
の
が
あ
る
い
は
「
抽
象
的
に
」
あ
る
い
は
「
具
体
的

に
」
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
善
意
に
解
釈
す

れ
ば
、
実
現
の
理
論
は
外
国
貿
易
の
理
論
に
比
し
て
よ
り
抽
象
的
な
理

論
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
理
論
の
「
前
史
と
な
っ
て
い
る
資
本
主

義
社
会
」
は
外
国
貿
易
の
場
合
に
比
し
て
よ
り
抽
象
的
に
と
ら
え
た
と

こ
ろ
の
「
資
本
主
義
社
会
」
、
す
な
わ
ち
外
国
貿
易
を
姶
象
し
た
と
こ

ろ
の
・
あ
る
い
は
全
商
業
世
界
を
一
国
と
み
な
し
た
と
こ
ろ
の
・
「
資

本
主
義
社
会
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
氏
の
「
抽
象
化
さ
れ
た
資
本
主
義
社
会
」
と
は
、

わ
れ
わ
れ
が
抽
象
的
な
理
論
で
あ
る
実
現
の
理
論
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
不
可
欠
な
前
提
と
し
て
、
「
資
本
主
義
社
会
」
を
抽
象
的
に

と
ら
え
る
こ
と
、
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
資
本
主

義
社
会
」
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
抽
象
化
さ
れ
た

資
本
主
義
社
会
」
を
こ
の
よ
う
に
善
意
に
解
釈
し
た
と
し
て
も
、
「
実
現

の
理
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
資
本
主
義
社
会
」
に
つ
い
て
の
氏
の
規
定

全
体
は
、
「
資
本
主
義
社
会
自
体
で
、
『
資
本
論
』
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
諸
法
則
の
序
列
が
完
結
す
る
と
こ
ろ
の
、
抽
象
的
に
と
ら
え
た

資
本
主
義
社
会
一
般
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
氏
の
こ
の
規
定
は
、
法
則

外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

お
よ
び
論
理
に
つ
い
て
の
氏
の
把
探
が
き
わ
め
て
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

っ
、
ぎ
に
、
「
外
国
貿
易
を
生
み
だ
す
資
本
主
義
社
会
」
を
規
定
し
た

「
横
へ
の
発
展
の
契
機
を
内
包
す
る
国
家
と
し
て
の
資
本
主
義
社
会
」
に

つ
い
て
。
こ
の
規
定
も
ま
た
、
右
に
検
討
し
た
「
実
現
の
理
論
の
前
提
と

な
っ
て
い
る
資
本
主
義
社
会
」
の
規
定
と
同
様
の
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
横
へ
の
発
展
の
契
機
」
と
は
い
か
な
る
契
機
を
い
う
の
で
あ
ろ

う
か
?
氏
は
、
「
外
国
貿
易
と
は
国
際
間
に
お
け
る
商
品
交
換
を
意
味

し
、
一
国
に
と
っ
て
は
商
品
交
換
の
外
延
的
拡
大
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

(
同
誌
、
七
ペ
ー
ジ
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
「
横
へ
の
発

展
し
と
は
、
「
商
品
交
換
の
外
延
的
拡
大
を
意
味
し
、
外
国
貿
易
の
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
「
横
へ
の
発
展
の
契
機

を
内
包
す
る
」
と
い
う
の
は
「
国
家
」
を
形
容
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
「
資
本
主
義
社
会
」
を
形
容
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
?
こ
れ

ま
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
氏
の
独
特
な
表
現
法
を
み
て
き
た
わ
れ
わ
れ
に

は
、
簡
単
に
見
き
わ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
両
者
の
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
後
者
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
は
、

こ
の
規
定
は
「
商
品
交
換
の
外
延
的
拡
大
H
外
国
貿
易
の
契
機
を
内
包
す

る
資
本
主
義
社
会
」
と
い
う
こ
と
に
た
る
。
こ
れ
は
完
全
に
ト
ウ
ト
ロ
ギ

ー
で
は
な
か
ろ
う
か
。
け
だ
し
、
「
外
国
貿
易
を
生
み
だ
す
資
本
主
義
社

会
」
は
「
外
国
貿
易
の
契
機
を
内
包
す
る
資
本
主
義
社
会
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
も
し
前
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
国
家
」
は
「
商
品
交
換
の
外
延

一
O
一一一



外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

〈
臼
)

的
拡
大
U
外
国
貿
易
の
契
機
を
内
包
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
は
た

し
て
、
「
国
家
」
が
「
外
国
貿
易
の
契
機
を
内
包
す
る
」
で
あ
ろ
う
か
?

こ
こ
に
い
う
「
国
家
」
と
は
「
篇
別
」
に
お
け
る
「
国
家
」
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
「
篇
別
」
の
台
、
「
国
家
」
の
項
目
の
内
容
と
し
て
、

「
国
家
の
形
態
で
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
総
括
、
そ
れ
白
休
と
の
関
係
で

の
考
察
、
『
不
生
産
的
』
諸
階
級
、
相
税
、
国
債
、
公
信
用
、
人
口
、
植
民

地
、
移
住
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
な
る
「
問
家
」
の
項

が
「
外
国
貿
易
の
契
機
」
を
い
か
に
「
内
包
す
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
?

氏
は
先
に
、
外
国
貿
易
の
必
然
性
に
つ
い
て
の
レ

l
ニ
ン
の
命
題
を
考
察

し
て
、
レ
l

ニ
ン
が
外
国
貿
易
の
原
岡
と
し
て
「
産
業
部
門
間
の
不
均
等

発
展
」
お
よ
び
「
生
産
の
無
制
限
的
拡
大
」
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
お
ら
れ
た
。
氏
が
「
横
へ
の
発
展
の
契
機
」
と
い
わ
れ
る
場
合

に
は
、
レ
l

ニ
ン
の
あ
げ
て
い
る
こ
れ
ら
二
つ
の
原
因
を
念
頭
に
お
い

て
お
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
が
レ
l
ニ

γ
の

二
つ
の
原
因
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
場
合
に
は
、
氏
は
「
横

へ
の
発
展
の
契
機
」
を
具
体
的
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
が
、
そ
の
よ
う
な
説
明
は
い
さ
き
か
も
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
「
産
業
部
門
間
の
不
均
等
発
展
」
お
よ
び
「
生
産
の
無
制
限

的
拡
大
」
は
資
本
と
緊
密
な
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
資

本
の
法
別
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
原
因
、
い
い
か
え
れ
ば
「
横

へ
の
発
展
の
契
機
」
日
「
外
国
貿
易
の
契
機
」
は
、
「
国
家
」
に
で
は
な
く
、

な
よ
り
も
「
資
本
」
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
、
が
っ
て
、
「
横
へ
の
発
展
の
契
機
を
内
包
す
る
」
と
い
う
語
句
が
「
国

一O
四

家
」
を
形
容
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
氏
の
「
国
家
」
は
き
わ
め
て
豊
富
な
内
容
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
註
(
日
)
に
お
い
て
み
た
よ
う
に
、

「
篇
別
」
の
件
の
項
|
|
資
本
、
賃
労
働
、
土
地
所
布
i
lー
を
そ
の
主
要

な
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
「
資
本
主
宍
的
生
産
様
式
の
も
と
で
の
資
本
、

土
地
一
川
有
、
賃
労
働
の
総
括
的
な
再
生
産
構
造
一
、
つ
ま
り
一
資
木
主
義
社

会
の
再
生
産
構
造
」
な
の
で
る
る
。
こ
の
よ
う
な
間
宮
な
内
容
を
有
す
る

「悶
z

家
」
が
、
ど
う
し
て
「
外
国
貿
易
の
英
機
L

を
「
内
包
」
し
え
な
い

こ
と
が
あ
一
り
え
ょ
う
か
、
と
い
う
し
だ
い
で
あ
る
。

(
時
)
こ
こ
に
い
わ
れ
て
い
る
「
商
品
交
換
の
外
延
的
拡
大
一
と
い
う
言
葉

は
、
レ
l

ニ
ン
の
つ
ぎ
の
文
章
か
ら
と
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
|
|
「
資
本
主
義
の
た
め
の
市
場
の
形
成
過
程
は
一
一
つ
の
側
面
を
表
示

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

i
l資
本
主
義
の
内
包
的
発
展
Q
B
回
目
見
窓
口
出
・

二
包
ω
吉
田
吋
尋
問
己
、
す
な
わ
ち
、
所
与
の
、
一
定
の
、
封
鎖
的
な
地
域
に

お
け
る
資
本
主
義
的
農
業
お
よ
び
資
木
主
義
的
工
業
の
さ
ら
に
い
っ
そ
う
の

発
展
、
お
よ
び
、
資
本
主
義
の
外
延
的
発
展

S
m
u
E日
O
R
S
E
S
S
E

E-与
己
、
す
な
わ
ち
、
新
し
い
地
域
へ
の
資
本
主
義
の
支
配
の
範
囲
の
拡

張
、
で
あ
る
よ
〈
レ
1
ニ
γ
全
集
第
三
巻
、
五
二
二
ペ
ー
ジ
)
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
レ
l

ニ
ン
の
い
う
「
資
本
主
義
の
外
延
的
発
展
」

は
、
「
商
品
交
換
の
外
延
的
拡
大
」
の
み
か
奇
保
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
新

し
い
地
域
へ
の
資
本
主
義
の
支
配
の
範
囲
の
拡
張
」
と
い
う
質
的
関
係
を
意

味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
レ
l
ニ
ン
の
い
う
「
資
本
主
義
の
外
延

的
発
展
」
が
「
商
品
交
換
の
外
延
的
拡
大
」
す
な
わ
ち
「
外
国
貿
易
」
の
こ

と
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
誤
り
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ



ろ
う
。

し
か
し
、
氏
は
、
「
検
へ
の
発
展
の
契
機
L

す
な
わ
ち
「
外
国
貿
易
の

契
機
」
を
考
察
し
て
、
そ
の
内
容
を
立
ち
い
っ
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
?
氏
に
あ
っ
て
は
、
「
外
国
貿
易

を
生
み
だ
す
資
本
主
義
社
会
」
を
規
定
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
氏
は
、
「
国
家
」
す
な
わ
ち
「
資
本
主
義
社
会

の
再
生
産
構
造
」
が
「
外
国
貿
易
の
契
機
」
を
い
か
に
「
内
包
す
る
」
か

を
、
寸
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
い
っ
さ
い
を
支
配
す
る
経
済
力
」
で
あ
る
資

本
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
な
い
か
ぎ
り
、
氏
の
規
定
は
、
「
外
国
貿
易
を
生

み
だ
す
資
木
主
義
社
会
」
は
「
外
国
貿
易
の
契
機
を
内
包
す
る
資
本
主
義

社
会
の
再
生
産
構
造
」
で
あ
る
、
と
い
う
ト
ウ
ト
官
、
ギ
ー
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
も
ま
た
、
先
の
規
定
と
同
様
に
、
問

題
の
あ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

伺

第
三
に
、
つ
い
で
氏
は
、
「
し
た
が
っ
て
、
レ
l

ユ
ン
が
わ
ざ
わ
ざ
外

国
貿
易
の
原
因
を
歴
史
的
性
質
の
も
の
だ
と
い
っ
た
意
味
は
、
外
国
貿
易

の
原
因
に
は
、
実
現
の
理
論
の
前
提
を
な
す
資
本
主
義
社
会
で
は
な
く
、

国
民
経
済
と
し
て
の
再
生
産
構
造
を
も
っ
各
属
の
資
本
主
義
の
発
展
を
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ

こ
に
「
し
た
が
っ
て
」
と
は
、
「
実
現
の
理
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
資

本
主
義
社
会
」
と
「
外
国
貿
易
を
生
み
だ
す
資
本
主
義
社
会
」
と
の
ち
が

外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

い
に
つ
い
て
の
、
右
に
み
た
よ
う
な
問
題
の
あ
る
説
明
か
ら
し
て
、
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
右
に
検
討
し
た
氏
の
説
明
か
ら
引
き
だ
し

う
る
こ
と
は
、
せ
い
ぜ
い
、
外
国
貿
易
の
原
因
と
「
実
現
の
理
論
の
前
提

と
な
っ
て
い
る
資
本
主
義
社
会
」
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
、
と
い
う

程
度
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
る
に
氏
は
、
そ
の
説
明
か
ら
、

レ
l
ニ

γ
の
述
べ
て
い
る
「
外
国
貿
易
の
歴
史
的
性
格
」
の
「
意
味
」
を
引

き
だ
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
意
味
」
は
、
「
外

国
貿
易
の
原
闘
に
は
、
国
民
経
済
と
し
て
の
再
生
産
構
造
を
も
っ
各
国
の

資
本
主
義
の
発
展
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
こ

れ
が
「
外
国
質
易
の
歴
史
的
性
格
」
の
「
意
味
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の

「
意
味
」
を
説
明
し
た
文
章
の
す
べ
て
で
あ
る
。
氏
の
こ
の
説
明
は
、
「
外

国
貿
易
の
原
因
に
ほ
、
各
国
の
資
本
主
義
の
発
展
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
文
章
と
、
「
各
濁
の
資
本
主
義
」
を
形
容
す
る
と
こ
ろ
の
「

国
民
経
済
と
し
て
の
再
生
産
構
造
を
も
っ
」
と
い
う
語
句
と
の
、
両
者
か

ら
成
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
レ

I
ニ

γ
が
外
国
貿
易
の
諸
原

因
を
明
ち
か
に
し
て
、
そ
の
う
え
で
、
「
そ
れ
ら
の
原
因
を
究
明
す
る
た

め
に
は
、
個
々
の
産
業
部
門
、
国
内
に
お
け
る
そ
れ
の
発
展
、
資
本
主
義

的
産
業
部
門
へ
の
そ
れ
の
転
化
を
、
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
言

で
い
え
ば
、
園
内
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
の
諸
事
実
を
と
り
あ
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
伺
所
か
ら
、
と
っ
て
き
た
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
氏
は
「
資
本
主
義
の
発
展
の
諸
事
実
を
と
り
あ
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
レ

l
ェ

γ
の
叙
述
か
ら
、
「
諸
事
実
」
と
い
う

言
葉
を
削
除
し
て
お
ら
れ
る
。
氏
に
よ
る
こ
の
「
諸
事
実
」
の
削
除
と
い

一O
五



外
置
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

う
事
実
は
、
こ
の
「
諸
事
実
」
と
い
う
一
言
葉
が
「
外
国
貿
易
の
理
論
的
研

究
を
排
徐
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
さ
ら
に
レ

i
z
ン
が
な
に
ゆ
え
に
「
諸
事
実
を
と
り
あ
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
し
た
、
が
っ
て
ま
た

レ
l

ニ
ン
が
強
調
す
る
「
外
国
貿
易
の
置
史
的
性
格
」
の
意
味
を
、
氏
が
正

し
く
理
解
し
て
お
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
節
に
お
い
て
考
宏
一
目
す
る
よ
う
に
、

ν
i
ニ
ン
の
文
章
に
お
い
て
は
、
こ
の
『
諸
事
実
』
と
い
う
言
葉
が
重
要
な

青
山
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
後
者
の
「
国
民
経
済
と
し
て
の
再
生
産
構
造
を
も
っ
」
と
い
う
語

句
に
つ
い
て
は
、
氏
が
「
外
国
貿
易
を
生
み
だ
す
資
本
主
義
社
会
は
、
横

へ
の
発
展
の
契
機
を
内
包
す
る
国
家
と
し
て
の
資
本
主
義
社
会
で
あ
り
、

そ
れ
は
『
プ
ラ
ン
』
の
「
国
家
』
の
内
容
を
な
す
国
民
経
済
に
ほ
か
な
ら

な
い
」
左
述
べ
て
お
ら
れ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
こ
に
い
う
「
国
民
経

済
」
、
が
「
プ
ラ
ン
」
め
担
、
「
国
家
」
の
項
の
内
容
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
氏
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ

れ
が
す
で
に
誌
(
日
)
で
み
た
よ
う
に
、
「
。
フ
ラ
ン
」
の
骨
、
一
国
家
」
は

「
下
部
構
造
と
し
て
の
国
家
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
一
資
本
主
義
社

会
の
再
生
産
構
造
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
国
民
経
済
と
し
て
の

再
生
産
構
造
を
も
っ
」
と
い
う
語
句
は
、
「
資
本
主
義
社
会
の
↓
布
生
産
構

造
と
し
て
の
再
生
産
構
造
を
も
っ
」
と
い
う
ト
ウ
ト
ロ
ギ
ー
に
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
氏
に
あ
っ
て
は
、
「
国
民
淫
済
」
こ
そ

が
「
外
国
貿
易
を
生
み
だ
す
資
本
主
義
社
会
」
で
あ

v

っ
た
。
氏
は
、
こ
の

一O
六

「
資
本
主
義
社
会
」
の
規
定
に
す
ぐ
続
い
て
、
「
し
た
が
っ
て
し
と
述

べ
、
「
外
国
貿
易
の
歴
史
的
性
格
」
の
「
意
味
」
は
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
、

と
説
明
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
一
る
。
だ
か
ら
氏
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
「
外

国
貿
易
を
生
み
だ
す
資
本
主
義
社
会
」
は
「
資
本
主
義
社
会
の
再
生
産
構

造
」
で
あ
る
か
ら
、
「
し
た
が
っ
て
」
、
「
外
国
貿
易
の
原
因
に
は
、
資
本

主
義
社
会
の
再
生
産
構
造
と
し
て
の
再
生
産
構
造
を
も
っ
各
国
の
資
本
主

義
の
発
展
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に

は、

7
日
乗
さ
れ
た
」
ト
ウ
ト
ロ
ギ
!
と
で
も
名
付
け
る
べ
き
も
の
が
み

ら
れ
る
の
で
は
な
か
る
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
氏
が
こ
こ
に
「
国
民
経
済
と
し
て
の
再
生
産
構
造
を
も

っ
L

と
い
う
語
句
を
付
け
加
え
て
お
ら
れ
る
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
?

そ
れ
は
、
こ
の
語
句
を
付
け
加
え
な
い
か
ぎ
り
、
本
来
、
検
討
き
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
の
レ
i

ニ
ン
の
叙
述
を
そ
の
ま
ま

i
ー
と
い
っ
て
も

そ
の
叙
述
に
お
い
て
重
要
た
意
味
を
も
っ
「
諸
事
実
」
と
い
う
言
葉
を
削

除
し
て
ー
ー
も
っ
て
き
て
、
そ
の
叙
述
そ
の
も
の
が
そ
の
叙
述
の
意
味
を

説
明
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
り
、
氏
自
身
、
こ
の
よ

う
な
主
張
、
が
ま
っ
た
く
成
り
た
ち
え
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
お
ら
れ
た
か

ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
語
句
を
付
け
加
え
て
み
た

と
こ
ろ
で
、
レ

1
ニ
γ
の
い
う
「
歴
史
的
性
格
」
の
意
味
を
説
明
し
た
も

の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
氏
は
、
レ

l
ニ
ン
の
叙

述
が
な
に
ゆ
え
に
「
外
悶
貿
易
の
理
論
的
研
究
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
」
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
外
国
貿
易
の
摩
史

的
性
格
」
の
意
味
を
凶
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
る



に
氏
は
、
レ
l

ニ
ン
の
叙
述
の
歪
曲
と
、
マ
ル
ク
ス
の
「
筋
別
」
に
つ
い

て
の
・
問
題
の
あ
る
・
理
解
か
ら
生
じ
た
ト
ウ
ト
ロ
ギ
!
と
を
も
っ
て

ー
ー
す
な
わ
ち
「
外
国
貿
易
の
原
因
に
は
、
資
本
主
義
社
会
の
再
生
産
構

造
と
し
て
の
再
生
産
構
造
を
も
っ
各
国
の
資
本
主
義
の
発
展
を
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
'
と
い
う
文
京
を
も
っ
て
|
|
、
レ
i

ニ
ン
の
い
う
「
歴

史
的
性
格
」
の
「
意
味
」
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
て

お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
氏
の
主
張
は
き
わ
め
て
問
題
の
あ
る

も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
の
「
泊
別
」

の
前
半
一
一
一
項
目
|
|
「
経
済
学
の
方
法
」
に
お
け
る
「
待
別
」
で
は
伺
の

項
目

l
ー
を
そ
の
ま
ま
ひ
き
う
つ
し
な
が
ら
、
そ
の
後
半
の
一
一
一
項
目
に
つ

い
て
、
こ
れ
を
変
更
し
て
、
「
国
民
経
済
|
産
業
部
門
間
の
不
均
等
発
展

l
価
値
法
則
の
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
1
シ
ョ
ソ

l
外
国
貿
易
l
国
際
分
業
!
世

界
市
場
」
と
い
う
独
特
の
「
理
論
体
系
」
を
構
築
し
て
お
ら
れ
た
。
し
か

し
、
氏
の
「
国
民
経
済
」
は
マ
ル
ク
ス
の
「
篇
別
」
の
前
半
三
項
目
を
そ

の
主
要
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
「
理
論
体
系
」

は
、
事
実
上
、
マ
ル
ク
ス
の
「
篇
別
」
の
内
容
を
根
本
的
に
改
変
し
て
、

そ
れ
を
「
国
民
経
済
」
以
下
の
六
項
目
か
ら
な
る
新
た
な
氏
の
「
理
論
体

系
L

に
お
き
か
え
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

の
「
理
論
体
系
」
が
マ
ル
ク
ス
の
「
篇
別
L

の
後
半
三
項
目
の
み
の
内
容

を
変
更
す
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
「
篇
別
」
の
内
容
全
体
を
変
更
す
る
も

の
で
あ
れ
、
こ
の
「
理
論
体
系
」
に
お
い
て
は
、
「
外
国
貿
易
」
が
き
わ

め
て
重
要
な
役
割
を
に
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
は
な
い
。
そ

外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

の
最
初
と
最
後
の
項
目
を
除
く
他
の
四
項
目
は
す
べ
て
、
「
外
国
貿
易
」
と

緊
密
な
結
び
つ
き
を
も
つ
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の

「
理
論
体
系
」
を
導
き
だ
す
た
め
に
、
氏
は
、
ま
ず
外
国
貿
易
の
必
然
性

に
つ
い
て
の
レ
1
ニ
ン
の
命
越
を
と
り
あ
げ
て
、
レ
i

一
一
ン
が
「
そ
と
で

外
国
貿
易
の
原
因
は
歴
史
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
」
と
と

の
忌
味
を
検
討
し
、
そ
れ
が
「
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
を
排
除
す
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
」
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
も
し
レ
l

一
一
ン
の
叙
述
が
「
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
を
排

除
す
る
と
い
う
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
叙
述
か
ら

は
、
氏
の
構
築
き
れ
た
雄
大
な
「
理
論
体
系
」
が
き
わ
め
て
問
題
の
あ
る

も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
右
に
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
、
氏
の
説
羽
に
お
い
て
は
、
レ
!
ニ
ン
の
叙
述
が
「
外
国
貿
易
の
理

論
的
研
究
の
排
除
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
由
は
、
い
っ

こ
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
氏
は
、
い
か
な
る
理
由
に
も
と
守
つ
い

て
、
そ
れ
が
「
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
は

あ
る
ま
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
氏
は
、
「
レ
!
ニ

ン
が
そ
こ
で
強
調
し
て
い
る
の
は
、
外
国
貿
易
の
必
要
は
実
現
の
理
論
か

ら
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
と
い
う
個
所
を
も

っ
て
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
?
そ
れ
と
も
、
レ
i

ニ
ン
の
い
う
「
歴
史
的
性
格
」
の
意
味
を

説
明
し
た
偲
所
を
も
っ
て
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
?

o 
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外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

も
し
前
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
木
下
氏
の
見
解
お

よ
び
有
賀
氏
の
問
題
点
の
第
一
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
「
レ

I
ニ
ン
、
が
そ
こ
で
強
調
し
て
い
る
の
は
」
、
「
外
閏
貿
易
の
必
要

は
実
現
の
理
論
か
ら
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
」
で
は
な

く
、
「
外
国
貿
易
の
必
要
は
こ
れ
こ
れ
の
三
つ
の
歴
史
的
性
格
の
原
因
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
右

の
理
由
の
説
明
と
し
て
は
成
り
た
ち
え
な
い
。
レ
l

ニ
ン
は
、
第
八
節
以

前
に
お
い
て
外
国
貿
易
を
実
現
の
問
題
に
ひ
き
い
れ
る
の
は
誤
り
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
実
現
の
理
論
か
ら
外
国
貿
易
の
必
然
性
を
道
す
ぎ
だ
す
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
第
八
節
で
外
国
貿
易
の
必
然
性

は
乙
れ
こ
れ
の
一
二
つ
の
「
歴
史
的
性
格
L

の
原
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
レ
l

ニ
ン
が
そ
こ
で
強
調
し
て

い
る
の
は
、
外
国
貿
易
の
必
要
は
実
現
の
理
論
か
ら
決
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
レ

l

ニ
ン
の

明
白
な
文
字

l
i
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
は
こ
れ
こ
れ
の
三
つ
の
歴
史
的

性
格
の
原
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」

|
iに
反
し
て
お
り
、
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
を
も
っ
て
有
の
理
由
の
説
明
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
残
る
と
こ
ろ
は
後
者
で
あ
る
。
後
者

は
、
「
レ
l

二
ン
が
わ
ざ
わ
ざ
外
国
貿
易
の
原
因
を
歴
史
的
性
質
の
も
の

だ
と
い
っ
た
意
味
は
、
外
国
貿
易
の
原
両
に
は
、
資
本
主
義
社
会
の
再
生

産
構
造
と
し
て
の
再
生
産
構
造
を
も
っ
各
国
の
資
本
主
義
の
発
展
を
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
、
レ
l

ニ
ン
の
叙
述

の
盃
曲
と
、
三
崩
別
」
に
つ
い
て
の
・
問
題
の
あ
る
・
理
解
に
も
と
づ
く

一C
八

ト
ウ
ト
ロ
ギ
!
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
問
題

の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
個
所
を
も
っ
て
右
の
理
由
の
説
明

と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
左
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
氏
の
こ

の
文
章
か
ら
レ
l

ニ
ン
の
叙
述
の
歪
曲
と
ト
ウ
ト
ロ
ギ
!
と
を
除
去
し

た
、
本
来
の
レ
i

ニ
シ
の
叙
述
1
1
1
外
国
貿
易
の
「
原
四
を
究
明
す
る
た

め
に
は
、
:
・
:
・
、
園
内
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
の
諸
事
実
を
と
り
あ

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
ー
ー
を
も
っ
て
、
右
の
理
由
の
説
明
と
み
な
す

こ
と
は
で
き
る
、
だ
ろ
う
か
?
そ
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
に
は
、
「
各
国
の
・
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
・
資
本
主
義
の
発
展
の

諸
事
実
を
そ
の
ま
ま
後
づ
け
る
こ
と
」
、
こ
れ
が
「
外
国
貿
易
の
理
論
的

研
究
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
理
論
的
研
究
」
を
「
歴
史
的
諸

事
実
の
実
証
的
研
究
」
に
「
祭
少
化
」
ず
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

で
あ
ろ
う
。

と
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
前
者
も
後
者
も
と
も
に
、
「
理
論
的
研
究

を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
こ
と
の
理
由
と
し
て
は
成
り
た
ち

え
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
っ
た
い
氏
は
、
レ

l
-
一
ン
の
叙
述
が
「
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と

で
は
あ
る
ま
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
た
ん
な
る
憶
測
に
よ
っ
て
、
マ
ル

ク
ス
の
「
篇
別
」
の
内
容
を
改
変
し
、
雄
大
に
し
て
独
自
な
「
理
論
体

系
L

を
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば

|
|
わ
れ
わ
れ
の
以
上
の
検
討
か
ら
は
「
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を

ひ
き
だ
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
1
1
l
、
わ
れ
わ
れ
は
、
民
の
雄
大

な
「
理
論
体
系
」
が
「
砂
上
の
楼
閣
」
に
お
わ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、



と
の
危
快
を
い
だ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
そ
の
う
え
に
、
わ
れ
わ
れ

ば
、
レ
l

ニ
ン
の
叙
述
の
歪
曲
と
ト
ウ
ト
ロ
ギ
l
的
論
法
と
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
氏
の
文
章
に
接
す
れ
ば
接
す
る
ほ
ど
、
「
理
論
的
」
お
よ
び
「
歴

史
的
」
を
は
じ
め
と
す
る
経
済
学
に
と
っ
て
基
本
的
な
諸
概
念
に
つ
い
て

の
民
の
理
解
に
た
い
し
て
、
深
刻
な
疑
念
を
い
だ
か
ざ
る
を
え
な
く
な
る

の
で
あ
る
。
レ
i

ニ
ン
の
叙
述
の
意
味
に
つ
い
て
の
・
ま
た
「
篇
別
」
に

つ
い
て
の
・
き
わ
め
て
問
題
の
あ
る
・
氏
の
理
解
は
‘
レ
1
ニ
ン
の
叙
述

、
が
い
か
な
る
関
連
の
も
と
に
、
い
か
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
を
、
レ
i

一一

ン
の
文
章
に
そ
く
し
て
忠
実
に
た
ど
ら
な
い
か
ぎ
り
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
の

「
溢
済
学
の
方
法
」
の
内
容
を
全
体
と
し
て
的
確
に
と
ら
え
る
と
同
時

に
、
個
々
の
基
本
的
な
諸
概
念
の
内
容
を
厳
密
に
把
握
し
な
い
か
ぎ
り
、

克
服
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
次
稿
に
お
い
て
、
木
下
氏
お
よ
び
有
賀
氏
と
は

異
な
っ
た
視
角
か
ら
‘
レ
l

ニ
ン
の
叙
述
の
意
味
を
検
討
し
て
お
ら
れ
る

岡
田
裕
之
氏
の
所
論
を
と
り
あ
げ
て
、
吟
味
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
九
六
ヒ

外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
(
上
)

五
・
八
)

。
九




