
「
商
品
取
扱
資
本
」

つ
し、

て

ユド

田

喜

久

治

ま

え

が

き

一
柳
昇
平
氏
の
「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て
の
諸
問
題

ω
第
十
六
章
「
商
品
取
扱
資
本
」
の
意
義

切
売
買
の
性
格

二
「
商
品
取
扱
資
本
一
の
本
質

:
人
以
上
、
本
ロ
ヴ
所
載
〉

(
以
下
、
次
号
所
載
予
定
)

ま

F乙

iJ; 

き

そ
の
原
稿
の
大
部
分
が
一
八
六
四
年
お
よ
び
一
八
六
五
年
に
善
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
『
資
本
論
』
第
三
巻
の
最
後
の
仕
上
げ
は
、

周

知
の
と
お
り
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
は
な
さ
れ
て
い
な
い
(
『
資
本
論
』
、

版

一
七
ペ
ー
ジ
)
。

と
こ
ろ
が
、
他
方
、
そ
れ
が
、

イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
、
第
一
二
巻
、
五
ペ
ー
ジ
、
長
谷
部
訳
、
青
木
文
庫

マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
本
質
的
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
あ
き
ら
か
で
あ
る

(
前
出
、
第
二
巻
、
四
へ

!ν
、
訳
、
九
ベ
!
と
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
小
論
で
そ
の
一
部
を
考
察
す
る
第
四
篇
「
商
品
資
本
と
貨
幣
資
本
の

商
品
取
扱
資
本
と
貨
幣
取
扱
資
本
へ
の
転
形

(
商
人
資
本
と

に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
品
ン
グ
ル
ス
は
、
こ
の
篇
の

「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

四



「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

四

編
纂
に
さ
い
し
「
文
章
上
の
編
纂
は
別
と
し
て
、

ほ
と
ん
ど
全
く
も
と
の
原
稿
に
よ
る
こ
と
が
で
き
た
」

(
前
出
、
第
三
一
巻
、
六
ペ
ー
ジ
、

訳、

一
九
ペ
ー
ジ
〉
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
商
業
経
済
学
の
領
域
に
み
ら
れ
る
最
近
の
顕
著
な
傾
向
と
し
て
、
こ
の
点
が
、
第
四
篇
「
商

人
資
本
」
批
判
の
手
が
か
り
と
し
て
、
重
要
な
意
味
を
附
与
さ
れ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
著
者

自
ら
原
稿
の
最
後
の
仕
上
げ
を
し
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
説
明
に
は
「
欠
陥
が
あ
り
う
る
」
あ
る
い
は
「
著
し
く
不
完
全
で
あ
っ
た
の
で

(
1
〕

は
な
い
か
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
批
判
の
妥
当
性
、
す
な
わ
ち
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
『
資
本
論
』
の
説
明
に
た
い
し

一「

欠

陥
」
や
「
著
し
い
不
完
全
」
を
考
慮
す
べ
き
か
否
か
、
こ
の
批
判
の
基
礎
上
に
展
開
さ
れ
て
い
る
批
判
者
の
「
理
論
」
が
科
学
的
た
り
う

る
内
容
を
具
備
し
て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
諸
点
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
の
検
討
が
こ
れ
を
あ
き
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
り
、

一
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
企
業
の
運
命
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
解
決
に
依
拠
す
る
か
の
ご
と
く

取
扱
わ
れ
て
い
る
最
近
に
お
け
る
マ

l
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
諸
問
題
の
研
究
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
傾
向
の
現
実
の
基
盤
は
、
「
商
業
‘

現
象
が
最
近
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
と
共
に
、

い
よ
い
よ
そ
の
重
点
性
を
増
し
て
き
た
」
と
い
う
事
実
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
。
資

本
主
義
発
展
の
現
実
が
こ
の
種
の
「
理
論
」
の
出
現
を
切
実
に
要
求
し
、

そ
れ
に
こ
た
え
る
も
の
と
し
て
の
み
そ
の
存
在
意
義
を
与
え
ら

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
関
連
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
こ
の
「
理
論
し
の
真
の
性
格
お
よ
び
客
観
的
意
義
の
適
切
な
把
握

の
本
質
把
握
を
こ
こ
ろ
み
る
こ
の
小
論
で
、
柳
昇
平
氏
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
一

連
の
労
作
を
検
討
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
た
主
た
る
理
由
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
諸
労
作
の
考
察
の
範
囲
は
き

は
困
難
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「
商
品
取
扱
資
本
」

わ
め
て
広
く
、
た
ん
に
「
商
品
取
扱
資
本
一
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
『
資
本
論
』
の
方
法
な
ら
び
に
構
成
の
諸
領
域
を
も
ふ
く
み
い
わ
ば
巨

大
な
構
築
物
と
し
て
の
偉
容
を
誇
っ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
、
そ
の
す
べ
て
に
わ
た
り
充
分
な
深
さ
と
拡
が
り
と
に
お
い
て
理
解
し
て
い
る

か
に
つ
い
て
疑
問
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
主
題
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
氏
の
真
意
に
即
し
て
検
討
を
こ
こ
ろ
み
る
こ
と
に
し
た
い
。



〈

1
)
ミ
の
傾
向
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
つ
ぎ
の
諸
論
文
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

柳
昇
平
「
商
業
労
働
の
性
格
に
つ
い
て
」
埼
玉
大
学
経
済
学
会
「
社
会
科
学
論
集
-
第
二
号
所
収
、
昭
和
三
十
三
年
十
一
月
。

橋
本
勲
「
商
業
資
本
と
流
通
費
用
」
香
川
大
学
経
済
研
究
所
「
香
川
大
学
経
済
論
叢
」
第
三
十
二
巻
第
三
・
四
・
五
号
所
収
、
昭
和
三
十
四
年
十

二
月
。柳

男
子
「
マ
ル
ク
ス
商
業
論
の
問
題
」
碕
玉
大
学
経
済
研
究
室
「
社
会
科
学
論
集
」
第
五
号
所
収
、
昭
和
一
二
十
~
九
年
三
月
。

西
川
良
一
一
商
業
理
論
へ
の
一
考
察
」
同
志
朴
大
学
経
済
学
会
「
同
志
社
大
学
経
済
学
論
叢
」
第
十
巻
第
五
号
所
収
、
昭
和
三
十
五
年
七
月
。

柳
昇
平
「
商
業
労
働
と
商
業
利
潤
」
埼
玉
大
学
経
済
研
究
室
「
社
会
科
学
論
集
」
第
七
号
所
収
、
昭
和
三
十
六
年
一
二
月
。

同
7u

藤
山
村
「
商
業
資
本
、
一
朗
業
利
潤
問
、

r

問
采
労
働
及
び
国
民
所
得
」
新
潟
大
学
人
文
学
部
「
新
潟
大
学
法
経
論
集
一
第
十
一
巻
第
一
一
号
所
収
、
昭
和

一一一十
4

正
二
月
。

(
2
)
ほ
ぼ
適
切
と
考
え
ら
れ
る
柳
氏
の
見
解
に
た
い
す
る
批
判
は
、
す
で
に
、
森
下
二
次
也
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
「
マ
ル
ク
ス
商
業
理
論
の

基
本
問
題
!
柳
教
授
の
批
判
に
こ
た
え
て

l
し
大
阪
市
立
大
学
経
済
研
究
会
「
経
済
学
雑
誌
」
第
四
寸
五
巻
第
二
号
所
収
、
昭
和
三
十
六
年
八
月
ー

し
た
が
っ
て
、
柳
氏
の
見
解
に
つ
い
て
の
以
下
の
検
討
は
、
あ
る
い
は
森
下
氏
に
よ
る
批
判
の
た
ん
な
る
く
り
か
え
し
と
な
る
こ
と
を
お
そ
わ
て
い

る
。
こ
の
点
附
記
し
て
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

柳
昇
平
氏
の

「
商
品
取
扱
資
本
L

に

つ

い

て

の

諸

問

題

(1) 

第
十
六
章
「
商
品
取
扱
資
本
」
の
意
義

こ
の
問
題
に
つ
い
て
独
自
附
と
い
う
べ
き
理
解
を
し
め
し
て
氏
は
つ
ぎ
の
よ
ろ
に
い
っ
て
い
る
c

「
商
業
利
調
論
:
・
:
に
先
立
つ
:
:
商
業
資
本
の
分
化
独
立
に
関
す
る
考
察
は
、
決

L
て
:
:
:
分
化
独
立
の
根
拠
を
論
じ
た
も
の
で
も

・
:
商
業
利
潤
成
立
の
根
拠
を
論
じ
た
も
の
で
も
な
く
、
そ
の
前
半
に
展
開
し
て
い
る
商
人
資
本
の
機
能
に
関
す
る
考
察
と
次
に
展
開
す

ぺ
き
商
業
利
潤
論
と
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
、

商
人
資
本
を
単
に
流
通
資
本
と
し
て
で
な
く
、

『
全
体
と
し
て
見
ら
れ
た
具
体
的

「
尚
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

四



「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

四
四

形
態
』
と
し
て
把
握
し
、

い
は
ば
商
業
利
潤
論
の
伏
線
を
な
し
て
い
る
:
:
:
。
:
:
:
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
こ
の
考
察
は
、

マ
ル
ク
ス
が

流
通
過
程
を
も
含
む
:
:
:
産
業
資
本
の
利
潤
の
考
察
を
省
略
し
て
、

一
般
利
潤
論
か
ら
ひ
と
と
び
に
商
業
利
潤
論
に
転
じ
て
い
る
こ
と
に

対
す
る
補
完
の
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

(
「
商
業
労
働
と
商
業
利
潤
」
第
七
号
所
収
、

一0
ペ
ー
ジ
!
以
下
、
第
三
論
文
、
と
略

称)。第
十
六
章
に
た
い
し
て
以
上
の
ご
と
き
「
補
完
の
意
味
」
を
附
与
す
る
氏
の
理
解
は
、
右
の
引
用
文
を
通
じ
て
そ
の
一
端
を
う
か
が
い

う
る
よ
う
に
、
第
三
巻
第
二
篇
「
利
潤
の
平
均
利
潤
へ
の
転
形
」
に
つ
い
て
の
つ
ぎ
の
理
解
を
前
提
し
両
者
は
相
互
に
制
約
し
あ
っ
て
い

る。
「
マ
ル
ク
ス
自
身
も
産
業
利
潤
論
と
い
っ
て
お
り
、

一
般
に
も
そ
う
受
け
と
ら
れ
て
い
る
第
三
巻
第
二
篇
で
展
開
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ

る
『
一
般
利
潤
論
』
は
、
剰
余
価
値
を
も
っ
ぱ
ら
生
産
資
本
:
:
:
に
分
配
:
:
:
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
商
業
資
本
と
共
に
流
通
資
本

一
般
を
も
捨
象
し
た
も
の
で
:
:
:
生
産
利
潤
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
:
:
:
」

(
第
三
論
文
、
八
ペ
ー
ジ
)
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
紀
的
と
も
い
う
べ
き
独
自
性
の
い
か
ん
な
き
発
揮
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
第
二
篇
の
説
明
が
、

逆

「
生
産
利
潤
論
」

で
は
な
く

「
産
業
利
潤
論
L

で
あ
る
な
ら
ば
、

右
の
ご
と
き
「
補
完
」
説
は
氏
の
た
ん
な
る
幻
想
と
な
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
氏
の
言
説
そ
の
も
の
に
若
干
の
手
が
か
り
を
見
出
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

つ
づ
い
て
氏
の
文
章
を
引
用
し
ょ

「
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
と
、
産
業
資
本
の
商
人
的
活
動
が
商
人
:
:
:
に
よ
っ
て
専
門
化
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
が
特
殊
の
投
資
対

象
:
:
:
と
な
っ
た
:
:
:
こ
と
を
別
と
す
れ
ば
、
商
品
を
貨
幣
に
、
貨
幣
を
商
品
に
転
形
す
る
:
:
:
機
能
そ
の
も
の
に
は
何
等
の
変
化
も
な

い
:
:
:
。
:
:
:
そ
こ
で
は
価
値
の
形
態
が
変
化
す
る
だ
け
で
:
:
:
そ
の
た
め
に
労
働
を
要
:
:
:
し
て
も
、
:
・
・
:
価
値
も
余
剰
価
値
も
生
む



も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
:
:
:
費
用
を
要
:
:
:
し
て
も
:
:
:
空
費
と
し
て
、
余
剰
価
値
か
ら
差
引
か
れ
る
:
:
:
と
の
基
本
的
認
識
:
:
:
に

立
つ
:
:
:
。

し
か
る
に
周
知
の
よ
う
に
、
商
業
利
潤
の
:
:
:
章
:
:
:
の
叙
述
が
、
こ
の
見
解
と
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
は
:
:
:
明
ら
か
で
あ
る

0

・:

そ
の
構
成
が

4
N
O
C
十
回
き
〈
で
、
余
剰
価
値
率
が
、

5
0ぷ
の
産
業
資
本
、
が
、
別
に

5
0
な
る
商
業
資
本
と
、

g
な
る
流
通
費
用
を
以

H
リ

-

H

∞。!日。

て
年
一
回
の
回
転
を
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
前
述
し
た
見
解
か
ら
見
れ
ま
、
手
潤
率
主
、
当
然

H
Eぷ
・
:
で
あ
る
べ
き

t

t

，
4
N
C

十一
g
o
+
一戸。。

Hd

、
一
戸
∞
。

筈
な
の
に
、
マ
ル
ク
ス
の
計
算
で
は
、
来
潤
率
は

4
Eし

E
E
l
u
g
u
f
u
u
H】官

¥
4
ぷ
:
・
と
な
っ
て
い
る
!
一
(
「
商
業
労
働
の
性
格
に
つ
い
て
一

第
二
号
所
収
、
九
l
一
0
ペ
ー
ジ

l
以
下
、
第
一
論
文
、
と
略
称
)
。

流
通
部
面
で
の
商
品
資
本
の
貨
幣
資
本
へ
の
転
形
お
よ
び
貨
幣
資
本
の
商
品
資
本
へ
の
転
形
と
い
う
資
本
の
形
式
的
姿
態
変
換
は
、
こ

れ
を
、
産
業
資
本
の
機
能
形
態
た
る
流
通
資
本
の
観
点
か
ら
考
察
し
よ
う
と
、
そ
の
転
化
形
態
た
る
商
品
取
扱
資
本
の
観
点
か
ら
考
察
し

ょ
う
と
、
こ
の
機
能
そ
の
も
の
の
性
格
は
変
化
し
な
い
、

と
い
う
理
解
は
、
第
四
篇
を
通
じ
て
も
っ
と
も
重
要
な
論
点
の
一
つ
を
な
す
。

そ
こ
で
、
氏
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
自
立
し
た
流
通
代
理
者
た
る
商
人
が
か
か
る
も
の
と
し
て
自
ら
貨
幣
資
本
を
投
下
す
る
こ
と
を

「
別
に
す
れ
ば
」
、

商
人
資
本
の
機
能
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
種
々
の
幻
想
か
ら
解
放
さ
れ
て
、

事
態
は
、
ま
さ
に
、
流
通
資
本
の
観
点
か

ら
把
握
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
事
態
の
正
し
い
考
察
は
、

「
産
業
資
本
の
商
人
的
活
動
の
独
立
化
」

の
捨
象
を
条
件
づ
け
る
と
の
右

の
指
摘
は
、
決
し
て
氏
の
思
い
つ
き
で
は
な
い
。
事
実
、
右
の
引
用
文
の
う
ち
「
マ
ル
ク
ス
の
例
解
」
に
さ
き
だ
っ
「
マ
ル
ク
ス
の
基
本

的
認
識
」
は
、
そ
の
引
用
個
所
が
し
め
さ
れ
て
い
な
い
が
、
第
二
巻
第
一
篇
第
六
章
第
一
節
「
純
粋
な
流
通
費
」

一、

「
購
買
時
間
と
販

売
時
間
」
の
う
ち
つ
ぎ
の
ご
と
き
一
節
を
な
す
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

「
購
買
H
お
よ
び
販
売
時
聞
は
:
:
:
何
ら
の
価
値
も
創
造
し
な
い
。
商
人
資
本
の
機
能
に
よ
っ
て
幻
想
が
生
ず
る
。
だ
が
:
:
:
絶
対

「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

四
五



「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

回
大

的
に
不
生
産
的
で
あ
る
が
再
生
産
の
必
要
契
機
た
る
一
機
能
が
分
業
に
よ
っ
て
:
:
:
少
数
者
の
排
他
的
職
務
:
:
:
に
転
化
さ
れ
て
も
、

機
能
そ
の
も
の
の
性
格
は
転
化
し
な
い
:
;
:
0
・
:
i
o
-
-
:
:
こ
の
購
買
H

お
よ
び
販
売
代
理
者
は
自
分
の
労
働
を
売
る
男
だ
と
仮
定
し

ょ
う
。
彼
は
、
こ
の

w
l
G
お
よ
び

G

W

な
る
操
作
に
お
い
て
、
自
分
の
労
働
力
お
よ
び
労
働
時
聞
を
支
出
す
る

0

・
:
:
だ
が
、
彼

の
労
働
の
内
容
は
価
値
も
生
産
物
も
創
造
し
な
い
。
彼
自
身
が
生
産
上
の
空
費
に
属
す
る
。
:
:
:
。
こ
う
し
た
こ
と
に
費
さ
れ
る
時
間

は
:
:
:
価
値
を
商
品
形
態
か
ら
貨
幣
形
態
に
移
す
た
め
に
必
要
な
費
用
で
あ
る
。
:
:
:
生
産
物
の
一
部
分
が
生
産
物
の
残
り
の
部
分
を

売
買
す
る
機
械
に
転
化
さ
れ
た
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
機
械
は
生
産
物
か
ら
の
控
除
を
生
ぜ
し
め
る
」

(
前
出
、
第
、
一
巻
、

五
ー
一
一
一
七
ペ
ー
ジ
、
訳
、

一
六
九
l
一
七
二
ペ
ー
ジ
)
。

こ
の
こ
と
は
、
氏
が
、

一
般
的
利
潤
率
の
形
成
に
つ
い
て
、

「
基
本
的
認
識
」

に
よ
れ
ば
当
然
そ
う
あ
る
べ
し
と
し
て
ひ
き
だ
し
て
い

る
算
式
に
よ
っ
て
も
し
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、

「
流
通
費
L

は
、
精
剰
余
伺
催
か
ら
控
除
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、

一
般
的
利
潤

率
の
形
成
に
参
加
す
る
も
の
と
し
て
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

つ
産
業
資
本
の
商
人
的
活
動
の
独
立
化
」

の

捨
象
と
は
、
実
は
、

「
純
粋
な
流
通
費
」

の
説
明
に
も
と
ず
く
問
題
の
考
察
に
帰
着
す
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。
氏
の
見
解
に
お
け

る
重
大
な
誤
謬
の
か
く
さ
れ
た
源
泉
の
一
つ
を
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
を
も
ふ
く
み
こ
の
「
理
論
」
に
み
ら
れ
る
他
の
諸

問
題
は
別
稿
に
ゆ
ず
り
、

さ
し
あ
た
り
、
右
の
ご
と
き
観
点
に
も
と
ず
い
て
一
般
的
利
樹
率
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
百
の
資
本
側
値
を
こ

の
利
潤
率
の
形
成
に
参
加
さ
せ
て
い
る
事
実
を
、
氏
は
自
己
撞
着
に
お
ち
い
る
こ
と
な
く
、
説
明
す
べ
き
義
務
を
負
う
こ
と
を
指
摘
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
投
下
資
本
は
、
す
で
に
み
た
と
お
り
、

る
産
業
資
本
と
は
別
の
商
業
資
本
」
で
な
い
こ
と
は
、
氏
の
言
説
そ
の
も
の
が
証
明
し
て
余
す
と
乙
ろ
な
い
。
流
通
部
面
で
転
形
過
程
に

い
か
な
る
観
点
か
ら
と
り
あ
げ
よ
う
と
、

「
年
一
回
の
回
転
を
し
て
い

あ
る
資
本
価
値
は
、
商
人
自
ら
投
下
し
た
商
品
取
扱
資
本
と
し
て
の
資
本
の
定
在
で
は
な
く
流
通
資
本
と
し
て
の
資
本
の
定
在
で
あ
っ



て
、
そ
れ
は
、
氏
が
「
当
然
」
の
こ
と
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
商
品
取
扱
資
本
と
ま
っ
た
く
同
様
に
流
通
資
本
と
し
て
一
般
的
利
潤
率
の

形
成
に
参
加
す
る
。
氏
の
指
示
に
し
た
が
っ
た
ば
あ
い
の
諸
関
係
が
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
三
巻
第
二
篇
の
説
明
は
流
通
資

本
を
考
慮
し
な
い
「
生
産
利
潤
論
」
で
あ
っ
て
「
産
業
利
潤
論
」
で
は
な
い
、

と
い
う
氏
の
見
解
は
、

そ
も
そ
も
成
立
ち
え
な
い
も
の
と

し
て
、
氏
自
身
の
他
の
主
張
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

つ
ま
り
一
般
的
利
潤
率
は
、

た
ん
に
生
産
資
本
の
み

な
ら
ず
流
通
資
本
を
も
ふ
く
む
社
会
的
総
資
本
の
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

氏
の
見
解
が
も
っ
こ
の
種
の
自
己
止
揚
的
矛
盾
は
以
上
の
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。
氏
は
、

さ
き
の
引
用
文
の
な
か
で
、

一
般
的
利

潤
率
を
算
定
し
回
転
に
ふ
れ
て
い
た
。
さ
し
あ
た
り
重
要
な
こ
と
は
、

一
年
間
の
回
転
数
あ
る
い
は
一
回
の
回
転
に
何
ヶ
月
を
要
す
る
か

で
は
な
く
て
、
回
転
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
回
転
と
い
う
契
機
は
必
然
的
に
流
通
過
程
を
前
提
す
る
。
流
通
過
程
を
「
捨
象
」
し
て
資

本
の
回
転
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
回
転
と
は
、
孤
立
的
な
事
象
と
し
て
で
は
な
く
週
期
的
過
程
と
し
て
規
定
さ
れ
た
資
本
の
循
環

で
あ
り
、
後
者
は
流
通
過
程
と
生
産
過
程
と
の
こ
契
機
の
統
一
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

回
転
し
た
が
っ
て
そ
の
契
機
と
し
て
の
流
通
過

程
が
考
慮
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
た
そ
れ
で
、

「
流
通
資
本
一
般
を
捨
象
し
た
も
の
」

で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
資
本
制
的
生
産
の
特

徴
的
標
識
を
な
す
生
産
の
連
続
性
を
維
推
し
そ
の
規
定
的
目
的
で
あ
る
剰
余
価
値
の
生
産
を
な
し
う
る
た
め
に
は
、
総
資
本
が
同
時
に
は

生
産
の
た
め
に
充
用
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
資
本
の
一
部
分
が
生
産
資
本
と
し
て
潜
勢
的
あ
る
い
は
現
実
的
に
生
産
過
程
内
に
あ
る

と
き
、
他
の
一
部
分
が
商
品
資
本
お
よ
び
貨
幣
資
本
と
し
て
流
通
過
程
内
に
あ
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
の
み
で
あ
る
。
し
た
、
が
っ
て
、

さ
き
に
商
品
取
扱
資
本
と
し
て
一
般
的
利
潤
率
の
形
成
に
参
加
し
た
資
本
は
、
こ
こ
で
は
流
通
資
本
と
し
て
の
定
在
に
お
い
て
そ
れ
に
参

加
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
結
果
は
さ
き
の
ば
あ
い
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
っ
て
、

回
転
を
論
ず
る
こ
と
に
よ
り
、

一
般
的
利
潤

率
を
規
定
す
る
資
本
と
は
流
通
資
本
を
も
ふ
く
む
総
資
本
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

い
か
な
る
側
面
か
ら
把
え
よ

「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

四
七



「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

四
i¥ 

う
と
、

い
か
な
る
表
現
様
式
を
と
ろ
う
と
、
そ
れ
が
一
般
的
利
潤
率
の
問
題
と
し
て
問
題
に
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
結
論
は
氏
に
味
方
し
て
い

な
い
。一

般
的
利
潤
率
は
、
相
異
な
る
生
産
部
面
の
特
殊
的
利
潤
率
の
平
均
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
平
均
に
お
い
て

は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
平
均
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
相
異
な
る
生
産
部
面
に
お
け
る
諸
資
本
の
回
転
時
間
の
差
異
に
よ
っ
て
生
じ
た
差
異
は

消
滅
し
て
い
る
。
し
か

L
、

一
般
的
利
潤
率
に
お
い
て
は
、
相
異
な
る
生
産
部
面
に
お
け
る
諸
資
本
の
回
転
時
間
の
差
異
に
よ
っ
て
生
じ

た
差
異
が
消
減
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
差
異
そ
の
も
の
あ
る
い
は
こ
の
差
異
を
規
定
す
る
回
転
そ
の
も
の
が
「
捨
象
」
さ
れ
て

い
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
差
異
は
、
諸
資
本
の
有
機
的
構
成
の
相
違
と
と
も
に
、
相
異
な
る
生
産
部
面
の
特
殊
的
利
潤
率
を
規

定
し
し
た
が
っ
て
一
般
的
利
潤
率
の
形
成
を
規
定
す
る
一
契
機
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
資
本
の
回
転
を
規
定
す
る
諸
事
情
、
自
己
増

殖
の
た
め
の
投
下
資
本
の
大
い
さ
に
お
よ
ぽ
す
そ
れ
の
影
響
、
回
転
時
間
の
短
縮
ま
た
は
そ
の
両
部
分
た
る
生
産
時
間
と
流
通
時
間
と
の

一
方
の
短
縮
し
た
が
っ
て
可
変
資
本
の
活
動
性
の
増
大
が
剰
余
価
値
の
生
産
に
お
よ
ぽ
す
直
接
的
影
響
、
等
々
を
あ
き
ら
か
に
し
た
第
二

巻
第
二
篇
「
資
本
の
回
転
」
の
説
明
は
当
面
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
ち
、
こ
と
に
、
最
後
の
点
は
第
三
巻
第
一
篇
第
四
章
「
利
潤
率

に
及
ぼ
す
回
転
の
影
響
」
の
な
か
で
さ
ら
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
ご
と
き
第
二
篇
の
説
明
な
ら
び
に
こ
の
展
開
に
よ
っ
て
、
相
異

な
る
生
産
部
面
に
お
け
る
同
等
な
大
い
さ
の
諸
資
本
が
同
等
な
時
間
内
に
生
産
す
る
利
潤
お
よ
び
利
潤
率
の
不
等
性
の
他
の
源
泉
が
あ
き

こ
の
よ
う
な
源
泉
に
も
規
定

ら
か
に
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。

「
第
三
巻
第
二
篇
で
展
開
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る

『
一
般
利
潤
論
』
」

vi 

さ
れ
て
成
立
す
る
不
等
な
特
殊
的
利
潤
率
の
均
等
化
と
し
て
の
み
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
特
殊
的
利
潤
率
の
一
般
的
利

潤
率
へ
の
均
等
化
な
る
も
の
は
存
在
L
な
い
。
か
く
し
て
、
以
上
の
諸
関
係
を
「
捨
象
」

L
て
一
般
的
利
潤
率
の
形
成
を
考
え
る
こ
と
は

お
よ
そ
不
可
能
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。



エ
ン
ゲ
ル
ス
が
第
三
巻
へ
の
序
一
一
一
日
で
、
「
利
淵
率
に
及
ぼ
す
回
転
の
影
響
」
に
つ
い
て
、
「
第
四
半
に
つ
い
て
は
表
題
が
あ
っ
た
だ
け
で

あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
論
点
、
資
本
回
転
が
利
潤
率
に
及
ぼ
す
影
響
は
決
定
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
こ

れ
を
日
分
で
仕
上
げ
た
・
・
・
・
・
・
」

(
前
出
、
第
一
二
巻
、
↓
八
ペ
ー
ジ
、
訳
、

一
九
ペ
ー
ジ
)
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
、
何
故
「
決
定
的
に
重
安

な
も
の
し
な
の
か
、

ま
た
第
二
巻
へ
の
序
言
で
、

「
第
二
郎
の
光
杉
陸
離
た
る
語
研
究
と
、

前
人
未
踏
の
領
域
で
の
第
二
郎
の
ま
っ
た
く

新
た
な
諸
成
果
と
は
第
三
部
:
:
:
の
内
容
に
対
す
る
前
置
き
に
す
ぎ
な
い
」

(
前
出
、
第
一
一
巻

九
ペ
ー
ジ
、
訳
、
三
一
ペ
ー
ジ
)

と
い
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
が
、
何
故
「
前
置
き
に
す
ぎ
な
い
」
の
か
、

と
い
う
こ
と
は
、
含
蓄
ゆ
た
か
に
し
て
無
限
の
示
唆
に
と
み
容
易
に
捕
捉

し
が
た
い
内
容
を
ふ
く
む
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、

「
商
品
取
扱
資
本
」

の
自
立
化
と
闘
連
し
て
、
当
面
、

一
般
的
利
組
率
の
問
題
の
正

し
い
程
解
に
と
っ
て
も
看
過
し
え
な
い
重
大
な
指
相
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
円
資
本
論
』
第
三
巻
が
、
「
マ
ル
ク
ス
白
r

身
で
完
成
さ
れ
な

か
っ
た
」
か
ら
「
あ
る
種
の
欠
陥
が
当
然
予
想
さ
れ
る
」
な
ど
と
い
う
一
予
想
」
の
合
理
化
の
論
拠
と
し
て
の
利
用
効
果
の
み
を
エ
ン
ゲ

ル
ス
の
序
一
言
の
な
か
に
期
待
す
る
こ
と
が
い
か
に
む
な
し
い
か
を
あ
ら
た
め
て
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
十
六
章
か
ら
独
自
の
結
論
を
ひ
き
だ
す
た
め
に
『
資
本
論
』
の
全
体
系
の
検
討
を
乙
こ
ろ
み
、

さ
し
あ
た
り
一
般
的
利
潤
率
の
問
題

に
真
正
置
か
ら
取
組
ん
だ
氏
の
「
理
論
」
は
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
前
提
を
な
す
請
範
騨
に
つ
い
て
の
理
解

の
欠
如
を
本
質
的
特
徴
と
し
て
い
た
。
氏
に
し
て
も
し
こ
れ
ら
諸
範
時
に
た
い
す
る
正
し
い
把
握
が
な
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
第
二
篇
は

つ
援
業
利
潤
論
」
で
は
な
く
て
「
生
産
利
潤
論
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
、

と
言
明
し
て
は
ば
か
ら
な
い
蛮
勇
は
お
そ
ら
く
発
揮
し
え
な
か

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

か
く
し
て
、
『
商
業
資
本
の
分
化
独
立
に
関
す
る
考
察
」

H

「
補
完
」
説
と
い
う
氏
の
見
解
も
ま
た
科
学
的

な
検
討
を
こ
え
た
も
の
と
い
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
唯
一
の
論
拠
と
し
て
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
考
察
に
関
連
し
て
、
商
人
資
本
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
産
業
資
本
は
流
通
の
た
め
に
貨
幣
の
予
備
を
尉
意
し

「
商
品
取
扱
貸
本
」
に
つ
い
て

四
九



「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

五。

て
お
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
流
通
期
聞
が
価
値
生
産
の
制
限
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
も
こ
の
ゆ
え
で
は
あ
る
ま
い

カミ
L_ 

(
第
三
論
文
、

一
0
ペ
ー
ジ
〉
。

氏
は
、
「
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
」
が
、

第
十
六
章
の
ど
こ
で
ま
た
ど
の
よ
う
な
関
連
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
か
を
あ
き
ら
か
に
し
て

い
な
い
が
、
「
貨
幣
の
予
備
」

に
つ
い
て
い
え
ば
、

商
品
資
本
の
形
態
で
実
存
す
る
商
人
資
本
で
は
な
く
貨
幣
資
本
の
形
態
で
実
存
す
る

商
人
資
本
を
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、

分
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
部
分
は
、
生
産
の
た
め
に
投
下
さ
れ
た
資
本
の
う
ち
貨
幣
準
備
・
購
買
手
段
・
と
し
て
常
に
産
業
資
本
家
た
ち

(
前
出
、
第
三
巻
、
一
ニ
O
九ベ

「
社
会
的
貨
幣
資
本
の
う
ち
、

商
人
そ
の
も
の
に
属
し
て
諸
商
品
の
売
買
に
駆
使
さ
れ
る
部

の
手
に
あ
り
、

つ
ね
に
彼
等
の
貨
幣
資
本
と
し
て
流
通
す
べ
き
部
分
を
、
縮
少
さ
れ
た
規
模
で
表
示
す
る
」

ー
ジ
、
訳
、
四
0
0
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
説
明
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、

「
流
通
期
間
の
価
値
生
産
に
た
い
す
る
制
限
」

に
つ
い
て

い
え
ば
、

資
本
制
的
生
産
の
根
本
的
目
的
で
あ
る
剰
余
価
値
の
生
産
に
と
っ
て
も
つ
商
人
資
本
の
意
義
を
要
約
し
た
と
こ
ろ
で
、

「
流
通

過
程
で
は
:
:
:
商
品
の
姿
態
変
換
以
外
に
は
何
も
生
じ
な
い
:
:
:
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
姿
態
変
換
が
流
通
時
間
:
:
:
を
要
す
る
か
ぎ

り
で
は
、
こ
の
姿
態
変
換
は
価
値
創
造
の
制
限
で
あ
っ
て
、
剰
余
価
値
は
、
利
潤
率
と
し
て
は
、
流
通
時
間
の
長
さ
に
ち
ょ
う
ど
逆
比
例

す
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
」

〈
前
出
、
第
三
巻
、
三
一

O
l一
二
一
一
ペ
ー
ジ
、
訳
、
四
O
二
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
説
明
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る。
な
る
ほ
ど
、
両
者
い
ず
れ
も
重
要
な
内
容
を
ふ
く
み
こ
の
点
に
着
目
せ
る
氏
の
「
見
識
に
深
く
敬
意
を
表
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
が
、

し

か
し
、
そ
れ
ら
は
、
他
の
な
ん
ら
か
の
論
拠
と
は
な
り
え
て
も
決
し
て
「
補
完
」
説
の
「
論
拠
」
た
り
う
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
「
論

拠
」
と
し
て
た
ま
た
ま
氏
が
見
出
し
た
右
の
説
明
の
な
か
に
当
面
よ
み
と
る
べ
き
論
点
は
、
一
方
の
ば
あ
い
に
は
、

準
備
貨
幣
と
し
て
・
購
買
手
段
と
し
て
・
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
は
商
人
資
本
の
貨
幣
形
態
と
し
て
再
現
す
る
の
で
あ
る
が
、

つ
ね
に
産
業
資
本
の



た
だ
し
縮
少
さ
れ
た
規
模
で
再
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

お
よ
そ
こ
の
準
備
貨
幣
そ
の
も
の
・
貨
幣
資
本
と
し
て
の
産
業
資
本
の

定
在
そ
の
も
の
・
の
指
摘
で
は
な
い
。
他
方
の
ば
あ
い
に
、
利
潤
率
と
流
通
時
間
の
長
さ
と
の
関
係
を
み
る
と
両
者
は
逆
比
例
の
関
係
に

た
つ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
流
通
期
間
が
価
値
創
造
の
制
限
と
な
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
の
指
摘
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
指
摘
そ

の
も
の
は
、
第
二
巻
の
第
一
篇
お
よ
び
第
二
篇
を
通
じ
て
観
点
を
こ
と
に
し
表
現
様
式
を
こ
と
に
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
あ
ら
た
め
て
引
用
を
要
し
な
い
程
で
あ
る
。

「
貨
幣
の
予
備
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
第
一
篇
第
二
章
「
生
産
資
本
の
循
環
」
の
一
節
に
つ
ぎ
の
ご
と
き
説
明
が
あ
る
。

「
生
産
過
程
の
継
続
中
に
た
え
ず
準
備
貨
幣
資
本
が
形
成
さ
れ
る
。
け
だ
し
、
き
ょ
う
支
払
を
受
取
っ
た
が
此
方
か
ら
支
払
う
の
は
後

日
の
こ
と
も
あ
り
、
き
ょ
う
多
量
の
商
品
を
売
っ
た
が
此
方
で
多
量
の
商
品
を
買
う
の
は
後
日
の
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

の
あ
い
だ
中
は
流
動
資
本
の
一
部
分
が
た
え
ず
貨
幣
形
態
で
実
存
す
る
」

(
前
出
、
第
二
巻
、
八
一
ペ
ー
ジ
、
訳
、

一
一
二
ペ
ー
ジ
)
。

他
万
の
流
通
時
間
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
ば
第
一
篇
第
五
章
「
流
通
時
間
」
の
一
節
に
つ
ぎ
の
ご
と
き
説
明
が
あ
る
。

「
流
通
時
間
と
生
産
時
間
と
は
互
に
排
除
し
あ
う
。
資
本
は
、
流
通
時
間
中
は
生
産
資
本
と
し
て
は
機
能
せ
ず
、

し
た
が
っ
て
商
品
も

剰
余
価
値
も
生
産
し
な
い
。
全
資
本
価
値
が
い
つ
で
も
一
挙
に
一
段
階
か
ら
他
の
段
階
に
移
る
:
:
:
最
も
簡
単
な
形
態
で
の
循
環
を
考
察

し
て
み
れ
ば
、
明
か
に
、
資
本
の
流
通
時
聞
が
つ
づ
く
か
ぎ
り
生
産
過
程
が
、

し
た
が
っ
て
資
本
の
自
己
増
殖
も
中
断
さ
れ
:
:
:
流
通
時

聞
の
長
さ
に
応
じ
て
生
産
過
起
の
吏
新
が
迅
速
ま
た
は
緩
慢
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
、
資
本
の
種
々
の
部
分
が
循
環
を
継
起
的
に
通
過

し
て
全
資
本
価
値
の
循
環
が
そ
の
種
々
の
部
分
の
循
環
に
よ
り
継
起
的
に
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
明
か
に
、
流
通
部
面
に
お
け
る
資
本
の
可

除
部
分
の
恒
市
的
滞
留
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
恒
情
的
に
生
産
部
面
で
機
能
す
る
資
本
部
分
が
そ
れ
だ
け
小
さ
い
:
:
:
。
だ
か
ら
、
流

通
時
間
の
膨
一
脹
お
よ
び
収
縮
は
、
生
産
時
同
の
:
:
:
収
縮
ま
た
は
膨
脹
に
た
い
し
、
消
極
的
制
限
と
し
て
作
用
す
る
」

(
前
出
、
第
二
巻
d

「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

五



「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

五

一
一
九
ペ
ー
ジ
、
訳
、

一
六
二
ペ
ー
ジ
)
。

剰
余
価
値
の
生
産
に
と
っ
て
、
流
通
期
間
し
た
が
っ
て
貨
幣
資
本
の
存
在
が
も
っ
制
限
を
あ
き
ら
か
に
し
こ
の
制
限
の
排
除
あ
る
い
は

機
を
そ
こ
に
み
な
い
と
す
れ
ば
、
「
光
彩
陸
離
た
る
諸
研
究
左
前
人
未
踏
の
領
域
で
の
ま
っ
た
く
新
た
な
諸
成
呆
」

は
か
な

b
ぬ
第
二
巻
「
資
本
の
流
通
過
程
」
の
重
要
な
意
義
の
一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
契

「
資
本
の
流

で
あ
る

軽
減
の
必
然
性
を
指
摘
し
た
も
の
が
、

通
過
程
」
は
、

な
ん
の
た
め
に
『
資
本
論
』
第
二
巻
と
し
て
第
三
巻
に
さ
き
だ
っ
位
置
を
し
め
る
か
理
解
を
こ
え
た
も
の
と
な
る
で
あ
る

ぅ
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
第
ご
巻
と
第
三
巻
と
の
関
係
の
発
展
的
理
解
を
き
わ
め
て
困
難
に
し
、
第
三
巻
、

当
面
と
く
に
『
蕗
人
資

本
」
の
説
明
の
な
か
に
ま
さ
に
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
看
過
す
る
必
然
性
を
も
ふ
く
む
こ
と
は
、
す
で
に
、
氏
の
一
論
拠
」
な
る

も
の
が
こ
れ
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
氏
は
、

「
商
業
資
本
の
分
化
独
立
に
関
す
る
が
つ
察
」

の
正
し
い
把
握
の
可
能
性
の
す
べ
て
を

同
ら
‘
放
棄
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
つ
ぎ
の
文
章
が
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

「
マ
ル
ク
ス
が
こ
こ
で
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
商
業
資
本
が
:
:
:
独
立
し
て
い
る
場
合
に
は
、

一
定
の
条
件
の
も
と
で
、
利
淵
率
の
上

昇
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
く
、
:
:
:
商
業
資
本
が
:
:
:
分
化
独
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
と

し
て
の
利
潤
率
が
上
ぶ
ろ
う
と
下
が
ろ
う
と
そ
れ
に
は
直
接
何
の
凋
係
も
な
い
:
:
:
。
ゆ
え
に
マ
ル
ク
ス
は
、
:
:
:
利
酒
率
の
上
昇
を
、

ど
こ
ま
で
も
条
件
つ
き
で
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
又
商
業
利
潤
の
考
察
に
お
い
て
も
、
こ
の
こ
と
を
顧
み
る
べ
き
一
つ
の
条
件
と
し
て

論
及
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

(
第
一
二
論
文
、
九
l
一
0
ペ
ー
ジ
ヲ

と
こ
ろ
で
、
氏
は
、
以
上
の
ご
と
き
「
補
完
」
説
の
構
築
を
準
備
手
続
と
し
て
つ
ぎ
に
第
十
六
章
の
内
容
そ
の
も
の
を
考
察
し
て
「
マ

ル
ク
ス
の
基
本
的
見
解
を
改
め
て
問
題
」
と
し
、
こ
の
「
基
本
的
見
解
」
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

つ
ぎ
に
こ
の
点

よ
な
項
を
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。



(2) 

売

買

の

性

格

「
補
完
」
説
に
よ
れ
ば
、
第
十
六
章
は
、

「
商
業
資
本
が
再
生
産
過
程
の
一
段
階
た
る
流
通
と
い
う
機
能
を
尽
す
」

こ
と
を
あ
き
ら
か

に
し
「
商
業
利
潤
成
立
の
真
実
の
根
拠
を
論
じ
た
も
の
L

一
五
ペ
ー
ジ
)
で
あ
っ
た
が
、
!
ー
も
っ
と
も
、
前
項
の
冒
頭
で

紹
介
し
た
引
用
文
で
は
、
逆
に
、
そ
れ
は
「
商
業
利
潤
成
立
の
根
拠
を
論
じ
た
も
の
で
な
く
:
:
:
」
と
い
っ
て
い
た
。
だ
が
、
世
記
的
な

(
第
三
論
文
、

発
見
守
二

l

業
と
す
る
」
者
に
と
っ
て
は
た
ん
な
る
き
口
葉
の
不
一
致
は
発
見
そ
の
も
の
の
本
性
を
か
え
る
も
の
で
は
な
い
。
ー
!
l
こ
れ
を
う

け
た
氏
の
「
理
論
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

「
:
:
:
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
商
業
資
本
が
:
:
:
商
業
利
潤
を
う
る
と
い
う
こ
と
は
:
:
:
そ
れ
が
資
本
を
投
じ
た
か
ら
で
は
な
く
、
.

労
働
し
た
か
ら
で
あ
る
:
:
:
こ
と
も
ま
た
白
明
:
:
:
で
あ
る
」

(
第
三
論
文
、
一
五
|
一
六
ペ
ー
ジ
)
。

し
か
る
に
、

「
マ
ル
グ
ス
の
見
解
は

流
通
労
働
を
労
働
過
程
と
し
て
は
見
な
い
で
」

(
第
三
論
文
、
三
一
ペ
ー
ジ
、
註
(
八
)
)
、
「
流
通
は
:
:
:
価
値
形
態
の
変
化
で
あ
り
、
:
:
:

流
通
に
労
働
を
要
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
労
働
は
資
本
家
の
機
抽
出
で
あ
り
、
同
時
に
社
会
的
総
労
働
以
外
の
不
生
産
的
労
働
で
あ
る
と
い

う
基
本
的
想
定
:
:
・
に
立
っ
て
い
る
。

:
-
j
o
-
-
:
:
流
通
労
働
は
使
用
価
値
的
に
所
有
名
義
の
変
更
に
帰
着
し
、
何
値
的
に
不
生
産
的

労
働
:
:
:
か
。
:
;
:
。
な
る
科
、
:
;
:
非
商
人
の
:
・
売
買
が
、
・
:
:
使
用
価
値
の
流
通
、
所
有
名
義
の
変
更
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
:
:
:
労
働

が
、
:
;
:
生
活
の
一
部
と
し
て
、
『
彼
等
の
労
働
時
聞
か
ら
の
一
つ
の
控
除
』
た
る
:
:
:
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
『
ゆ
え
に
、
商
品
所

有
者
た
ち
が
:
;
:
独
立
し
た
直
接
の
生
産
者
:
:
:
、
と
す
れ
ば
、
:
:
:
か
か
る
取
引
を
休
日
に
ゆ
ず
ろ
う
と
』
す
る
:
:
:
。
:
:
:
。

L
た
が

っ
て
、
:
;
:
一
般
の
売
買
の
労
働
は
、
:
:
:
社
会
的
分
業
の
一
部
で
な
く
、

不
生
産
的
・
・
・
・
・
・
と
す
る
・
・
・
・
・
・
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
商
人
が
そ
の
業
と
す
る
売
買
は
、
:
;
:
決
し
て
一
般
の
売
買
と
同
じ
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
商
人
の
売
買
は
、
彼
自
身
の
た

め
に
:
:
:
使
用
価
値
の
変
換
を
は
か
る
の
で
な
く
、
他
人
の
た
め
に
そ
れ
を
実
現
L
、
彼
自
身
、
と
し
て
は
:
:
:
所
得
を
う
る
た
め
に
行
う

「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

五



「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

五
四

:
:
・
ゆ
え
に
商
人
の
売
買
活
動
は
、
:
:
:
む
し
ろ
労
働
日
に
行
わ
れ
:
:
:
常
に
生
産
か
ら
消
費
え
向
つ
て
の
商
品
の
流
通
を
形
成

す
る
い
わ
ゆ
る
『
配
給
』
と
い
う
意
味
を
含
ん
だ
具
体
的
の
売
買
で
も
あ
る
}
何
(
第
三
論
文
、
二
一
一
l
二
四
ペ
ー
ジ
〉
。

長
い
引
用
文
の
な
か
で
氏
が
真
情
こ
め
て
吐
露
し
て
い
る
こ
之
は
、
結
局
、
単
純
商
品
生
産
者
の
お
こ
な
う
売
買
が
不
生
産
的
で
あ
る

と
と
は
マ
ル
ク
ス
と
と
も
に
認
め
る
。
し
か
し
、
商
人
の
お
こ
な
う
そ
れ
は
生
産
的
で
あ
っ
て
マ
ル
ク
ス
に
く
み
す
る
と
と
は
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
主
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
で
に
あ
き
ら
か
に
し
た
ご
と
く
、
機
能
そ
の
も
の
の
本
性
は
い
か
な
る
姿
態
を
と
ろ
う
左
変
化
し

な
い
、
と
い
う
重
要
な
事
実
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
点
を
「
マ
ル
ク
ス
の
基
本
的
認
識
」
と
し
て
氏
自
身
承
認
し
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
こ
こ
で
は
そ
れ
が
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
単
純
商
品
生
産
者
の
も
と
で
不
生
産
的
で
あ
っ
た
機
能
は
、
こ
の
生
産
者
自
身
の

他
の
諸
機
能
か
ら
分
離
し
て
商
人
の
専
門
的
機
能
と
し
て
自
立
し
た
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
不
生
産
的
機
能
た
る
こ
と
を
や
め
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
氏
は
こ
の
実
体
転
化
の
主
要
契
機
と
し
て
、

「
独
立
し
た
直
接
の
生
産
者
」

は
売
買
の
操
作
を
休
日
に
延
ば
そ
う
と

し
た
の
に
た
い
し
て
、

「
業
と
す
る
商
人
」

は
そ
れ
を
労
働
日
に
遂
行
す
る

λ

と
い
っ
て
両
者
の
相
違
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
相
違

し
し
た
が
っ
て
労
働
日
に
遂
行
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、

は
は
た
し
て
氏
の
期
待
に
こ
た
え
て
売
買
の
性
格
を
か
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
氏
は
、
前
者
は
、
売
買
の
諸
操
作
を
休
日
に
延
ば
そ
う
と

「
生
活
の
一
部
で
社
会
的
分
業
の
一
部
で
な
く
」

そ
れ
は

し
た
が
っ
て
不

生
産
的
性
格
を
も
っ
、
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
事
態
は
ま
さ
に
逆
で
、
そ
れ
が
不
生
産
的
な
性
格
を
も
っ
機
能
で
あ
る
か
ら
こ
そ
単

純
商
品
生
産
者
は
こ
れ
ら
の
諸
操
作
を
休
日
に
延
ば
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
何
故
生
産
者
た
ち
は

そ
れ
を
休
日
に
遂
行
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
問
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
を
休
日
に
延
ば
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
そ
の
も
の
の
た
め
の
時

聞
が
確
保
さ
れ
生
産
過
程
の
中
断
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
そ
れ
が
休
日
に
延
ば
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
彼
の
労
働
時
間
は
、
生
産

そ
の
も
の
と
は
直
接
関
係
の
な
い
た
ん
な
る
転
形
の
媒
介
の
た
め
に
一
部
控
除
さ
れ
そ
の
た
め
に
充
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
売
買
を



業
と
す
る
商
人
L

と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
彼
は
、

売
買
の
操
作
を
も
っ
て
自
己
の
労
働
日
の
業
務
、
と
せ
ぎ
る
そ
え
な
い
。

「
売
買
に
費
さ

れ
る
時
間
は
彼
等
(
自
立
す
る
直
接
的
生
産
者
|
井
田
〉
の
労
働
時
間
か
ら
の
控
除
で
あ
る
」

(
前
出
、
第
二
巻
、

一
二
四
ペ
ー
ジ
、
訳
、
ご
ハ
八

ペ
ー
ジ
)
と
い
う
説
明
は
、
右
の
ご
と
き
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
氏
も
認
め
る
と
お
り
、
商
品
生
産
は
た
ん
な
る
生
産
物
の

生
産
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
今
産
の
み
な
ら
ず
流
通
を
も
必
要
と
し
こ
の
機
能
の
媒
介
を
も
必
要
、
と
す
る
こ
と
に
も
と
ず
い
て
い
る
。
も

し
、
生
産
者
が
、
商
品
の
た
ん
な
る
転
形
の
媒
介
の
操
作
を
年
労
働
日
の
う
ち
わ
ず
か
な
休
日
に
延
ば
し
い
わ
ば
生
産
計
自
身
の
「
片
手

間
仕
事
と
し
て
」
な
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
、
当
の
生
産
者
が
自
立
す
る
直
接
的
保
産
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
説
明
さ
る

べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
機
能
の
性
格
そ
の
も
の
の
生
産
性
・
不
生
青
性
・
と
は
な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
い
。
生
産
の
目
的
が
、
資
木
制
的

坐
産
と
は
こ
と
な
り
、
生
産
者
の
自
己
需
要
の
商
接
的
充
足
に
あ
り
し
た
が
っ
て
生
産
物
の
う
ち
商
品
と
し
て
売
買
さ
れ
る
部
分
が
総
生

産
物
の
う
ち
わ
ず
か
な
可
除
部
分
し
か
占
め
て
い
な
い
ば
あ
い
に
は
、
売
買
の
操
作
も
ま
た
生
産
者
の
生
理
的
諸
機
能
に
附
臨
す
る
「
片

手
間
仕
事
と
し
て
し
遂
行
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
そ
れ
が
、

「
生
産
と
殺
ん
で
多
〈
の
労
働
時
聞
を
要
す
る
仕
事
と
な
り
し
、

一寸

片

手
間
仕
事
と
し
て
」
遂
行
さ
れ
え
な
く
な
っ
た

E
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
商
品
生
産
の
発
展
を
意
味
し
、
テ
」
の
発
展
、
が
、
社
会
的
生
産
物

の
う
ち
生
産
部
商
か
ら
育
援
に
生
産
的
あ
る
い
は
例
人
的
消
費
に
い
り
こ
ま
ず
商
品
と
し
て
の
転
形
過
程
今
一
通
過
す
べ
き
可
除
部
分
を

増
大
さ
せ
し
た
が
っ
て
不
今
土
照
的
機
能
の
増
大
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
操
作
が
姿
熊
受
換
の
媒
介
で
あ
る
こ
と
は
依
然
と
し

て
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
純
商
品
生
産
が
商
品
生
産
の
一
般
的
形
態
と

L
て
の
資
本
制
的
商
品
坐
産
に
発
展
し
た
ば
あ
い
に
も

完
全
に
妥
当
十
る
。
こ
の
ぼ
あ
い
に
は
、
こ
れ
ま
で
無
数
の
自
立
的
生
産
者
の
手
に
分
散
し
て
い
た
こ
の
模
作
が
、
資
本
制
的
生
産
者
の

機
能
と
し
て
集
積
さ
れ
よ
り
拡
大
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て
再
現
す
る
に
す
ダ
な
い
。
「
商
品
転
態
が
資
本
家
の
手
を
煩
わ
せ
る
規
模
は
、

価
値
を
創
造
す
る
の
で
な
く
価
値
の
形
態
変
換
を
媒
介
す
る
に
す
い
ざ
な
い
こ
の
労
働
を
、
佃
航
を
創
造
す
る
労
働
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
は

「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

五
五



勿
論
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た討
し、口
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取
扱
資
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五
六

〈
前
出
、
第
二
巻
、

一
二
四
ペ
ー
ジ
、

訳、

一
六
九
ペ
ー
ジ
、

傍
点
!
井
田
〉
。
と
こ
ろ
が
、
氏
は
、
こ
の
こ
と
を
理
解
し
え

な
い
の
か
あ
る
い
は
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
の
か
、

「
生
産
者
の
売
買
活
動
と
い
え
ど
も
、

そ
れ
が
生
産
と
並
ん
で
多
く
の
労
働
時
聞
を

要
す
る
仕
事
、
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

必
然
的
に
社
会
的
性
格
を
も
っ
た
労
働
と
:
:
:
な
る
」

(
第
三
論
文
、
二
四
ペ
ー
ジ
)

と
主
張
し
、
三

つ
の
論
文
を
通
じ
て
こ
の
主
張
を
う
む
こ
と
な
く
く
り
か
え
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
商
品
の
姿
態
変
換
を
媒
介
す
る
操
作
が
、

「
社
会
の
一
企
業
と

L
て」

「
商
人
が
業
と
す
る
」
ば
あ
い
に
は
、
氏
が
主
張
す

る
ご
と
く
、
そ
の
性
格
の
転
化
が
生
じ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
氏
は
、
こ
の
転
化
を
期
待
し
て
、

↑
商
人
の
売
買
は
、

彼
自
身
の
た
め
に
財

産
権
を
移
転
し
て
使
用
価
値
の
変
換
を
ほ
か
る
の
で
な
く
、
他
人
の
た
め
に
そ
れ
を
実
現
し
し
、
商
人
の
日
的
ば
「
所
得
」
の
獲
得
に
あ

る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
氏
は
、
売
買
が
、
そ
の
当
事
者
「
自
身
の
た
め
」
の
も
の
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
「
他
人
の
た
め
一
の
も
の
で
あ

る
か
、
と
い
う
点
に
重
要
な
意
義
を
附
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
商
人
の
売
買
活
動
が
「
彼
向
島
河
の
た
め
」
の
「
使
用
価
値
の
変
換
」

で
な
い
こ
と
は
、
氏
自
ら
の
べ
て
い
る
と
お
り
、

「
商
人
自
身
は
所
得
を
う
る
L

た
め
す
な
わ
ち
剰
余
価
値
生
産
を
売
買
活
動
の
根
本
的

目
的
と

L
て
い
る
と
い
う
事
実
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。

価
値
の
変
換
L

が
商
人
の
売
買
を
通
じ
て
・
商
人
の
剰
余
価
値
生
産
の
手
段
と
し
て
・
実
現
さ
れ
る
と
い
う
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
と
な
る
こ
と
は
、

「
使
用

立
す
る
芭
接
的
生
産
者
あ
る
い
は
資
本
制
的
生
産
者
が
、
他
の
生
産
的
諸
機
能
の
か
た
わ
ら
で
こ
れ
と
絡
み
あ
っ
て
遂
行
し
て
い
た
こ
の

操
作
は
、
他
の
諸
機
能
か
ら
分
離
し
て
、
第
三
者
た
る
商
人
に
委
設
さ
れ
そ
の
特
殊
的
業
務
と

L
て
自
立
し
集
積
さ
れ
る
。

「
非
商
人
の

売
買
が
し

「
社
会
の
正
業
と
し
て
」
の
一
両
人
の
売
買
に
転
化
し
、
彼
が
ぺ
商
品
資
本
と
し
て
の
機
能
を
媒
介
す
る
こ
と
に
も
っ
ぱ
ら
従
事

す
る
」
ば
あ
い
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
「
売
買
活
動
が
社
会
的
性
格
を
も
っ
た
労
働
と
な
る
」
と
い
う
実
体

転
化
の
奇
蹟
が
創
造
さ
れ
る
こ
と
?
は
な
く
、
生
産
に
と
っ
て
の
制
限
を
な
し
・
剰
余
価
値
生
産
を
制
限
す
る
・
た
ん
な
る
転
形
機
能
が



社
会
的
に
集
積
さ
れ
る
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
機
能
の
分
割
が
生
じ
不
生
産
的
機
能
の
社
会
的
集
積
が
あ
ろ
う
と

も
、
社
会
が
自
由
に
し
う
る
総
労
働
時
間
の
一
定
量
が
生
産
過
程
に
弁
用
し
う
る
労
働
時
聞
か
ら
控
除
さ
れ
て
、

た
ん
な
る
転
形
過
程
に

固
定
さ
れ
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
商
品
と
し
て
の
生
産
物
の
定
在
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と

は
い
え
、
第
二
巻
の
意
義
を
無
視
し
そ
れ
の
第
三
巻
に
た
い
す
る
関
係
を
徹
底
的
に
歪
曲
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
こ
と
も

ま
た
「
直
接
何
の
関
係
も
な
い
」
こ
と
で
あ
ろ
う
。

民
は
、
そ
も
そ
も
販
売
お
よ
び
購
買
の
意
味
・
商
品
の
姿
態
変
換
の
意
味
・
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
氏
、
が
「
使
用

価
値
の
流
通
」
・
「
使
用
価
値
の
変
換
」
・
と
い
う
表
現
を
愛
用
し
て
い
る
事
実
は
、
こ
れ
ら
の
諸
範
轄
に
た
い
す
る
科
学
的
把
握
の
欠
如

を
疑
わ
し
め
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
民
は
、
そ
れ
が
「
マ
ル
ク
ス
的
」
で
あ
る
と
公
言
し
て
は
ば
か
一
ら
な

ぃ
。
使
用
価
値
は
ど
の
よ
う
に
「
変
換
」

L
、
い
か
に
「
流
通
」
ず
る
の
か
。
流
通
し
姿
態
変
換
を
と
げ
る
べ
き
も
の
は
、

た
ん
な
る
使

用
価
値
で
は
な
く
使
用
価
値
と
価
値
と
の
二
要
因
の
統
一
た
る
商
品
で
あ
る
。
商
品
は
特
殊
的
な
使
用
価
値
と
と
も
に
与
え
ら
れ
た
価
値

を
も
っ
生
産
物
と
し
て
商
品
市
場
に
現
わ
れ
る
。
商
品
所
有
者
は
商
品
と
ひ
き
か
え
に
貨
幣
を
受
取
り
、
貨
幣
所
有
者
は
貨
幣
と
ひ
き
か

え
に
商
品
を
受
取
る
。
感
覚
的
な
事
実
は
、
特
殊
的
な
使
用
価
値
L
L
貨
幣
と
の
所
有
者
あ
る
い
は
位
置
の
変
換
で
あ
り
「
財
産
権
を
移
転

し
て
使
用
価
値
の
変
換
を
は
か
る
」
も
の
で
あ
ろ
う
。
氏
の
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
特
殊
的
使
用
価
値
と
金
と
の
突
換
と
い
う
こ
の
賀
料

的
契
機
に
の
み
む
け
ら
れ
て
い
る
。

い
わ
く
、
「
使
用
価
値
の
流
通
」
、

い
わ
く
「
所
有
名
義
の
変
更
し
、

い
わ
く
「
財
産
権
の
移
転
L

。

商
品
と
貨
幣
と
へ
の
商
品
の
二
重
化
を
生
み
だ
す
商
品
の
交
換
過
程
の
現
実
の
運
動
形
態
を
み
る
と
、
商
品
は
現
実
に
は
あ
り
の
ま
ま

の
姿
態
と
し
て
の
使
用
価
値
で
あ
り
、
そ
の
価
値
は
価
格
の
な
か
に
表
象
さ
れ
た
姿
態
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
。
他
方
、
金
は
価
値
の
物

質
化
た
る
貨
幣
で
あ
り
L
た
が
っ
て
現
実
に
は
突
換
価
値
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
価
値
は
現
実
的
な
諸
使
用
姿
態
の
総
範
聞
と
し
て
対
応

「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

五
七



三
世
間
口
山
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

五
八

す
る
諸
商
品
に
自
己
を
関
連
さ
ぜ
る
相
対
的
価
値
開
表
現
の
一
系
列
の
な
か
に
表
象
さ
れ
た
姿
態
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
。

し
た
が
っ

て
、
商
品
と
金
と
の
，
交
換
に
よ
っ
て
、
商
品
は
そ
れ
自
身
の
一
，
般
的
な
価
値
姿
態
と
交
換
さ
れ
表
象
さ
れ
て
レ
た
価
値
存
在
に
実
在
的
な

姿
態
を
与
え
ら
れ
、
金
は
そ
れ
自
身
の
使
用
価
債
の
特
殊
的
な
一
姿
態
?
と
突
換
さ
れ
表
象
さ
れ
て
い
た
使
用
価
値
に
実
在
的
な
姿
態
た
与

え
ら
れ
る
。

噌
ム

商
品
所
有
者
A
に
と
っ
て
は
価
値
の
担
い
手
た
る
W
が
市
場
で
そ
の
価
値
姿
態
た
る
余
と
交
換
さ
れ
、
こ
の
価
値
姿
態
は

A
の
然
雫
を

。a

充
足
す
べ
き
B
の
生
寝
物

W
と
安
換
さ
れ
て
そ
の
観
念
的
な
使
用
価
値
を
実
現
す
る
。

A
か
ら
み
れ
ば
、
商
品
の
貨
幣
へ
の
転
形
お
よ
び

噌
iwと

ひ
き
か
え

貨
幣
一
の
商
品
へ
の
商
品
の
再
転
形
と
い
う
相
対
立
し
相
互
に
補
足
し
あ
う
こ
つ
の
婆
態
変
換
す
な
わ
ち
W
1
G
!
W
は、

2
 

に
W
を
獲
得
し
自
己
の
労
働
生
産
物
と
B
の
労
開
生
産
物
と
の
交
換
を
旗
介
し
て
い
る
。

一
一
つ
の
姿
態
変
換
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
一
商
品
の
総
体
的
姿
態
変
換
は
、
同
時
に
他
の
二
つ
の
商
品
の
部
分
的
姿
態
変
換
を
形
成
す

る
こ
と
な
し
に
は
生
じ
え
な
い
。

一
荷
品
の
第
一
の
転
形
は
、
他
の
商
品
に
と
っ
て
は
第
一
一
の
姿
態
変
換
で
あ
り
貨
幣
か
ら
商
品
へ
の
商

品
の
再
転
形
を
形
成
し
て
こ
の
商
品
の
総
体
的
姿
態
変
換
を
完
結
さ
せ
る
。

一
商
品
の
第
二
の
転
形
は
、
第
一
二
の
2

商
品
に
と
っ
て
は
第

の
姿
態
変
換
で
あ
り
商
品
か
ら
貨
幣
へ
の
転
形
を
な
す
。
す
な
わ
ち
商
品
の
姿
態
安
換
系
列
は
、
他
の
諸
商
品
の
そ
れ
と
解
き
が
た
く
絡

み
あ
い
相
互
に
制
約
し
あ
っ
て
商
品
流
通
と
し
て
の
み
遂
行
さ
れ
う
る
こ
と
を
し
め
て
い
る
。
商
品
の
次
官
態
変
換
は
商
品
流
通
と

L
て
の

み
現
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
商
品
流
通
の
本
領
は
商
品
形
態
か
ら
貨
幣
形
態
お
よ
び
貨
幣
形
態
か
ら
商
品
形
態
へ
の
転
形
た
る
商
品
の
姿
態

変
換
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
商
品
と
し
て
流
通
に
い
り
こ
み
転
形
を
と
げ
る
べ
き
生
産
物
が
い
か
な
る
生
産
様
式
の
某
礎
上
で
生
産

ぎ
れ
た
か
に
よ
っ
て
は
変
化
し
な
い
。
ま
た
、
い
か
な
る
名
称
を
も
っ
人
格
に
よ
っ
て
こ
の
姿
態
変
換
の
諸
契
機
が
媒
介
さ
れ
る
か
に
よ
っ

て
も
変
化
し
た
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
姿
態
変
換
し
た
が
っ
て
そ
の
媒
介
の
操
作
が
分
散
し
て
た
さ
れ
る
か
社
会
的
に
集
中
し
て
な
さ



れ
る
か
と
い
う
そ
の
規
模
に
よ
っ
て
も
決
し
て
変
り
う
る
も
の
で
は
な
い
。
変
換
を
、

「
使
用
価
値
の
変
換
」

と
し
て
で
は
な
く
、
商
品

の
姿
態
変
換
と
し
て
正
し
く
把
え
、
流
通
を
、

「
使
用
価
値
の
流
通
L

と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
の
姿
態
変
換
系
列
の
解
き

「
生
産
か
ら
消
費
え
向
つ
て
の
年
々
生
産
さ
れ
る
労
働

生
産
物
の
配
給
し
と
い
う
こ
と
の
真
の
す
が
た
を
理
解
す
る
手
が
か
り
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

が
た
き
絡
み
あ
い
の
総
過
程
と
し
て
正
し
く
把
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

(
1
)

「
使
用
価
値
の
交
換
」
リ
「
使
用
価
値
の
流
通
」
こ
そ
事
態
の
正
し
い
表
現
で
あ
る
と
の
氏
の
主
張
は
、
一
つ
に
は
流
通
と
い
う
概
念
の
無
理

解
に
よ
る
左
考
え
ら
れ
る
が
、
他
方
で
は
、
「
商
品
取
扱
資
本
」
を
産
業
資
本
を
規
定
し
よ
う
と
ず
る
つ
ぎ
の
意
図
に
も
と
ず
い
て
い
る
。

「
:
:
:
売
買
と
運
送
や
保
管
や
荷
造
り
が
著
し
〈
そ
の
性
質
を
異
に
し
て
い
る
:
:
:
以
上
、
両
者
を
区
別
す
る
乙
と
は
必
要
で
も
あ
る
し
、
ま
た

有
効
な
分
析
方
法
で
:
:
:
あ
る
こ
と
は
:
:
:
否
定
し
な
い
。
し
か
し
:
:
:
こ
れ
ら
の
機
能
を
は
ぎ
去
っ
た
の
ち
の
『
商
品
か
ら
貨
幣
へ
、
貨
幣
か
ら

商
品
へ
の
転
形
』
が
、
た
だ
ち
に
円
価
値
の
形
態
変
化
』
と
だ
け
解
し
う
る
か
は
き
わ
め
て
疑
問
で
あ
る
。
:
:
:
。
・
:
:
・
純
粋
の
流
通
を
運
送
や
保

管
や
荷
造
り
と
区
別
す
る
こ
と
は
:
;
:
必
要
な
区
分
で
あ
る
が
、
:
:
:
排
他
的
に
灰
別
す
る
こ
と
は
依
然
同
問
題
で
あ
り
、
結
局
流
通
は
単
に
価
値
の

形
態
変
化
、
ど
す
る
の
で
な
く
、
同
時
に
使
用
価
値
の
流
通
:
:
:
と
い
う
こ
と
に
た
る
」
(
「
マ
ル
グ
ス
商
業
論
の
問
題
」
第
五
号
所
収
、
五
ペ
ー
ジ

お
よ
び
二

0
ペ
ー
ジ
l
l
l
以
下
、
第
二
論
文
、
と
略
称
〉
。

「
疑
問
」
の
解
決
に
資
す
る
た
め
に
、
疑
問
の
余
地
な
き
簡
単
な
事
実
に
つ
い
て
例
解
し
よ
う
。

資
本
家
A
の
生
産
物
は
原
料
と
じ
て
の
み
役
立
つ
が
、
そ
れ
の
消
費
は
あ
ら
か
じ
め
輸
送
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
消
費
す
る
生
産
者
は
資

本
家
B
で
あ
る
こ
と
、
が
前
提
さ
れ
る
。
そ
の
ぼ
あ
い
に
は
、

B
は
A
か
ら
こ
の
原
料
を
商
品
と
し
て
購
買
す
る
。
一
定
の
価
格
を
も
っ
商
品
た
る

と
の
原
料
は
貨
幣
に
転
形
し
持
手
を
か
え
る
つ
ま
り
姿
態
変
換
が
送
行
さ
れ
る
。
前
提
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
原
料
は
現
実
に
原
料
と
し
て
機
能
す
る
た

め
に
は
輸
送
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
し
た
が
っ
て
右
の
販
売
と
同
時
に
輸
送
き
れ
る
で
あ
ろ
う
。

A
の
生
産
し
た
生
産
物
が
B
の
手
で
消
費
さ
れ
る
つ
ま

り
一
労
働
生
産
物
が
生
産
か
ら
消
費
え
向
っ
て
配
給
を
形
成
す
る
た
め
し
に
は
、
商
品
の
姿
態
変
換
に
媒
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
生
産
物
の

運
輸
を
条
件
と
す
る
。
「
配
給
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
、
と
の
ぼ
あ
い
な
に
ご
と
を
も
説
明
し
な
い
。

「
純
粋
の
流
通
」
と
「
使
用
価
値
の
流
通
」
日
運
輸
と
を
い
か
に
混
同
し
え
な
い
か
は
、
つ
ぎ
の
一
例
が
い
っ
そ
ろ
こ
れ
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
す

な
わ
ち
こ
の
原
料
を
消
費
す
る
生
産
者
が
A
自
身
で
あ
る
第
二
の
ば
あ
い
を
想
定
し
よ
う
。
原
料
が
現
実
的
使
用
価
値
と
な
る
た
め
に
は
依
然
と
し

て
輸
送
を
条
件
と
す
る
が
、
商
品
と
し
て
の
転
形
過
程
は
通
過
し
な
い
。
原
料
の
原
料
と
し
て
の
機
能
は
商
品
流
通
な
し
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
ぞ
れ

「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

五
九



「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

ノ、。

は
工
場
内
部
で
の
労
働
対
象
の
場
所
変
化
と
な
ん
ら
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
〈
、
相
違
は
た
ん
に
場
所
変
化
の
規
模
に
帰
着
す
る
。
「
純
押
吻
流
通
を

運
送
と
区
別
寸
る
こ
と
は
」
「
観
念
と
し
て
判
定
」
し
ろ
る
の
で
は
な
く
、
現
実
そ
の
も
の
が
要
求
し
て
い
る
「
排
他
的
区
別
し
を
な
す
。

ζ

こ
に

は
、
両
者
を
混
同
す
る
基
礎
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
む

最
後
に
、
原
料
が
投
機
の
対
象
と
さ
れ
る
ば
あ
い
を
仮
定
し
て
み
上
う
。
原
料
は
生
産
的
に
消
費
さ
れ
ず
し
た
が
っ
て
輸
送
さ
れ
る
と
と
な
く
、

同
じ
商
品
倉
庫
に
保
管
さ
わ
た
ま
ま
、
何
日
も
の
姿
熊
変
換
を
と
げ
多
く
の
授
磯
部
の
所
有
と
な
っ
て
持
手
を
か
え
る
で
あ
ろ
、
っ
。
こ
の
事
実
が
L

め
す
も
の
は
、
ま
た
も
両
者
の
一

t

排
他
的
区
別
」
で
あ
っ
て
混
同
で
は
な
い
。

以
上
の
ご
と
き
諾
例
か
ら
も
し
り
う
る
工
う
に
、
両
者
の
混
同
は
、
独
自
的
社
会
的
宇
津
を
空
斥
そ
の
も
の
と
考
え
、
社
会
存
続
の
条
件
た
る
社

会
的
労
働
の
質
料
変
換
は
「
常
に
L
H
永
遠
に
商
品
の
姿
熊
変
換
に
よ
り
、
し
た
が
っ
て
商
品
取
引
に
媒
介
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
弁
護
論
に
帰
着

す
る
。

〈2
)

こ
の
事
実
を
理
解
で
き
、
ず
、
両
者
の
「
排
他
的
一
民
別
」
を
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と
し
て
柳
氏
同
様
「
使
用
価
値
の
流
通
ー
一
説
を
と
り
、
商
業
の
、
氷

遠
性
を
誇
示
す
る
伊
藤
岩
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
単
な
る
所
有
権
の
鴛
転
だ
け
で
は
商
業
:
;
:
は
成
立
た
な
い
:
;
:
。
し
た
が
っ
て
運
愉
及
び
保
管
を
含
め
て
こ
の
商
品
流
通
安
広
義
の
商
業
と
L

て
、
そ
れ
か
ら
分
派
し
て
独
自
化
し
た
亮
輸
業
、
と
保
管
業
党
除
〈
商
品
流
涌
活
動
を
、
狭
義
の
商
業
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
?
:
・
。

運
輸
は
売
買
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
。
売
買
脅
捨
象
し
だ
高
輪
は
、
商
品
社
会
で
は
、
行
く
先
そ
知
ら
ず
し
て
歩
い
て
い
る
人
の
よ
ろ
な
も
の
で
あ

り
、
ナ
ン
セ
シ
ス
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
烹
買
は
単
台
あ
形
熊
転
化
に
と
Y
」
空
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
件
産
物
の
配
分
'
ど
い
う
実
質

的
機
能
の
特
殊
歴
史
的
・
媒
介
的
形
態
で
あ
る
一
〈
前
出
、
一
二
九
四
一
ペ
ー
ジ
)
。

経
済
学
的
分
析
の
対
象
を
な
す
社
会
は
、
そ
の
形
態
が
ど
ち
あ
ろ
う
去
、
現
に
人
間
が
生
存
し
か
っ
存
続
す
べ
き
社
会
で
あ
る
。
労
働

生
産
物
の
年
々
の
生
産
が
必
要
で
あ
り
、
生
市
附
さ
れ
た
社
会
的
生
蔭
物
は
消
費
の
た
め
に
「
配
給
」
さ
れ
わ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て

「
年
々
生
産
さ
れ
る
労
働
生
産
物
は
常
に
生
産
か
ら
消
費
え
向
つ
て
の
配
給
」
円
で
あ
る
、
と
何
百
ぺ
ん
く
り
か
え

L
て
も
、
そ
れ
は
、
な

に
ご
と
を
も
あ
き
ら
か
に
ず
る
も
の
で
は
な
〈
、
永
遠
の
自
然
条
件
た
る
右
の
事
実
の
確
認
に
と
ど
ま
る
。
科
学
に
よ
っ
て
説
明
さ
る
ペ

き
こ
と
は
、
こ
の
永
遠
の
自
然
条
件
が
、
特
定
の
生
産
誇
関
係
に
制
約
さ
れ
て
ど
の
よ
う
に
貫
徹
し
て
い
る
か
、
相
異
な
る
諸
条
件
に
制



約
き
れ
る
生
産
と

f

父
換
と
を
規
定
す
る
特
殊
な
経
済
法
則
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
氏
は
、
社
会
成
員
へ
の
社
会
的

生
産
物
の
分
配
と
い
う
こ
の
自
然
条
件
を
「
商
業
」
と
い
い
「
売
買
」
と
い
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
社
会
は
、
そ
の
成
員
の
間
へ
の
社

会
的
生
産
物
の
分
配
を
、
永
遠
に
、
商
人
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
氏
の
見
解
に
お
け
る
弁
護
論

:
:
:
商
品
流
通
し
た
が
っ
て
貨
幣
流
通
を
基
礎
と
し
て
前
提
す
る
資
本
制
的
生
産
様
式

の
独
自
的
形
態
か
ら
生
ず
る
商
品
資
本
:
:
:
さ
ら
に
は
商
品
取
扱
資
本
:
:
:
と
い
う
形
態
を
、
生
産
過
程
と
し
て
の
生
産
過
程
か
ら
必
然

的
に
生
ず
る
姿
態
と
し
て
誘
導
し
よ
う
と
す
る
努
力
」

的
性
格
は
お
お
う
べ
く
も
な
い
。

「
す
な
わ
ち
、

(
前
出
、
第
三
巻
、
三
五
瓦
ベ
l
ジ
、
訳
、
四
六

0
ペ
ー
ジ
、
傍
点
井
田
)

を
氏
の
見

解
の
な
か
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

氏
の

「
理
論
」

に
お
け
る
中
軸
を
な
す
こ
の
性
格
は
、

た
ん
に
こ
の
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、

「
ヅ
連
に
も
商
業
が
存
在
す
る
」
と
い
う
主
張
に
も
し
め
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
あ
ら
た
め
て
論
究
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。「

商
品
取
抜
資
本
」
の
本
一
演
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

主
と
し
て
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
柳
氏
の
見
解
を
材
料
と
し
て
そ
れ
を
二

つ
の
側
面
か
ら
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
簡
単
な
検
詞
が
し
め
す
と
お
り
、

そ
の
つ
理
論
」
に
み
ら
れ
た
も
の
は
科
学
的
な

商
業
理
論
に
た
い
す
る
修
正
の
こ
こ
ろ
み
と
こ
の
修
正
に
よ
る
折
涙
主
義
的
商
業
埋
論
確
立
の
こ
こ
ろ
み
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か

し
、
そ
れ
も
、
実
は
、
内
容
空
疎
に
し
て
露
骨
な
資
本
主
義
弁
護
の
「
理
論
」
で
あ
っ
て
、
現
実
の
ぶ
天
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
そ
の
誤
り

た
る
ゆ
え
ん
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
以
上
の
検
討
を
通
じ
て
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
若
干
の
論
点
も
ま
た
あ

き
ら
か
に
さ
れ
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
成
果
に
も
と
づ
き
節
を
あ
ら
た
め
て
こ
の
問
題
を
簡
単
に
考
察
す
る
こ
と
に

し
よ
う
。

未

出

万

)

「
商
品
取
扱
資
本
」
に
つ
い
て

ムノ、




