
ス
テ
ュ
ア

i
ト

『

原

理

』

に

お

け

る

「

奪

修

」

に

つ

い

て

序

論
第
一
章
近
代
社
会
の
展
開
に
お
け
る
「
脊
修
」
の
意
義
(
以
上
前
号
〉

第
二
章
ト
レ
ー
ド
と
「
奪
移
」

一
第
二
編
の
構
成

ニ
需
要
の
視
角

三
外
国
貿
易
の
導
入

間
フ
ォ
リ
ン
・
ト
レ
ー
ド
段
階
と
「
警
修
」

五
イ
ン
ラ
ン
ド
・
ト
レ
ー
ド
段
階
と
「
章
者
修
」
(
以
上
本
号
)

六
「
流
通
」
と
「
富
の
均
衡
」

七
貨
幣
的
諮
政
策

第
一
一
一
章
『
原
理
』
に
お
け
る
脊
修
論
の
特
質
|
|
学
史
的
展
望

li(次
回
完
結
)

ス
テ
ユ
ア

l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
奪
修
」
に
つ
い
て

同

林

tコ

昇

四



ス
テ
ュ
ア
1
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
箸
修
」
に
つ
い
て

口

四
四

第
二
章

ト
レ
ー
ド
と
「
著
修
」

『
原
理
』
の
第
二
編
「
ト
レ
ー
ド
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
」

(
。
同
可
M
W

門同
O
m
w
口
弘
山
口
門
吉
mH
ミ
)
は
、
こ
の
書
の
理
論
的
分
析
の
主
要
な
内

容
を
ふ
く
む
部
分
で
あ
り
、
こ
の
小
論
の
序
論
で
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
『
原
理
』
に
お
け
る
脊
修
論
、
お
よ
び
こ
れ
に
集
約
さ
れ
る
有

効
需
要
論
は
、
す
で
に
第
一
編
で
示
さ
れ
た
そ
の
根
本
的
性
格
に
即
し
つ
つ
、
第
二
編
に
至
っ
て
体
系
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ

れ
を
つ
う
じ
て
、
古
典
派
的
思
考
の
パ
タ
ー
ン
に
対
立
し
て
『
原
理
』
を
特
色
づ
け
る
、
有
効
需
要
の
観
点
・
マ
グ
ロ
的
分
析
の
方
法
・

経
済
統
制
の
具
体
的
構
想
が
、
明
白
に
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
第
二
編
は
こ
の
よ
う
な
内
容
の
ゆ
え
に
、
当
然
、
貨
幣
・
信
用
・

財
政
な
ど
後
続
の
第
三
l
五
編
に
お
け
る
詳
細
な
分
析
お
よ
び
政
策
的
立
言
に
そ
の
枠
組
を
与
え
、
ま
た
そ
の
核
心
に
先
取
的
に
論
及
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
第
二
編
は
、

『
原
理
』

の
体
系
の
総
序
を
成
す
第
一
一
編
と
あ
わ
せ
て
、
こ
の
体
系
の
基

幹
部
分
で
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、

ス
テ
ュ
ア
l
ト
は
こ
の
第
一
・
第
二
の
両
編
を
一
七
五
五
|
五
八
年
の
あ
い
だ
に
|
|
-

と
く
に
五
七
年
以
来
テ
ュ

l
ピ
ン
グ
ン
で
|

l
ほ
ぽ
集
中
的
に
執
筆
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
疲
労
は
彼
に
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
や
や
長
期

の
療
養
生
活
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
(
第
三
編
は
お
そ
ら
く
は
右
の
二
編
と
あ
る
程
度
並
行
的
に
進
め
ら
れ
、

つ
づ
い
て
六

O

年
に
成
稿
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
『
原
理
』
の
理
論
的
骨
格
か
ら
は
は
み
出
た
、
複
本
位
制
と
造
幣
手
数
料
と
の
制
度
的
問
題
に
深
入
り

し
て
お
り
、

ま
た
、

つ
づ
く
第
四
・
五
の
両
編
は
六
三
年
に
帰
国
し
て
か
ら
の
仕
事
で
あ
る
〉
。

し
か
し
第
二
編
は
、
す
で
に
第
一
編
で
示
さ
れ
た
、
原
始
蓄
積
の
一
般
理
論
と
し
て
の
骨
組
み
に
理
論
的
分
析
の
肉
付
け
を
与
え
、
こ



れ
に
よ
っ
て
学
史
上
に
ユ
ニ
ッ
ク
な
位
置
を
占
め
る
貨
幣
的
経
済
理
論
の
体
系
を
こ
こ
に
結
晶
さ
せ
る
と
同
時
に
、

か
え
っ
て
そ
の
分
析

の
深
ま
り
に
よ
っ
て
、
『
原
理
』
の
限
界
と
矛
盾
と
を
深
刻
に
露
呈
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
貨
幣
的
経
済
理
論
の
体
系
は
、

そ

こ

で

t土

一
方
で
価
格
理
論
の
局
面
に
ス
ミ
ス
を
指
向
す
る
ミ
グ
ロ
的
分
析
を
発
芽
さ
せ
な
が
ら
も
、
こ
れ
に
展
開
の
余
地
を
与
え
て
資
本
制

的
支
同
積
の
機
構
に
肉
迫
す
る
こ
と
の
不
可
能
を
み
ず
か
ら
立
証
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
他
方
で
は
逆
に
、
貴
金
属
即
富
と
す
る
そ
ネ
タ

l

ル
・
ジ
ス
テ

l
ム
の
旧
観
念
を
深
く
呼
び
入
れ
て
、
そ
の
理
論
的
・
社
会
的
制
約
の
意
外
な
ま
で
の
後
遺
性
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
誠
実
か
つ
執
端
、
な
理
論
家
で
あ
っ
た
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
は
、
こ
こ
に
避
け
が
た
く
現
わ
れ
て
く
る
撞
著
と
混
乱
と
が
推
論
に
お
け
る
精

励
と
忍
耐
と
を
以
て
解
消
さ
れ
う
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
た
め
に
第
二
編
の
諸
章
は
、
き
わ
め
て
複
雑
な
、
見
通
し
に
く

レ
構
成
を
と
ら
、
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
第
一
編
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
た
前
途
の
理
論
的
展
望
は
、
思
い
の
ほ
か
に
起
伏
の
は
げ
し
い
地
形

(
1
)
 

を
第
二
編
に
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
編
に
お
け
る
「
奪
修
」
の
問
題
の
新
ら
し
い
展
開
は
、
こ
の
複
雑
な
地
形

の
構
造
と
特
質
と
を
把
握
す
る
う
え
の
、
も
っ
と
も
有
力
な
鍵
を
わ
れ
わ
れ
に
提
供
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

さ
き
に
序
-
諭
(
注
二
)
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ン
へ

l
タ
ー
は
『
原
理
』
を
一
第
一
'
識
の
重
要
性
を
持
つ
二

i

厳
密
に
体
系
的
な
特
質
の
本
」

と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
一
こ
の
蓄
を
出
加
味
す
る
五
つ
の
編
:
:
:
を
通
観
す
る
・
:
;
者
ば
誰
で
も
、
『
国
冨
論
一
一
に
ま
さ
る
独
創
性
と
深
い
思
想
と
を

示
す
多
く
ゆ
論
点
を
見
い
だ
し
て
感
銘
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
ま
た
、
げ
て
れ
と
同
時
に
、
多
く
の
一
明
ら
か
な
誤
り
や
不
適
切
な
定
式
化

に
接
し
て
、
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
公
平
に
述
べ
、
つ
づ
い
て
そ
の
人
口
・
諸
制
格
・
貨
幣
・
課
税
の
理
論
の
到
達
点
を
積
極
的
に
評

価
し
つ
つ
も
、
と
く
に
人
口
論
だ
け
が
全
体
と
し
て
採
り
あ
げ
る
価
値
の
あ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
Q
・
〉
・

ω口
H
Z
H
B
u
m
g
p
N
hな
向
。
ミ
也
、

同
町
さ
き
遣
片
品
諸
白
守
的
タ
同
由
民
-
H
Y
]
寸
凸
・
東
畑
訳
『
経
済
分
析
の
歴
史
』
第
-
耐
、
三
六
ベ
|
七
頁
)
。
右
の
一
三
一
口
葉
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
適
切
で

あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
経
済
分
析
し
の
歴
史
が
す
な
わ
ち
学
説
史
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
超
え
る
ば
あ
い
に
は
、
貨
幣
的
分
析
の
方
法
と
い
う
面
で

の
『
原
理
』
の
貢
献
と
限
界
(
な
い
し
矛
盾
)
と
が
対
象
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
、
右
で
諸
価
格
を
取
扱
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
に
と

ど
ま
る
第
二
一
編
が
ー
ー
も
と
よ
り
第
一
一
編
と
と
も
に

l
iと
く
に
慎
重
に
分
析
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
マ
r~
う
し
て
こ
の
ば
あ
い
の
分
析
法
、

ス
テ
ュ
ア
l
ト
『
原
理
」
一
に
お
け
る
「
高
官
修
」
に
つ
い
て

{司

一
四
五



ス
テ
ュ
ア
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
者
修
」
に
つ
い
て

仁ヰ

一
四
六

「
襲
く
ず
か
ら
穀
粒
を
見
つ
け
る
」
〈
同
右
)
と
い
う
選
別
の
作
業
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
第
二
編
全
体
の
ー
ー

ま
た
そ
こ
に
集
約
さ
れ
た
『
原
理
』
の
全
体
系
の
1

1
構
造
の
分
析
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

さ
て
、
第
二
編
は
序
言
お
よ
び
二
一
十
一
の
章
か
ら
成
る
が
、
こ
の
う
ち
第
三
十
章
は
補
遣
の
章
、
第
三
十
一
章
は
各
章
に
つ
い
て
の
要

約
の
章
で
あ
る
か
ら
、
理
論
的
展
開
は
ほ
ぼ
第
二
十
九
章
で
終
る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
二
十
九
章
は
理
論
的
分
析
を
主
ど
す
る
章
と
政

策
的
立
一
吉
田
を
主
と
す
る
章
と
を
ふ
く
み
、
こ
の
う
ち
の
前
者
は
お
も
に
は
じ
め
の
部
分
に
置
か
れ
て
は
い
る
が
、
緊
密
に
は
一
括
さ
れ
ず

に
諸
章
の
あ
い
だ
に
分
離
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
社
会
学
的
な
い
し
社
会
史
的
分
析
を
主
と
す
る
章
(
第
十
三
・
十
四
章
)
も
そ
の
あ
い
だ

に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
原
始
的
蓄
積
の
理
論
的
総
体
系
と
し
て
社
会
史
的
発
展
の
原
理
的
把
握
と
再
生
産
過
程
の
理
論
的
分
析

と
を
分
離
し
え
ず
・
経
済
法
則
の
貫
徹
を
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
指
導
の
下
に
置
い
た
、

『
原
理
』

の
基
本
的
構
造
が
、
第
一
編
の
抽
象
的
シ

ェ
l
マ
か
ら
第
二
編
の
具
体
的
接
近
の
段
階
に
至
っ
て
そ
の
制
約
を
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
し
た
た
め
、
叙
述
の
展
開
の
上
に
混
乱
が
避
け

ら
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
制
約
と
混
乱
と
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
原
理
』
の
全
編
を
「
ひ
と
つ
づ
き
の
理

〈

2
)

論
」
(
戸
什

B
E
O同

H10g。ロ山口
m
む
と
し
「
諸
原
理
の
演
揮
」
と
し
よ
う
と
す
る
、
ス
テ
ュ
ア

1
ト
の
努
力
の
ゆ
え
に
、

(
3〉

の
た
え
ざ
る
重
複
合
}
余
儀
な
く
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
明
断
さ
と
端
的
な
印
象
と
を
奪
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

理
論
的
叙
述

(

2

)

口
戸
、
之
宮
内

e
N
G
F
H
μ
H
O
p
s
-

ケ

4
日
向
日

¥H-

(
3
)

こ
う
し
て
第
二
編
の
紙
幅
は
相
当
に
膨
脹
し
、
そ
こ
に
は
ス
テ
ュ
ア
!
ト
の
い
う
意
味
で
の
「
緊
密
な
推
論
の
き
わ
め
て
長
大
な
連
鎖
」
(
ケ

Nω

斗
¥
出
日
)
が
い
ち
お
う
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、
ス
テ
ュ
ア
l
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
重
圧
感
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
「
深

刻
な
オ
ペ
一
プ
の
幕
開
の
フ
ア
ル
ス
」
(
?
自
H
¥
忠
由
〉
と
し
て
、
さ
き
に
あ
げ
た
第
十
三
・
十
四
の
二
章
が
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
ス
パ
必
タ
の
国
家
体
制
左
描
い
た
第
十
四
章
は
別
と
し
て
、
「
特
定
の
国
の
統
治
の
形
式
は
貿
易
の
事
象
に
お
い
て
他
国
民
と
競
争
す
る
ば
あ

い
に
ど
こ
ま
で
有
利
あ
る
い
は
不
利
と
い
え
る
か
」
と
題
す
る
第
十
三
車
は
、
や
が
て
知
る
よ
う
に
、
社
会
諸
階
級
の
歴
史
的
性
格
に
対
す
る
『
原

理
』
の
把
握
を
知
る
う
え
に
重
要
な
一
章
で
あ
り
、
し
か
も
第
一
編
で
の
叙
述
と
関
連
し
つ
つ
ス
テ
ュ
ア
i
ト
の
「
者
修
」
論
の
理
解
に
と
っ
て
不



可
欠
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
、
や
は
り
『
原
理
』
の
体
系
的
構
成
に
と
っ
て
は
、
「
深
刻
な
方
ベ
ラ
」
そ
の
も
の
の
、
舞
台
装
置
を
変
え
た
了
暴

と
見
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
て
、
第
二
編
の
見
通
し
に
く
さ
は
む
し
ろ
い
っ
そ
う
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

と
は
レ
ぇ
、
第
二
一
編
全
章
の
大
ま
か
な
区
分
な
ら
ば
そ
れ
は
い
ち
お
ろ
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
か
ら
第
八
章
ま
で
は
主
と

し
て
原
理
的
説
明
お
よ
ぴ
理
論
酌
分
析
の
部
分

l
iス
テ
ユ
ア

l
ト
の
表
現
で
は
「
ト
レ
ー
ド
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
と
の
作
用
に
働
き
か
け

(
4
d
)
 

る
基
礎
的
諸
原
理

Q
ロ
ロ
含
5
8
E
H
H
)江
口
巳

1
2
)」
の
部
分

l
。
こ
こ
で
は
、
第
一
一
編
で
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
に
加
え
て
ト
レ
ー
ド
と

フ
オ
リ
ン
・
ト
レ
ー
ド

い
う
新
ら
し
い
原
理
が
導
入
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
外
国
貿
易
が
は
じ
め
か
ら
導
入
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
空
ず
、
ト
レ
ー
ド
論
の

さ
ら
に
競
争
の
概
念
と
効
果
と
、
が
た
し
か
め
ら

(
5
)
 

れ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
視
角
の
な
か
で
価
格
の
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
、
と
く
に
生
産
費
の
分
析
が
進
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
乙
で
は
、

展
開
に
そ
な
え
る
た
め
に
、
第
一
編
で
一
部
さ
れ
た
需
要
の
原
理
が
ふ
た
た
び
説
明
さ
れ
、

需
要
の
原
理
の
上
に
ミ
グ
ロ
的
分
析
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
第
九
章
か
ら
第
十
九
章
ま
で
は
主
と
し
て
外
国
貿
易
を
取
扱

ぃ
、
最
初
に
総
括
的
叙
述
、

つ
い
で
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
維
持
す
べ
き
「
仕
事
と
需
要
と
の
均
衡
」

(σ
戸
】
山
口
の

0

0
同

君
。
円
W
N
H
ロ
仏
仏
O
l

E
P
P仏
〉

の
説
明
、
こ
の
均
衡
が
仕
事
〈
供
給
)

の
側
の
コ
ス
ト
の
増
大
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
破
壊
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
の
追
及
、
外
国
貿

易
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
す
る
、
こ
の
破
壊
を
さ
え
ぎ
る
た
め
の
諸
方
策
の
検
討
、
等
、
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、

さ
き
の
理
論
的
分

析
の
部
分
で
第
一
一
耐
を
ひ
き
つ
い
で
確
認
さ
れ
た
需
要
の
原
理
は
、

て
、
仕
事
U
供
給
↓
生
康
費
へ
の
関
心
と
こ
れ
へ
の
統
制
方
策
の
検
討
と
の
背
景
に
し
り
ぞ
く
。
他
面
、
ミ
ク
ロ
的
分
析
は
こ
こ
で
も
つ

こ
こ
で
の

一
仕
事
と
需
要
と
の
均
衡
」

の
ぼ
あ
い
に
は
、

屈
折
し

づ
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

つ
づ
く
第
二
十
章
か
ら
第
二
十
七
章
ま
で
は
、

一
転
し
て
需
要
の
原
理
を
回
復
し
、

マ
ク
ロ
的
分
析
と
貨
幣

的
経
済
理
論
と
を
も
っ
と
も
体
系
的
に
展
開
し
、
第
三
編
以
下
の
構
築
の
礎
石
が
こ
こ
で
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

さ
ぎ
の
ミ
ク
ロ
的

分
析
の
結
果
は
生
産
費
の
増
大
に
よ
る
有
利
な
外
国
貿
易
の
消
失
を
推
論
さ
せ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
適
切
な
統
制
政
策

ス
テ
ユ
ア
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
者
修
」
に
つ
い
て

ロ

四
七



ス
テ
ユ
ア
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
一
脊
修
」
に
つ
い
て

仁3

四
j， 

が
つ
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
成
熟
し
た
経
済
的
基
盤
に
立
ウ
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
状
態
が
現
出
す
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
に
第
一
編
で
の
社
会

コ
ン
プ

ν
ツ
ク
ス

酌
分
業
の
抽
象
的
モ
デ
ル
と
そ
こ
で
の
有
効
需
要
の
原
理
と
は
、
近
代
諸
国
民
の
い
っ
そ
う
複
雑
な
情
況
の
な
か
に
、
修
飾
さ
れ
つ
つ
再

現
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
部
分
は
、
第
一
編
第
六
草
で
の
警
修
の
「
定
義
」
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
一
章
を
あ
て

(

6

)

 

ス
テ
ュ
ア
l

ト
の
い
わ
ゆ
る
、
各
州
地
図
を
卒
業
し
た
う
え
で
の
全
国
地
図
を
描
く
こ
と
に
あ
て
ら
れ
、
貨
幣

る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、

的
政
策
の
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
一
環
と
し
て
、
第
三
編
以
下
に
詳
論
さ
れ
る
べ
き
租
税
論
・
公
債
論
・
病
問
論
が
、
貨
幣
的
経
済
理
論
の
体

系
の
な
か
に
お
の
お
の
の
位
置
を
指
定
さ
れ
て
、
先
取
的
に
約
論
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
と
の
ば
あ
い
、
成
熟
し
た
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
社
会
を

維
持
す
べ
き
流
通
上
の
原
理
と
し
て
、
さ
き
の
「
仕
事
と
需
要
と
の
均
衡
」
の
原
理
を
お

L
や
っ
て
、

J
日
間
の
バ
ラ
ン
ス
」

(σ
山
戸
別
口
(
U
O

。同
4
4
0
0
p
g

と
は
、
流
通
に
よ
る
貴
金
属
そ
の
他
の
耐
久
財
の
転
位
が
商
品
生
産

社
会
と
そ
こ
で
の
生
業
と
を
維
持
す
る
と
い
う
奇
異
な
観
念
で
あ
っ
て
、
重
商
主
義
に
お
け
る
貨
幣
的
分
析
が
つ
い
に
脱
却
し
き
れ
な
か

の
原
理
が
登
場
す
る
。
こ
の

「
』
届
の
バ
ラ
ン
ス
」

っ
た
旧
い
冨
の
観
念
が
こ
こ
で
は
や
や
大
が
か
り
に
再
生
産
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
一
一
】
原
理
」
一
の
全
体
系
を
i

J

そ
う
し
℃
も
と
よ
り
直

接
に
は
そ
の
「
者
修
」
論
を
i
l
l
l
つ
ね
に
後
方
へ
引
き
も
い
こ
す
町
内
暗
い
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
乙
の
観
念
の
登
場
ば
、

ト
レ
ー
ド
の
導
入
が
す
な
わ
ち
外
国
貿
易
の
導
入
で
あ
り
・
そ
こ
で
は
貿
易
差
額
が
究
極
の
関
心
で
あ
る
と
い
う
、
第
二
編
の
特
質
と
結

ば
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
終
り
に
、
第
二
十
八
・
二
十
九
章
お
よ
び
第
三
十
掌
(
補
遣
の
章
〉

の
は
じ
め
の
部
分
は
、
以
上
の

す
べ
て
を
前
提
と
し
た
う
え
で
の
、

図
か
ら
す
れ
ば
、

ヒュ

l
ム
の
機
械
論
的
数
量
説
の
詳
細
な
批
判
で
あ
り
、
貿
易
差
額
説
の
擁
護
と
い
う
そ
こ
で
の
意

ピュ

l
ム
に
対
す
る
反
批
判
で
あ
る
。
有
効
需
要
論
(
↓
「
奪
修
」
論
)

は
こ
こ
で
も
展
開
を
一
不
す
が
、

日
目
の
バ
ラ

ン
ス
L

の
観
入
品
も
こ
の
局
面
で
敷
桁
さ
れ
る
。

(
4
)
 
M
U
司、設内町、
N

S

一-

A

F

M

J

由
¥
}
ア
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こ
の
局
面
に
つ
い
て
は
、
筆
者
稿
「
ス
一
ア
ュ
ア
I
卜
石
川
理
』
に
お
け
る
。
利
潤
μ

に
つ
い
て
|
|
〔
一
原
理
』
第
二
編
の
分
析
・
け
1
1
1
L

(
本
誌
十
四
ノ
二
、
前
掲
)
で
分
析
し
た
。

(
6
)

口
戸
、
ミ
s
h
e門
戸
ア
怠
U
¥

戸
N
U
品
'
後
述
。

右
の
四
つ
の
部
分
、
す
な
わ
ち
し
い
て
簡
単
化
し
て
い
え
ば
、
付
基
礎
的
諸
原
理
の
部
分
、
口
外
国
貿
易
の
部
分
、

ア
ウ
タ
ル
キ
ー

の
部
分
、
同
数
量
説
批
判
の
部
分
へ
の
区
分
は
、
も
と
よ
り
い
ち
お
う
の
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
編
で
の
さ
ま
ざ
ま
の
立
論
は
そ
の
置
か

れ
る
べ
き
位
置
以
外
に
あ
っ
て
も
、

し
ば
し
ば
先
取
的
に
、

ま
た
再
確
認
の
た
め
に
、

一
度
な
ら
ず
く
り
か
え
き
れ
、

し
か
も
そ
れ
の
置

か
れ
た
理
論
的
闘
連
に

L
た
が
っ
て
い
く
ら
か
ず
つ
説
明
の
方
法
と
言
葉
と
を
変
え
て
あ
る
の
で
、
読
者
に
理
解
の
た
め
の
大
き
い
努
力

を
要
求
さ
せ
、
時
と
し
て
全
体
の
把
握
を
困
難
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
当
面
の
一

I

警
修
」
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
第
一
の
部

分
で
は
ほ
と
ん
ど
需
要
の
原
理
の
な
か
に
吸
収
さ
れ
て
第
一
編
で
の
「
一
問
者
の
奪
修
L

の
観
点
を
あ
ら
わ
に
せ
ず
、
第
二
の
部
分
で
は
む

し
ろ
外
閏
貿
易
が
必
要
と
す
る
節
約
と
い
う
観
念
の
対
立
物
と
し
て
取
投
わ
れ
(
し
か
も
他
面
、
そ
こ
で
は
第
一
一
一
の
部
分
で
の
(
警
修
」

の
意
義
が
先
取
的
に
述
べ
ら
れ
る
|
|
第
二
十
五
章
)
、
第
一
一
一
の
部
分
で
は
「
者
修
」
に
お
け
る
冨
者
の
役
割
が
明
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、

そ
れ
は
ー
ー
ー
や
が
て
詳
論
す
る
よ
う
に
1

1

第
一
編
で
一
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
と
照
応
し
つ
つ
も
そ
れ
か
ら
の
微
妙
な
推
移
を
見
せ
て
お
り
、

第
四
の
部
分
で
は
独
自
の
総
括
の
こ
こ
ろ
み
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
?
て
、
と
れ
ら
を
一
貫
し
て
、

し
か
も
第
一
編
と
の
緊
悦
な

関
連
の
も
と
に
、
把
握
す
る
た
め
に
は
、

や
や
複
雑
な
手
続
き
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
ま
た
こ
の
手
続
き
ぽ
、
き
わ
め

て
多
く
の
学
史
的
・
思
想
史
的
遺
珠
を
ふ
く
む
長
大
な
第
二
一
編
に
即
し
て
そ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
る
た
め
に
は
、

む
し
ろ
豊
富
な
素
材
に
対

す
る
き
び
し
い
選
別
の
1
1

時
と
し
て
は
部
分
的
断
念
の
ー
態
度
を
必
目
立
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
も
と
も
と
こ
の
小
論
に
お

げ
る
一
!
者
修
一
論
と
い
う
対
象
の
選
択
そ
の
も
の
も
ま
た
、
こ
の
選
別
の
た
め
の
視
角
の
設
定
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

λ

テ
コ
ア
i
ト
(
原
理
一
一
に
お
け
る
「
寄
修
」
に
つ
い
て

tコ

凹

ゴし



ス
テ
ユ
ア

i
ト
「
原
抑
止
』
に
お
け
る
「
存
修
一
に
つ
い
て

同

Ti 
O 

わ
れ
わ
れ
は
「
原
理
』
第
二
編
に
お
け
る
「
者
修
」
の
問
題
の
分
析
に
す
す
む
ま
え
に
、
そ
の
理
論
的
基
底
に
あ
り
・
す
で
に
第
一
一
編

(

7

)

 

で
「
へ
工
機
構
の
起
動
力
一
と
い
う
べ
き
等
価
物
を
提
供
す
る
と
さ
れ
て
い
た
、
有
効
需
要
の
視
角
ポ
、
こ
の
編
で
ト
レ
ー
ド
の
概
念
、
が
導

入
さ
れ
て
近
代
的
経
済
機
他
へ
の
具
体
的
接
近
、
刀
企
て
ら
れ
る
と
止
も
に
、
ど
の
よ
う
な
修
飾
を
こ
う
む
る
か
が
一
見
さ
だ
め
て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

(
7
)
 
同

u
ミ
詰
司
令
向
。
凶

ケ
ロ
品
1
1臼
¥
]
目
印

l
品

(
σ
-
?
?
ロ
F
3・
同
三
回
)
、

第
一
章
注
(
お
)
を
参
照
。

A
Y
E
B

日
与
の

mw
ロ
門
同
{
ロ
仏
ロ
田
仲
「
可
)

右
の
二
つ
の
用
語
に
つ
ぎ
の
定
義
を
与
え
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

?
lヶ
マ

i
チ
キ
ン
ト

ー
と
は
、
個
人
な
り
社
会
な
り
の
富
ま
た
は
労
働
を
、
商
人
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
人
々
の
手
で
、
ど
ん
な
欲
求
を
あ
叶
え
る
の
に
適
当
な
等

イ
ン
ダ
ス

ふ
l

仇、

" 。
ド+>

rt 
ロー。
円。。
H ・
'百
円。
の。
】

(") 

0 
ロ
ヒ3
0 
の
rt 
H ・。
白
血

.. 0' ト、。
レ、 Z
1、φ

ド、己

第
二
編
第
二
百
平
「
ト
レ
ー
ド
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
と
の
相
互
的
結
合
に
つ
い
て
」

価
物
と
ひ
き
か
え
に
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
の
中
断
や
消
費
の
阻
害
を
す
こ
し
も
伴
わ
ず
に
、
交
換
す
る
と
い
う
働
き
で
あ
る
。

ト
リ
と
は
あ
ら
ゆ
る
欲
求
を
叶
え
る
に
適
し
た
等
価
物
を
、
ト
レ
ー
ド
を
つ
う
じ
て
獲
得
す
る
た
め
に
、
自
由
人
が
そ
の
技
術
と
労
働
と

〈山口

m
o
E
Cロ
田

宮

σ
。2
・
)
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
c
」
こ
こ
で
は
、
定
義
の
主
眼
は
新
ら
し
く
概
念
と
し
て
導
入
さ
れ
る
ト
レ
ー
ド
に

あ
る
が
、
こ
う
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
定
義
の
内
容
は
、
ト
レ
ー
ド
が
商
人
と
い
う
独
立
の
階
層
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
行
為
で
あ
り
、
第
一

編
に
お
い
て
フ
ァ

i
マ
l
と
フ
リ
1

・
ハ
ン
ヅ
と
の
独
立
生
産
者
た
だ
し
地
主
を
ふ
く
む
1
1
3
が
っ
く
り
あ
げ
て
い
た
商
品
生
産
社
会

の
図
像
に
、
新
ら
し
い
流
通
の
媒
介
者
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

(
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

商
品
経
済
が
貨
幣
を
生
み
・
貨

幣
が
交
換
と
い
う
行
為
を
販
売
と
購
買
と
の
二
つ
の
取
引
に
分
裂
さ
せ
・
そ
己
に
商
人
を
生
み
だ
し
て
仲
介
H
ト
レ
ー
ド
と
い
う
機
哲
を



果
さ
せ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
)
。
こ
う
し
て
、

ト
レ
ー
ド
の
登
場
以
後
は
、

ま
た
後
者
に
よ
っ

そ
れ
は
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
を
促
進
し
、

て
促
進
さ
れ
つ
つ
、
出
刊
挽
え
て
近
代
社
会
の
形
成
に
力
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
動
力
を
つ
ね
に
活
動
さ
せ
る
と
こ
ろ
の

誘
閏
は
、
商
品
?
」
こ
で
は
社
会
的
剰
余
)
に
対
す
る
需
要
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
一
編
に
お
け
る
基
本
的
原
理
が
、
第

フ
オ
!
ス

「
わ
れ
わ
れ
は
:
:
:
ト
レ
ー
ド
が
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
を
h

押
し
進
め
る
と
か
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
が

二
編
の
冒
頭
で
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ト
ン
可
人
「
を
お
し
進
め
る
と
か
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ト
レ
ー
ド
が
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
を
促
進
す
る
と
か
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
が
ト
レ
ー
ド

?
を
支
え
る
と
か
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
は
第
三
の
原
理
、
す
な
わ
ち
、
剰
余
に
対
す
る
、
こ
れ
と
ひ
き
か

え
に
与
え
る
べ
き
等
価
物
を
持
つ
者
の
晴
好
に
、
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
曙
好
は
需
要
を
生
み
・
こ
の
需
要
は
ま
た
全
機
能
の
主
要

(

9

)

 

な
起
動
力
(
宮
内
江
口
名
門
戸
口
m
o
片
匹
。
巧
H
H
O
H
O
C
U
O
B
t
o
D
)
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
L

こ
う
し
て
、
第
二
章
は
「
需
要
に
つ
い
て
」

(
C
片

a
o
E
N
H
E凶
)
と
題
さ
れ
て
、

以
下
の
叙
述
の
た
め
に
、

こ
の
主
題
に
関
し
て
慎
重
な
定
義
と
抽
象
的
段
階
で
の
分
析
と
を
お
己
な
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
の
、
主
要
な
論
点
は
つ
ぎ
の
一
一
一
つ
で
あ
ろ
う
。
け
需
要
の
語
は
、
物
人
工
父
換
に
お
け
る
欲
求

(4gag
の
語
と
ち
が
っ
て

つ
ね
に
貨
幣
の
側
か
ら
の
一
般
商
品
へ
の
欲
求
を
意
味
す
る
。

(

却

)

側
か
ら
の
貨
幣
へ
の
欲
求
は
販
売

(
E
-
o
)
(
供
給
)
ー
ー
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
の
定
義
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
貴
金
属
貨
幣
を

(

日

)

た
ん
な
る
一
商
品
と
し
て
こ
れ
へ
の
有
効
需
要
と
い
う
語
を
用
い
た
の
ち
の
『
国
富
論
』
の
欠
陥
を
、
先
取
的
に
批
判
す
る
も
の
で
あ

と
述
の
定
義
で
の
ト
レ
:
ド
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

一
般
商
品
の

る
。
り
需
要
は
そ
の
量
の
大
小
に
よ
っ
て

m
g
E
仏
O
B
E丘
ま
た
は
曲
目
白
ロ
仏
O
B
E丘
と
呼
ば
れ
、
需
要
者
の
競
争
の
強
弱
に
よ
っ

諸
伺
俗
に
影
響
を
与
え
る
の
は
後
者
の
ば
あ
い
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

て

EmHH
仏
O
B
E
H円
四
ま
た
は

-
0
4『

a
o
s
m
w
D仏
と
呼
ば
れ
て
、

こ
の
分
類
は
以
下
の
分
析
に
役
立
て
ら
れ
る
と
と
も
に
、

ヒ
ュ

l

ム
の
数
量
説
に
対
す
る
批
判
の
た
め
の
伏
線
を
な
し
て
い
る
。
同
「
全

「
需
要
の
漸
次
的
増
加
の

つ
ぎ
の
よ
う
な
理
論
的
反
省
が
加
え
ら
れ
る
。

機
能
の
主
要
な
起
動
力
」
と
し
て
の
需
要
の
意
義
に
つ
い
て
、

ス
テ
ユ
ア
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
奪
修
」
に
つ
い
て

t斗

一五



ス
テ
ュ
ア
[
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
一
審
修
」
に
つ
い
て

己

一一丘二

性
質
は
、
供
給
を
増
す
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
を
刺
戟
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
乙
そ
の
急
激
な
増
加
の
性
質
は
、
諸
価
格
を
騰
貴
さ

せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」
こ
れ
は
右
の
同
に
お
け
る
需
要
の
分
類
か
ら
引
き
だ
さ
れ
る
推
論
で
あ
る
。

(

8

)

M

U

ミ
昌
司
会
N
a
-
-
-
H白
血

¥
N
N
ω

・
す
べ
て
イ
タ
リ
ッ
ク
。

(
9
)
H
-
H
J可

N
¥
N
U
H
・

(
日
)
ケ

H寸
ω
¥
N
ω
N
・

イ
ン
〆
ス
ト
リ

(
日
)
「
人
間
の
勤
勉
に
よ
っ
て
購
買
あ
る
い
は
生
産
さ
れ
う
る
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
量
は
、
い
か
な
る
国
で
も
、
有
効
需
要
に
よ
っ
て
:
:
:
お
の
ず
か

ら
定
ま
る
。
だ
が
、
い
か
な
る
商
品
で
も
、
金
銀
よ
り
も
容
易
か
つ
正
確
に
こ
の
有
効
需
要
に
適
応
す
る
も
の
は
な
い
」
(
〉
E
B
ω
自由け
}
f

司
S
N
S
ミ
同
ミ
叫
S
F
E・
σ可

P
E
E
-
ケ

ヲ

ち
N

・
大
内
訳
、
岩
波
文
庫
、
同
、
一
八
頁
)
。

(

ロ

〉

N
U
之
さ
合
同
町
ア
ケ

H
R
¥
N
g
l
h
F
・

(
日
)
ケ
島
田
品
¥
]
ア

M
g・
傍
点
は
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
。
こ
の
引
用
は
要
約
の
章
(
第
三
十
一
章
)
か
ら
と
っ
た
。
第
二
章
で
は

を
参
照
。

H
U
1
A肝

¥Nω
品

と
こ
ろ
で
、
商
人
に
担
わ
れ
た
ト
レ
ー
ド
は
、
原
理
の
う
え
で
は
需
要
に
依
存
し
つ
つ
も
、
実
際
で
は
そ
の
「
漸
次
的
増
加
」
を
確
保

す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
を
刺
戟
し
て
」
供
給
を
増
加
さ
せ
、

こ
の
両
面
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
競
争
状
態
、

す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
両
面
的
競
争
」

(仏
O
ロ
E
0
8
5
H
Vぬ
け

5
0口
)
i
i
i
(第
七
章
)
I
l
l
-を
招
来
す
る
と
さ
れ
る
。

」
の
主
聞
は

「
一
面
的
競
争
L

(包

E
U
-
o
g
B℃
己
目
立
。
ロ
〉
す
な
わ
ち
需
給
の
い
ず
れ
か
の
面
で
の
独
占
に
対
す
る
、
今
日
の
用
語
で
の
競
争
状

態
〈

85umw江
巳

4
0
8
D門
出
件
目
。
ロ
印
)
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
効
果
は
商
品
の
価
格
の
安
定
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
平
均
的
利
潤
を
成
立
さ

(
V
H
)
 

ぜ
る
と
と
も
に
、
価
格
の
構
成
と
生
産
費
と
の
分
析
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
第
四
章
「
商
品
の
価
格
は
ト
レ
ー
ド
に
よ
っ
て
ど
の
よ

(
国
)

(出
0
4司
け

F
o
uュ
。
。
由
。
同
問
。
。
仏
印

E
・0
一
色
ぬ
け

O
吋

H
E
P
O己

σω
刊
訂
mw
門
目
。
)
は
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
。
そ

う
に
決
定
さ
れ
る
か
」

う
し
て
そ
の
分
析
の
成
果
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
た
。

「
ト
レ
ー
ド
の
お
こ
な
わ
れ
る
結
果
と
し
て
、

商
品
の
価
値

(
4
m
w
-
z
o
 



ぇ

2
5
E。
丘
件
目
。
印
)

が
決
定
さ
れ
、
原
価
(
℃
ユ

B
o
n
g
c

ワ
ー
ク
マ
ン

の
第
一
の
も
の
は
、
使
用
さ
れ
る
時
間
、
職
人
の
支
出
、
原
料
の
価
値
に
依
存
す
る
。
第
二
の
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
総
計
に
譲
渡
利
潤

と
販
売
価
格

〈由。日日目
H
H
m
H
)

江
口
O
)

と
の
相
違
が
明
示
さ
れ
る
。
こ

(
ち
吋

0
2仲ロ日
X
E
P
H目。ロ巳一
oと
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
価
格
の
こ
れ
ら
二
つ
の
構
成
部
分
、
す
な
わ
ち
費
用
と
利
潤
と
を
厳
密
に
区

(
M
〉

別
す
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
:
:
:
一
右
の
引
用
の
う
ち
の
-
職
人
の
支
出
」
に
は
、
職
人
の
生
活
資
料
と
彼
の
道
具
類
と
へ
の
支
出
が

合
計
さ
れ
て
い
る
が
、
第
八
章
「
い
わ
ゆ
る
支
出
・
利
潤
・
損
失
に
つ
い
て
」

(一φ
問
看
町
内
W

仲
町
田
の
己
目
。
(
同

O
M
G
O
口。。・
日

)

吋

C
]市立ぃ・

山口門日

宮
町
田
)
で
は
、
右
の
支
出
を

O
M
G
O
ロ
わ
ぬ
と
呼
び
、
原
料
へ
の
支
出
を
「
前
貸
し
」

し
て
い

U
W
こ
の
分
類
自
体
ば
固
定
資
本
と
流
動
資
本
と
の
差
異
を
無
視
し
た
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
が
、

(EOロ
ミ
主
弔
問

5
2
8
と
呼
ん
で
相
互
に
区
別

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
価
格
の

分
類
が
ス
テ
ュ
ア
ー
に
な
り
に
資
本
の
分
類
に
進
ん
で
挫
折
し
た
こ
と
を
見
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
日
)

そ
れ
は
「
一
定
の
利
潤
L

〈

g
H
S
E
買
え
E
1
1
1
M
M
ミ
ま
な
な
?
?
5
ω
¥
N怠
〉
で
あ
り
「
妥
当
な
利
潤
一

1
0・
開
・
問
中
¥
N
U
印
)
で
あ
る
。
第
五
章
で
は
外
層
貿
易
に
閣
し
て
前
期
的
利
潤
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。

常
四
章
を
お
も
な
対
象
と
す
る
分
析
は
、
さ
き
に
注
(

5

)

で
あ
げ
た
筆
者
の
論
説
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

、
三
宮
内
ミ

NF
ケ
在
日
¥
デ
ピ
子
二
、
れ
も
要
約
豆
半
か
ら
引
用

G

』

唱

に

(

)

印

¥
N吋
仏
.

(
円
。
戸
υ

山
中
ロ

mwt日
開

方

同

.0]向

山

汁

..-- ~. /'¥ 

17 ~行 15
'---'. '-ーノ 、._./

な
お
右
の
価
格
の
分
析
に
お
い
て
、
「
原
価
」

1
|
|
ぎ
た
は
「
実
質
価
値
」

(

H

・
0
m
w
H
4釦
】
ロ
O
)

ー
を
こ
え
る
第
二
の
部
分
、
す
な
わ

ち
つ
譲
渡
利
潤
」
は
、
同
時
に
「
製
造
業
者
の
利
潤
」

(
E
E
E
Z
n
E円
。
司
、
印
刷
肖
丘
町
什
)
と
も
呼
ば
れ
、

し
か
も
、
「
こ
の
利
潤
は
つ
ね

に
需
要
に
比
例
し
、

し
た
が
っ
て
環
境
に
応
じ
て
変
動
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
製
造
業
の
繁
栄
を
進
め
る
た
め
に
は
大
き
い
需
要

〈
m
2
0什
a
o
E
E丘
〉
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
が
一
不
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
け
こ
こ
で
の
商
品
は
工
業

製
品
で
あ
り
・
ま
た
剰
余
柿
値
は
(
そ
の
性
質
の
如
何
ほ
別
と
し
て
、

ま
た
商
人
の
所
得
と
な
る
も
の
は
別
と
し
て
)
職
人
リ
製
造
業
者

ス
テ
ュ
ア
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
著
移
」
に
つ
い
て

同

五



ス
テ
ユ
ア
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
奪
修
」
に
つ
い
て

同

一
五
四

に
帰
属
す
る
も
の
が
対
象
な
の
で
あ
っ
て
、
農
業
に
お
け
る
剰
余
価
値
は
特
別
に
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
一
口
生
産
費
の
分
析

は
需
要
供
給
説
、

し
か
し
需
要
の
側
面
に
重
点
を
お
く
そ
れ
と
結
合
し
て
い
る
こ
と
、

を
示
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
第
一
の
論
点
は
、
他
方

で
生
産
費
部
分
の
分
析
の
な
か
に
職
人
の
賃
銀
部
分
以
上
の
価
値
的
な
剰
余
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
ぎ
り
|
|
そ
う
し
て
そ
れ
は
実
際
に
暗

示
さ
れ
て
い
る
|
|
、
ケ
ネ
l
の
ぼ
あ
い
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
ス
ミ
ス
へ
の
大
道
を
示
し
・
第
一
一
編
で
の
フ
7
1
マ
1
の
つ
く
る
社
会
的
剰

余
の
観
念
を
一
歩
す
す
め
た
も
の
で
あ
る
反
面
、
価
格
の
構
成
部
分
か
ら
当
然
に
地
代
を
脱
落
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
分
析
の
う

え
に
大
き
い
欠
陥
を
示
し
、
第
一
一
編
で
の
フ
ァ

1
マ
I
の
経
営
分
析
の
成
鳥
〉
(
第
八
章
)

と
の
接
続
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、

と
も
あ
れ
こ
の
論
点
で
の
貢
献
の
部
分
は
、
食
料
と
工
業
製
品
と
へ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
奪
修
」
の
効
果
を
区
別
し
よ
う
と
し
た
、
重
農
主

義
の

「
脊
修
」

論
の
混
乱
を
、

『
原
理
』

に
免
れ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
第
二
の
論
点
は
、

ヒ
ュ

l
ム
の
数
量
説
の
批

判
で
あ
る
第
二
十
八
章

「
流
通
と
、
生
活
資
料
お
よ
び
工
業
製
品
の
価
格
の
騰
落
」

(の山口
HZ目
白
色
。
ロ
。
。
白
血
E
O
H・0
仏
項
目
付
HH
吋

o
m
E・仏

什

O
け

F
O
E
ω
o
E
H門
H
E
ロ
O片
付
F
O
U
H
-
r
o
o同
印
ロ

σ白山由件。ロ
g
m
wロ円四

E
m
w
H
E片山の
E
H
O印
)
に
至
っ
て
、
ミ
ク
ロ
的
理
論
と
し
て
つ

ぎ
の
よ
う
に
仕
上
げ
ら
れ
る
。
ー
ー
ま
ず
、
生
産
費
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
な
か
で
は
生
産
者
の
生
活
必
需
品
と
く
に
食
料
の
価
格
が
も

エ
ン
プ
ロ
イ
メ
ン
ト

っ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
価
格
水
準
は
こ
れ
へ
の
需
要
者
の
数
と
こ
の
需
要
者
の
就
業
|
|
こ
れ
に
よ
っ
て
需
要
者
に
購
買
能
力
が

与
え
ら
れ
る
1
1
1
の
程
度
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
右
の
二
つ
の
う
ち
、
前
者
は
食
料
の
供
給
量
を
決
定
し
、

し
か
も
食
料
は

国
民
全
成
員
の
第
一
級
の
必
需
品
で
あ
る
こ
と
の
ゆ
え
に
そ
の
供
給
量
は
ほ
ぼ
安
定
す
る
か
ら
、
後
者
、
し
か
も
結
局
は
生
産
者
大
衆

ロ
ウ
ア

1
ヲ
・
グ
ラ
セ
ー

(
下
層
階
級
)
の
購
買
能
力
が
食
料
価
格
の
決
定
要
因
と
な
る
。
飢
鐘
の
年
で
も
パ
ン
の
価
格
が
か
ぎ
り
な
く
騰
貴
し
な
い
の
は
こ
の
た

め
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事
情
は
大
衆
的
需
要
が
商
品
価
格
の
決
定
要
因
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
生
産
者
大
衆
の
就

業
、
ひ
い
て
は
食
料
に
対
す
る
そ
の
購
買
能
力
を
与
え
る
も
の
は
、
富
者
の
支
出
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
価
格
理
論
の
こ
の
最



終
の
環
に
つ
い
て
、
『
原
理
』
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
上
述
の
と
こ
ろ
か
ら
、
人
民
の
下
層
階
級
の
子
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
富
〔
貨

幣
〕
の
劃
合
、
が
不
可
欠
な
必
需
品
の
価
格
を
つ
ね
に
規
制
す
る
こ
え
し
た
が
っ
て
、
官
苔
が
い
か
に
富
ん
で
い
て
も
、
食
料
の
価
格
は

貧
し
い
勤
労
者
の
〔
購
買
〕
能
力
〔
の
範
囲
〕
を
け
っ
し
て
越
え
え
な
い
こ
と
、
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
食
料
を
購
買
す

る
と
こ
ろ
の
、
人
民
の
下
層
階
級
の
こ
れ
ら
勤
労
者
が
、
彼
ら
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
と
ひ
き
か
え
に
富
者
か
ら
受
げ
る
対
価
で
こ
の
食
料
をサ

ー

買
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
同
様
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
富
者
の
富
〔
貨
幣
〕
の
景
が
〔
た
だ
ち
に
そ
の
ま
ま
〕
貧
者
の
勤

す
l
i
ス

労
に
対
す
る
そ
の
需
要
を
規
制
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
必
然
に
、
穀
物
の
価
格
は
、
売
り
に
出
さ
れ
る
他
の
あ
ら
ゆ
る
物
の
価
格

し
、
国
内
に
お
げ
る
富
の

の
労
働
に
対
す
る
富
詩
の
あ
い
だ
の
競
争
の
程
度
に
、
す
な
わ
ち
イ
ン
、
タ
ス
ト
リ
へ
の
〔
凸
局
者
の
〕
需
要
に
、
依
存

(
舘
)

と
い
う
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

〔
存
在
〕

量
に
は
依
存
し
な
い
、

ス
ミ
ス
へ
の
接
続
の
面
を

と
お
な
じ
に
、

つ
『
原
理
』
の
価
格
分
析
が
、
そ
の
体
系
酌
特
質
を
成
す
有
効
需
要
論
と

l
lし
か
も
さ
ら
に
そ
こ
で
の
富
者
の
有
効
需
要
と
い
う
視
角

と
1
1
l
精
綴
な
結
合
を
示
し
て
い
る
事
情
は
、
以
上
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
す
で
に
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ

全
体
と
し
て
「
平
易
か
つ
明
断
」
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

『
原
理
』

の
こ
の
よ
う
な
価
格
理
論
は
、

え
ノ
?
」
、(

四
)
、
さ
お
と
V

N

R

F

H

-

H

∞M
|印
¥
凶
品
目
白
・

(
日
)
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
前
掲
の
筆
者
の
論
説
を
参
照
。

(
加
)
「
寸
ベ
て
レ
ン
ト
は
、
総
生
産
物
か
ら
つ
ぎ
の
三
つ
の
主
要
項
山
口
宏
引
い
た
も
の
に
作
ぼ
正
確
に
比
例
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
た
し
か
で
あ

サ
ー
ウ
ア
ン
ト

る
。
第
一
。
フ
ァ

l
マ
l
、
そ
の
家
族
、
お
よ
び
奉
公
人
の
食
料
。
第
二
。
製
造
品
お
よ
び
土
地
耕
作
用
の
機
具
に
対
す
る
フ
ァ

l
マ
l

一
家
の
必

要
経
費
。
第
一
二
。
各
国
の
慣
習
に
し
た
が
う
、
フ

7
1
7
!
の
妥
当
な
利
潤
L

(

、
ミ
ま

eNa--"
お
¥
四
日
)
o

筆
者
稿
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ユ

ア
l
ト
と
グ
レ
ゴ
リ
イ
キ
ン
グ
」
(
本
誌
十
二
ノ
三
)
を
参
照
。
な
お
、
『
原
理
』
の
価
格
論
に
お
付
る
地
代
の
欠
落
の
事
実
は
、
す
で
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

oa-m-
河・

ω。
F

同
3
h
N
G
N円

8
5
E守
的
。
h
.

句マ
L

『色遣
S
E
E言
ミ
・
巴
町
吋
・

MM-B
一
U
C
己主

2
5
n
w叩
H

・P

め
同
世
忠
君
主

H
b
n
M
1
皆
同
色
、
し
可
ミ
ミ
ミ
ミ
~
。
M
W
C
i
N
河町
wm-
一U
m
U
ゆ℃・

M
m
Z
-

た
杷
L
こ
の
前
者
は
こ
の
ぼ
あ
い
「
土
地
と
労
働
」
と
い
う
旧

ス
エ
ユ
ア
ー
〉
『
原
理
』
に
お
け
る
で
者
修
一
に
つ
い
て

叫

一
五
五



ス
テ
ユ
ア
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
者
修
」
に
つ
い
て

t今

一
五
六

い
観
念
か
ら
の
『
原
理
』
の
脱
却
の
方
向
に
注
意
し
、
後
者
は
こ
こ
に
引
い
た
長
業
経
営
の
分
析
を
引
用
し
て
い
る
。

(
引
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
立
・
ア
ω
巧
|
∞
¥
?
m
N
l
∞
・

(
担
)
?
ち
H
i
N
¥
戸
∞
∞
・
傍
点
は
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
o

(
お
)
以
上
の
一
連
の
理
論
的
連
環
の
う
ち
、
食
料
の
価
格
が
大
衆
の
購
買
能
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
部
分
を
ス
テ
ュ
ア
l
ト
は
愛
惜
し

て
、
一
七
六
九
年
に
公
刊
し
た
、
彼
の
郷
土
に
つ
い
て
の
時
論
的
小
冊
『
ラ
ナ
l
F
州
の
利
益
』
(
内
q
g
H
E
g
H
S
滝
川
室
町
営

S
R
R
M
H
ミ

叫P
G
h
c
誼
詰
守
ミ

N
V
E
ミ

b
s
pミ
向
島
署
叫
)
の
な
か
で
も
こ
れ
を
用
い
(
巳
・
モ
ミ
』
fp
〈
・
七
七
-
N
話
|
U
O
)
、
-
一
原
理
~
の
全
集
版
で
は
そ
の

第
一
編
第
三
十
章
に
整
備
さ
れ
た
展
開
を
添
加
し
て
い
る
。
こ
の
一
環
は
、
セ
ン
に
よ
っ
て
口
E
t
B
R
聞
広
巳

Z
与
巴
心
E
0
2
ι
E
F
2

口
。
σ
E
H
O
ロ
田
口
8
2ま
え

え

z
a才
白
含
B
E
ι
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
志
2
・
。
、
・
ミ
f
u
-
E
U
、
全
集
版
に
附
加
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て

は
、
ω
2
・
N

守主・・

3
・
8

由
、
田
添
っ
シ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
i
ト
『
ラ
ナ
?
ク
州
の
利
害
に
関
す
る
諸
考
察
』
に
つ
い
て
」
(
『
商
学
論

集
』
二
八
の
四
、
五
)
の
各
所
、
お
よ
び
筆
者
著
円
経
済
学
の
形
成
時
代
』
(
前
掲
)
の
七
八
i
九
頁
を
見
ょ
。

(
包
)
口
同
-
H
F
〉
・
』
-
H
o
y
-
z
o
p
、
『
由
礼
会
2
2
3
。
L

『
込
札

sa-切
室
町

p
w
H
U
ω
吋
・
℃
-
N
N
U
・

し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、

『
原
理
』

に
お
け
る
マ
グ
ロ
的
分
析
の
領
域
が
対
象
な
の
で
あ
り
、

そ
の
第
二
編
で
の
ミ
ク
ロ
的
分

析
が
最
後
に
到
達
し
た
、

上
述
の
富
者
の
「
奪
修
L

の
観
点
も
、
当
面
の
領
域
の
な
か
で
あ
ら
た
め
て
第
二
編
の
章
を
追
い
つ
つ
検
討
さ

に
れ
な
く
亡
は
な
ら
な
い
c

、
す
で
に
知
っ
た
よ
う
に
、
第
二
編
の
詰
章
は
、
基
礎
的
諸
原
理
↓
外
国
昨
日
、
易
↓
ア
ウ
タ
ル
一
一

1
ー
と
い
う
順
序
に
展
開
し
、
終
り
に
重
照

主
義
貨
幣
・
貿
易
理
論
の
擁
護
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
そ
の
諸
原
理
の
部
分
で
あ
る
第
一
八
章
の
な
か
に
も
、
す
で
に
外
国
貿
易
に
関

す
る
独
立
の
二
章
、
す
な
わ
ち
第
五
章
「
勤
勉
な
国
民
は
外
国
貿
易
を
ど
の
よ
う
に
は
じ
め
る
か
、

ま
た
こ
れ
を
は
じ
め
た
商
人
に
と
っ

て
の
そ
の
請
結
果
」

(]函

C
戸
、
H
C
H
O
日
関
口
付
門
戸
(
H
O
O
℃
O
D
印
C
M
m
w
口
同
ロ
仏
己
申
け
吋
目
。
ロ
由
句
。
。
日
〕
目
。
唱

山
口
門
同
什
げ
。
。
。
ロ
印
。
(
{
戸
。
口
。
。
印
。
]
市
{
廿



件
。
け
}
H
O
B
O吋

CFmgg
調
印
回
。
印
丘
町
付
。
口
問
。
。
仲
)

お
よ
び
つ
づ
く
第
六
章

「
質
朴
と
無
為
と
に
生
き
る
国
民
の
あ
い
だ
に
支
動
貿
易

(
。
。
ロ
印
。
ρ
ロ
σロ
の
め
印
。
片
付
y
o

山
口
け
円
。
己
ロ
の
位
。
ロ

O
片
山
℃
山
田
田
山
戸
、
。

]hcH
・0
r
H
口
付
可
釦
門
同
o
h
H
ロズ
v
p
m
m
w

(
お
)

℃
O
O
H
)】

0

4
『

HH
。
民
〈
O

E

包
自
立
町
三
け
て

ωロ門凶目白
-
o
D
O
印
出
)
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二
編
で
の
ト
レ
ー
ド
の
導
入
が
、

近
代
社
会
の
展
開
に
関
す
る
第
一
一
似
の
抽
象
的
図
式
を
、
こ
れ
に
外
国
貿
易
ハ
フ
ォ
リ
ン
・
ト
レ
ー
ド
)
を
加
え
つ
つ
具
体
化
す
る
と
い
う

が
導
入
さ
れ
る
こ
と
の
諸
結
果
L

三
国
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
つ
こ
の
意
図
は
す
で
に
第
一
章
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
。
「
社
会
の
相
互
的
欲
求
合
取

ν
イ
パ

l

イ
ン
シ
ニ
ニ
ニ

扱
い
、
そ
れ
ら
が
労
働
と
熟
練
と

よ
っ
て
満
た
さ
れ
れ
ば
、
き
わ
め
て
自
然
に
、

)j 
で
:土

ノヘ
1::] 

が
増
加
し
他

商 方
品で
のトは
転3農
{多三業
カtfカt
工発
業達
者す

〔第

編
で
は
〕

る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
取
扱
う
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
諸
観
念
を
単
純
化
す
る
た
め
に
、

か
ら
消
費
者
に
直
接
に
お
と
な
わ
れ
る
と
仮
定
し
、

ま
た
こ
の
両
者
が
同
一
の
社
会
の
成
員
で
あ
る
と
仮
定
し
た
。
さ
て
、

イ
ソ
ダ
ス
ト

リ
の
生
産
物
を
蒐
集
し
分
配
す
る
方
法
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
異
な
る
国
民
の
あ
い
だ
の
ト
レ
ー
ド
の
導
入
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
第
三
の

原
理
の
挿
入
に
よ
っ
て
、
事
態
は
も
っ
と
複
雑
に
な
る
。
ト
レ
ー
ド
は
〔
商
品
を
〕
幾
千
も
の
手
か
ら
受
け
と
り
、
幾
千
も
の
手
に
分
配

す
る
。
/
ト
レ
ー
ド
が
そ
の
開
始
を
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
に
負
う
の
か
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
が
そ
れ
を
k

レ
l
ド
に
負
う
の
か
を
問
う
と
と
は
、

心
臓
の
運
動
が
血
液
に
負
う
の
か
・
血
液
の
運
動
が
心
臓
に
負
う
の
か
を
問
う
こ
と
に
似
て
い
ブ
心
。
こ
れ
ら
の
両
者
は
知
覚
で
き
ぬ
ほ
ど

す
こ
し
ず
つ
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
、
ど
こ
で
運
動
が
は
じ
ま
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ひ
と
た

び
人
体
が
完
全
に
形
成
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
心
臓
が
循
環
守
山
円
。
丘
町
品
目

0
5

い
の
で
あ
る
よ

び〉

と
し、

すこ
なと
わを
ちわ
外、 Tこ
園、く
貿し
易は
カ:; Vま
、と

イん
ン r
ダ疑
ス オフ
トな

」
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
、

「
異
な
る
国
民
の
あ
い
だ
の
ト
レ
ー
ド
」

リ
の
発
展
の
そ
も
そ
も
の
最
初
か
ら
こ
れ
に
協
同
し
、

し
か
も
後
者
の
一
定
の
段
階
以
後
は
そ
れ
に
と
っ
て
絶
対
に
不
可
欠
の
も
の
だ
と

い
う
認
識
が
、
『
原
理
』

の
基
調
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
基
調
は
、

第
二
編
に
お
け
る
外
国
貿
易
論
の
領
域
を
大
き
く
し
、

ス
テ
ュ
ア
l

ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
脊
修
」
に
つ
い
て

仁立

fL 
七



ス
テ
ユ
ア
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
奪
修
」
に
つ
い
て

一
五
八

同

そ
こ
に
反
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
を
生
む
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

(
お
)
こ
の
両
章
の
う
ち
、
最
初
の
第
五
章
は
、
遅
れ
た
国
民
に
対
し
て
進
ん
だ
国
民
が
与
え
る
外
部
か
ら
の
刺
戟
を
、
進
ん
だ
国
民
の
商
人
の
側
か

ら
描
き
、
前
期
的
利
潤
の
成
立
と
そ
の
解
消
の
方
向
と
を
述
べ
る
。
第
六
章
は
、
外
国
貿
易
に
関
す
る
以
下
の
諸
章
に
直
接
先
行
し
て
、
外
部
の
刺

戟
に
よ
っ
て
国
民
の
内
部
か
ら
外
国
貿
易
が
開
始
さ
れ
る
事
情
を
描
く
。
し
た
が
っ
て
こ
の
第
六
章
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
第
一
一
編
の
具
体
化
が
発

足
す
る
章
で
も
あ
る
。

(お
)

M

M

之
さ
e
N
G
F

ケ

ゴ
O
¥
N
N

∞l
u・
こ
こ
で
の
「
第
三
の
原
理
」
と
は
、
前
節
に
あ
げ
た
、
社
会
的
剰
余
に
対
す
る
有
効
需
要
と
し
て
イ
ン
ダ

ス
ト
リ
お
よ
び
ト
レ
ー
ド
が
そ
れ
に
依
存
す
る
と
い
う
意
味
で
の
第
三
一
の
原
理
(
前
節
注
9
)
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
生
産
と
消
費
と
の
両
者
を

仲
介
す
る
「
第
三
の
」
原
理
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
言
葉
は
さ
き
に
引
い
た
用
語
に
前
行
す
る
も
の
で
あ
る
心

フ
オ
リ
シ
・
ト

ν

l
ド

ト
レ
ー
ド
を
具
体
的
に
は
外
国
貿
易
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
は
、

『
原
理
』

の
第
二
編
に
お
い
て
、
そ
の
基
礎
的
原
理
の
部
分
で
第
一
一
編

ひ
と
ま

そ
の
集
中
的
表
現
で
あ
る

「
者
修
L

の
問
題
を
、

を
継
ぎ
つ
つ
有
効
需
要
の
原
理
が
(
前
述
の
よ
う
に
〉
確
認
さ
れ
な
が
ら
も
、

ず
は
後
景
に
退
か
せ
る
こ
と
と
な
る
。
さ
き
に
知
っ
た
よ
う
に
、

は
、
基
本
的
に
は
独
立
の
商
品
生
産
者
で
あ
り
、

第
一
一
絹
に
お
け
る
近
代
社
会
の
モ
デ
ル
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
構
成
単
位

そ
の
資
格
に
お
い
て
同
時
に
、

他
者
の
生
産
す
る
商
品
の
消
費
者
な
の
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
第
二
編
で
ト
レ
ー
ド
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
担
当
者
で
あ
る
商
人
の
立
場
か
ら
は
、
第
一
一
絹
で
の
商
品
生
産
者
た
ち

は
、
さ
き
の
引
用
で
一
不
さ
れ
る
よ
う
に
、
生
産
者
(
た
だ
し
代
表
と
し
て
工
業
者
)
と
消
費
者
と
に
分
け
ら
れ
、

こ
う
し
て
、

「
わ
れ
わ

れ
が
さ
き
に
欲
求
と
呼
ん
だ
も
の
は
消
費
者
に
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
と
呼
ん
だ
も
の
は
工
業
者
に
、
貨
幣
と
呼
ん
だ
も
の
は
商
人
に
、
こ
こ

で
は
〔
そ
れ
ぞ
れ
〕
代
表
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
こ
の
区
別
は
、
国
民
の
成
員
が
各
自
に
あ
る
程
度
あ
わ
せ
持
つ
経
済

的
諸
機
能
の
分
類
な
の
で
あ
っ
て
、
す
く
な
く
と
も
消
費
者
は
国
民
の
独
自
の
階
層
を
き
し
て
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

や
が
て
外

国
貿
易
の
分
析
が
し
だ
い
に
進
め
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
た
ん
な
る
消
費
が
「
者
修
」
の
問
題
に
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
一
方
、
生

産
者
(
↓
販
売
)
と
消
費
者
(
↓
購
買
)
と
は
国
際
的
に
分
離
さ
れ
、
社
会
の
紐
帯
で
あ
っ
た
、
商
品
生
産
者
H
消
費
者
間
の
一
般
的
依



存
関
係
は
、

み
ず
か
ら
を
も
っ
ぱ
ら
生
産
者
の
側
に
置
い
て
貨
幣
的
富
を
積
も
う
と
す
る
、
重
商
主
義
の
国
民
的
一
コ
イ
ズ
ム
の
限
で
考

察
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
貿
易
政
策
上
の
主
張
を
は
じ
め
て
組
織
的
に
押
し
出
し
た
第
十
五
章
「
ト
レ
ー
ド
と
イ
ン
ダ
ス

ト
リ
と
を
永
続
的
基
盤
の
上
に
建
設
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
が
従
う
べ
き
諸
原
理
の
概
観
」

(
k
r
m
o
ロO
B
H
V
4
H
0
4『

O
片

品い一F
O
U
H
山口の印刷】目。白骨
O

ぴ
O
m
H
けJCM
ロ
色
。
門
凶
件
。

σ河
川
凶
印
け
mw-FAW
印口一
FMHD-

者
げ
O

H
・0
由。
-
4
0
印
什
0

0
印け
ω
ぴ
H
Z
F

け可刊
H
a
o
m
w
D
仏

山口円山口印け円吋

口問}。ロ

m
w
r
w
ω

け
門
口
間
同
O
O
A
U
山
口
問
)

く
風
潮
は
、
こ
れ
を
第
一
一
絹
に
お
け
る
そ
れ
と
比
べ
る
ば
あ
い
、
そ
の
不
一
致
は
他
の
何
ご
と
の
ば
あ
い
よ
り
も
ま
さ
っ
て
い
る
。
後
者

に
至
っ
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
言
明
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

「
:
:
:
こ
の
編
の
い
く
つ
か
の
部
分
を
つ
ら
ぬ

で
は
著
修
は
好
感
を
以
て
見
ら
れ
、
余
剰
物
の
い
か
な
る
増
加
も
人
口
増
加
の
手
段
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
。
:
:
:
わ
れ
わ
れ
は
人
民
を

ば
利
益
に
お
い
て
区
別
さ
れ
た
諸
社
会
に
分
つ
こ
と
の
必
要
を
持
た
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
取
扱
っ
た
諸
原
理
は
す
べ
て
に

共
通
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
、
生
産
者
で
あ
る
勤
勉
な
人
間
(
仲
何
回

O
Z仏ロ邸付吋
g
g
)
と
消
費
者
で

あ
る
奪
修
的
人
間
♀
y
o
E
M
C円円。

5
)
と
を
、
同
一
の
家
族
の
子
供
た
ち
で
あ
り
同
一
の
父
親
の
配
慮
の
下
に
あ
る
と
見
な
し
た
の
で

あ
っ
た
。
/
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
複
雑
た
作
用
を
取
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
眼
に
将
べ
ら
れ
る
も
の
は
、
あ
る
者
が
勤

勉
と
節
約
と
に
・
他
の
者
が
消
散

と
奪
修
と
に
打
ち
こ
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
異
な
る
風
潮
に
か
り
立
て
ら
れ

ア
イ
ヂ
イ
ア

て
い
る
、
異
な
る
杜
会
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
諸
国
民
の
あ
い
だ
に
別
々
の
利
益
を
生
む
。
:
:
:
/
こ
の
こ
と
は
新
ら
し
い
観
念
を
示

(門回目印印一℃
mw
け円。口〉

し
、
新
ら
し
い
諸
原
理
を
生
み
だ
す
。
第
一
舗
で
取
扱
わ
れ
た
人
類
の
一
般
的
社
会
は
、
こ
こ
で
は
い
わ
ば
二
つ
の
社
会
に
分
れ
る
。
す

な
わ
ち
勤
勉
な
生
産
者
は
一
方
の
社
会
に
、
箸
修
的
な
消
費
者
は
他
方
の
社
会
に
住
む
の
で
あ
る
。
第
一
一
輔
の
諸
原
理
は
こ
こ
で
も
そ
の

作
用
力
を
す
と
し
も
失
わ
な
い
。
者
修
は
依
然
と
し
て
同
様
に
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
の
推
進
に
役
立
つ
。
た
だ
し
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
仕
事
は
、

こ
の
脊
修
の
所
在
を
自
国
か
ら
〔
他
国
へ
〕
移
す
こ
と
で
あ
M
W
:
:
:
」
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
政
策
の
目
的
は
、
勤
勉
な
納
入
の
生
活

ス
テ
ュ
ア
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
春
修
」
に
つ
い
て

ロ

五
ブL



ス
テ
ュ
ア
I
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
者
修
」
に
つ
い
て

白

一
六

O

目
的
と
同
様
に
、
勤
勉
な
国
民
が
そ
の
隣
国
民
の
す
べ
て
に
ぬ
き
ん
で
て
富
を
積
む
こ
と
に
あ
る
。
ー
ー
ー
だ
が
、
右
の
引
用
は
、
第
一
一
編

で
の
客
観
的
な
社
会
分
析
の
立
場
・
分
析
者
の
保
持
し
た
「
世
界
市
民
」
の
立
場
が
、
第
二
編
で
は
国
家
主
義
的
政
策
の
立
場
・
ス
テ
イ

ツ
マ
ン
の
直
属
の
僕
ザ
立
場
に
転
化
し
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
第
一
編
の
基
調
を
成
し
た
貨
幣
的
分
析
の
視
角
が
こ
こ
で
ひ
と
た

び
は
失
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
そ
の
か
ぎ
り
は
、

ス
テ
ュ
ア

l
ト
の
言
葉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
一
帽
の
諸
原
理
は
こ
こ
で
は

そ
の
作
用
力
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
幻
)
、
ミ
富
町
民
も
な
♂
ア
]
寸
寸
¥
阿
国
∞
1
2・

(
お
)
ア

N
O
-
-
M
¥
望
。
|
叶
・
つ
づ
い
て
、
著
修
に
代
え
て
節
制
(
臨

O
Z日

2
5
と
支
出
に
お
け
る
適
度
(
言
。
ι負
担
仲
日

O出
)
と
が
求
め
ら
れ
る

3

(
却
)
口
同
・
?
怠
∞
|
寸
¥
]
[
・

M
g
(第
三
十
一
章
)
。
|
|
以
上
の
視
角
に
照
応
し
て
、
第
二
編
で
は
、
外
国
貿
易
の
発
展
し
つ
つ
あ
る
国
民
の
基

礎
に
大
き
い
圏
内
市
場
の
あ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
否
定
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
民
富
の
形
成
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
「
国
民
の
富
の
大
き
い
部
分

が
外
国
貿
易
に
あ
る
う
ち
は
、
そ
れ
は
園
内
を
流
通
し
な
い
。
そ
れ
は
外
国
人
と
の
あ
い
だ
を
流
通
し
て
彼
ら
に
対
す
る
バ
ラ
ン
ス
を
つ
ね
に
維
持

す
る
。
こ
の
ぼ
あ
い
は
、
国
の
最
大
の
富
者
も
そ
の
国
内
で
は
お
そ
ら
く
最
大
の
貧
者
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
こ
の
時
に
は
圏
内
消
費

201

5
0
1
gロ
2
5志向。

ε
の
た
め
の
貨
幣
の
流
通
は
き
わ
め
て
小
さ
い
で
あ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
課
税
は
ど
う
し
て
も
き
わ
め
て
低
く
、
そ
の
結
果

政
府
は
貧
し
い
で
あ
ろ
う
」

(

7

8

H

¥

戸

M
H
)
。

「
積
極
的
外
国
貿
易
」
)

ー
ー
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
そ
れ
は
『
原
理
』
の
体
系
の
理
論
的
特
質
を
純
粋
に
示
す
局
面
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ

し
た
が
っ
て
、
第
二
編
に
お
け
る
推
論
の
連
環
が
外
国
貿
易
〈
い
わ
ゆ
る

部
分
|
|
と
く
に
第
九
|
十
九
章

は
こ
こ
で
の
わ
た
く
し
の
分
析
の
直
接
の
対
象
で
は
な
い
。
し
か
し
他
方
、

『
原
理
』

の
叙
述
が
つ
ね
に
後
続
部
分
へ
の
先
取
的
説
明
を

ふ
く
み
つ
つ
重
畳
的
・
ら
せ
ん
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
事
実
と
、
こ
の
部
面
が
そ
れ
に
連
接
し
て
展
開
さ
れ
る
詳
細
な
マ
ク
ロ
的
・

貨
幣
的
分
析
の
部
面
を
深
処
で
制
約
し
て
い
る
と
い
う
事
情
を
は
っ
き
り
と
把
握
す
る
必
要
と
か
ら
、
こ
の
外
国
貿
易
の
部
分
の
約
説
は

や
は
り
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、

『
原
理
』

に
お
け
る
、
重
商
主
義
的
貿
易
統
制
政
策
と
そ
の
原
理
と
に
つ
い
て



の
、
か
な
ら
ず
し
も
独
自
な
体
系
的
特
質
を
持
た
ぬ
部
分
の
約
説
で
あ
る
。

だ
が
、
右
の
約
説
を
こ
こ
ろ
み
る
ま
え
に
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
次
節
以
下
の
分
析
の
見
通
し
の
た
め
に
、

『
原
理
』

に
お
け
る
、

ト

レ

ー
ド
の
発
展
段
階
の
把
握
を
、
第
二
編
の
中
間
的
整
理
の
章
で
あ
る
第
十
九
章
に
即
し
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
章
の
題
名
「
幼

(
剖
)

惟
-
外
国
・
園
内
の
各
ト
レ
ー
ド
と
、
こ
れ
に
作
用
す
る
若
干
の
原
理
と
に
つ
い
て
」
(
。
円
山
口

E
E・

可邸内山

0・
4
司
宗
何
回
『

O田

U
0
2
E
S巾
印

0402-
匂岡山口

oezm
当

E
n
F
Z
2ロ
O
D
S
F
O
E
)

同

O
吋

0
日
間
口
・

ωロ門凶山口】出口(同

が
示
す
よ
う
に
、

ト
レ
ー
ド
は
『
原

理
』
に
よ
れ
ば
、
政
策
原
理
を
呉
に
す
べ
き
」
一
一
一
つ
の
段
階
を
経
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第

d

の
「
幼
稚
ト
レ
ー
ド
」
は
、
「
国
民
の
必
需
品
の
供

拾
を
そ
の
目
的
と
す
る
〔
に
と
ど
ま
る
〕
種
別
一

(
J

ト
レ
ー
ド
の
段
階
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
ス
干
イ
ソ
マ
ン
は
、
第
一
一
樹
で
の
「
自
市

社
会
1

一
の
展
開
の
原
理
に
し
に
ぷ
い
、

ヱ
局
者
の
富
を
勤
労
者
の
手
に
引
き
渡
す
一

フ
オ
リ
ン
・
コ
マ

1
ス

べ
き
で
あ
る
が
ι

し
か
し
同
時
に
、
こ
の
段
階
は
「
外
国
貿
易
を
建
設
す
る
た
め
の
基
礎
」
と
し
て
、
新
ら
し
い
関
心
の
下
に
お
か
れ
な

」
と
に
よ
っ
て
こ
の
荷
階
層
の
福
祉
を
増
進
さ
せ
る

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
こ
の
ば
あ
い
に
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
拠
る
べ
き
準
則
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
自
然
生
産
物
の
加
主
を
、

イコ

ぎ
の
手
段
に
よ
っ
て
奨
励
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
国
内
消
費
を
凶
引
火
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
人
と
の

切
の
競

争
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
明
と
改

A
と
に
お
け
る
技
巧
と
競
争
と
守
促
進
す
る
か
ぎ
り
ブ
ロ
フ
イ
サ
ト
の
上
昇
を
許
容
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
需
要
が
減
少
す
る
ご
と
に
勤
労
仔
に
仕
事
を
与
え
て
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
c

そ
う
し
て
、
そ
れ
ら
が
利
益
を
以
て
輸
出
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、

」
こ
で
は
第
一
一
輔
の
基
本
原
理
は
そ
の

国
家
の
費
用
で
損
失
を
補
い
つ
つ
輸
出
を
つ
づ
け
る
の
が
よ
い
。
」

(

担

)

ま
ま
作
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
第
二
の
「
外
国
貿
易
」
の
段
階
に
入
る
と
、
政
策
の
原
理
は
一
変
す
る
。
す
な
わ
ち
、

プ

リ

ン

シ

プ

ル

、

で
の
支
配
的
諸
準
刻
は
、
奪
修
の
追
放
で
あ
り
、
節
倹
(
守
口
哲
畏
可
)
の
奨
励
で
あ
り
、
価
格
の
最
低
水
準
を
保
ち
っ
と
つ
け
る
こ
と
で

あ
り
、
仕
事
と
需
要
と
の
均
衡
の
提
動
守

5
2巴
O
D
)

を
最
大
の
注
意
を
以
て
見
守
る
こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
そ
う
し
て
、
他
の
諸
国
民

「
そ
こ

ス
テ
ュ
ア
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
奪
修
」
に
つ
い
て

同

」

ノ¥



ス
テ
ュ
ア
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
奪
修
」
に
つ
い
て

tミ

ム

ノ¥

の
持
つ
自
然
的
優
越
が
他
の
手
段
で
は
う
ち
克
ち
が
た
い
力
を
成
し
て
い
る
ば
あ
い
に
は
、

B
O
P
0
5
の
圧
力
と
影
響
と
で
こ
の
優
越
を
相
殺
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、

ス
テ
イ
ツ
マ
ン
は
財
政
支
出

ezzr

よ
う
や
く
育
成
さ
れ
た
諸
工
業
の
生

産
費
を
、
外
国
貿
易
の
維
持
と
発
達
と
の
た
め
に
抑
制
し
よ
う
と
す
る
方
策
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
仕
事
と
需
要
と
の
均
衡
」

は
、
第
一
編
で
の
人
口
増
加
U
社
会
発
展
の
た
め
の
基
本
準
則
で
あ
っ
た
「
生
産
と
消
費
、
と
の
均
衡
」
の
ば
あ
い
と
ち
が
っ
て
、
有
効
需

要
の
確
保
の
見
地
か
ら
で
は
な
く
、

む
し
ろ
生
産
費
水
準
の
維
持
・
確
保
の
見
地
か
ら
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、

こ
の
外
国
貿
易
の
段
階
が
行
き
づ
ま
っ
て
、
国
外
市
場
の
喪
失
の
う
え
に
あ
ら
た
め
て
国
内
市
場
が
編
成
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
・
な
く
な
る

と
、
ふ
た
た
び
生
産
者
と
消
費
者
と
は
同
一
の
社
会
の
内
部
で
相
対
し
、
第
一
編
の
原
理
は
l
i
i
こ
こ
で
は
成
熟
し
た
経
済
の
塞
盤
の
上

に
l
l
l開
展
す
る
。
そ
れ
が
第
三
一
の

「
閏
内
ト
レ
ー
ド
」

(
四
回
目
。
ロ
門
日
付
一
円

mw仏
O
〉

ま
た
は

「
園
内
商
業
」

Q
E
S応
。

O
B
5
0吋
g)
の

段
階
で
あ
り
、

つ
脊
修
」

と
有
効
需
要
と
貨
幣
的
政
策
の
諸
問
題
と
は
、
こ
こ
に
至
ヮ
て
も
っ
と
も
体
系
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
段
階
で
は
諸
国
聞
の
貿
易
条
件
の
変
化
を
利
し
て
第
二
段
階
を
回
復
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
お
り
)
こ
う
し

て
外
国
貿
易
へ
の
つ
よ
い
不
変
の
関
心
は
、
第
三
段
階
で
の
理
論
的
分
析
と
政
策
体
系
と
に
制
約
と
矛
盾
と
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

〈

ω)
こ
れ
は
さ
き
の
い
ち
お
う
の
区
分
に
お
け
る
、
外
国
貿
易
の
部
分
と
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
の
部
分
と
を
綾
涜
さ
せ
る
章
で
あ
る
o

な
お
、
基
礎
的
諸

原
理
の
部
分
に
つ
づ
く
最
初
の
章
で
あ
る
第
九
章
一
積
極
的
外
国
貿
易
の
開
始
に
よ
ヲ
て
貿
易
国
民
に
生
ず
る
一
般
的
諸
結
果
」

3
Z
宮
Z
E
r

os申告
g
g田

2
2
-江
口
開
百
日
可
包
山
口
同
日
付
S
F
ロ唱

S
5
0
8
8
E
m
c同

2

2吾、。

F
E
Hぬ
口
付
日
仏
叩
)
も
、
後
続
の
右
の
二
つ

の
部
分
の
先
取
的
要
約
で
あ
る
。

(
幻
〉
以
上
、
口
戸
、
ミ
ミ
な
向
。
ァ
ケ

ωOMass-ム
¥
ω
8
1
8
N
-
終
り
の
引
用
は
、

?
ω
R
K
D
N・
こ
こ
で
の
「
幼
稚
ト
レ
ー
ド
」
の
段
階
が
そ
の
ま

ま
同
時
に
さ
き
の
「
受
動
貿
易
」
の
段
階
に
か
さ
な
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
。
し
か
し
そ
れ
は
当
然
に
「
受
動
貿
易
」
の
段
階
を
ふ
く
む
。

と
こ
ろ
で
「
受
動
貿
易
」
に
関
す
る
第
六
章
で
は
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
の
成
立
↓
ブ
ア
[
マ
ー
か
ら
の
フ
リ
l
-

ハ
ン
ヅ
の
分
離
に
関
す
る
第
一
一
編
の



モ
デ
ル
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
修
飾
さ
れ
て
い
る
心
す
な
わ
ち
、
外
同
の
商
人
が
ブ
ラ
ン
デ
ー
を
持
つ
て
は
じ
め
て
貿
易
を
求
め
て
き
た
ば
あ
い
、
窮
死
す

べ
き
で
も
あ
っ
た
貧
し
い
人
間
は
狩
り
に
行
っ
て
毛
皮
を
獲
て
こ
れ
を
フ
ァ
!
?
!
の
許
に
も
た
ら
し
、
フ

7

1
マ
ー
が
こ
の
毛
皮
と
ひ
き
か
え
に

ブ
ラ
ン
デ
ー
を
求
め
て
狩
猟
者
に
は
剰
余
の
バ
ン
を
与
え
る
よ
う
に
交
渉
す
る
c
フ
ァ

l

マ
!
の
手
許
に
バ
ン
が
な
い
と
き
に
は
、
狩
猟
者
は
フ
ァ
ー

マ
!
の
土
地
を
小
作
ず
る
ミ
と
を
求
め
、
土
地
に
定
着
す
る
」
こ
う
し
て
毛
皮
が
い
ち
お
う
売
り
つ
く
さ
れ
る
こ
ろ
に
は
、
外
国
商
人
も
国
内
の
人

々
も
凶
内
に
イ
ン
ダ
ヌ
ト
リ
↓
工
業
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
(
口
?
7
H
U
H
-
M
¥
M
2
3
0
そ
う
し

て
、
第
一
一
編
の
第
五
章
は
、
す
で
に
右
の
具
体
化
を
予
一
示
し
つ
つ
叙
述
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
〈
口
?
?
巴
¥
ω
吋

1
3
0
こ
の
よ
う
に
し
て
、

農
工
分
離
の
。
プ
ロ
セ
ス
の
は
じ
め
に
、
外
国
貿
易
と
地
主
・
小
作
関
係
と
が
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
こ
の
小
論
の
第
一
章
註
必
を
見
よ
U
O

(
刊
叫

)
7
u
E
K
C
M
l
ω
・
傍
点
は
こ
こ
で
は
筆
者
の
も
の
。
な
お
、
三

σ
E江
O
D
の
語
は
こ
の
小
論
の
付
で
は
動
指
と
訳
し
た
が
、
今
後
は
そ
れ

を
訂
正
し
て
振
動
と
訳
し
た
い
。

(
お
)
こ
の
小
論
の
第
一
章
注
(
剖
〕
|
(
お
)
の
部
分
を
見
よ
。
な
お
次
節
に
詳
論
。

四

『
原
理
』
第
二
編
の
外
国
貿
易
論
に
つ
い
て
、
と
く
に
そ
の
第
九
|
十
九
章
に
即
し
て
、
こ
こ
で
は
以
下
に
そ
の
お
も
な
論
点
を
簡
単

に
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

け
右
の
外
嗣
貿
易
論
の
部
分
の
な
か
に
置
か
れ
た
、
第
十
章
「
仕
事
と
需
要
と
の
均
衡
に
つ
ト
て
し

(
C片
付

F
O
ぴ
巴
自
民
o
o
h
当
号
W

ωロ
(
同
仏

O
B
N
H
H
H
《
凶
〉
は
、
先
行
す
る
基
礎
的
諸
原
理
の
部
分
を
受
け
て
こ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
お
し
進
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ト
レ
ー
ド

一
般
の
発
展
と
こ
れ
に
と
も
な
う
需
給
の
そ
れ
ぞ
れ
の
側
で
の
「
両
面
的
競
争
L

状
態
の
成
立
と
は
、
供
給
と
需
要
と
を
均
衡
さ
せ
る

が
、
し
か
も
こ
の
均
衡
を
、
完
全
に
静
止
的
に
で
は
な
く
、

つ
ね
に
幅
の
せ
ま
い
・
お
だ
や
か
な
振
動
宮
y
c
E
〈

F
H
I
S
Z
口
一
m
o
D
2可

i
σ
E
Z
)
の
も
と
に
置
い
て
、

一i

仕
事
と
需
要
と
の
均
衡
」
は

そ
の
「
振
動
」
を
介
し
て
、
生
産
費
は
も
と
よ
り
平
均
利
判
を
も
確
保
し
つ
つ
し
か
も
こ
れ
を
胃
而
安
者
の
利
益
と
両
立
さ
せ
叫
)
の
み
な
ら

経
済
的
活
動
を
あ
る
い
は
維
持
し
あ
る
い
は
刺
戟
す
る
。

こ
う
し
て
、

日
ウ
プ
ュ
ア

l
b
〔
原
理
』
に
お
け
る
「
春
修
L

に
つ
い
て

亡コ

ム

ノ、



ス
テ
ユ
ア
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
奪
修
」
に
つ
い
て

tネ

一
六
四

ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
経
済
発
展
の
。
プ
ロ
セ
ス
と
も
ま
た
つ
な
が
り
う
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
い
わ
ば
健
康
な
「
振
動
」
の
幅
と

速
さ
と
が
需
給
の
ど
ち
ら
か
の
面
で
一
定
の
限
界
を
こ
え
、

「
両
面
的
競
争
」
が
つ
一
面
的
競
争
」
に
移
行
し
た
ば
あ
い
は
、
均
衡
は
回

復
さ
れ
な
く
な
り
、
顛
覆
す
る
(
。
-
〈

2
Z
3て
そ
れ
は
経
済
的
調
和
と
い
う
「
幸
福
な
状
態
〕
の
破
壊
で
あ
っ
て
、

任
務

ιこ
の
破
壊
へ
の
必
然
的
傾
向
を
防
止
す
る
に
あ

M
W

ス
テ
イ
ツ
マ
ソ
の

ヨ
)
「
こ
一
一
基
準
が
あ
ゐ
。
す
な
わ
ち
、
積
極
的
で
適
度
な
利
潤
(
吉
田

5
2
5
E負
担
汁
白
匂

2
2
)
と
積
極
的
で
適
度
な
利
潤

と
が
ベ
ラ
ン
ス
を
保
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
何
ハ
ラ
ン
ス
は
振
動
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ど
ち
ら
の
側
に
も
損
失
が
生
じ
て
は
な
ら
な
い
」
(
M
M『

Sー

ミ』ミ

F
7
N
N
c
b
ε
・
傍
点
は
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
)
。
ち
な
み
に
、
こ
の
引
用
に
つ
づ
い
て
、
「
利
潤
」
と
生
産
費
と
の
「
合
体
」
の
現
象
(
後

述
)
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
〈
な
お
デ

NNU¥NS
で
も
同
様
)
、
そ
れ
は
乙
乙
で
の
「
利
潤
」
が
た
ん
に
使
用
価
値
に
お
け
る
利
得
で
な
い
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
生
産
過
程
一
般
に
お
け
る
剰
余
価
値

l
i
「
譲
渡
利
潤
」
と
異
な
る
ー
ー
の
成
立
を
原
始
蓄
積
期
の
制
約
の
も
と

に
ス
テ
ュ
ア
I
ト
が
洞
察
し
て
い
た
ニ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
o

そ
れ
は
さ
き
の
第
四
章
で
の
何
格
の
分
析
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者

稿
「
ス
テ
ユ
ア
i
ト
「
原
理
一
一
に
お
け
る

d

利
潤
"
に
つ
い
て
一
(
前
掲
)
、
じ

O
i
七
四
瓦
を
参
照
。

(お
)

-

-

M

M

一山

¥
N
m
u
m山
・

片
付
と
こ
ろ
で
、
均
衡
の
こ
の
よ
う
な
勺
振
動
一
が
需
要
と
供
給
↓
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
と
ト
レ

i
ド
と
を
相
支
え
つ
つ
発
展
さ
せ
る
事
情

は
、
第
一
一
編
に
お
け
る
農
業
と
人
口
と
の
関
係
と
等
質
で
あ
る
と
さ
れ
、
し
か
も
「
:
:
:
人
口
の
漸
時
的
増
加
が
入
手
に
対
す
る
需
要
の

増
大
し
」
比
例
を
保
っ
か
ぎ
り
、
仕
事
と
需
要
と
の
均
衡
は
正
濯
に
保
た
弘
ご
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
第
一
編
に
お
け
る
需
要
と

い
う
基
礎
的
観
点
は
こ
こ
で
と
も
か
く
も
言
及
さ
れ
て
は
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

事
実
は
上
述
の
原
理
的
分
析
は
、

む
し
ろ
供
給
の
側
か

ら
の
均
衡
の
「
顛
覆
」
に
関
心
を
寄
ぜ
つ
つ
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
需
要
の
側
の
増
加
に
よ
っ
て
「
利
潤
」
が
高

ま
り
、

し
が
も
そ
の
状
態
の
持
続
が
商
口
m
の
「
肉
在
的
価
値
L

(

吉

R
E曲
目
。
ぐ
ω
2
0
1
1
1た
だ
し
こ
こ
で
は
生
産
費
、
す
な
わ
ち
さ
き
の

ヨ出
71巴
Z
O
と
同
一
の
も
の
を
意
味
す
る
l
l
i〉
へ
の
こ
の
「
利
潤
一
の
一
部
の
合
体

(gD印。
H
E
E
g
-
-宅
産
者
の
生
活
水
准
の
上



(
釘
)

ス
テ
ュ
ア
1

ト
は
こ
こ
で
お
そ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

訪

)

そ
う
し
て
こ
の
ば
あ
い
、
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
は
「
供
給
の
増
加
に
よ
っ
て
:
:
:
均
衡
を
同
復
さ
せ
る
」
よ
う
に
つ
と
め
な
〈
て
は
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
供
給
の
秤
皿
が
加
重
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
「
ト
レ
ー
ド
の
お
こ
な
わ
れ
る
状
態
を
衰
退
か
ら
守
る
た
め
に
は
、

昇

を
来
し
て
、
こ
の
事
態
が
一
十
顛
覆
」
の
原
因
と
な
る
と
い
う
ば
あ
レ
を
、

結

局
、
仕
事
を
持
つ
入
手
と
そ
の
労
働
へ
の
需
要
と
の
あ
レ
だ
に
完
全
な
均
衡
を
保
た
せ
る
よ
う
に
、
最
大
の
注
意
が
払
わ
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
ま
え
の
諸
命
題
か
ら
す
れ
ば
、

そ
れ
は
つ
ま
り
、
可
能
の
か
ぎ
り
最
大
の
需
要
に
供
給
を
つ
ね
に
応
じ
さ
せ
て
、
需
要
が
長
く

過
大
で
い
る
の
を
防
ぐ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
/
こ
れ
と
反
対
に
、
需
要
に
対
し
て
人
手
が
多
す
ぎ
る
と
き
は
、
仕
事
〔
の
価
格
〕

は
職
人
が
止
し
活
で
き
な
い
ま
で
に
下
落
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
少
な
す
、
ぎ
る
と
き
は
、
仕
事
〔
の
価
格
〕
は
騰
貴
し
て
、
製
造
ロ
聞
は
輪

(
ω
)
 

出
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
こ
の
引
用
は
、
供
給
へ
の
関
心
の
重
さ
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
外
国
貿
易
へ
の
関
心
に
結
ぼ
れ
て

い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、

「
利
潤
」
の
一
ー
合
体
し
と
い
う
、
賃
銀
論
の
分
野
で
そ
れ
自
身
は
ゆ
た
か
な
洞
察
に
富

む
観
念
も
、
そ
れ
が
均
衡
の
「
顛
覆
」
の
要
因
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
か
ぎ
り
は
、

必
然
に
外
国
貿
易
と
の
関
連
に
お
い
て
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
知
る
よ
う
に
、

『
原
理
』
に
お
け
る
近
代
社
会
の
畏
聞
の
も
っ
と
も
基
礎
的
な
モ
デ
ル
に

お
い
て
な
ら
ば
、
生
産
者
は
相
瓦
に
消
費
者
で
あ
り
・
右
の
「
合
体
し
は
す
な
わ
ち
社
会
の
各
成
員
の
福
祉
の
向
上
に
は
か
な
ら
な
い
は

(

川

叫

)

ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
山
山

)

H

U
司
、
民
お
三
V
N
a
-
-
-
M
M印
¥
ω
c
c
・

(

幻

)

口

問

・

H
-
M
N
H
¥凶
甲
山
山
・

(mC

ア
N
N
N
¥
N
8
1寸・

(

却

)

同

相

M
N品
¥
N
U
U
・

(ω)
ち
な
み
に
前
掲
の
ヴ
イ
ツ
カ
1
ス
は
、
こ
ニ
で
の
「
合
体
」
の
理
論
を
、

一
般
的
に
、

ι
o
H
H
g
E
-
E己
主
目
。
ロ
の
継
続
が
も
た
ら
し
た

101

ス
テ
ユ
ア
l
ト
寸
原
理
』
に
お
け
る
一
審
修
一
に
つ
い
て

白

一
六
五



ス
チ
↓
二
/
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
高
官
修
一
に
つ
い
て

υ 

一
一
汁

Z
E
E
-コ
の
認
識
で
あ
る
と
説
明
1
て
い
る
(
円
「
ぐ

E
E
3・
さ
'
ミ
ご
℃

υ
2
3
0

国
右
の
立
場
か
ら
は
、

た
ん
に
需
要
へ
の
関
心
が
後
退
す
る
、
ば
か
り
で
は
な
く
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
高
度
の
需
要
で
あ
る

「
者
間
伊

は
積
極
的
に
却
げ
ら
れ
・
代
っ
て

「
節
倹
一
が
要
求
さ
れ
る
。
第
十
ニ
章
一
君
国
民
の
あ
い
だ
の
競
争
に
つ
い
て
」

(
C
同
吾
今

2
5つ
2
E
oロ
ゲ

2
4寸
の
め
口
口
門
戸
色
。
ロ
ち
は
、
外
国
貿
易
の
行
き
、
つ
ま
り
に
関
L
て
つ
ぎ
の
上
う
に
述
べ
た
。

-
国
民
が
〔
経
済
的

地
止
少
を
失
い
は
じ
め
る
と
、
そ
の
栄
華
を
支
え
た
栓
そ
の
も
の
が
、
そ
の
重
み
に
よ
っ
て
衰
退
を
早
め
る
。
そ
の
置
の
市
民
の
富
は
国
内

つ
や
つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
高
い
利
潤
へ
の
盲
目
の
愛
士
討
を
刺
戟
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
利
潤
が
一
定

の
需
要
を
維
持
し
増
加
し
、

の
程
度
ま
で
合
体
さ
れ
る
と
、
ぞ
れ
は
国
民
を
富
ま
せ
う
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
外
国
人
の
需
要
を
市
場
か
ら
追
い
払
う
と
い
う
結
果
を

生
む
よ
こ
う
し
て
、

「
彼
ら
の
富
の
増
加
に
よ
っ
て
脊
修
と
浪
費
と
が
勤
勉
な
人
々
の
あ
い
だ
で
節
約
と
節
倹
と
に
代
る
こ
と
し

(
必
)

ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
介
入
が
な
け
れ
ば
、
も
っ
と
も
繁
栄
す
る
商
業
圏
か
ら
も
ト
レ
ー
ド
を
奪
い
去
る
で
あ
ろ
う
。

l
|
こ
の
よ
う
に
、
こ

t工

こ
で
の
関
心
の
的
は
、
富
者
の
「
奪
修
」
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
く
て
貧
者
(
勤
労
大
衆
)
の
「
奪
修
」
を
却
げ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
富
者
の
「
奪
修
」
の
抑
制
は
、
行
き
ず
り
の
場
所
で
、
ま
た
そ
の
ば
あ
い
も
貧
者
が
こ
れ
に
な
ら
う
こ
と
を
求
め
つ
つ
、

要
請
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

(
担
)

(

門

出

)

(

必

)

h
u
ミ
昌
司
令

N
2・
?
N
8
1
m
¥
ω

ロlAH・

H

・

り

ω由
¥
臼
日
仏
・

ぇ
・
ケ

ω
∞H¥ω
叶∞・

!
l第
十
七
章
「
外
国
貿
易
京
込
の
諸
徴
候
」

(ω
ヨロ
1

0
自由

O
州
合

SM可
宮
内
C
H
0
日
間
ロ
ミ
包
白
)
。

し
凹
目
同
を
勤
勉
で
節
約
的
な
生
産
者
と
し
・
他
国
を
著
修
的
な
消
費
者
に
し
よ
う
と
す
る
、
外
国
貿
易
で
の
政
策
構
想
は
、
結
局
は
、

貿
易
差
額
の
。
プ
ラ
ス
に
よ
っ
て
貴
金
属
を
閏
内
に
も
た
ら
そ
う
と
す
る
意
図
に
も
と
づ
く
。
し
か
も
こ
の
ば
あ
い
、
圏
内
に
お
け
る
有
効

需
要
は
抑
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
貴
金
属
は
や
が
て
自
己
目
的
と
し
て
、
す
な
わ
ち
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
耐
久
的
動
産
と
し
て
、
求



め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
に
用
い
ら
れ
て
き
た
「
富
L

(

止
の
戸

君
。
巳
仲
町
)
と
い
う
言
葉
は
、
こ
う
し
て
つ
ね
に
貴
金
属
日
貨

幣
を
さ
す
も
の
で
あ
っ
た
♀
そ
う
し
て
、
貿
易
差
額
説
の
理
論
的
擁
護
は
、
第
二
編
の
終
り
に
お
け
る
ヒ
ュ

l
ム
へ
の
批
判
の
部
分
、

と

く
に
第
二
十
九
章
「
外
国
民
と
の
流
通
、
す
な
わ
ち
貿
易
均
衡
」

(
Q
R己
主
古
口

4

『UHH
同

C
円巴
m
D
D
E目。ロ印・

5
0
2
g
o
岳
山
口
問

山
田

け何回。

σ巳
伊
D
n
o
o附け吋
mw
己

σ)
で
力
を
傾
け
て
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
貿
易
差
額
の
プ
ラ
ス
そ
の
も
の
を
獲
得
す
る
た
め
の
い
わ
ゆ
る

重
商
主
義
的
貿
易
統
制
策
は
、
当
面
の
外
国
貿
易
論
の
諸
章
で
断
片
的
に
展
開
さ
れ
、
と
く
に
第
十
五
章
(
第
三
節
に
上
述
)
と
第
十
八
章

「
外
国
市
場
で
売
れ
る
よ
う
に
工
業
製
品
の
価
格
を
引
下
、
げ
る
諸
方
法
」
(
冨

E
F
C含
え
古
君
。
江
口
m
F
O
H
M立
8
丘

B
E
M
E
R
R

と
に
約
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
食
料
等

の
生
活
必
需
品
の
増
産
へ
の
努
力
・
国
内
消
費
量
を
割
る
穀
物
輸
出
の
禁
止
・
他
方
で
の
穀
物
輸
出
奨
励
金
・
外
国
向
け
工
業
製
品
の
国

内
消
費
の
抑
圧
(
第
十
五
章
)
、
お
よ
び
さ
ら
に
、
右
の
穀
物
統
制
の
国
内
流
通
へ
の
全
面
的
拡
充
・
幼
児
お
よ
び
孤
児
を
収
容
す
る
強
制
援

什
ロ
円
。
出
・
山
口
。
吋
門
目
。
『
件
。
口
一
F
N
H
W
O
け
F
O
口
同
〈
σロ門日目
σ-σ

日ロ

F
2日間
D
5
2
wぬ
け
由
)

産
場
の
設
立
・
機
械
の
採
用
(
第
十
八
章
)
、
な
ど
が
提
唱
さ
れ
、
富
め
る
隣
国
と
の
あ
い
だ
の
貿
易
の
禁
止
も
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

ジ

エ

ネ

ヲ

戸

・

グ

ッ

ド

(

必

〉

統
制
へ
の
違
反
に
対
し
て
は
も
っ
と
も
き
び
し
い
刑
罰
が
求
め
ら
れ
、
全
体
の
利
益
が
個
人
的
見
地
に
優
先
す
る
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
う

し
て
、
右
の
諸
方
策
の
実
施
の
た
め
に
は
財
政
資
金
(
七
三
)
巴
の

B
O
D
o
u
-
)
の
使
用
が
不
可
欠
と
さ
れ
、
そ
れ
は
課
税
へ
の
政
府
の
権
能

を
確
認
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
要
す
る
に
、

ィ
、
食
料
の
消
費
に
対
す
る
外
国
の
競
争
の
禁
止
、

ロ

の輸
三出
つの
が可
統能
常Ijな
の諸
原商
理品
での
あ消
るa費

対
す
る
国
内
で
の
競
争
の
禁
止
、

ロ
、
財
政
資
金
を
以
て
す
る
、
こ
れ
ら
の
商
品
の
価
格
の
引
下
げ
、

と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
o
l
l
-
こ
の
よ
う
な
重
商
主
義
的
諸
方
策
の
提
唱
は
、
み
ず
か
ら
「
世
界
市
民
」
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
た
理
論

家
ス
テ
ユ
ア
1
ト
を
、
他
面
で
「
剛
直
な
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ほ
〕
と
呼
ぶ
こ
と
に
理
由
を
与
え
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
局
面
で

の
ス
テ
ュ
ア

i
ト
の
叙
述
は
、
具
体
的
な
国
民
的
利
益
や
国
民
的
製
造
業
の
死
活
の
利
益
を
背
景
に
持
た
ず
、
そ
れ
ら
を
抽
象
し
た
場
所

ス
テ
ュ
ア
i
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
奮
修
」
に
つ
い
て

~ 

一
六
七



ス
テ
ュ
ア
i
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
箸
修
」
に
つ
い
て

口

一
六
八

で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
む
し
ろ
い
ち
じ
る
し
く
精
彩
を
欠
き
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
護
主
義
的
重
商
主
義
者
た
ち
が

持
っ
た
国
民
主
義
の
迫
力
を
具
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
ス
テ
ュ
ア

l
ト
自
身
の
階
級
的
地
盤
が
結
局
は
初
期
産
業
資
本
の
上
に
な
か
っ
た

(
判
〉

こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

(
M
H
)

の
ち
に
み
や
す
か
ら
近
代
的
農
場
を
経
営
し
た
ス
テ
ュ
ア
l
L
に
お
い
て
、
穀
物
輸
出
奨
励
金
へ
の
加
湿
の
態
度
は
明
瞭
で
あ
る
。
な
お
つ
ぎ
の

一
言
葉
を
見
ょ
。
「
こ
れ
ら
の
食
物
や
必
需
品
は
〔
d

自
然
の
粧
粁
な
贈
品
物
ゲ
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
〕
そ
の
生
産
が
そ
れ
自
体
ひ
と
つ
の
製
造
業
、

す
な
わ
ち
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
の
対
象
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
生
産
に
よ
っ
て
生
活
す
る
人
々
の
た
め
に
一
定
の
〔
価
格
〕
水
準
が
保
た
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
」
(
、
三
詰
ミ
X
2・
ケ
ミ
ぐ
82)。

川
崎
)
以
上
は
第
ト
一
九
章
。

(
必
)
以
上
は
第
十
五
事
υ

財
政
資
金
に
つ
い
て
は
涼
十
八
章
で
も
言
及
。

〈
釘
)
ロ
戸

L

「
♂
何
回
口
出
。
口

w
c
h
y
門
誌
-
-
H
Y
N
H
A
H
-

(
必
)
た
だ
し
前
注
(
制
)
に
ふ
れ
た
よ
う
な
、
ス
テ
ュ
ア
l
ト
の
暁
年
の
経
歴
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

ζ

の
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
稿
「
ス
テ
コ

ア
ー
ト
『
原
理
』
の
歴
史
的
背
景
」
(
本
誌
十
三
の
一
ν

を
参
照
。

同
ス
テ
ュ
ア

l
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
貿
易
統
制
は
、

ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
計
画
と
運
営
と
が
適
切
で
あ
る
と
き
に
は
、
特
定
の
国

(
拍
)

民
の
貿
易
上
の
優
越
的
地
歩
を
「
き
わ
め
て
長
期
間
に
わ
た
っ
て
」
保
た
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
、
い
っ
た
ん
確
立
さ
れ
た
右
の
優
位

は
財
政
資
金
の
供
給
を
保
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貿
易
の
条
件
を
い
っ
そ
う
有
利
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
と
よ
り
こ
の
優
越

的
地
歩
は
現
実
に
は
永
続
し
な
い
。
外
国
市
場
を
つ
い
に
は
失
わ
せ
る
に
至
る
よ
う
な
、

工
業
製
品
の
価
格
の
騰
貴
は
結
局
は
抑
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
基
本
的
理
由
に
も
と
づ
く
と
さ
れ
る
。
第
一
。
す
で
に
知
る
よ
う
に
、
外
国
市
場
の
確
保
と
拡

大
と
は
国
内
生
産
者
の
「
利
潤
」
を
長
期
に
わ
た
っ
て
平
均
率
以
上
に
保
ち
、
そ
れ
は
こ
の
超
過
部
分
を
生
産
費
に
「
合
体
」
さ
せ
る
こ
と

t

と
な
っ
て
、

し
だ
い
に
輸
出
能
力
を
減
退
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
食
料
の
価
格
も
、

さ
ぎ
の
価
格
理
論
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
騰
貴
す
る



で
あ
ろ
う
。
第
二
。
国
内
で
農
工
分
離
の
プ
ロ
セ
ス
が
進
行
す
る
か
ぎ
り
は
、
右
と
は
別
に
労
働
力
の
価
格
は
ど
う
し
て
も
騰
貴
す
る
。
な

ぜ
な
ら
、
第
十
一
章
「
こ
の
〔
仕
事
と
需
要
と
の
〕
均
衡
が
や
が
て
破
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
」
(
当
『
吋

E
E
E
0
5
z
σ
巳
山
口

g
ぽ

含

E
g『
0
8
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
分
析
が
示
す
よ
う
に
、
人
口
の
増
加
は
収
穫
漸
減
に
よ
る
穀
物
価
格
の
上
昇
、
す
な
わ
ち
「
土
地
の

も
っ
と
費
用
の
か
か
る
改
良
」
を
必
然
と
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
、
農
村
か
ら
の
人
口
の
分
離
は
こ
の
人
口
の
家
計
に
お
け
る
実
物
経

済
部
分
の
消
失
、
す
な
わ
ち
彼
ら
が
「
そ
の
全
生
存
を
顧
客
の
支
出
か
ら
獲
得
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
」
と
い
う
事
態
を
生
む
か
ら

で
あ
る
。
ス
テ
ュ
ア
l
ト
は
『
原
理
』
に
お
い
て
は
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
に
進
行
を
は
じ
め
つ
つ
あ
っ
た
農
業
革
命
に
よ
る
、
農
業
生
産
力

の
飛
躍
的
発
展
を
正
確
に
見
透
す
に
至
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
態
は
、
穀
物
輸
入
や
初
期
的
機
械
の
導
入
で
そ
れ
に
抵
抗
す
る
と

し
て
も
、
諸
外
国
が
積
極
的
貿
易
を
開
始
し
て
経
済
体
制
を
整
備
し
、
自
然
的
条
件
の
利
用
と
熟
練
の
発
揮
と
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
れ

出
v

そ
れ
は
や
が
て
か
な
ら
ず
外
国
貿
易
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
幸
福
な
均
衡
を
「
顛
覆
」
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
た
。
こ
う
し
て
、
外
国
市
場
を
失
っ
た
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
の
状
態
で
あ
る
「
国
内
ト
レ
ー
ド
」
の
段
階
が
出
現
し
、
こ
こ
に
第
二
編
は
、

さ
き
の
基
本
的
原
理
の
部
分
と
相
接
し
つ
つ
、
第
一
一
編
を
支
え
た
有
効
需
要
↓
「
箸
修
」
の
視
角
を
、
こ
の
具
体
的
接
近
の
場
で
ふ
た
た

び
貫
徹
さ
せ
る
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

(

日

目

)

え

-
H
M『

s
n
h
b
h
a
-
-
-
u
c
c
¥
U
C吋・

(切

)
n
h・
】

-
N喧
寸

i
∞¥uE-

ハ
日
)
以
上
、
ぇ
・
ア

N
N
a
l
p
-
C
¥
ω
E
l
m
-

右
の
う
ち
の
第
二
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
著
『
経
済
学
史
研
究
序
説
片
三
五
|
七
頁
を
参
照
。

〈
回
〉
筆
者
稿
「
ス
テ
ュ
ア
i
ト
『
原
理
』
の
歴
史
的
背
景
」
(
前
掲
)
を
参
照
。
ス
テ
ュ
ア
i
ト
の
帰
国
後
の
、
上
述
の
経
歴
や
ア
I
サ

l

・
ヤ
ン

グ
の
思
想
と
の
接
触
(
『
原
理
』
全
集
版
で
は
ヤ
ン
グ
の
著
書
を
脚
注
に
引
用
〉
も
、
『
原
理
』
の
認
識
を
改
め
さ
せ
な
か
っ
た
。

〈
回
)
口
戸
、
『

h
a
n
e
r
p
ア
N

∞問、
3
・

ス
テ
ュ
ア
1
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
奪
修
」
に
つ
い
て

t 

一
六
九



ス
テ
ュ
ア
I
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
警
ωど
に
つ
い
て

t 

七。

ヨ王

さ
て
、
「
圏
内
ト
レ
ー
ド
」
の
段
階
を
対
象
と
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
第
二
一
統
で
の
理
論
的
展
開
は
新
ら
し
い
分
野
に
入
る
。
「
ト
レ
ー

ト
リ
ン
、
、
、
、
セ
オ
リ
ー

ド
と
イ

γ
ダ
ス
ト
リ
と
の
某
略
的
諸
原
理
を
以
上
で
取
扱
っ
た
の
ち
に
、
ま
た
需
要
と
競
争
と
の
理
論
・
価
格
と
そ
の
騰
落
と
の
理
論
・

生
産
費
と
利
潤
と
の
区
別
・
こ
れ
ら
の
合
体
・
製
造
業
の
各
部
門
に
お
け
る
こ
の
合
体
の
影
響
を
以
上
で
説
明
し
た
の
ち
に
、
わ
た
く
し
は

主
題
を
新
ら
し
い
光
の
な
か
に
お
き
、
そ
れ
を
も
っ
と
拡
大
さ
れ
た
視
野
の
も
と
に
読
者
に
示
す
。
一
去
っ
て
み
れ
ば
そ
れ
は
、
各
州
の
地

図
を
学
ん
だ
う
え
で
こ
ん
ど
は
全
国
の
地
図
に
向
う
と
と
で
あ
る
。
と
こ
で
は
お
も
な
河
川
や
都
市
は
し
る
さ
れ
て
い
る
、
が
、
す
べ
て
の

(
日
)

流
れ
や
町
な
ど
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
」
こ
れ
は
第
十
九
章
に
つ
い
て
の
要
約
の
な
か
の
一
言
葉
で
あ
っ
て
、
以
下
で
の
展
開
が
マ
ク
ロ

的
分
析
に
入
る
こ
と
の
一
言
明
で
あ
る
。
そ
う
し
て
新
た
な
分
野
の
入
口
の
第
二
十
章
は
、
第
一
編
と
の
桜
続
の
つ
上
い
意
識
の
な
か
で
、

ま
ず
「
脊
修
に
つ
い
て
」

へ。同

E
M
P
H
弓
)
の
規
定
を
お
こ
な
う
こ
と
と
な
る
。

(

則

性

)

も
と
よ
り
、
こ
こ
で
の
規
定
は
、

同

uミ
~
始
時
円
軌
h
w
N
S

・
ケ
色
申
¥
]
[
・
問
ω
砕
(
第
三
十
一
章
)

Q

傍
点
は
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク

Q

さ
き
に
知
っ
た
、
第
一
編
第
六
章
で
の
定
義
と
か
さ
な
り
あ
う
が
、
そ
れ
を
確
立
す
る
手
続
き
は
単

純
で
は
な
い
。
ま
ず
、
第
一
編
で
の
「
者
修
」
と
は
「
勤
勉
な
4

人
々
に
就
業
と
パ
ン
と
を
与
え
る
と
い
う
望
ま
し
い
結
果
を
必
然
に
生
む

(

印

〉

と
こ
ろ
の
、
消
費
を
充
た
す
た
め
の
剰
余
物
の
獲
得
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
つ
、
つ
い
て
、
こ
の
規
定
と
日
常
の
概
念
と
の
ち
が

い
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

!

1
一
般
に
い
わ
ゆ
る
一
審
修
」
は
、
道
徳
的
・
肉
体
的
・
家
計
的
・
政
治
的

(
E
C
E
-
一切
Fuγ

中即日の
m
w
H
一
ュ
。
同
出
。
叫
件
目
。
一
旬
。
ロ
の
け
目
白
-
)

に
影
響
な
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
が
、

」
の
影
響
、
が
望
ま
し
く
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

そ
れ

が
「
過
度
」

(
O
K
一
わ
ぬ
山
田
)
と
結
合
し
て
レ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
飢
え
・
渇
き
・
性
愛
・
怠
惰
な
ど
と
い
う
、
人
聞
の
諸
欲
望



が
、
心
(
道
徳
的
)

-
身
体
(
肉
体
的
)

ふ
つ
う
悪
徳
と
し
て
の
「
脊
修
」
の
語
、
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
c

そ
う
し
て
、
右
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
面
で
の
「
者
修
」

の
悪
影
響
は
自
明
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
「
者
修
の
政
治
的
ふ
つ
ご
う
の
若
干
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
外
国
貿
易
の
消
失
は
も
っ
と
も

-
財
産
(
家
計
的
)

-
国
家
(
政
治
的
)
な
ど
に
つ
い
て
過
度
に
充
足
さ
れ
て
悪
い
結
果
を
生

じ
た
と
き
に
、

だ
ヵ:

ト
レ
ー
ド
の
損
失
は
け
っ
し
て
道
徳
上
・
肉
体
上
・
財
産
上
な
ど
の
過
度
と
い
う
観
念
を
示
す
の
で
は
な
い
の

(
防
)

し
か
し
そ
れ
は
、
国
家
の
福
祉
を
そ
こ
な
う
か
ぎ
り
で
有
害
な
の
で
あ
る
。
」
し
か
し
上
述
の
よ
う
に
、
右
の
一
般
の
ば
あ
い
と

ち
川
d

っ

て

こ

こ

で

は

「

者

修

」

と

は

、

す

な

わ

ち

「

消

費

の

見

地

を

以

て

す

る

、

剰

余

物

の

獲

得

」

を

意

味

も
っ
と
限
定
さ
れ
た
概
念
、

自
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
有
害
な
「
過
度
一
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
き
わ
め
て
質
素
な
人
間
で
も
伎
な
り
に
大
食
漢
に
劣
ら
ぬ
デ
リ
ケ
イ

イ
ン
ダ
ヌ
ト
リ

ト
な
食
卓
を
持
つ
で
は
あ
ろ
う
が
、
「
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
語
義
か
ら
す
れ
ば
、
勤
勉
な
人
間
に
パ
ン
を
与
え
・
競
争
と
工
業
と
農
業
と

サ

i
v
イ
ス

を
刺
戟
し
・
あ
ら
ゆ
る
門
社
会
的
〕
労
働
に
対
す
る
適
当
な
等
価
物
の
流
通
〈
己
吋

2
E
E
Cロ
〉
を
つ
く
り
出
す
、
こ
と
の
な
い
人
聞
は
、

警
修
的

(
H
E
M
P
M
Z
。
ロ
印
)
に
な
る
と
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
も
の
〔
す
な
わ
ち
「
流
通
」
〕

は
向
山
の
守
り
神
で

あ
り
、
担
和
な
人
的
従
属
関
係
主
σ℃
O
D
a
o
出
口
止
の
基
礎
で
あ
り
、
自
由
な
諸
社
会
を
進
ん
で
結
合
さ
せ
る
紐
帯
な
の
で
あ
る
。
L

!
こ
の
引
例
に
は
す
で
に
、

警
修
」
論
と
い
わ
ゆ
る
つ
流
通
」
の
理
論
と
の
結
合
が
予
示
さ
れ
、

ま
た
独
自
の
階
級
理
論
と
の
接
合
が

確
か
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
後
述
の
な
か
で
検
討
さ
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
こ
こ
で
健
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
第
二
編
が
そ
の

外
国
貿
易
論
の
部
分
で
対
象
と
し
そ
れ
を
刈
け
た
「
脊
修
」
と
は
、
社
会
一
般
の
用
語
に
お
け
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て

第
一
一
編
で
の
『
原
理
』
に
固
有
な
一
事
修
一
の
定
義
に
従
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、

し
か
し
第
二
編
の
展
開
が
「
圏
内
ト
レ
ー
ド
」

段
階
の
分
析
に
入
る
に
及
ん
で
固
有
の
定
義
が
復
活
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
c

こ
の
事
情
は
第
一
一
編
の
内
部
に
お
け
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と

分
析
視
角
と
の
持
つ
一
小
統
一
、
理
論
的
連
環
の
中
断
を
一
部
す
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
揖
乱
の
・
な
か
に
あ
っ
て
「
園
内
ト
レ
ー
ド
」

ス
テ
ュ
ア

1
ト
『
原
即
』
に
お
け
る
「
奪
修
し
に
つ
い
て

口

七



ス
テ
ュ
ア
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
脊
修
」
に
つ
い
て

(::} 

七

の
分
析
の
部
分
こ
そ
す
で
に
深
刻
な
理
論
的
矛
盾
を
負
わ
さ
れ
な
が
ら
も
|
|
『
原
理
』
の
理
論
的
本
質
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
わ
れ
わ
れ
に
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

〈
町
山
)
同
》
之
宮
司
令
Ngw
ケ

ωD吋
¥
串

o
m
-
-
E
・

〈回
)

H

・
ω己
申

¥
A
F
O
U
-

〈
町
〉
ア

ω
H
O
¥
位
。
・
傍
点
は
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
o

〈
回
)
芯
ミ
・
ー
ー
ー
な
お
、
総
指
的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。
「
奪
修
と
は
の
対
象
を
、
た
だ
し
剰
余
物
に
か
ぎ
る
が
、
調
達
す
る

ば
あ
い
で
あ
り
、
逸
楽
と
は
そ
の
充
足
の
ば
あ
い
で
ゐ
り
、
過
度
と
は
こ
の
充
足
の
滋
用
を
意
味
す
る

L

2
・
ω
弓
l
H
¥位
。
。
全
文
イ
タ
リ
ッ

ク。

「
利
潤
」
へ
の
「
賃
銀
」
の
つ
合
体
し
の
理
論
と
「
者
修
」
論
と
を
結
び
つ
け
る
た
め

ユ
ニ
ツ
グ
な
第
二
十
一
章
「
肉
体
的
お
よ
び
社
会
的
必
需
品
に
つ
い
て
」

(
C
町
古
『
同
色
。
己
記
己
宮
v
ロ
件
付
巳
ロ
ぬ
れ

2
8
H
A
o
-

-

i

後
述
ー
ー
が
置
か
れ
、
つ
ぎ
に
「
国
内
ト
レ
ー
ド
」
の
具
体
的
分
析
の
た
め
の
総
序
で
あ
る
、
第
二
十
一
章
「
園
内
商
業
に
つ
い
て

9
2ロ
g
E
2
M刊円。向日
O
E
S
E
ロ
HVO回
、
山
口
同
笹
口
色
。

O
B
B
0
2
0
)
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
後
者
で
は
こ
の
段
階
で

「
著
修
」
の
規
定
と
い
う
操
作
に
つ
づ
い
て
、

のの
予
備
的
考
察
」

の
諸
問
題
が
大
ま
か
に
づ
ぎ
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
ま
ず
、

「
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
ひ
と
つ
の
新
ら
し
い
国
に
運
ば
れ
て
き
た
こ
と
を

認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
外
国
貿
易
が
可
能
な
か
ぎ
り
の
最
高
度
に
ま
で
到
達
し
た
が
、
つ
い
に
は
、
住
民
の
脊
修
・
お
そ

リ
フ
ァ
イ
ン
メ
ン
ト

ら
く
は
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
油
断
・
他
国
民
の
自
然
的
擾
越
お
よ
び
こ
れ
に
加
え
て
彼
ら
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
と
技
術
的
洗
煉
と
が
、
共
働
し

て
こ
れ
を
減
少
さ
せ
、
し
か
も
こ
の
ば
あ
い
に
、
こ
れ
ま
で
変
る
こ
と
な
く
国
民
の
富
裕
を
増
加
さ
せ
て
い
た
源
泉
を
乾
上
ら
せ
る
に
至

〈

印

)

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

こ
の
段
階
に
入
る
と
、
も
は
や
貴
金
属
は
新
た
に
獲
得
さ
れ
ず
・
む
し
ろ
喪
失
の
機
会
の
み
が
あ
る
こ
と
と
な

る
守
ば
か
り
で
な
く
、
無
数
の
経
済
的
ふ
つ
ご
う
が
相
伴
な
っ
て
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
こ
の
よ
う
な
情
況
に
あ
う
て
、
富
め
る
国

民
は
み
ず
か
ら
が
打
倒
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
冶
能
な
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
は
、
ど
ん
な
情
況
の
も
と
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
民



を
幸
福
に
す
る
手
段
を
知
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
当
面
の
大
変
化

〈
吋

O
〈

orH巴
oロ)
に
対
処
す
べ
き
手

段
と
し
て
は
、

ほ
ぽ
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
し
た
貴
金
属
(
君
。
ωア

吾
)
の
輸
出
禁
止
。
就
業
量
の
維
持
へ
の
努
力
。
こ
れ
ら
に
よ
り
「
下
層
階
級
の
手
を
通
っ
て
国
内
の
富
の
む
ら
の
な
い
流
通

(
2ロ
ω
l

E
0
0日

R
E
E
Zロ
O同

門

凶

O
E
O由民の

4
4
2
z
g
を
促
進
す
る
」
こ
と
(
つ
ま
り
「
勤
労
貧
民
1
1
lけ
y
o
E
a
z
E片山
OE印
℃

00吋
!

ー

に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
新
館
ピ
対
し
て
富
者
が
適
当
な
等
価
物
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
」
)
。
課
税
を
慎
重
に
お
こ
な
っ
て
各
人
の
年
収
入

の
比
率
を
「
公
正
に
」
保
つ
こ
と
。
こ
の
収
入
を
用
い
て
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
を
維
持
し
、
外
国
貿
易
の
回
復
の
機
会
に
備
え
る
こ
と
。
イ
ン

ダ
ス
ト
リ
に
急
激
な
影
響
を
与
え
ぬ
範
囲
で
常
備
軍
を
と
と
の
え
る
こ
と
l
l
|
等。

〈
印
)

M

M

『

hsneha-
ア
ω同
国

¥
b
N
l
N
ω
・

(

印

)

ア

m
C
M
l
臼
¥
岡
・
旬
。
∞
(
第
三
十
一
章
)
。

ウ
エ
ル
ス

(
町
山
〉
口
同
・
ケ
∞
H
U
l
l
N
D
¥

戸
A
F
M

∞
・
「
約
言
す
れ
ば
、
こ
れ
が
、
外
国
民
と
少
し
の
結
び
つ
き
も
持
た
ず
に
み
ず
か
ら
の
富
に
依
っ
て
生
活
し
て
い

る
人
民
の
首
脳
で
あ
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
と
き
に
、
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
目
的
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
(
ア

S
D
¥お
δ。

そ
う
し
て
、
右
の
よ
う
な
諸
政
策
が
も
と
づ
く
べ
き
原
理
と
し
て
、
こ
の
「
予
備
的
考
察
」
の
章
は
、
す
べ
て
r

「
審
修
L

論
と
結
合
す

る

つ
ぎ
の
ほ
ぼ
三
つ
の
も
の
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
こ
の
統
制
的
政
策
体
系
が
一
方
で
は
国
民
経
済
へ
の
ス
テ
イ
ツ
マ
ン

の
影
響
力
を
増
大
さ
せ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
右
の
統
制
は
商
品
経
済
の
法
則
の
上
に
の
み
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
(
物

ト
レ
ー
ド
」
段
階
で
の
近
代
の
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
が
持
つ
経
済
的
統
制
力
の
大
き
さ
は
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
支
配

「
圏
内

(mwσ
白

o-gけ
o
m
0
4
0吋
H
M
l

目
。
己
〉
の
時
代
で
も
知
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
り
、
人
民
の
富
に
お
よ
ぽ
す
そ
の
作
用
は
専
制
権
力
♀
g
u
E
W
E丘
R
E可
R
吋

し
か
し
「
複
雑
な
現
代
経
済

の
ば
あ
い
よ
り
も
大
き
い
効
力
を
持
つ
の
で
は
あ
る
が
、

(の

OEHM回
目

g
宮
内
山
田
O仏
O門口

0 ・"の E
o M-
ロ t"
02  ロー.
.二ゐ M-

。ごL

の
管
理

(
向
門

H
H
H
M
Z
Z

許
可
己
目
。
ロ
)

に
お
け
る
順
序
と
規
則
性
と
の
み
が
、

ス
テ
イ
ツ
マ
ン
に
そ
の
人
民
の
全
力
能
を
働
か

ス
テ
ュ
ア
I
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
奪
修
e

一
に
つ
い
て

t 

一
七
三



ス
テ
ュ
プ
i
卜
『
原
理
』
に
お
け
る
「
套
修
」
に
つ
い
て

(

同

町

)

せ
る
も
の
で
あ
る
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、

H
H
 

七
四

「
現
代
の
君
主
の
権
力
は
、
そ
れ
が
彼
の
王
国
の
国
制
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
絶
対
的
な
も
の
で
あ

(

叫

)

わ
れ
わ
れ
が
説
明
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
よ
う
な
経
済
の
プ
ラ
ン
を
樹
立
す
る
や
い
な
や
、
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
る
」
の
で

〈
出
W

)

あ
る
。
こ
こ
で
、
古
代
と
近
代
と
の
政
体
の
相
違
に
関
す
る
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
知
っ
た
模
と
時
計
と
の
比
鳴
が
く
り
か
え
さ
れ
、

「
し
た
が
っ
て
現
代
の
経
済
は
、
専
制
主
義
の
愚
行
に
対
抗
し
て
発
明
さ
れ
た
も
っ
と
も
有
効
な
手
綱
で
あ
る
」
と
結
論
さ
れ
る
。
ス
テ

ヮ
て
も
、

ュ
ア

l
ト
に
お
い
て
貨
幣
的
分
析
と
結
合
す
る
経
済
抗
制
の
理
論
は
、
古
典
学
派
と
対
立
し
つ
つ
も
、
他
面
で
は
こ
の
よ
う
な
、
経
済
法

則
に
よ
る
政
治
の
制
約
と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
史
的
唯
物
論
の
歴
史
の
早
い
一
齢
を
成
し
、

ス
ミ
ス
を
暗
ん
だ
い
わ
ゆ
る
「
ス
コ
ヅ
ト
ラ

ソ
ド
歴
史
学
派
」
と
深
く
接
触
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

(
臼
)
以
下
、
百
戸
可
口
口
三
℃
Z
F
S
H
-
N
¥品
M
m

寸・

(

臼

〉

]

[

・

ω
N
H
¥品
凶
叩
.

(

山

山

}

同

-
U
M
M
¥品
い
山
田
・

〈
白
山
)
本
小
論
の
第
一
章
注

(
U
〉
の
個
所
。
そ
れ
は
第
二
編
第
十
三
章
に
属
す
る
。
た
だ
し
、
く
り
か
え
さ
れ
た
比
一
輪
で
は
、
社
会
構
成
の
で
は
な

い
権
力
の
特
質
の
比
較
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
説
明
の
し
か
た
も
ま
っ
た
く
同
一
で
は
な
い
。

(
皿
山

)
H
-
U
N
N
¥
A
H
M吋
・

そ
の
第
二
は
、
近
代
的
経
済
・
自
由
な
商
品
経
済
に
お
け
る
「
奪
修
)
の
機
能
の
歴
史
的
特
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
の
よ
う
な
、

ス
ア

修
」
の
組
織
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、

イ
ツ
マ
ン
の
職
能
の
近
代
拘
特
質
と
か
た
く
結
合
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
社
会
で
の
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
仕
事
は
、
原
理
的
に
は
、

〔
引
〉

ス
テ
ュ
ア
l

ト
に
よ
れ
ば
、
近
代
の
「
著
修
」
は
古
代
の
「
脊
修
」
と
本
質
に 「者

お
い
て
異
な
る
。
古
代
で
は
そ
れ
は
も
っ
と
も
は
げ
し
い
圧
制
と
合
体
し
て
お
り
、
法
外
な
消
費
も
、

イ
ン
、
タ
ス
ト
リ
や
穀
業
に
役
立
つ

よ
う
な
、
適
当
な
等
価
物
の
流
通
を
意
味
し
な
い
。
こ
う
し
て
そ
れ
は
富
者
の
富
の
減
少
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
正



つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
戦
争
は
近
代
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
に
あ
た
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
古
代
の
容
惨
は
ま
っ
た
ぐ
本
意
的
(
号

E
可
R
ち
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ど
ん
な
制
限
の
も
と
に
も
置
か
れ
な

か
っ
た
か
ら
、
そ
こ
か
ら
は
必
然
的
に
ま
た
機
械
的
に
最
悪
の
結
果
が
生
み
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
/
近
代
の

奪
修
は
組
織
的

し
い
行
政
と
結
合
せ
ず
に
戦
争
と
結
合
す
る
。

(

的

苦

件

。

E
E
r巳
)

で
あ
る
。
そ
れ
は
、

お
な
じ
市
民
仲
間
に
よ
る
保
護
と
助
力
と
を
ど
う
し
て
も
必
要
と
し
て
い
る

ウ
エ
ル
ヌ

ま
た
こ
う
し
て
彼
ら
の
富
の
均
衡
に
お
け
る
振
動
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
な

人
々
が
持
っ
て
い
た
、
適
当
な
等
価
物
の
支
出
が
な
く
て
は
、

し
に
は
、

一
歩
も
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
均
衡
は
、
こ
う
い
う
振
動
の
す
べ
て
を
利
し
う
る
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
手
中
に
あ
る
。

被
は
手
綱
を
握
っ
て
お
り
、
適
切
と
お
も
う
ど
ん
な
目
的
に
向
っ
て
そ
の
人
民
の
奪
修
を
転
化
し
抑
圧
し
指
向
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

を
つ
く
る
が
、
春
修
は
こ
れ
を
分
散

(
円
四
日
印
印
日
間
)
釦
件
。
)

不
平
等
の
結
果
で
は
あ
っ
て
も
そ
の
原
因
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
退
蔵
と
玄
長
田
と
は
大
財
産

(ω
〉

さ
せ
て
平
等
を
回
復
す
る
の
で
あ
る
。
」

1
1
1

た
だ
し
、

ス
テ
ュ
ア
l
ト
が
右
に

:
:
/
〔
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
〕
審
修
は
、

古
代
の
「
著
修
」
を
い
う
ば
あ
い
、
そ
れ
は
古
代
の
諸
帝
国

(ω
宮
山
⑦
口
付
自
。

SHn町
田
)

す
な
わ
ち
パ
ピ
ロ
ニ
ア
・
ベ
ル
シ
ア
お
よ
び

〔
民
主
制
よ
り
の
ち
の
〕
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
っ
て
、

お
な
じ
古
代
の
商
業
都
市
に
お
け
る
そ
れ
は
除
外
さ
れ
る
。

た
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、

シ
ド
ン
・
テ
イ
ル
ス
・
カ
ル
タ
ゴ
・
ア
テ
ネ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
等
の
海
港
都
市
に
お
け
る
「
奪
修
L

は
む
し
ろ
近
代
的

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
に
基
礎
を
置
く
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
原
理
』
に
お
け
る
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
の
概
念
は
こ

す
な
わ
ち
、

の
「
著
修
」
論
の
場
で
は
、
そ
の
歴
史
的
把
握
と
い
う
特
質
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
古
代
の
商
業
的
富
が
奴
隷
制
度
1
1
1
す
な
わ
ち

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
に
対
立
す
る
レ
イ
パ
1
1
1
1
の
基
盤
の
上
に
成
立
し
た
と
い
う
理
解
を
ま
だ
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
結
局
、

ス
テ
ュ
ア
i
ト
が
ト
レ
ー
ド
の
展
開
に
お
い
て
外
国
貿
易
に
大
き
い
関
心
を
寄
せ
つ
つ
、
前
期
的
資
本
の
本
質
と
そ
の
反
近
代
性
と
を
十

(
刊
)

分
に
洞
察
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
心
そ
う
し
て
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、

『
原
理
』
の
「
奪
修
L

論
が
、

上
述
の
「
平

ス
テ
ュ
ア
l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
奪
移
L

に
つ
い
て

同

一
七
五



ス
テ
ュ
ア
l
ト
コ
原
理
』
に
お
け
る
「
奪
修
」
に
つ
い
て

仁立

一
七
六

等
」
の
観
念
の
背
後
に
、
な
お
、

し
だ
い
に
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
、
勤
労
大
衆
と
隔
絶
す
る
富
者
の
立
場
を
ひ
そ
め
て
い
る
と
い
う
事

実
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
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〈
市
)
こ
の
点
、
古
代
諸
国
つ
工
業
と
近
代
諸
国
民
の
そ
れ
と
の
本
質
的
相
違
を
両
者
の
「
国
民
経
済
的
生
健
一
の
相
違
か
ら
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
は

両
者
に
お
け
る
人
間
類
型
心
対
立
か
ら
把
怪
し
た
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
リ
ス
ト
の
立
論
は
、
ス
テ
ニ
ア
l

ト
の
立
場
を
こ
え
る
も
の
で
あ
っ
た
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河
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m
p
u
p
N
W
之
内
、
F
白
色
.
自
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そ
の
第
三
は
、
さ
き
の
引
用
に
お
け
る
「
富
の
均
衡
」
の
見
地
の
導
入
で
あ
る
。

ス
テ
ュ
ア
l

ト
に
よ
れ
ば
、

ス
テ
イ
ツ
マ
ン
の
適
切

な
指
導
に
よ
っ
て
「
審
修
」
の
機
能
を
十
分
に
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
ば
あ
い
の
「
国
内
ト
レ
ー
ド
」
の
段
階
は
、
最
犬
の
福
祉

を
享
有
す
べ
き
経
済
段
階
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
つ
噌
好
の
高
雅
と
技
術
の
憐
練
と
が
最
高
点
に
ま
で
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
人
庚
の
す
ベ

リ
ー
ズ
ナ
プ
ツ

て
が
住
事
と
消
費
と
に
従
う
で
あ
ろ
う
し
、
全
住
民
の
あ
い
だ
に
富
の
適
度
な
平
等
を
つ
く
り
だ
す
べ
き
、
速
い
流
通
(
邸
宅
ロ
什
己
?

〈
江
〉

n
g
H
E
Z
D〉
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
す
べ
て
は
豊
富
と
安
楽
主
の
な
か
で
暮
ら
せ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

そ
う
し
て
、

フ
」
の
時
に
は
、
仕
事
と
需
要
と
の
均
衡
は
何
人
の
ゐ
い
だ
の
富
の
均
衡
守
巴

E
R
o
。
州
当

g-F)
に
影
響
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ

う
い
う
顛
覆
(
印
ロ
ぴ
〈
O
H白
山

C
ロ
)
〔
H
C
J
1
2
E門
口
〕

は
少
し
の
害
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
働
き
手
が
減
少
す
る
ば
あ
い
に
は
、
パ
ラ
ン

ス
は
す
み
や
か
に
勤
勉
な
人
の
側
に
傾
き
、
怠
惰
な
者
は
貧
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
働
き
手
が
過
大
に
な
る
ば
あ
い
(
そ
れ
は
実
の
と
こ
ろ

ま
ず
予
測
さ
れ
な
い
が
)
に
は
、
す
べ
て
の
物
は
安
く
買
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
国
民
の
富
は
同
一
量
の
ま
ま
、
少
し
も
減
ら
ず
に

残
る
で
あ
ろ
う
。
し
1

1

右
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
富
の
均
衡
」
の
概
念
は
「
仕
事
と
需
要
と
の
均
衡
」
の
概
念
に
と
も
か
く
も
連
接



し
、
そ
の
か
ぎ
り
『
原
理
』
の
基
本
的
視
角
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、

「
外
国
貿
易
」
段
階
の
分
析
に
あ
ら
わ
れ

た
貴
金
属
H
宮
の
観
念
に
い
ち
じ
る
し
く
制
約
さ
れ
つ
つ
、
「
流
通
し
の
概
念
を
つ
う
じ
て
、
第
一
一
編
で
の
良
工
分
離
H
社
会
発
展
の
構
図

の
な
か
に
、
静
態
的
経
済
に
お
け
る
「
富
」
の
配
分
の
理
論
iー
ー
も
と
よ
り
「
分
配
論
」
で
は
な
い
l
l
i
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

『
原
理
』
の
「
者
修
」
論
に
お
け
る
富
者
の
「
奪
修
」
の
立
場
と
そ
の
特
異
な
内
容
と
は
、
こ
の
「
富
の
均
衡
」
の
観

る
。
そ
う
し
て
、

念
と
の
関
連
に
お
い
て
も
っ
と
も
明
ら
か
に
一
部
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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の
論
文
は
昭
和
三
十
七
年
安
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。

ス
テ
ュ
ア

l
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
「
事
情
修
」
に
つ
い
て
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