
マ

ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
人
間
改
造
の
問
題

一二三四

理
　
論
　
と
　
実
践

コ
ル
ホ
ー
ズ
に
よ
る
農
民
心
理
の
改
造

宗
教
と
物
質
的
生
活

申
国
に
お
け
る
事
働

阿

部

矢
　
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
論
と
実
践

　
人
問
は
何
等
か
の
人
生
観
　
　
自
分
と
杜
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
か
ら
得
ら
れ
る
処
世
方
針
　
　
を
も
っ
て
生
活
し
て
い

る
。
た
と
え
そ
れ
が
き
わ
め
て
素
朴
な
、
伝
統
的
な
言
い
つ
た
え
　
　
因
果
応
報
、
勧
善
懲
悪
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
か
ら
、
長
い

も
の
に
は
巻
か
れ
よ
、
地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
等
寿
に
い
た
る
ま
で
　
　
で
あ
る
に
し
て
も
、
人
は
そ
れ
を
生
活
の
よ
す
が
に
し

て
、
人
生
の
い
ろ
い
ろ
の
変
化
に
処
し
て
り
く
。
処
世
方
針
が
非
科
学
的
で
誤
っ
て
い
れ
ば
、
予
想
し
た
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
で
、
そ
の
人
の
生
涯
は
矢
敗
に
終
る
だ
ろ
う
。

　
と
二
ろ
で
、
人
は
杜
会
の
外
で
孤
立
し
て
、
杜
会
の
進
展
と
無
関
係
で
生
活
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
個
人
の
生
活
は

杜
会
の
変
化
と
と
も
に
盛
衰
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
伺
人
の
生
活
を
律
す
る
人
生
襯
は
、
杜
会
の
変
化
を
規
定
す
る
杜

会
の
運
動
法
則
を
基
準
と
し
て
、
科
学
的
な
世
界
観
と
矛
盾
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
き
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
ほ
ん
と
う
に
そ
の

　
　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
に
ょ
る
人
問
改
造
の
問
題
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
（
四
四
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
八
○
（
四
五
〇
）

パ
の
一
生
を
正
し
い
方
向
へ
、
生
き
甲
斐
の
あ
る
生
涯
た
ら
し
め
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
生
活
が
で
き
る
方
向
へ
、
的
確
に
導
き
得
る

哲
学
，
Ｈ
科
学
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
階
級
杜
会
で
は
、
科
学
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
相
対
立
す
る
二
っ
の
も
の
に
分
派
す
る
、
現
状
維
持
を
利
益
と
す
る
支
配
階
級
の
も

の
と
、
現
状
打
破
、
革
新
を
利
益
と
す
る
被
支
配
階
級
の
も
の
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
資
本
主
義
杜
会
に
お
け
る
被
支
配
階
級
・
プ
ロ

レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
哲
学
は
、
弁
証
法
的
唯
物
論
で
あ
る
。
哲
学
の
根
本
間
題
　
　
物
質
と
意
識
の
関
係
に
つ
い
て
の
間
題
　
　
で
唯

物
論
は
、
物
質
を
も
っ
て
本
源
的
・
第
一
義
的
な
も
の
と
認
め
、
意
識
（
感
覚
、
精
神
、
観
念
な
ど
）
を
派
生
的
・
第
二
義
的
な
も

の
と
見
傲
す
。
唯
物
論
に
よ
る
と
、

　
、
　
　
、

　
物
質
と
は
、
人
間
の
意
識
か
ら
独
立
に
存
在
し
て
い
る
客
観
的
な
実
在
で
あ
る
。
　
「
物
質
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
官
に
作
用
し
て
、

感
覚
を
ひ
き
お
こ
す
も
の
、
感
覚
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
あ
る
客
観
的
な
実
在
で
あ
る
。
」
０
Ｄ
こ
れ
に
た
い
し
て
、
人

間
の
意
識
は
、
物
質
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
物
質
で
あ
る
脳
髄
の
作
用
の
特
殊
な
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
物
質

を
は
な
れ
て
意
識
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
存
在
す
る
も
の
、
外
界
　
　
自
然
と
杜
会
　
　
と
人
間
と
は
、
す
べ
て
物
質
だ
が
、
物
質
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
運
動
の
な
い
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

質
は
、
物
質
の
な
い
運
動
と
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
、
運
動
は
物
質
の
属
性
で
あ
り
、
物
質
の
存
在
形
式
で
あ
る
と
云
う
こ
と

が
で
き
る
。
存
在
す
る
も
の
、
物
質
は
、
す
へ
て
運
動
、
変
化
す
る
の
だ
か
ら
、
　
「
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
滅
亡
に
値
す
る
」
の

で
あ
り
、
わ
よ
そ
、
不
滅
な
も
の
、
永
遠
な
も
の
、
絶
対
的
な
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
杜
会
の
内
部
に
お
い
て
も
、
あ
る
も
の
は
絶

え
ず
死
滅
し
て
り
き
、
同
時
に
あ
る
も
の
が
絶
え
ず
新
た
に
生
れ
出
っ
つ
あ
る
の
だ
か
ら
、
　
「
っ
ぎ
か
ら
っ
ぎ
へ
と
続
く
一
切
の
歴

史
的
状
態
は
、
低
き
よ
り
高
き
へ
と
向
上
す
る
人
間
杜
会
の
無
限
の
発
展
の
道
程
に
お
け
る
一
時
的
階
段
」
伽
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ



る
。
外
部
の
杜
会
が
変
化
す
れ
ば
、
人
間
の
頭
脳
に
わ
け
る
そ
の
変
化
の
思
想
的
映
像
た
る
諾
寿
の
観
念
も
ま
た
変
化
せ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
り
、
外
界
と
そ
の
認
識
と
は
「
前
進
的
な
発
展
」
に
貫
か
れ
た
運
動
を
も
っ
て
、
そ
の
定
在
の
形
式
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
自
然
と
杜
会
と
意
識
と
運
動
ｉ
－
生
成
と
衰
減
の
過
程
、
低
き
よ
り
高
き
へ
向
う
無
限
の
連
続
的
過
程
　
　
が
人
間
の
思
索

的
頭
脳
に
反
映
し
た
も
の
、
そ
れ
が
弁
証
的
唯
物
論
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
哲
学
は
、
存
在
す
る
も
の
の
う
ち
に
必
減
を
認
め
、
あ
ら
り
る
運
動
の
前
進
的
性
質
を
認
め
る
と
い
う
点
で
、
本
質
的
に
革

命
的
で
、
新
興
階
級
の
利
益
を
代
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
事
実
上
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
勃
興
と
と
も
に
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
科
学
や
理
論
は
、
実
践
の
提
出
す
る
間
題
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
場
合
、
科
学
や
理
論
の
正
し
い
か
、
間
違

っ
て
い
る
か
が
、
実
践
に
お
い
て
客
観
的
に
検
証
さ
れ
る
。
現
実
の
間
題
を
説
明
し
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
、
科
学
、

理
論
の
真
偽
を
テ
ス
ト
す
る
唯
一
の
基
準
で
あ
る
。
弁
証
法
の
理
論
と
方
法
は
、
そ
の
科
学
的
綜
合
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ

ン
主
義
の
正
し
さ
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
階
級
闘
争
の
実
践
の
う
ち
で
疑
う
余
地
な
く
立
証
さ
れ
て
い
る
。

　
「
毛
沢
東
思
想
の
生
成
、
発
展
、
成
熟
に
は
、
す
で
に
二
十
四
年
の
な
が
い
歴
史
が
あ
り
、
幾
百
万
幾
千
万
人
民
の
は
げ
し
い
無

数
の
闘
争
に
お
い
て
、
く
り
か
え
し
試
験
さ
れ
、
そ
れ
が
客
観
的
真
理
で
あ
り
、
申
国
を
す
く
う
唯
一
の
た
だ
し
い
理
論
で
あ
り
、

政
策
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
て
き
た
。
過
去
の
無
数
の
歴
史
的
事
実
は
、
革
命
が
同
志
毛
沢
東
と
そ
の
思
想
の
指
導
の
も
と
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
．

っ
た
さ
い
に
は
、
そ
の
革
命
が
い
つ
で
も
勝
利
し
発
展
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
」

　
こ
の
よ
う
な
真
実
か
ら
目
を
そ
む
け
、
歴
史
の
前
進
的
な
運
行
に
さ
か
ら
っ
て
歴
史
の
歯
車
を
逆
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
、
そ

れ
は
杜
会
の
現
状
に
わ
い
て
最
も
大
き
な
利
益
を
得
て
い
る
支
配
・
搾
取
階
級
で
あ
る
。
彼
ら
は
本
来
保
守
的
だ
が
、
そ
の
支
配
が

危
機
に
瀕
す
る
に
い
た
る
に
し
た
が
っ
て
、
恐
飾
症
が
昂
進
し
て
狂
気
の
よ
う
な
反
動
に
な
る
。
彼
ら
は
人
民
を
教
百
す
る
必
要
を

　
　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
人
間
改
造
の
問
題
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
（
四
五
こ



　
　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
三
巻
・
鼠
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
（
四
五
二
）

感
じ
な
が
ら
・
教
育
に
よ
っ
て
人
民
の
階
絞
的
意
識
が
高
か
ま
り
、
積
極
性
を
ポ
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
。
そ
れ
は
例
え

ば
、
明
治
三
十
年
帝
国
教
育
大
会
に
お
け
る
文
部
省
参
事
官
岡
岡
良
平
の
談
に
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
「
教
育
が
進
歩
す
る
と
云
う
こ
と
は
即
ち
「
ダ
ィ
ナ
マ
ィ
ト
」
を
も
っ
て
屠
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
「
ダ
ィ
ナ
マ
ィ
ト
」
を
狂

人
が
拝
舞
し
て
は
実
に
堪
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
」
の
こ
と
き
。

　
も
と
も
と
、
目
本
の
教
百
は
客
観
的
事
物
の
間
の
法
則
を
明
か
に
す
る
こ
と
、
真
理
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な

い
。
学
間
の
目
的
は
国
家
の
　
　
フ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
・
地
主
の
　
　
目
的
、
利
益
に
従
属
さ
れ
べ
き
だ
と
い
う
考
方
が
当
然
の
よ
う

に
思
い
こ
ま
れ
て
い
た
。
文
部
大
臣
森
有
礼
は
い
っ
て
い
る
。
「
学
政
の
目
的
も
亦
専
ら
国
家
の
為
め
と
云
う
こ
と
に
帰
せ
ざ
る
べ
か

ら
ず
。
例
え
ば
帝
国
大
学
に
於
て
教
務
挙
る
、
学
術
の
為
と
国
家
の
為
と
に
麗
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
国
家
の
こ
と
を
最
先
に
し
、
最

重
ん
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
如
し
。
」
と
。

　
当
然
の
こ
と
だ
が
、
支
配
階
級
の
科
学
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
一
般
は
、
真
理
と
は
無
縁
の
も
の
だ
か
ら
、
実
践
に
お
け
る
検
証
に
耐

え
ず
、
そ
の
非
科
学
性
を
暴
露
し
、
彼
ら
の
実
践
を
失
敗
に
み
ち
び
く
。
真
理
に
、
進
歩
に
、
叛
く
も
の
の
必
滅
　
　
そ
れ
を
歴
史

の
事
実
が
証
明
し
て
い
る
。
以
下
の
論
述
は
、
薪
た
に
興
り
成
長
し
て
ゆ
く
も
の
の
合
理
性
と
不
敗
・
必
勝
に
つ
い
て
の
二
三
の
理

論
的
例
証
で
あ
る
。

註
…
　
永
田
広
志
訳
レ
ー
ニ
ン
「
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
」
第
三
章
第
一
節
　
一
九
九
頁

　
の
　
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
フ
オ
イ
ェ
ル
バ
ツ
ハ
論
」
岩
波
文
庫
版
　
三
三
頁

　
○
　
右
同
書
　
三
四
頁
参
照

　
｝
　
一
．
整
風
文
献
」
党
に
つ
い
て
・
劉
少
奇
・
国
民
文
庫
版
　
一
八
四
－
一
八
五
頁

　
原
子
力
を
殺
人
に
、
文
化
の
破
壊
に
用
い
る
に
専
念
し
て
い
る
も
の
の
反
動
性
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ン
・
ホ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
は
次



ｏ

の
よ
う
に
菩
い
て
い
る
Ｑ

　
「
『
も
し
フ
ラ
ン
ス
人
が
戦
争
に
負
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
爆
弾
を
投
げ
る
。
人
間
が
ど
う
な
ろ
う
と
釘
っ

た
事
じ
や
な
い
、
イ
ン
ド
シ
ナ
人
で
あ
ろ
う
と
、
中
国
人
で
あ
ろ
う
と
、
ロ
シ
ァ
人
で
あ
ろ
う
と
、
容
赦
な
く
投
げ
て
や
る
ん
だ
』

世
－
界
の
進
化
を
と
ど
め
る
た
め
に
、
進
化
の
担
い
手
を
亡
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
を
停
止
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
が
、

彼
ら
の
な
し
う
る
す
べ
て
で
あ
る
。
人
間
が
変
化
す
る
の
を
妨
げ
る
た
め
に
、
人
間
を
殺
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
：
・
三

そ
れ
は
、
人
類
の
前
に
、
現
状
維
持
か
完
全
破
壊
か
と
い
う
二
者
択
一
を
お
し
つ
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
人
類
が
亡
び
て
し
ま
え
ば

変
化
も
お
こ
ら
な
い
で
す
む
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
」
昭
和
二
十
九
年
九
月
号
「
世
界
」
　
　
歴
史
に
反
逆
す
る
武
器
・
水
素
爆
弾

　
　
三
二
頁

ニ
　
コ
〆
ホ
ー
ズ
に
よ
る
農
民
心
理
の
改
造

　
私
有
財
産
の
発
生
と
と
も
に
人
間
の
心
の
う
ち
に
私
有
欲
が
芽
生
え
た
。
財
産
を
握
る
も
の
は
同
時
に
権
力
を
握
り
、
直
接
的
生

産
者
を
経
済
的
、
政
治
的
に
圧
服
し
隷
従
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
剰
余
労
働
を
搾
取
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
財
産
を
殖
や
し
権
力

を
強
化
し
て
き
た
。
人
間
の
文
化
史
ぱ
、
私
有
財
産
と
搾
取
形
態
の
変
遷
の
、
し
た
が
っ
て
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

今
日
す
べ
て
の
人
の
胸
の
う
ち
に
巣
く
う
私
有
欲
の
生
命
は
、
交
化
史
と
と
も
に
数
千
年
を
生
き
の
び
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
ロ
シ
ァ
の
十
月
大
革
命
は
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
権
力
を
破
砕
し
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
に
よ
っ
て
こ
れ
を
置
き
か
え
、
資
本
家
地
主
を
収
奪
し

て
大
資
本
と
大
土
地
と
の
所
有
権
を
人
民
の
手
に
移
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
資
本
家
地
主
階
級
に
よ
る
勤
労
者
階
級
抑
圧
と
搾
取

の
杜
会
体
制
ボ
資
本
主
義
は
、
そ
の
よ
っ
て
立
つ
現
実
の
物
質
的
基
礎
を
矢
い
、
人
民
が
終
局
的
に
解
於
さ
れ
る
た
め
の
主
要
諸
条

　
　
　
吋
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
人
間
改
造
の
問
題
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
（
四
五
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
勢
三
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
（
四
五
四
）

件
が
っ
く
ら
れ
た
。
か
く
し
て
、
体
制
と
し
て
の
資
本
主
義
の
揚
棄
と
と
も
に
、
杜
会
主
義
の
方
向
へ
発
展
す
べ
き
可
能
性
に
た
い

し
て
広
い
道
が
拓
か
れ
、
敵
対
階
級
に
分
裂
し
た
人
間
杜
会
の
前
史
は
終
り
を
っ
げ
る
段
階
に
た
ち
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　
労
働
者
農
民
に
よ
る
権
力
と
主
要
な
生
産
手
段
の
奪
回
は
、
比
較
的
短
時
日
の
う
ち
に
な
し
と
げ
ら
れ
た
が
、
杜
会
主
義
杜
会
を

創
出
し
そ
れ
を
共
産
主
義
の
毅
階
へ
向
上
発
展
さ
せ
る
大
事
業
は
、
数
世
代
に
わ
た
る
全
人
民
の
総
力
を
結
集
し
た
結
果
に
ま
た
ね

ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
共
産
主
義
は
ソ
ヴ
ェ
ト
権
カ
プ
ラ
ス
電
化
、
と
い
わ
れ
る
と
お
り
、
そ
の
実
現
は
、
マ
ル
ク
ス
．
レ
一

ニ
シ
主
義
の
計
画
と
指
導
に
よ
る
杜
会
的
生
産
力
の
飛
躍
的
肯
揚
を
物
質
的
土
台
と
し
て
は
じ
め
て
期
待
さ
れ
る
。

　
物
質
的
財
貨
の
生
産
を
急
テ
ン
ポ
で
大
規
模
に
あ
げ
る
た
め
に
は
生
産
力
の
担
当
者
・
労
働
者
農
民
が
、
杜
会
主
義
葡
生
産
諸
関

係
に
適
合
し
た
杜
会
主
義
的
意
識
を
は
っ
き
り
身
に
つ
け
た
と
こ
ろ
の
人
材
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
杜
会
主
義
杜
会
で

は
生
産
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
と
杜
会
を
変
革
し
、
こ
の
外
界
と
の
闘
争
過
程
川
生
産
過
程
を
通
じ
て
働
く
人
間
自
身

の
改
造
を
意
識
的
、
組
織
的
に
計
画
し
実
践
す
る
。
杜
会
主
義
的
生
産
の
目
的
は
「
杜
会
全
体
の
た
え
ず
た
か
ま
り
ゆ
く
物
質
的
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

文
化
的
需
要
を
最
大
限
に
み
た
す
Ｈ
と
い
う
人
間
的
福
祉
の
や
む
こ
と
な
き
増
進
で
あ
る
が
、
人
問
は
こ
の
よ
う
な
生
産
に
参
加
し

文
化
的
、
物
質
的
生
活
の
か
た
ま
り
ゆ
く
過
程
で
、
自
分
自
身
を
向
上
進
歩
の
線
に
そ
う
て
改
造
し
て
ゆ
く
。

　
杜
会
主
義
的
生
産
が
杜
会
主
義
的
人
間
を
創
り
、
こ
の
人
問
が
杜
会
主
義
的
生
産
を
不
断
に
発
展
、
改
善
さ
せ
つ
つ
同
時
に
自
身

を
杜
会
主
義
的
人
格
に
き
た
え
上
げ
て
ゆ
く
。

　
こ
れ
が
生
産
、
労
働
と
意
識
、
襯
念
と
の
間
の
、
も
っ
と
端
的
に
は
、
人
間
生
活
発
展
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
弁
証
法
的

関
係
で
あ
る
。
杜
会
主
義
杜
会
建
設
の
過
程
に
わ
け
る
成
功
と
勝
利
と
帖
、
弁
託
法
的
唯
物
論
、
史
的
唯
物
論
を
主
軸
と
す
る
マ
ル

ヅ
ス
主
義
科
学
の
理
論
の
実
践
の
結
果
で
あ
り
、
こ
の
科
学
の
正
し
さ
は
ソ
伺
盟
の
今
日
の
素
晴
し
い
興
隆
に
よ
っ
て
万
人
に
実
証



さ
れ
て
い
る
。

　
ボ
ル
シ
ュ
ヴ
ッ
キ
の
指
導
の
も
と
に
計
画
さ
れ
実
行
さ
れ
、
偉
大
な
成
功
を
示
し
つ
つ
あ
る
幾
多
の
大
業
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は
、

人
心
の
改
造
の
事
業
　
　
資
本
主
義
的
、
そ
の
他
の
お
く
れ
た
イ
テ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
っ
た
何
千
万
人
の
人
民
を
、
杜
会
主
義
的
イ
テ

オ
ロ
ギ
ー
を
も
つ
人
間
に
改
造
す
る
事
業
　
　
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
人
間
改
造
の
事
業
は
杜
会
主
義
的
経
済
建
設
、
自
然
改
造
の

事
業
と
切
り
は
な
せ
な
い
相
互
の
内
面
的
関
連
を
も
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
。
五
ケ
年
毎
の
経
済
建
設
計
画
の
う
ち
に
、
人
心
の
、

人
間
の
、
改
造
を
同
じ
く
意
識
的
に
織
り
こ
ん
で
計
画
し
た
と
い
う
点
を
特
に
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
計
画
は
人
間
の
意
識

と
そ
の
杜
会
的
存
在
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
史
的
唯
物
論
の
理
論
に
よ
っ
て
、
根
本
的
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

　
「
杜
会
思
想
や
、
理
論
、
政
治
的
制
度
は
、
杜
会
の
物
質
的
生
活
の
発
展
、
杜
会
的
存
在
の
発
展
の
成
熟
し
た
課
題
の
土
台
の
え

に
発
生
し
た
の
ち
に
は
、
み
ず
か
ら
杜
会
的
存
在
、
杜
会
の
物
質
的
生
活
に
た
い
し
て
は
た
ら
き
か
け
る
。
そ
し
て
杜
会
の
物
質
的

生
活
の
成
熟
し
た
課
題
の
解
決
を
最
後
ま
で
徹
底
さ
せ
、
こ
の
物
質
的
生
活
の
い
っ
そ
う
の
発
展
を
可
能
に
す
る
た
め
に
必
要
な
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
）

条
件
を
つ
く
り
だ
す
の
で
あ
る
。
」

　
十
月
大
革
命
の
の
ち
杜
会
主
義
杜
会
建
設
の
使
命
を
負
う
た
ボ
党
は
、
こ
の
建
設
の
事
業
を
現
に
ロ
シ
ァ
に
住
ん
で
い
る
数
千
万

の
人
民
大
衆
の
協
力
に
よ
っ
て
遂
行
す
る
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
。
こ
の
人
民
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
、
幾
世
代
も
以
前
か
ら
資
本
主

義
杜
会
で
生
活
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
資
本
主
義
的
生
活
慣
習
と
個
人
主
義
的
観
念
と
私
有
欲
と
を
全
身
に
か
た
く

ま
と
い
っ
け
て
い
た
。
人
口
の
う
ち
の
小
部
分
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
都
市
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
と
地
主
は
、
客
易
に
か
た
ず
け
る
こ
と

が
で
き
た
、
し
か
し
大
部
分
の
人
口
を
構
成
す
る
農
・
工
・
業
的
小
商
品
生
産
者
・
商
人
な
ど
の
資
本
主
義
的
分
子
は
追
い
だ
す
こ

　
　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
人
問
改
造
の
間
題
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
片
四
五
五
）

●



　
　
　
立
命
館
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済
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第
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第
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八
六
（
四
五
六
）

と
も
圧
追
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
・
彼
一
っ
に
た
い
し
て
は
、
杜
会
主
義
の
側
へ
彼
ら
が
納
得
し
て
苧
く
る
ま
で
、
轟
と
実
例
を

示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
辛
棒
強
よ
く
働
き
か
け
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

　
権
力
を
握
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
は
郡
市
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
と
地
主
を
か
た
ず
け
た
だ
け
で
は
、
階
級
を
な
く
な
し
た
と

も
・
資
本
主
義
の
息
の
根
を
と
め
た
と
も
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ロ
シ
ァ
の
国
内
に
小
経
営
が
、
小
商
晶
生
産
者
が
、
多
数
存

在
し
て
い
る
間
は
杜
会
主
義
へ
よ
り
も
資
本
主
義
へ
復
帰
す
る
動
向
の
方
が
っ
よ
い
。
だ
か
ら
、
人
口
の
大
都
分
を
占
め
る
小
商
品

生
産
者
・
こ
と
に
小
規
模
経
営
の
農
民
を
な
く
な
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
、
階
級
の
対
立
は
や
ま
な
い
し
、
杜
会
主
義
杜
会
の
土
台

も
か
た
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
小
商
晶
生
産
者
は
小
型
の
生
産
手
段
を
所
有
し
、
自
分
の
製
晶
の
一
部
を
商
晶
と
し
て
販
売
す
る
、
商
品
の
売
買
に
た
ず
さ
わ
る

か
ぎ
り
・
市
場
の
最
況
に
よ
っ
て
は
儲
け
る
こ
と
も
あ
る
。
儲
け
た
経
験
は
彼
ら
に
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
を
夢
み
さ
せ
る
し
、
少
数
の
も
の

は
実
際
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
に
も
な
る
。
彼
ら
は
小
所
有
者
と
し
て
も
、
小
商
人
と
し
て
も
、
小
所
有
に
執
着
し
、
売
買
の
自
由
、
市
場
の

投
機
的
魅
力
に
つ
よ
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
意
味
で
彼
ら
は
反
杜
会
主
義
的
性
格
を
も
つ
。
　
「
レ
ー
ニ
ン
は
、
個
人
農
は

最
後
の
資
本
家
階
級
で
あ
る
と
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
杜
会
を
構
成
す
る
二
っ
の
基
本
的
階
級
の
う
ち
、
農
民
は
、
そ
の

経
済
が
藷
所
有
と
小
商
晶
生
産
に
議
を
お
い
て
い
る
階
級
だ
が
ら
で
あ
る
。
農
民
が
、
小
商
品
生
産
を
い
と
な
む
個
人
農
で
↓

る
か
ぎ
り
・
彼
ら
の
う
ち
か
ら
、
い
っ
で
も
、
た
え
ず
資
本
家
を
派
生
し
て
い
る
し
、
ま
た
派
生
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら

で
あ
る
・
プ
あ
よ
う
窟
人
農
の
う
ち
富
農
に
属
す
る
階
層
を
抑
制
駆
逐
す
る
と
同
時
に
、
中
小
餐
層
を
指
導
し
て
、
彼
ら
の

小
所
有
者
的
精
神
を
止
揚
し
、
彼
ら
を
杜
会
主
義
的
農
民
に
創
り
あ
げ
る
任
務
を
プ
ロ
レ
リ
ァ
の
前
衛
は
負
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
・
小
商
品
生
産
者
全
体
と
し
て
は
、
つ
ね
に
資
本
主
義
的
経
営
に
圧
迫
さ
れ
搾
取
さ
れ
、
商
晶
市
場
の
変
動
に
ほ
ん
ろ
う



さ
れ
、
過
労
し
て
貧
窮
化
す
る
運
命
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
彼
ら
は
結
局
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
化
す
る
、
こ
の
一
面
を
も
つ
ゆ
え
に
、
彼
ら

の
一
部
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
革
命
に
積
極
的
に
参
加
し
、
一
部
は
中
立
的
立
場
を
と
る
。
小
商
晶
生
産
者
、
殊
に
小
農
民
大
象
を
そ
の

貧
困
・
過
労
・
無
釦
か
ら
救
い
だ
す
こ
と
は
、
革
命
の
主
目
的
の
ひ
と
っ
で
あ
り
、
こ
の
目
的
を
果
す
こ
と
は
、
ま
た
、
同
時
に
社

会
主
義
杜
会
の
基
礎
を
強
固
に
す
る
り
え
ん
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ソ
ヴ
、
一
ト
政
府
は
小
農
民
を
そ
の
窮
乏
か
ら
救
い
だ
す
と
と

も
に
、
彼
ら
の
意
識
の
う
ち
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
な
も
の
乃
至
は
お
く
れ
た
も
の
を
一
掃
し
、
杜
会
主
義
杜
会
の
基
礎
を
か
た
め
る
た

め
に
ど
う
い
う
方
法
を
と
っ
た
か
。

　
孤
立
分
散
し
た
個
人
的
小
経
営
の
集
団
化
の
方
法
を
と
っ
た
。

　
企
業
の
集
団
化
は
、
は
じ
め
は
協
同
組
合
企
業
の
か
た
ち
で
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
生
産
手
段
と
土
地
が
労
働
者
階
級
と
そ
の
国
家

の
所
有
に
属
す
る
か
ぎ
り
、
「
こ
の
協
同
組
合
企
業
は
杜
会
主
義
的
企
業
に
こ
と
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
」
と
レ
ー
ニ
ン
は
云
っ
た
。

　
　
　
１
「
協
同
組
合
に
つ
い
て
」
参
照
－

　
農
民
は
販
売
・
購
買
協
同
組
合
か
ら
生
産
協
同
組
合
へ
と
発
展
的
に
組
織
さ
れ
た
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
は
生
産
協
同
組
合
の
ソ
ヴ
ェ
ッ

ト
権
力
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
た
特
殊
な
型
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
く
千
万
の
分
散
し
た
小
農
経
営
を
都
市
の
工
業
に
結
ぴ
つ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
大
工
業
の
発
展
を
助
長
し
つ
つ
農
業
経
営
を
集
団
化
し
、
杜
会
主
義
的
大
規
模
生
産
を
お
こ
な
い
得
る
よ
う
な
基
礎
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
農
業
に
お
け
る
小
経
営
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
は
、
工
業
の
犬
規
模
化
も
期
待
で
き
な
い
し
、
国
の
杜

会
主
義
的
土
台
も
か
た
ま
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
　
「
わ
れ
わ
れ
が
小
農
の
国
に
生
活
し
て
い
る
あ
い
だ
は
、
ロ
シ
ァ
に
は
、
共
産
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
削

義
に
と
っ
て
よ
り
も
資
本
主
義
に
と
っ
て
、
い
っ
そ
う
強
固
な
経
済
的
地
盤
が
あ
る
」
と
レ
ー
ニ
ン
は
い
っ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら

零
紬
な
個
人
農
の
経
営
を
大
規
模
に
社
会
化
す
る
こ
と
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
に
と
っ
て
は
国
の
大
工
業
化
の
問
題
と
不
可
分
に
結
び

　
　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
人
間
改
造
の
問
題
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
（
四
五
七
）
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つ
い
た
杜
会
主
義
杜
会
建
設
の
成
否
に
か
か
わ
る
最
も
重
大
な
間
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
人
的
農
業
経
営
を
協
同
組

合
化
す
る
政
策
は
、
大
革
命
後
間
も
な
く
お
こ
な
わ
れ
た
。
初
期
の
コ
ル
ホ
ー
ズ
は
農
民
の
手
持
ち
の
農
具
を
も
ち
よ
っ
た
だ
け

で
、
技
術
の
う
え
か
ら
見
る
る
小
経
営
と
ち
が
わ
な
い
よ
う
な
の
だ
が
、
例
え
ば
ド
ン
州
の
あ
る
コ
ル
ホ
ー
ズ
で
は
、
播
種
面
積
三

０
１
五
〇
彩
増
と
い
う
「
目
ま
い
を
お
こ
さ
せ
る
よ
う
な
」
効
果
を
あ
げ
た
。
そ
の
理
由
は
「
個
人
的
労
働
の
条
件
の
も
と
で
は
無

力
で
あ
っ
た
農
民
た
ち
が
、
自
分
の
農
具
を
も
ち
よ
っ
て
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
団
結
す
る
や
い
な
や
、
き
わ
め
て
大
き
な
力
に
か
わ
っ

た
こ
と
に
よ
る
も
一
の
で
あ
る
。
農
民
た
ち
が
、
個
人
的
労
働
条
件
の
も
と
で
は
開
墾
す
る
の
が
困
難
だ
っ
た
荒
地
や
未
耕
地
を
、
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
）

墾
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
」

　
大
農
業
機
械
で
装
備
さ
れ
な
い
初
歩
的
段
階
に
あ
っ
た
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
お
い
て
も
、
集
団
化
し
た
労
働
の
生
産
性
は
飛
躍
し
た
、

ト
ラ
ク
タ
ー
の
全
国
的
配
布
網
が
完
成
し
て
系
統
的
に
機
械
化
さ
れ
た
現
今
の
大
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
お
い
て
は
、
従
来
の
農
業
と
農
民

と
は
全
く
別
も
の
に
新
生
し
て
し
ま
っ
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
コ
ル
ホ
ー
ズ
は
農
民
を
窮
乏
と
無
知
か
ら
救
い
だ
す
唯
一
の
道

だ
と
い
わ
れ
た
通
り
、
ソ
同
盟
・
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
お
け
る
生
産
手
段
の
杜
会
的
集
団
的
所
有
に
対
応
す
る
労
働
・
経
営
の
杜
会
化
・

集
団
化
は
、
農
業
生
産
力
発
展
の
た
め
に
広
大
な
領
域
を
ひ
ら
い
た
、
生
産
力
の
発
展
と
と
も
に
、
農
民
の
物
質
的
・
交
化
的
・
生

活
水
準
は
絶
え
ま
な
く
向
上
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
事
芙
、
簡
単
に
云
え
ば
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
が
農
民
に
利
益
を
与
え
て
お
り
、
よ
り
よ

き
将
来
を
約
束
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
い
く
千
万
農
民
を
コ
ル
ホ
ー
ズ
ヘ
、
杜
会
主
義
の
側
へ
、
進
ん
で
参
加
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
。
民
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
ヘ
自
分
た
ち
の
全
生
活
を
統
合
さ
せ
る
こ
と
が
、
従
前
の
分
散
し
た
個
人
的
労
働
に
よ
っ

て
私
的
利
益
に
あ
く
せ
く
す
る
生
活
よ
り
逢
か
に
ま
し
だ
と
い
う
こ
と
を
、
コ
ル
ホ
ー
－
ズ
で
の
、
多
く
の
同
志
と
の
共
同
、
協
力
、

相
互
擬
助
を
も
と
と
す
る
、
平
和
で
豊
か
な
目
六
の
生
活
の
実
践
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
知
ら
さ
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
プ
ロ
レ
タ
リ



ア
の
指
導
の
も
と
に
国
の
杜
会
主
義
か
ら
共
産
主
義
へ
の
向
上
的
推
進
を
積
極
的
に
た
す
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
杜
会
主
義
は
人
民

に
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
民
が
自
分
の
利
益
の
た
め
に
進
ん
で
闘
い
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
杜
会
主
義
体
制
の
も
と
で
は
、
国
家
・
社
会
の
利
害
と
人
民
・
個
人
の
利
害
と
の
間
に
対
立
矛
盾
が
存
在
し
な
い
。
国
家
は
人
民

の
国
家
で
あ
り
、
人
民
の
利
益
を
ほ
か
に
し
た
国
家
の
利
益
な
ど
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
コ
ル
ホ
ー
ズ
に
あ
っ
て
も
、
コ

ル
ホ
ー
ズ
と
そ
の
成
員
・
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
民
と
の
閨
係
は
国
家
と
人
民
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
計
画
を
コ
ル
ホ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ズ
員
が
協
力
し
て
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
各
員
が
そ
の
能
力
に
応
じ
て
働
け
ば
、
働
い
た
だ
け
そ
の
個
人
は
よ
り
よ
く
報
酬
さ
れ

る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
利
益
に
も
な
る
。
コ
ル
ホ
ー
ズ
を
は
な
れ
た
成
員
の
利
益
と
い
う
も
の
は
な
く
、
成
員
の
利

益
と
は
別
の
コ
ル
ホ
ｉ
ズ
の
利
益
な
る
も
の
も
存
し
な
い
。
人
間
に
よ
る
人
間
の
搾
取
が
な
く
な
っ
た
こ
と
の
人
類
史
的
意
義
は
、

国
家
と
個
人
、
個
人
と
個
人
と
の
間
の
利
害
の
対
立
、
支
配
隷
従
関
係
が
絶
減
さ
れ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
何
百
町
歩
単
位
の
経
営
面
積
を
も
つ
コ
ル
ホ
ー
ズ
は
、
何
百
人
か
の
組
織
さ
れ
た
協
同
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
経
営
さ
れ
う
る
の

で
、
そ
こ
で
は
、
個
人
の
労
働
は
何
百
人
か
の
総
体
の
労
働
の
一
部
分
と
し
て
、
す
な
わ
ち
杜
会
的
労
働
と
し
て
の
み
発
動
で
き

る
。
個
人
が
、
個
人
の
た
め
に
だ
け
ト
ラ
ク
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
個
人
が
ト
ラ
ク
タ
ー
に
対

抗
し
て
手
道
具
で
、
自
分
だ
け
の
生
活
を
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
民
の
生
活
以
上
に
豊
か
に
し
よ
う
な
ど
と
考
え
る
の
は
一
つ
の
迷
妄
に
過

ぎ
な
い
。
搾
取
の
な
い
集
団
農
場
・
コ
ル
ホ
ー
ズ
で
は
、
大
工
業
の
技
術
的
基
礎
の
う
え
で
お
こ
な
わ
れ
る
農
業
生
産
の
利
益
が
、

直
接
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
民
す
べ
て
の
利
益
と
な
る
。
個
人
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
杜
会
的
生
産
に
協
同
す
る
よ
り
ほ
か
、
原
則
的
に
は
、
自

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

己
の
生
活
を
よ
り
よ
く
す
る
方
法
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
ソ
同
盟
で
の
農
業
政
策
は
、
地
主
、
高
利
貸
に
よ
る
搾
取
廃
絶
の
基
礎
の
う
え
で
、
農
業
経
営
の
杜
会
化
．
コ
ル
ホ
ー
ズ
化
に
よ
つ

　
　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
八
間
改
造
の
間
題
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
（
四
五
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
（
四
六
〇
）

て
農
民
の
生
産
と
生
活
を
絶
え
ず
引
き
上
げ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
生
産
と
生
活
と
の
杜
会
的
．
経
済
的
．
条
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

を
創
り
だ
し
、
こ
の
薪
し
い
条
件
の
う
え
で
、
旧
来
の
私
有
財
産
制
度
の
も
と
で
ゆ
が
め
ら
れ
た
人
間
性
を
た
め
な
わ
そ
う
と
い
う

の
が
、
広
い
意
味
で
の
、
ソ
同
盟
の
教
育
乃
至
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
な
の
で
あ
る
。

　
旧
ロ
シ
ァ
の
農
民
は
資
本
主
義
国
一
般
の
農
民
と
ひ
と
し
く
、
そ
の
性
格
は
偏
狭
で
猪
み
深
く
、
排
外
的
で
あ
り
、
吝
薔
に
近
い

利
己
主
義
者
・
私
有
財
産
の
狂
信
者
で
あ
り
、
わ
く
れ
た
観
念
や
迷
信
に
と
ら
わ
れ
た
頑
固
な
保
守
主
義
者
で
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
の

農
民
的
性
格
は
、
農
民
に
固
有
な
生
れ
な
が
ら
の
天
性
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
農
民
が
資
本
主
義
杜
会
の
う
ち
で
、
農
民
と
し

て
わ
か
れ
た
杜
会
的
・
経
済
的
地
位
、
条
件
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
つ
く
ら
れ
た
性
格
で
あ
る
。
彼
ら
の
経
営
は
零
紬
で
個
人
的
、

孤
立
的
で
、
技
術
は
低
い
水
準
を
伝
統
的
に
塁
守
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
生
活
は
、
甚
し
い
搾
取
の
も
と
で
人
間
以
下
的
消
費
と

駄
獣
以
上
の
労
役
に
縛
り
つ
け
ら
れ
、
窮
迫
、
過
労
、
無
知
の
泥
沼
の
な
か
で
も
が
き
つ
つ
そ
の
生
命
を
終
る
と
い
う
よ
う
な
軌
道

の
う
え
に
固
定
さ
れ
て
い
た
。
小
農
民
の
さ
き
に
あ
げ
た
一
般
的
性
格
は
、
彼
ら
の
こ
う
し
た
社
会
的
、
経
済
的
環
境
の
必
然
的
産
物

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
右
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
み
る
に
、
凡
て
の
国
の
勤
労
農
民
が
過
労
と
窮
追
か
ら
免
が
れ
て
開
明
さ
れ
た
、
人
間
の
名
に
ふ
さ

わ
し
い
、
交
化
生
活
を
い
と
な
む
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
道
は
、
杜
会
主
義
へ
の
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
的
集
団
経
営
へ
の
道
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ソ
同
盟
に
お
け
る
実
践
と
そ
の
現
実
の
結
果
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。

　
杜
会
主
義
の
争
い
が
た
い
強
味
は
、
そ
れ
が
人
民
の
要
求
に
そ
い
、
歴
史
の
進
む
方
向
に
そ
い
、
真
理
を
実
践
に
う
つ
し
実
践
に

よ
っ
て
真
理
を
深
か
め
高
か
め
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
資
本
家
も
「
貧
乏
は
共
産
主
義
の
温
床
」
だ
と
い
う
こ
と
を
云
う
し
、
知

っ
て
も
い
る
だ
ろ
う
。
が
、
し
か
し
、
賓
本
家
階
級
は
貧
乏
を
絶
減
し
え
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
緩
和
の
た
め
の
手
さ
え
う



つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
資
本
の
蓄
積
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
富
裕
化
と
は
、
両
立
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
、
だ
か
ら
、
ブ
ル
ジ
ヨ

ァ
ジ
ー
は
共
産
主
義
の
温
床
－
貧
乏
－
を
維
持
拡
大
し
な
が
ら
資
本
主
義
を
死
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
羽
目
に
陪
る
。
こ
の
抜
け

道
の
な
い
矛
盾
に
対
処
す
る
彼
ら
の
あ
が
き
は
、
「
反
ソ
」
「
反
共
」
の
宣
伝
に
収
約
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
共
産
主
義
は
鬼
か
蛇

か
の
よ
う
に
恐
ろ
し
い
・
あ
ら
ゆ
る
非
道
悪
徳
の
権
化
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
マ
ス
・
コ
パ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
の
手
段
に
よ
っ
て

誹
誘
す
る
。
デ
マ
に
よ
る
党
と
人
民
と
の
離
反
を
策
す
る
以
外
に
手
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
真
実
の
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
・
真
実
を
ゆ
が
め
、
薇
い
か
く
す
こ
と
に
自
己
の
存
立
を
託
し
て
い
る
よ
う
な
階
級
に
積
極
的

な
存
続
の
嚢
室
る
で
あ
ろ
う
か
。
真
実
は
必
ず
あ
ら
わ
れ
、
虚
偽
は
暴
露
さ
れ
て
亡
び
る
と
い
う
の
が
人
類
生
活
を
貫
く
婁

Ｈ
真
実
で
あ
る
。
亡
び
る
も
の
は
、
必
然
に
亡
び
る
べ
き
条
件
を
つ
く
り
出
し
て
亡
び
る
の
で
あ
る
。

新
た
に
生
れ
で
て
伸
び
て
ゆ
く
も
の
を
抑
止
す
る
ど
ん
な
力
も
存
し
な
い
。
農
民
の
生
き
て
栄
え
て
ゆ
く
た
め
の
薪
し
い
杜
会
主

義
的
形
態
・
コ
ル
ホ
ー
ズ
は
、
「
強
制
労
働
」
「
奴
隷
状
態
」
だ
と
、
自
由
な
世
界
か
ら
、
ど
ん
な
に
わ
め
か
れ
て
も
、
そ
れ
と
は
ま
る

で
か
か
わ
り
な
し
に
・
ソ
同
盟
の
農
民
の
自
発
的
創
意
と
杜
会
主
義
競
争
に
よ
っ
て
目
に
月
に
拡
大
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
人

民
の
一
真
実
の
一
不
敗
の
力
な
の
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
農
業
の
基
礎
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
上
に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
と

き
・
全
村
・
全
地
区
が
全
体
と
し
て
コ
ル
ホ
ー
ズ
ヘ
加
入
し
て
き
た
と
き
、
「
私
有
財
産
の
墾
塞
」
中
農
層
が
自
か
ら
大
衆
的
に
コ

ル
ホ
ー
ス
ヘ
加
入
し
て
き
た
と
き
・
ス
タ
ー
リ
ン
は
ソ
同
盟
に
お
け
る
杜
会
主
義
確
立
　
　
資
本
主
義
復
活
の
最
後
の
期
待
の
崩
壊

　
　
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
「
ノ
同
盟
に
お
け
る
資
本
主
義
の
復
活
を
夢
み
る
万
国
の
資
本
家
の
最
後
の
期
待
　
　
「
私
有
財
産
の
神
聖
な
原
理
」
は
、
く
ず

れ
・
こ
な
じ
な
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
彼
ら
が
、
資
本
主
義
の
地
盤
を
こ
や
す
材
料
と
見
て
い
る
農
民
は
、
ほ
め
た
た
え
ら
れ
た
「
私

　
　
　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
に
ょ
る
八
間
改
造
の
問
題
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
（
四
六
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
（
四
六
二
）

有
財
産
」
の
旗
を
、
集
団
的
に
見
す
て
て
集
団
経
営
の
軌
道
へ
、
杜
会
主
義
の
軌
道
へ
う
つ
っ
て
い
る
。
資
本
主
義
の
復
活
に
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
）

す
る
最
後
の
期
待
が
く
ず
れ
お
ち
つ
つ
あ
る
。
」

　
ソ
同
盟
に
お
け
る
杜
会
主
義
建
設
の
事
業
は
、
電
化
に
よ
っ
て
国
の
す
べ
て
の
産
業
を
、
近
代
的
大
規
模
生
産
の
基
礎
の
う
え
に

築
き
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
杜
会
主
義
杜
会
の
物
質
的
・
経
済
的
・
土
台
を
か
た
め
る
こ
と
、
そ
れ
が
基
本
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
杜
会
の
物
質
的
土
台
の
上
に
全
ソ
連
人
民
の
生
活
を
お
き
か
え
て
、
そ
の
意
識
の
変
改
　
　
私
有
欲
の
か
た
ま

り
を
杜
会
主
義
的
精
神
で
お
き
か
え
る
　
　
を
合
法
則
的
・
徹
底
的
に
試
み
る
。
だ
か
ら
、
社
会
主
義
杜
会
の
物
質
的
土
台
の
成

熟
、
彊
化
と
、
人
間
意
識
の
う
ち
の
資
本
主
義
的
な
も
の
の
死
滅
七
杜
会
主
義
的
な
も
の
の
薪
生
、
成
長
と
は
、
弁
証
法
的
相
亙
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

連
の
も
と
で
、
互
に
他
を
よ
り
彊
化
し
つ
つ
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
杜
会
主
義
的
生
産
が
杜
会
主
義
的
精
神
と
と
も
に
不
断
に
発
展

す
る
、
そ
こ
に
ソ
同
盟
の
杜
会
的
生
命
の
枯
渇
す
る
こ
と
の
な
い
源
泉
が
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
を
、
機
械
を
、
農
民

の
心
理
を
改
造
す
る
た
め
の
主
要
な
基
礎
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
ト
ラ
ク
タ
ー
の
操
縦
に
な
れ
た
農
民
は
、
ふ
た
た
び
鍬
を
手
に
と

ろ
う
と
は
し
な
い
、
科
学
を
知
っ
た
農
民
は
迷
信
か
ら
自
由
に
な
り
、
団
結
の
力
を
知
っ
た
農
民
は
孤
立
に
は
か
え
ら
な
い
。
ソ
ヴ

ェ
ト
農
民
は
資
本
家
・
地
主
の
忠
僕
と
は
永
久
に
絶
縁
し
て
し
ま
っ
た
。

　
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
農
民
を
つ
く
り
か
え
、
彼
ら
の
個
人
主
義
的
心
理
を
た
め
な
お
し
、
彼
ら
を
杜
会
主
義
杜
会
の
真
の
勤
労
者
に
か

え
る
た
め
に
は
、
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
の
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
仕
事
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
機
械
化
が
急

速
に
す
す
め
ば
す
す
む
ほ
ど
、
そ
れ
の
ト
ラ
ク
タ
ー
化
が
急
遠
に
す
す
め
ば
す
す
む
ほ
ど
、
い
よ
い
よ
急
遠
に
な
し
と
げ
ら
れ
る
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
農
村
を
杜
会
主
義
的
に
改
造
す
る
て
こ
と
し
て
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
が
も
つ
最
大
の
意
義
を
、
す
こ
し
も

小
さ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
。



　
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
巨
大
な
意
義
は
、
ま
さ
に
コ
ル
ホ
ー
ズ
が
、
農
業
に
機
械
と
ト
ラ
ク
タ
ー
を
応
用
す
る
た
め
の
主
要
な
基
礎
で
あ

る
こ
と
、
そ
れ
が
、
農
民
を
っ
く
り
か
え
、
杜
会
主
義
の
精
神
に
よ
っ
て
彼
ら
の
心
理
を
改
造
す
る
た
め
の
主
要
な
基
礎
で
あ
る
こ

　
　
　
７
）

と
に
あ
る
。
」

　
農
民
の
労
働
と
生
活
の
し
か
た
を
、
従
来
の
個
人
的
な
基
礎
か
ら
集
団
的
・
農
会
主
義
的
な
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
基
礎
の
う
え
に
お
き

か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
云
い
か
え
る
と
、
人
間
を
資
本
主
義
的
叢
境
か
ら
杜
会
主
義
的
環
境
へ
転
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間

の
意
識
や
心
理
を
資
本
主
義
的
な
も
の
か
ら
杜
会
主
義
的
な
も
の
に
改
造
す
る
と
い
う
方
法
は
、
弁
証
法
的
唯
物
論
の
実
践
と
し
て

ソ
同
盟
に
わ
い
て
そ
の
正
し
さ
を
争
う
余
地
な
く
実
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
方
法
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
場
合
に
か
ぎ
ら

れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
人
心
の
改
造
に
関
す
る
ソ
同
盟
の
す
べ
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
に
お
い
て
原
則
的
に
採
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
に
関
す
る
事
例
を
宗
教
そ
の
他
に
つ
い
て
見
よ
う
。

註
ｍ

　
２
）

　
３

　
４

　
「
む

　
６

　
７

堀
江
邑
一
監
修
「
ソ
同
盟
に
お
け
る
杜
会
主
義
の
経
済
的
諾
問
題
」
上
　
五
五
頁
参
照

ス
ク
ー
リ
ン
「
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
諾
間
題
」
　
一
一
五
八
頁

「
ス
ク
ー
リ
ン
全
集
」
第
十
二
巻
　
五
六
頁

「
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
諾
問
題
」
１
「
ソ
同
盟
共
産
党
内
の
右
翼
的
危
険
に
つ
い
て
」
　
三
〇
〇
頁

「
ス
ク
ー
リ
ン
全
集
」
第
十
二
巻
・
「
ソ
同
盟
に
お
け
る
農
業
政
策
の
諾
間
題
に
よ
せ
て
」
　
一
七
六
頁

「
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
諾
問
題
」
１
「
偉
大
な
転
換
の
年
」
　
四
一
七
頁

前
出
「
ス
ヶ
－
リ
ン
全
集
」
　
一
八
六
頁

三
　
宗
教
と
物
質
的
生
活

吋
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
人
問
改
造
の
問
題
（
阿
部
）

九
三
（
四
六
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
掌
．
（
第
三
巻
じ
第
四
号
）
　
１
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
九
四
（
四
六
四
）

　
ソ
同
盟
で
は
、
教
会
は
国
家
や
教
育
か
ら
完
全
に
切
り
は
な
さ
れ
、
信
仰
ば
私
事
と
し
て
全
く
個
人
の
自
由
に
ま
か
さ
れ
て
い

る
。
国
家
は
宗
教
を
圧
迫
も
し
な
け
れ
ば
保
護
も
し
な
い
。
憲
法
第
百
二
十
四
条
に
は
「
宗
教
的
礼
拝
の
挙
行
の
自
由
と
反
宗
教
宣

伝
の
自
由
は
、
す
べ
て
の
市
民
に
み
と
め
ら
れ
る
。
」
と
あ
る
。
国
家
権
力
の
保
護
干
渉
を
全
友
受
け
な
い
宗
教
、
信
仰
に
つ
い
て

い
く
ら
か
で
も
の
彊
制
を
う
け
な
い
市
民
は
、
自
由
諸
国
に
お
い
て
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
比
す
る
と
ソ
同
盟
に
お
け
る

信
仰
の
自
由
は
徹
底
的
で
あ
り
、
宗
教
の
存
亡
は
全
く
自
由
に
放
任
さ
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
共
産
主
義
者
は
宗
教
の
存
在
意
義
、
人
類
に
た
い
す
る
有
用
な
役
立
ち
を
認
め
て
い
る
か
と
い
う
に
、
勿
論
そ
う
で
は
な

い
。
宗
教
は
阿
片
だ
と
い
う
マ
ル
ク
ス
、
レ
ー
ニ
ン
の
言
葉
が
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
宗
教
を
支
配
・
搾
取
階
級

が
、
人
民
を
支
配
し
搾
取
す
る
た
め
の
有
力
な
糖
神
的
武
器
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
れ
で
、
人
民
を
宗
教
の
呪
縛
か
ら
解
放

す
る
こ
と
、
宗
教
を
根
絶
す
る
こ
と
は
、
宗
教
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
原
則
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
同
盟
に
お
い
て
な
お
宗
教
の
存
在
と
信
仰
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
何
故
か
。
そ
れ
に
た
い

す
る
答
は
次
の
よ
う
だ
。
す
な
わ
ち
、
ソ
同
盟
で
は
数
次
の
五
ケ
年
計
画
の
成
功
的
遂
行
の
結
果
、
杜
会
主
義
杜
会
の
土
台
が
揺
ぎ

な
い
堅
固
な
も
の
と
な
り
、
も
う
資
本
家
地
主
の
復
活
、
人
間
に
よ
る
人
間
の
搾
取
の
可
能
性
は
永
久
に
消
減
し
た
。
こ
う
し
た
杜

会
で
は
、
宗
教
に
と
っ
て
の
存
立
の
杜
会
的
・
物
質
的
土
台
が
掘
り
崩
さ
れ
、
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
杜
会

で
は
、
宗
教
は
、
い
わ
ば
根
を
切
ら
れ
た
木
と
同
じ
で
、
も
う
枝
葉
を
繁
ら
す
生
命
力
は
失
わ
れ
、
次
第
に
枯
死
す
る
運
命
を
免
れ

な
い
の
で
あ
る
。
た
か
ら
、
宗
教
に
た
い
す
る
ノ
同
盟
の
態
度
は
、
一
般
的
に
は
自
由
放
任
－
　
死
減
す
る
に
ま
か
せ
る
　
　
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
。

　
こ
の
よ
う
な
、
杜
会
的
・
物
質
的
条
件
を
つ
く
り
だ
し
た
う
え
は
、
権
力
に
よ
っ
て
宗
教
や
個
人
の
信
仰
に
直
接
の
制
限
や
圧
追



を
加
え
、
人
民
に
無
信
仰
を
押
し
っ
け
る
こ
と
は
、
害
あ
っ
て
益
な
き
愚
策
で
あ
る
。
宗
教
は
数
世
代
に
わ
た
っ
て
伝
統
さ
れ
た
人

民
の
生
活
慣
習
や
習
俗
と
同
じ
く
、
否
そ
れ
ら
よ
り
ず
っ
と
彊
い
影
響
力
と
生
命
の
惰
力
を
も
っ
て
心
の
う
ち
に
生
き
の
こ
る
。
こ

の
宗
教
的
影
響
力
を
す
べ
て
の
人
民
の
心
の
う
ち
か
ら
駆
除
す
る
に
は
、
そ
の
た
め
の
物
質
的
条
件
の
成
熟
と
マ
ル
ス
主
義
教
百
の

結
果
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
長
期
を
要
す
る
が
、
誤
り
の
な
い
、
必
ず
成
功
が
期
待
さ
れ
る
宗
教
政
策
で
あ
る
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
、
自
由
諸
国
に
お
け
る
宗
教
に
負
わ
さ
れ
た
役
割
を
見
る
に
、
そ
れ
は
人
々
に
階
級
闘
争
に
よ
っ
て
、
自
力
で
こ

の
世
に
人
民
の
住
み
易
い
天
国
の
建
設
を
断
念
さ
せ
る
こ
と
、
云
い
か
え
る
と
、
自
然
に
た
い
し
て
も
、
杜
会
に
た
い
し
て
も
、
人

間
の
無
力
さ
を
説
教
し
て
、
あ
ら
り
る
災
禍
不
幸
を
諦
ら
め
忍
従
さ
せ
、
そ
の
償
い
を
も
っ
ぱ
ら
来
世
に
求
め
さ
せ
る
こ
と
に
あ

る
。
宗
教
の
こ
の
役
割
は
、
人
民
の
搾
取
と
隷
従
に
基
礎
を
お
く
杜
会
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
支
配
階
級
に
よ
っ
て
、
搾
取
と
支
配

を
維
持
す
る
た
め
の
有
力
な
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
も
、
勿
論
、
宗
教
を
階
級
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
武

器
と
し
て
愛
用
す
る
、
そ
の
点
で
は
前
時
代
の
支
配
階
級
に
ま
さ
る
と
も
劣
る
も
の
で
は
な
い
。

　
神
は
被
圧
服
状
態
を
彊
固
に
し
、
階
級
闘
争
を
眠
り
こ
ま
せ
る
観
念
の
複
合
体
で
あ
る
と
、
レ
ー
ニ
ン
が
い
っ
た
と
お
り
、
宗
教

は
階
級
支
配
を
維
持
す
る
た
め
に
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
の
手
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
・
農
民
に
与
え
ら
れ
た
麻
痒
薬
・
阿
片
な
の

で
あ
る
。
宗
教
は
人
聞
の
知
能
　
　
自
然
と
人
聞
と
に
つ
い
て
の
認
識
　
　
の
最
も
低
い
段
階
に
あ
っ
た
時
代
　
　
原
始
・
未
開
時

代
に
発
生
し
た
も
の
だ
が
、
ゑ
、
れ
が
現
在
に
わ
い
て
も
な
お
生
き
て
彊
い
影
響
を
人
心
に
与
え
て
い
る
の
は
如
何
な
る
理
由
に

よ
る
も
の
か
。
宗
教
の
現
杜
会
に
お
け
る
根
源
は
ど
こ
に
あ
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
資
本
主
義
諸
国
に
わ
け
る
宗
教
の
根
源
は
主
と
し
て
杜
会
的
な
も
○
で
あ
る
。
す
む
わ
ら
、
労
働
者
、
農
民
、
小
市
民
　
　
一
般

勤
労
者
　
　
が
資
本
主
義
杜
会
の
う
ち
で
お
か
れ
て
い
る
地
位
の
極
め
て
不
安
定
で
あ
る
と
い
う
事
実
、
彼
ら
が
自
分
の
生
活
を
自

　
　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
人
間
改
造
の
間
題
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
（
四
六
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
三
巻
・
竃
号
一
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
九
六
茜
六
一
一
一

分
の
意
思
と
自
分
の
力
で
・
呈
的
に
営
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
婁
、
彼
ら
の
生
活
は
彼
ら
の
予
見
や
力
の
全
く
役

に
立
た
な
い
乗
主
義
杜
会
の
あ
島
る
纂
に
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
、
要
す
る
に
、
資
本
主
義
杜
会
に
お
け
る
彼
ら
の
生

活
の
不
安
・
そ
の
不
安
に
た
い
す
る
四
六
時
申
の
恐
怖
、
そ
れ
ら
が
近
代
杜
会
に
わ
け
る
宗
教
の
根
源
な
の
で
あ
る
。

　
「
資
本
の
盲
目
的
な
力
・
そ
れ
は
人
民
大
衆
に
よ
っ
て
予
知
さ
れ
え
な
い
が
り
え
に
盲
目
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ァ
お
よ
び
小
所
有
者
の
生
活
の
一
歩
ご
と
に
、
『
突
然
の
』
『
思
い
が
け
な
い
』
　
『
偶
然
的
な
』
零
落
や
破
滅
や
、
乞
食
、
貧
困
者
、

淫
売
婦
・
繁
へ
の
転
落
暑
大
衆
に
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
り
、
ま
た
現
に
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
豪
の
力
に
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛

す
る
恐
怖
　
　
そ
れ
こ
そ
が
現
代
宗
教
の
根
源
」
で
あ
る
。

　
生
産
の
無
政
盾
性
・
市
場
に
お
け
る
価
格
の
変
動
、
恐
慌
等
資
本
の
運
動
は
あ
ら
ゆ
る
偶
然
を
通
じ
て
、
人
及
の
意
思
、
希
望
な

ど
か
ら
隔
絶
し
た
自
然
法
則
　
　
天
意
　
　
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
法
則
が
人
民
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

の
失
業
・
破
産
に
よ
る
餓
死
の
脅
威
は
厄
神
の
か
か
い
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
う
け
と
ら
れ
る
。
た
た
り
に
た
い
し
て
お
ま
じ
な

い
が
・
宗
教
的
な
も
の
が
、
必
要
な
の
で
あ
り
、
こ
の
必
要
が
あ
る
か
ぎ
り
宗
教
は
維
持
さ
れ
る
。

　
逆
に
い
え
ば
・
人
民
大
衆
の
生
活
が
彼
ら
自
身
の
意
思
と
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
な
お
そ
の
向
上
が
保
証
さ
れ
て
、
誰
れ
も
不

意
に
貧
乏
に
な
っ
た
り
、
餓
死
し
た
り
す
る
よ
う
な
不
安
や
恐
怖
を
感
じ
る
こ
と
が
な
く
な
れ
ば
、
そ
う
い
う
杜
会
で
は
、
　
「
神
炎

を
創
り
だ
す
根
源
」
Ｈ
恐
術
と
と
も
に
宗
教
も
ま
た
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
人
間
に
よ
る
人
間
の
搾
取
を
廃
絶
し
、
労
働
が

義
務
で
あ
る
と
と
も
に
人
民
の
権
利
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
失
業
と
い
う
こ
と
が
な
く
人
民
の
生
活
が
人
民
の
力
に
よ
つ
て
保
証
さ

れ
て
い
る
国
・
ソ
同
盟
で
は
・
宗
教
の
た
め
の
杜
会
的
根
源
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
国
の
人
民
の
宗
教
に
た
い

す
る
意
識
は
ど
ん
な
に
変
っ
た
ろ
う
か
、
そ
の
一
例
を
み
よ
う
。



　
終
戦
か
ら
一
九
四
八
年
ま
で
ソ
同
盟
に
い
た
山
田
溝
三
郎
氏
は
、
中
央
ア
ジ
ァ
、
カ
ザ
ヒ
共
和
国
の
首
都
マ
ル
マ
・
ア
タ
で
雛
深

い
柔
和
な
顔
を
し
た
一
老
婆
と
宗
教
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
問
答
を
取
り
か
わ
し
た
。

　
　
「
ソ
ヴ
ェ
ト
に
は
、
神
様
は
あ
り
ま
す
か
」

　
　
「
な
い
、
な
い
」
老
婆
は
、
か
ぶ
り
を
ふ
っ
た
。

　
「
で
も
、
十
字
を
切
っ
て
い
る
お
婆
さ
ん
を
、
と
き
ど
き
見
ま
す
が
」

　
「
信
仰
は
自
由
で
す
」
老
婆
は
い
っ
た
。

　
「
レ
ー
ニ
ン
も
、
ス
タ
ー
リ
ン
も
、
神
様
を
別
に
追
放
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
私
に
は
、
も
は
や
神
様
は
要
ら
な
く
な

っ
た
の
で
す
」

　
「
何
故
で
す
か
」

　
「
は
っ
き
り
し
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
神
様
は
、
私
た
ち
に
食
べ
物
は
く
れ
な
い
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
私
た
ち
に
食
べ
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
）

の
こ
と
を
心
配
し
て
く
れ
る
の
で
す
」

　
山
田
氏
は
杜
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
ソ
ヴ
ェ
ト
で
老
人
の
あ
い
だ
で
、
ど
う
う
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
興
味
を
も

ち
、
と
く
に
宗
教
に
つ
い
て
老
婆
に
訊
ね
て
み
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
答
え
は
右
の
よ
う
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
食
べ
物
の
こ
と
を
心
配

し
て
く
れ
る
か
ら
　
　
ソ
ヴ
ェ
ト
政
権
が
人
民
の
生
活
を
保
証
し
て
く
れ
る
か
ら
　
　
も
う
神
様
、
宗
教
は
い
ら
な
く
な
っ
た
と
い

う
の
だ
。
働
く
人
民
に
一
般
に
認
め
ら
れ
る
性
惜
の
率
直
さ
素
直
さ
、
理
解
の
正
し
さ
が
こ
の
老
婆
の
答
え
の
う
ち
に
直
接
鮮
や
か

に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
一
老
婆
に
ま
で
か
く
も
は
っ
き
り
神
を
否
定
さ
せ
る
ま
で
に
い
た
ら
せ
た
と
い
う
事
実
は
、
物
質

と
精
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
正
し
い
科
学
的
把
握
を
も
と
と
す
る
マ
ル
ク
ス
Ｈ
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
正
し
さ
の
疑
う
こ
と
の
で
き
な

　
　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
人
問
改
造
の
問
題
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
（
四
六
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
（
四
六
八
）

い
証
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
国
で
は
・
農
工
業
の
生
産
力
を
不
断
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
文
化
的
・
物
質
的
・
生
活
水
準
を
累
次
引
き

上
げ
る
と
い
う
方
法
が
、
結
局
、
宗
教
を
は
じ
め
、
お
よ
そ
わ
く
れ
た
習
俗
、
観
念
、
思
想
を
清
掃
し
、
国
民
の
意
識
、
知
性
、
徳

性
を
高
か
め
る
た
め
の
最
も
有
力
な
で
ピ
と
し
て
用
い
６
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
数
次
の
五
ケ
年
計
画
や
自
然
改
造
計
画
の
遂
行
過

程
で
・
外
界
と
の
闘
争
の
勝
利
を
通
じ
て
、
国
民
は
神
に
た
よ
ら
な
く
て
も
自
力
で
確
実
に
自
分
た
ち
の
生
活
を
護
り
、
豊
か
に
明

る
く
暮
す
こ
と
の
で
き
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
悟
る
に
い
た
っ
た
、
宗
教
の
消
減
す
べ
き
現
実
の
条
件
は
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
人
民
の
手
に
政
権
が
握
ら
れ
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
真
理
の
実
践
が
国
の
政
治
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

は
・
経
済
建
設
と
人
心
改
造
と
の
相
互
関
連
の
関
係
が
、
意
識
的
、
積
極
的
に
利
用
さ
れ
、
杜
会
主
義
杜
会
の
土
台
が
積
み
か
さ
ね

ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
事
惜
は
中
国
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

註
…
　
「
湖
南
鼠
民
運
動
の
視
察
報
告
」
　
（
一
九
四
七
年
）
の
う
ち
で
毛
沢
東
は
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
柔
族
主
義
と
か
、
迷
信
的
な
考
え
と
か
、
た
だ
し
く
な
い
男
女
関
係
と
か
い
っ
た
も
の
の
破
壊
は
、
政
治
闘
争
と
経
済
闘
争
の
勝
利
の
あ

　
　
　
と
で
自
然
に
得
ら
れ
る
成
果
で
あ
る
。
…
…

　
　
　
仏
像
は
農
民
が
立
て
た
も
の
だ
か
ら
、
時
期
が
く
れ
ば
、
農
民
は
自
分
た
ち
の
手
で
そ
の
仏
像
を
と
り
す
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
、
仏
像

　
　
　
は
農
民
自
身
が
と
り
の
ぞ
く
べ
き
で
あ
り
、
…
…
は
た
の
も
の
が
う
け
わ
っ
て
や
る
の
は
、
ま
ち
が
い
で
あ
る
」
（
毛
沢
東
「
農
村
調
査
と
農

　
　
　
民
運
動
」
五
七
頁
）
と
。
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
普
遍
的
理
論
か
ら
で
る
旧
い
、
わ
く
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
た
い
す
る
取
扱
方
で
あ
る
。

　
の
　
コ
ン
ス
タ
ン
千
ー
ノ
つ
監
修
「
史
的
咋
物
論
」
下
巻
二
八
二
頁

　
　
　
「
宗
教
は
抑
圧
さ
れ
た
人
間
の
た
め
い
き
で
あ
り
無
情
な
植
界
の
感
情
で
あ
げ
、
非
情
む
苦
雑
の
時
代
の
清
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
民
の
阿

　
　
　
片
で
あ
る
。
」
マ
ル
ク
ス
「
へ
ｉ
ゲ
ル
法
哲
学
の
批
判
の
た
め
に
」
　
（
マ
ル
・
エ
ン
全
集
．
第
一
巻
．
三
八
五
頁
）



、
’

３（

山
田
清
三
郎
「
杜
会
主
義
か
ら
共
産
主
義
へ
」
　
二
ニ
ハ
頁

四
　
中
国
に
扮
け
る
事
例

　
帝
国
主
義
、
封
建
主
義
お
よ
び
官
僚
資
本
主
義
に
反
対
し
て
闘
い
、
人
民
民
主
主
義
革
命
に
成
功
し
た
中
華
人
民
共
和
国
で
は
、

労
働
者
階
級
の
指
導
に
よ
る
人
民
民
主
専
政
を
実
行
し
、
国
の
進
路
を
一
九
四
九
年
以
来
杜
会
主
義
の
路
線
に
の
せ
た
。
そ
の
杜
会

主
義
へ
の
道
は
、
現
在
直
ち
に
資
本
主
義
を
倒
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
資
本
主
義
を
利
用
し
な
が
ら
制
約
す
る
ご
と
に
よ
っ

て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
　
「
資
本
主
義
を
制
約
す
る
過
程
は
、
民
族
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
と
の
あ
い
だ
の
一
面
提
携
・
一
面
闘
争
の
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

で
あ
り
、
ま
た
民
族
ブ
ル
ジ
ァ
ジ
ー
の
人
間
改
造
過
程
で
も
あ
る
。
」
－
と
い
わ
れ
る
。
ソ
同
盟
に
つ
い
て
見
た
と
同
様
に
、
申
国
に

お
い
て
も
杜
会
主
義
杜
会
建
設
の
過
程
は
、
人
間
と
外
界
と
の
闘
争
過
程
で
あ
り
、
人
間
は
外
界
を
変
改
し
つ
つ
同
時
に
自
身
を
成

長
さ
せ
て
ゆ
く
、
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
的
、
封
建
的
人
間
を
杜
会
主
義
的
人
間
に
改
造
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
そ
の
人
間
改
造
の
一
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
薪
申
国
杜
会
の
い
ち
じ
る
し
く
人
目
を
ひ
く
薪
現
象
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
泥
棒
や
売
笑
婦
が
い
な
く
な
っ
た
、
も
し
く
は
、
非
常

に
少
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
盗
み
や
売
笑
の
よ
く
な
い
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
私
有
財
産
制
の
成
立
以
来
認
め
ら

れ
て
お
り
、
こ
の
犯
行
に
非
難
、
制
裁
、
懲
罰
を
加
え
な
い
国
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
現
に
な
い
。
自
由
諸
国
で
は
盗
み
の
よ
く

な
い
こ
と
は
、
三
才
の
童
児
で
も
知
っ
て
い
る
ほ
ど
普
遍
し
た
杜
会
道
徳
の
常
識
に
な
っ
て
い
る
、
売
笑
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
盗
人
と
娼
婦
は
決
し
て
根
絶
さ
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
多
く
な
る
傾
同
で
あ
る
。
自
由
諾
国
の
お
伸

間
だ
っ
た
頃
の
中
国
の
如
き
は
、
盗
晶
市
が
公
開
さ
れ
た
ほ
ど
盗
人
が
多
か
っ
た
。
そ
の
申
国
が
、
自
由
諸
国
か
ら
は
な
れ
て
、
申

　
　
　
　
寸
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
人
問
改
造
の
間
題
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
（
四
六
九
）
．



　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
三
巻
・
第
四
号
一
　
、
　
・
．
　
　
　
　
　
一
・
・
一
四
七
９

共
と
呼
ば
れ
る
人
民
民
主
主
義
の
薪
申
国
に
生
れ
変
っ
て
か
ら
五
年
足
ら
ず
の
あ
い
だ
に
、
泥
棒
の
い
な
い
極
く
少
な
い
国
牝
な
つ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
杜
会
体
制
の
相
違
の
う
ち
に
、
し
た
が
っ
て
人
民
の
生
活
の
変
化
の
う
ち
に
、
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
・
人
民
民
主
主
義
の
国
、
中
国
で
は
主
た
る
搾
取
階
級
　
　
帝
国
主
義
と
そ
の
手
先
き
官
僚
資
本
と
封
建
的
地
主

　
　
が
一
掃
さ
れ
た
結
果
・
働
く
農
民
に
土
地
が
、
労
働
者
に
仕
事
と
正
常
な
賃
銀
が
与
え
ら
れ
、
総
体
と
し
て
の
人
民
の
生
活
が

空
腹
と
餓
死
の
脅
威
か
ら
自
由
に
な
っ
た
、
彼
ら
に
は
仕
事
が
与
え
ら
れ
、
働
け
ば
食
え
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
の
生
活
が
保
証

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
仕
事
と
生
活
を
す
べ
て
の
働
く
人
民
に
保
証
す
る
と
こ
ろ
の
新
体
制
の
杜
会
制
度
が
、
申
国
に

う
ち
た
ら
れ
た
・
そ
の
杜
会
変
革
の
う
ち
に
こ
そ
、
盗
み
と
売
笑
の
減
少
・
消
減
の
原
因
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
正
常
な
人
間
は
だ
れ
で
も
、
盗
み
や
売
笑
を
恥
し
い
、
よ
く
な
い
行
為
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
お
り
、
知
つ
て
い
る
、
だ
れ
で

も
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
盗
ん
だ
り
す
る
の
は
、
実
に
や
む
を
え
な
い
事
惜
　
　
空
腹
、

餓
死
に
迫
ら
れ
る
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
腹
が
空
い
て
く
る
と
、
生
物
と
し
て
の
人
間
は
何
は
さ
て
お
差
腹
を
満
た
し
生
命

を
守
ろ
う
と
す
る
・
そ
の
た
め
に
す
る
盗
み
で
あ
り
、
売
笑
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
資
木
．
主
義
杜
会
で
は
、
盗
み
と
売
笑
を
し
な
い
で

最
後
ま
で
人
間
性
を
け
が
れ
な
く
守
ろ
う
と
す
る
人
民
の
た
め
に
、
平
等
に
餓
死
・
自
殺
の
白
由
が
ひ
ら
か
れ
て
い
る
。
死
か
盗
み

か
の
二
者
択
一
の
前
に
立
た
さ
れ
る
と
、
多
く
の
人
間
は
後
者
を
え
ら
ぶ
。
自
殺
の
白
由
を
す
て
た
も
の
に
は
監
獄
の
不
自
由
が
与
え

ら
れ
る
・
し
か
し
・
歓
え
を
一
掃
し
な
い
か
ぎ
り
、
懲
罰
に
よ
一
て
は
人
心
は
改
造
さ
れ
な
い
。
盗
人
と
売
笑
婦
の
起
原
は
、
箸

財
産
の
・
人
民
の
姦
の
・
そ
れ
と
と
も
に
古
く
、
そ
の
存
在
は
若
財
産
制
の
最
高
発
震
階
．
票
糞
の
減
亡
－
穣
、
失

業
、
貧
窮
の
消
減
１
と
と
も
に
消
滅
す
る
必
然
性
を
も
つ
。



腹
に
食
物
を
満
た
し
て
か
ら
心
の
状
態
を
変
え
よ
う
　
　
人
間
の
杜
会
的
存
在
を
変
え
て
か
ら
そ
の
意
識
を
変
え
よ
う

う
の
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
方
法
論
で
あ
り
、
そ
の
実
践
の
結
果
が

婆
を
消
し
た
と
か
の
事
実
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

註
Ｏ
Ｄ
　
「
中
圃
共
産
党
の
三
十
年
」
国
民
文
庫
版
　
八
四
頁

、
薪
申
国
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