
古
典
学
派
の
経
済
的
自
由
の
制
度

ス
、
一
一
ス
か
ら
リ
カ
ア
ド
オ
ヘ

井
　
　
上

爽
　
　
郎

序
　
　
　
辞

　
古
典
学
派
の
特
徴
の
一
つ
は
、
そ
の
唱
導
す
る
と
二
ろ
の
経
済
的
自
由
の
制
度
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
経
済
的
自
由
の
制
度

を
麹
望
す
る
こ
と
は
、
古
典
学
派
に
と
っ
て
は
、
た
し
か
に
始
祖
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以
来
の
伝
統
で
あ
る
。

　
古
典
。
学
派
し
し
い
つ
て
も
、
こ
れ
に
属
す
る
一
連
の
学
者
は
、
凡
ゆ
る
間
題
に
亘
つ
て
、
一
様
の
主
張
を
把
持
し
て
わ
つ
た
わ
け
で

は
決
し
て
な
い
。
彼
等
の
間
に
も
、
到
底
相
容
れ
な
い
見
解
の
相
違
も
あ
れ
ば
、
熾
烈
な
論
争
も
展
開
さ
れ
て
あ
つ
た
。
ま
た
、
彼

等
の
政
治
的
立
場
も
は
な
は
だ
異
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
等
は
、
基
木
的
な
問
題
に
わ
い
て
は
共
通

な
原
理
、
共
通
な
意
識
を
有
し
、
ま
た
、
経
済
的
改
革
に
つ
い
て
は
共
通
な
利
害
関
係
を
も
つ
て
わ
つ
た
。
こ
こ
に
問
題
と
す
る
と

こ
ろ
の
経
済
的
自
由
の
高
唱
の
如
き
は
、
そ
の
最
も
顕
著
な
も
の
＼
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
に
、
始
祖
ス
ミ
ス
以
来
の
伝
統
と

称
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
連
綿
と
継
続
せ
る
諾
学
者
の
学
説
を
貫
通
し
、
従
つ
て
ま
た
、
該
学
派
の
全
構
築
を
支
え
る
支
桂
た
る
役

　
　
古
典
学
派
の
的
経
済
自
由
の
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
（
四
三
七
）



　
　
　
立
命
舘
経
済
学
（
錐
囚
魯
・
策
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
（
四
三
八
）

割
を
巣
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
に
わ
い
て
、
古
典
学
派
の
学
説
を
解
明
す
る
秘
鎗
の
一
つ
は
、
こ
の
主
張
を
究
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
寛
め
ら
れ
得
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
彼
等
の
経
済
的
自
由
の
主
張
は
、
一
体
如
何
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
。
叉
、
こ
の
主
張
は
、
い
か
に
し
て
生
成

し
、
発
展
し
、
醇
化
し
た
か
。

　
小
論
は
、
こ
れ
等
の
間
題
を
、
該
学
派
の
始
祖
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
そ
の
完
成
者
と
目
さ
れ
る
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ァ
ド
オ
の
論

著
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二
　
古
典
学
派
の
経
済
活
動
の
目
標

　
古
典
学
派
の
経
済
学
者
に
と
つ
て
、
経
済
活
動
を
指
導
す
べ
き
窮
趣
の
目
標
、
乃
至
は
そ
れ
が
成
否
を
判
定
す
べ
き
最
終
の
規
準

は
、
一
体
、
何
で
あ
っ
た
か
。
二
言
に
し
て
表
現
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
消
費
」
（
Ｏ
◎
易
巨
冒
ヌ
一
昌
）
で
あ
っ
た
。

　
同
学
派
の
始
祖
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
重
商
・
王
義
に
痛
撃
を
加
え
た
か
の
有
名
な
章
句
の
中
の

　
「
消
費
が
総
て
の
生
産
の
唯
一
の
目
標
で
あ
り
目
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
生
産
者
の
利
益
は
、
消
費
者
の
利
溢
を
増
進
す
る
た
め

に
必
要
で
あ
り
得
る
隈
り
に
わ
い
て
の
み
、
考
慮
が
払
わ
る
可
き
も
の
で
あ
る
。
如
上
の
公
理
は
、
こ
れ
を
証
明
せ
ん
と
試
み
る
こ

と
の
馬
鹿
馬
鹿
し
い
ほ
ど
全
く
自
明
な
事
柄
で
あ
る
。
だ
が
、
重
商
学
派
に
お
い
て
は
、
消
費
者
の
利
益
は
殆
ん
ど
常
に
生
産
者
の

利
溢
の
た
め
に
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
、
か
く
し
て
、
生
産
が
、
消
費
で
は
な
く
生
産
が
、
凡
ゆ
る
産
業
及
び
商
業
の
窮
極
の
目
標
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

る
と
考
う
る
も
の
＼
、
如
く
で
あ
る
Ｃ
」



と
い
う
一
－
言
は
、
彼
の
、
従
っ
て
ま
ト
」
古
典
学
派
〇
九
場
を
、
端
的
に
表
明
し
た
も
○
二
，
・
あ
ろ
、

更
に
差
、
わ
れ
わ
れ
は
、
章
派
∴
・
蕩
を
明
確
に
解
一
就
せ
る
も
・
と
し
て
・
ヂ
一
イ
士
一
；
、
ル
。
次
の
言
葉
を
・
挙

げ
る
二
・
と
が
で
き
ろ
で
あ
み
う
。

　
　
「
経
済
学
勺
。
睾
一
。
竺
序
Ｃ
；
昌
＜
Ｏ
・
王
魑
を
形
、
マ
く
る
生
産
、
分
配
、
交
換
及
び
消
費
○
円
種
の
行
為
○
う
ち
、
初
め
○
ほ
う

の
三
つ
○
も
の
は
、
手
段
で
あ
る
。
講
人
と
難
も
、
生
産
’
、
三
勾
、
だ
け
の
篶
」
め
に
、
物
を
つ
く
る
考
は
な
い
。
分
配
も
、
同
様
に
、
分

配
○
た
め
に
行
わ
れ
ろ
○
で
は
な
い
。
財
貨
は
、
何
等
か
の
目
標
○
払
」
め
に
、
分
配
さ
れ
、
ま
ト
」
交
換
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
そ
の
目
標
は
消
費
で
あ
る
Ｃ
Ｌ

　
ザ
一
、
ア
し
で
、
Ｌ
．
ロ
ビ
ン
ズ
は
、
古
典
学
派
経
済
学
考
Ｏ
経
済
活
動
の
目
標
が
消
費
に
在
る
こ
と
以
上
に
明
瞭
な
も
の
は
あ
り
得
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

い
〃
」
乃
う
と
な
し
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
な
洋
恵
を
与
え
て
い
が
。

　
第
一
に
、
ア
ダ
ム
．
ス
ミ
ス
な
ら
び
に
そ
の
後
継
者
達
は
、
生
潅
者
の
利
孤
を
ば
生
産
．
者
○
利
菰
と
し
て
功
長
す
る
も
の
に
っ
い

て
は
、
い
か
な
る
、
も
の
で
一
、
・
り
れ
、
は
っ
き
り
と
反
対
し
た
。
蓋
し
、
そ
れ
は
必
ず
や
階
級
的
特
権
を
伴
い
、
従
っ
て
杜
会
全
体
に
と

つ
て
有
害
と
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
ｏ

　
第
二
に
、
古
典
学
派
〇
一
い
う
と
二
（
○
消
質
は
、
蕾
に
現
准
一
り
み
な
ら
ず
、
将
来
の
消
萱
を
も
含
む
概
念
で
あ
る
。
消
費
を
経
済

活
動
の
目
標
、
一
し
な
す
二
と
は
、
生
産
力
の
創
遣
の
望
ま
Ｔ
）
い
二
と
を
閑
却
甘
る
も
の
ギ
」
と
い
う
非
雑
が
、
征
々
古
典
学
派
の
経
済
学

者
に
対
し
て
浴
び
せ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
彼
等
の
劣
く
が
蓄
積
の
重
火
性
を
弥
洲
し
た
二
と
に
鑑
み
て
も
、
彼
等
が
生
産
力
の
増

大
の
重
衷
な
こ
と
を
考
え
れ
か
つ
た
と
推
最
す
る
二
と
は
誤
解
に
某
、
可
く
も
○
・
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
生
巌
的
消
費
と
不
生
産
的
消

費
と
の
区
別
は
、
当
に
こ
の
こ
と
を
微
調
す
る
た
め
に
、
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
替
・
第
四
吾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
（
四
三
九
）



　
　
　
古
典
学
派
の
経
済
的
白
由
の
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
（
四
四
〇
）

　
第
三
に
、
古
典
学
派
の
消
費
は
、
そ
の
利
益
が
彼
等
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
私
人
の
消
費
だ
け
を
斎
味
す
る
の
で
は
な

く
、
防
衛
の
・
、
よ
う
な
国
家
活
動
の
消
費
、
公
共
的
消
費
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
二
の
消
費
は
、
国
民
国
家
と
い
う
隈
定
さ
れ
た
杜
会
の
構
成
員
の
消
費
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
古
典
学
派
の
諾
学
者
が
経
済
活
動
の
窮
極
の
目
標
と
し
て
選
ん
だ
も
の
は
、
か
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
消
費
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

て
、
こ
Ｏ
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
彼
等
が
推
奨
し
た
制
凌
は
、
す
な
わ
ち
経
済
的
自
由
の
制
度
｝
Ｏ
Ｏ
り
苫
苛
昌
◎
『
穿
昌
◎
邑
Ｏ

宇
ｏ
＆
◎
昌
で
あ
つ
た
ｏ
そ
れ
で
は
、
経
済
的
自
由
の
制
度
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
。

　
そ
れ
は
、
法
と
秩
序
の
一
定
の
枠
と
な
ら
び
に
若
干
の
必
要
な
政
府
活
動
と
の
下
に
わ
い
て
、
消
費
者
は
自
已
の
最
も
好
む
と
こ

ろ
の
も
の
を
自
由
に
購
入
し
、
生
産
者
（
生
産
手
段
の
所
有
者
及
び
組
織
者
も
し
く
は
労
働
者
）
は
最
大
の
報
酬
を
も
た
ら
す
と
判
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

す
る
方
法
に
於
て
自
已
の
財
産
な
り
労
働
力
な
り
を
自
由
に
使
用
す
る
と
こ
ろ
の
、
自
発
的
協
力
の
制
度
で
あ
る
、
と
云
い
得
る
。

　
古
典
学
派
の
諾
学
者
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
拠
る
と
、
か
よ
う
な
機
構
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
各
人
の
利
害
が
調
節
さ

．
れ
、
融
合
さ
れ
、
経
済
活
動
の
目
的
が
最
も
よ
く
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ｏ

　
古
典
学
派
の
経
済
的
自
由
の
制
度
は
、
決
し
て
放
窓
な
、
無
制
約
な
自
由
の
制
度
で
は
な
く
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
一

定
の
法
や
秩
序
と
若
千
の
政
府
活
動
を
前
提
と
し
た
上
で
の
自
発
的
協
力
の
制
度
で
あ
つ
て
、
古
典
学
派
の
譜
学
者
が
こ
の
制
度
を

奨
揚
し
て
止
ま
な
い
の
は
、
二
重
の
基
礎
の
上
に
立
っ
彼
等
の
信
念
に
基
ず
く
も
の
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
消
費
者
に
と
っ
て
は
選
択

○
自
由
が
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
信
念
と
、
こ
の
選
択
に
応
ず
る
片
」
め
に
は
、
生
産
者
○
方
で
も
自
由
で
あ
る
こ
と
が
能
卒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
）

的
で
あ
る
と
い
う
信
念
、
が
是
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
信
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
自
由
が
い
か
に
望
ま
し
い
も
○
で
あ
る
か
を
示
す
積
磁

両
と
、
そ
れ
に
代
わ
る
と
こ
ろ
の
も
○
が
い
か
に
劣
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
消
械
面
と
を
も
っ
て
い
る
。



　
０
３
　
＞
（
一
彗
巨
○
Ｃ
昌
巨
ポ
考
Ｓ
Ｅ
－
（
斗
之
算
♂
婁
】
Ｃ
一
昌
－
、
曇
巨
，
ぴ
Ｏ
ら
二
◎
目
一
く
Ｃ
－
．
戸
－
、
．
；
Ｃ
一

回
』
§
嚢
；
戸
睾
昌
肇
吻
亀
星
事
竺
睾
；
§
ざ
・
。
邑
筆
ま
Ｐ
弓
．
じ
Ｏ
．

側
豪
邑
雰
茎
婁
二
一
一
さ
、
自
§
、
＜
・
；
§
§
ピ
；
一
・
二
一
；
星
事
９
婁
邑
星
一
亭
巴
序
昌
§
ざ
５
邑
§
一
一
§
」
、
勺
．
：
一
．

　
倒
曇
｛
．
二
、
．
＝
．

　
伺
曇
庄
．
勺
ニ
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
主
張

　
周
知
○
如
く
、
ア
ダ
ム
・
ス
三
、
ス
は
、
商
品
○
価
格
を
自
然
価
格
量
；
量
一
勺
ユ
Ｏ
Ｏ
と
市
場
価
格
昌
彗
斤
９
窄
一
８
に
わ
け
る
Ｃ

　
　
「
い
か
な
る
商
品
の
価
格
も
、
そ
○
．
商
品
を
産
出
し
、
製
造
丁
）
、
市
場
に
搬
入
す
る
二
と
に
使
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
土
地
の
地

代
、
労
働
の
賃
銀
及
び
盗
、
本
の
利
潤
を
、
そ
れ
ら
の
自
然
卒
に
随
つ
て
支
払
う
に
足
る
額
よ
り
、
多
く
も
な
け
れ
ば
寡
く
も
な
い
と

｛
ユ
づ
れ
ば
、
ユ
、
．
ｏ
場
合
は
そ
○
－
商
品
は
そ
○
－
自
然
価
格
と
呼
ば
れ
得
る
価
格
で
売
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
」

　
二
れ
に
対
し
て
、

　
　
「
商
品
の
如
何
を
閉
わ
い
サ
通
例
売
却
さ
れ
る
と
こ
ろ
？
（
○
実
際
○
価
格
は
、
そ
の
市
場
価
格
と
呼
ぱ
れ
ろ
と
二
ろ
○
も
○
で
あ

一
一
、
。
、
一
、
れ
は
、
ユ
、
（
り
商
。
帥
○
自
然
価
格
よ
ｈ
，
∴
尚
い
二
下
、
し
も
あ
り
得
る
し
、
低
い
二
と
も
あ
り
得
る
し
、
ま
た
正
－
、
一
く
そ
れ
に
等
し
い

二
・
、
し
も
・
、
７
ノ
得
ろ
、

　
各
特
定
商
、
叩
の
一
、
万
場
価
格
は
、
実
際
に
市
場
に
提
供
さ
れ
る
商
品
（
り
数
量
と
、
そ
の
商
品
の
自
然
価
格
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
市
場

に
提
供
、
つ
る
ム
」
め
に
支
払
わ
れ
む
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
二
ろ
の
地
代
、
労
働
及
び
利
潤
の
全
価
値
を
悦
ん
で
支
弁
す
る
人
達
の
需
要
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

の
間
○
割
含
に
・
、
よ
つ
で
、
規
定
き
山
、
一
る
Ｏ
」

　
　
　
古
典
学
派
の
経
済
的
自
由
の
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
（
四
四
一
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
魯
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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囚
四
二
）

　
彼
に
拠
る
と
、
各
杜
会
、
各
地
域
に
わ
い
て
は
、
労
働
及
び
資
木
の
各
種
の
用
途
に
、
一
つ
に
は
そ
の
．
杜
会
の
一
般
的
事
惜
に
よ

　
　
　
　
　
　
ケ

っ
て
、
一
つ
に
は
各
用
途
の
特
性
に
よ
つ
て
自
然
に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
賃
銀
及
び
利
潤
の
普
通
卒
ま
た
は
平
均
卒
な
る
も
の

が
あ
る
。
同
様
に
ま
た
、
各
杜
会
、
各
地
域
の
地
代
に
つ
い
て
も
、
そ
の
土
地
の
所
在
す
る
杜
会
の
一
般
的
事
情
と
そ
の
土
地
の
肥

沃
性
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
地
代
の
普
通
卒
ま
た
は
平
均
卒
な
る
も
の
が
あ
る
。
　
こ
れ
等
の
普
通
卒
ま
た
は
乎
均
卒

が
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
時
と
処
と
に
わ
廿
る
、
賃
銀
、
利
潤
及
び
地
代
の
自
然
卒
§
；
§
－
§
３
で
あ
る
。

　
と
二
ろ
で
、
現
実
の
敢
引
価
格
で
あ
る
市
場
価
格
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
自
然
価
格
に
一
致
す
る
と
は
隈
ら
な

い
。
場
含
に
よ
つ
て
は
、
自
然
価
格
以
下
に
降
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
だ
が
、
市
場
価
格
は
、
久
し
き
に
亘
つ
て
、
そ
の
自
然
価
格

以
下
に
と
ど
ま
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
自
然
価
格
は
、
最
低
の
価
格
で
は
な
い
に
し
ろ
、
一
定
の
期
間
に
亘
つ
て
観
る
場

含
、
消
費
者
が
継
続
し
て
購
入
し
得
る
と
こ
ろ
の
最
低
の
価
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
つ
て
、
消
費
者
に
し
し
つ
て
、
最

も
利
益
と
な
る
価
格
で
あ
る
。

　
市
場
価
格
な
る
も
の
は
、
そ
の
特
定
商
品
の
供
給
量
と
そ
の
商
品
に
対
す
る
有
効
需
要
Ｏ
串
Ｏ
け
§
；
Ｏ
旨
彗
ら
と
の
麗
係
か
ら
、

現
実
に
市
場
に
お
い
て
定
ま
る
価
格
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
商
晶
の
供
給
量
が
有
効
需
要
を
充
す
に
足
り
な
い
場
含
は
、
そ
の
商
品
の

市
場
価
格
は
自
然
価
格
以
上
に
騰
貴
し
、
反
対
に
、
商
品
の
供
給
量
が
有
効
需
婁
を
超
過
す
る
場
含
は
、
そ
の
商
品
の
市
場
価
格
は

自
然
価
格
以
下
に
下
降
す
る
こ
、
、
し
に
な
る
ｏ

　
「
市
場
に
も
た
ら
さ
れ
る
数
量
が
丁
度
有
効
需
要
を
充
す
だ
け
の
数
量
で
剰
り
を
生
じ
な
い
場
含
は
、
市
場
価
格
は
自
ず
と
自
然

価
格
に
正
し
く
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
か
、
も
し
く
は
判
断
さ
れ
得
る
隈
り
こ
れ
に
近
い
も
の
と
な
る
。
市
場
に
在
る
と
こ
ろ
の
そ

の
商
品
の
全
供
給
量
は
、
こ
の
価
格
で
も
つ
て
飯
売
さ
れ
得
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
よ
り
高
い
価
格
で
売
捌
く
こ
と
の
出
来
る
も
の



で
は
な
い
。
各
商
人
○
競
争
は
、
彼
等
の
総
て
を
し
て
こ
の
価
格
を
受
取
ら
し
め
る
が
、
二
れ
以
下
の
価
格
を
受
取
る
こ
と
を
已
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
）

な
か
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
Ｃ
」

　
と
こ
ろ
で
、
ス
ミ
ス
は
、
競
争
の
自
由
の
保
陣
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
商
品
の
供
給
量
は
自
然
と
有
効
需
要
に
適
含
．
含
致

す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
観
る
ｏ
な
せ
か
。

　
市
場
に
提
供
さ
れ
る
数
量
が
有
効
需
婁
を
鮭
過
す
る
場
含
は
、
価
格
は
下
落
す
る
。
従
っ
て
、
商
晶
価
格
の
構
成
部
分
の
或
る
も

○
は
、
一
、
て
○
自
然
卒
以
下
で
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
二
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
、
地
・
王
と
い
う
か
、
労
働
者
と
い
う
か
、
は

た
ま
た
資
本
家
を
駆
り
た
て
・
、
土
地
か
、
労
働
か
、
麦
た
は
資
本
の
一
部
分
を
、
こ
の
用
途
か
ら
撤
回
さ
せ
る
に
至
る
で
、
の
ブ
（
う
。

そ
の
緕
果
は
、
商
品
の
供
給
量
の
減
少
と
な
っ
て
、
や
が
て
そ
の
供
給
量
は
有
効
需
要
を
充
し
て
過
不
足
○
な
い
も
の
し
し
な
り
、
全

価
格
は
自
然
価
格
の
程
度
に
ま
で
回
復
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
も
し
叉
、
供
給
量
が
有
効
需
衷
に
不
足
す
る
時
は
、
右
の
場
含
と
は
逆
に
、
価
格
が
騰
貴
し
、
価
格
の
構
成
部
分
の
或
る
も
の
は

そ
の
自
然
率
以
上
に
上
昇
す
る
二
と
・
な
つ
て
、
一
層
多
く
の
土
地
と
い
う
か
、
労
働
と
い
う
か
、
．
あ
る
い
は
資
本
を
こ
の
用
途
に

導
き
入
れ
、
か
く
し
て
市
場
に
搬
入
さ
れ
る
商
品
の
数
量
は
間
も
な
く
有
効
需
要
を
充
す
に
足
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
価
格
の
凡
て

の
構
成
部
分
も
そ
の
自
然
卒
に
下
落
し
、
全
価
格
は
そ
の
自
然
価
格
に
下
降
す
る
こ
と
と
な
ろ
で
あ
乃
う
。

　
所
詮
は
、

　
「
い
か
な
る
商
品
で
も
、
こ
れ
を
市
場
に
提
供
す
る
た
め
に
、
そ
の
土
地
な
り
、
労
働
な
り
、
も
し
く
は
資
本
な
り
を
使
用
す
る

と
こ
ろ
の
総
て
の
人
達
に
と
つ
て
は
、
そ
の
数
量
が
決
し
て
有
効
需
要
を
超
過
し
な
い
こ
と
が
そ
の
利
益
で
あ
り
、
叉
、
そ
Ｏ
数
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

が
そ
．
の
需
要
に
不
足
し
な
い
こ
と
が
、
凡
て
の
他
の
人
々
の
利
益
で
あ
る
」
、

　
　
古
典
学
派
の
経
済
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由
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制
慶
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四
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か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
然
価
格
は
ま
た
、
生
産
に
携
る
人
達
に
と
つ
て
も
、
そ
の
仕
事
の
安
定
と
継
続
と
を
保
障
す
る
価
格
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
Ｏ

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
か
＼
る
締
果
、
す
な
わ
ち
、
商
品
の
供
給
量
と
有
効
需
要
と
の
適
含
、
従
っ
て
叉
そ
の
市
場
価
格
の
自
然
価

格
へ
の
落
着
と
い
う
結
果
が
発
現
す
る
た
め
に
は
、
競
争
の
自
由
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、

ス
ミ
ス
は
、
人
間
性
に
遍
在
す
る
自
利
心
。
。
９
竈
巨
雲
鶉
け
に
絶
大
な
信
頼
を
置
き
、
人
間
は
自
已
の
利
益
を
追
求
し
て
経
済
活
動

を
な
す
も
の
な
る
が
ゆ
え
に
、
競
争
が
自
由
に
行
わ
れ
る
場
含
は
、
各
人
の
こ
の
努
力
の
綜
含
が
当
然
に
右
の
緒
果
を
導
く
も
の
と

観
る
。
競
争
を
制
隈
す
る
こ
と
は
、
か
＼
る
効
果
の
発
現
を
阻
止
す
る
こ
と
＼
な
る
わ
け
で
あ
つ
て
、
従
っ
て
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て

は
、
如
上
の
利
益
の
実
現
は
、
競
争
の
自
由
を
確
保
す
る
か
否
か
に
懸
る
こ
と
に
な
る
。
彼
が
、
何
に
も
ま
し
て
競
争
の
自
由
、
経

済
的
自
由
の
制
度
を
要
請
し
て
已
ま
な
か
つ
た
の
は
、
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。

　
ス
ミ
ス
に
拠
れ
ば
完
全
な
自
由
競
争
が
、
最
も
含
自
然
的
で
、
ま
た
最
も
含
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、

個
人
と
杜
会
の
経
済
の
健
全
な
発
展
を
企
図
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
人
は
自
已
の
利
益
を
計
ら
ん
と
す
る
性
借
を
生
ま
れ
な
が
ら
に

し
て
も
つ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
自
利
心
で
あ
り
、
「
自
愛
心
』
（
。
・
９
竈
◎
く
ｏ
）
で
あ
り
、
『
自
已
の
状
態
を
改
善
せ
ん
と
す
る
各
個

　
　
　
　
　
　
　
の

人
の
自
然
的
努
力
』
（
手
Ｏ
量
言
§
－
Ｏ
穿
昌
◎
『
２
實
＜
ぎ
ま
く
己
■
竺
８
牙
暮
實
巨
。
・
◎
ミ
目
８
目
ま
江
◎
目
）
　
で
も
あ
る
。
だ
か
ら

自
由
な
活
動
を
保
障
す
る
こ
と
は
、
人
々
の
創
意
、
工
風
、
勉
励
を
促
す
こ
と
＼
な
つ
て
、
消
費
者
に
対
し
て
低
魔
に
し
て
且
っ
良

質
の
商
品
を
供
給
す
る
こ
と
＼
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
杜
会
全
体
に
対
し
て
も
人
と
物
と
を
有
効
、
適
切
に
利
用
さ
せ
る
結
果
に

な
る
ｏ

　
ス
ミ
ス
は
、
本
来
、
自
然
的
な
も
の
は
総
て
善
な
る
も
の
で
あ
る
な
し
、
各
人
を
し
て
そ
の
好
む
と
こ
ろ
に
従
っ
て
自
由
に
活
動



さ
せ
る
な
ら
ば
、
自
已
の
境
遇
を
改
善
せ
ん
と
す
る
白
然
の
衝
動
に
よ
っ
て
、
各
自
の
利
益
と
幸
福
に
向
っ
て
進
主
せ
る
二
と
＼
な

る
と
共
に
、
そ
の
深
謀
・
遠
慮
は
、
杜
会
に
対
し
て
も
ま
た
如
上
の
好
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
而
も
、
各
自
の

進
む
べ
き
道
、
為
す
べ
き
事
は
、
自
身
が
最
も
よ
く
弁
え
て
い
る
か
ら
、
そ
の
選
択
、
決
定
は
須
く
当
の
本
人
に
委
ぬ
べ
き
で
あ
つ

て
他
か
ら
強
制
す
る
こ
と
は
、
弊
害
の
み
多
／
＼
利
益
で
は
な
い
と
信
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
い
う
。

　
「
各
個
人
は
、
そ
の
支
配
し
得
る
資
木
に
っ
き
最
も
有
利
な
用
途
を
看
出
さ
ん
が
た
め
に
、
絶
え
ず
努
力
し
て
い
る
。
彼
○
目
指

す
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
実
に
、
彼
自
身
の
利
益
で
あ
つ
て
、
杜
会
の
利
溢
で
は
な
い
ｏ
併
し
な
が
ら
、
彼
自
身
の
利
益
の
探
究
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

自
然
に
、
或
は
寧
ろ
必
然
に
、
彼
を
導
い
て
杜
会
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
用
途
を
選
ば
せ
る
こ
と
に
な
る
。
」

　
「
自
己
の
資
本
を
使
用
す
る
こ
－
、
し
が
で
き
、
そ
う
し
て
そ
の
生
産
物
が
最
大
の
価
値
の
も
の
と
な
る
と
思
わ
れ
る
内
国
産
業
は
い

か
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
る
か
－
、
し
い
う
こ
・
、
し
は
、
各
個
人
が
い
ず
れ
の
政
治
家
や
立
法
家
が
彼
等
の
た
め
に
為
し
得
る
よ
り
も
は
る

か
に
良
く
ン
、
の
地
方
の
情
況
に
応
じ
て
判
断
し
得
る
二
と
は
、
瞭
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
そ
の
資
本
を
運
用
す
べ
き
か
を
私

人
に
指
令
せ
ん
と
企
で
、
る
政
治
家
は
、
自
ら
求
め
て
最
も
不
必
要
な
注
意
を
背
員
込
む
こ
と
＼
な
る
ば
か
り
で
は
、
ノ
＼
た
と
え
誰

人
で
あ
ろ
う
と
個
人
に
対
し
て
は
い
わ
ず
も
が
な
、
い
か
な
る
議
会
や
元
老
院
に
対
し
て
も
、
安
じ
て
は
任
す
こ
と
○
で
き
む
い
と

こ
ろ
の
、
ユ
、
う
し
で
、
ま
た
、
自
分
二
そ
は
二
れ
が
行
使
に
適
。
し
て
い
る
と
自
惚
れ
る
よ
う
な
迂
愚
潜
越
汀
人
間
の
掌
中
に
あ
る
ほ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

危
険
れ
も
○
は
ど
こ
に
も
な
い
で
あ
乃
う
と
こ
ろ
の
権
力
を
、
か
す
め
坂
る
も
の
で
あ
る
Ｃ
」

　
か
く
し
て
、
特
恵
ま
た
は
制
限
を
事
と
す
る
一
切
の
制
度
が
完
全
に
撤
去
さ
れ
る
と
、
自
然
的
白
由
の
明
白
旦
つ
単
純
な
制
度
が

自
ず
と
樹
立
さ
れ
る
こ
。
、
し
に
れ
る
。
各
人
は
、
正
義
の
法
則
を
俣
害
し
な
い
眼
り
、
随
意
に
自
已
の
利
益
を
追
求
し
、
か
く
し
て
、

自
已
の
勤
労
及
び
資
本
を
以
て
他
の
何
人
と
も
競
争
す
る
自
由
を
完
全
に
与
え
ら
れ
る
と
共
に
、
国
家
も
ま
た
、
か
＼
る
体
制
の
下

　
　
古
奥
学
派
の
経
済
的
自
由
の
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
（
四
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五
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に
わ
い
て
は
、
遮
当
に
遂
行
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
産
業
指
導
の
任
務
か
ら
冤
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
葱
に
『
自
然
的
自
由
』
（
量
↑

自
§
二
宇
胃
２
）
と
い
う
の
は
、
個
人
の
活
動
を
ば
自
由
に
放
任
し
、
国
家
叉
は
杜
会
は
こ
れ
に
対
し
て
作
為
を
施
す
こ
と
な
く
、
個

人
の
目
的
追
求
を
ば
人
為
的
に
制
御
し
な
い
自
然
的
状
態
に
置
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
ス
ミ
ス
が
、
特
許
会
杜
及
び
同
業
組
含
の
排

他
的
特
権
、
徒
弟
条
令
、
移
佳
制
隈
法
、
各
種
の
奨
励
金
、
補
助
金
、
奨
学
金
制
度
等
を
痛
撃
し
た
の
は
、
二
れ
が
た
め
で
あ
つ

た
。
彼
に
と
つ
て
は
、
こ
れ
等
の
も
の
は
、
競
争
を
不
当
に
阻
み
、
も
し
く
は
不
当
に
煽
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
上
述
の
効
果
の
発
生

を
妨
碍
し
、
杜
会
経
済
に
不
利
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
つ
た
。

　
か
よ
う
に
し
て
、
ス
ミ
ス
の
観
る
と
こ
ろ
で
は
、
国
家
や
そ
の
他
の
団
体
は
、
個
人
の
活
動
を
指
導
し
た
り
、
監
視
し
た
り
す
る

必
要
は
な
い
。
国
家
の
干
渉
は
、
経
済
活
動
の
促
進
の
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
抑
制
の
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
普
通
の
状

態
の
下
に
わ
い
て
は
、
有
害
無
溢
で
あ
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
経
済
の
運
行
を
自
然
的
な
軌
道
か
ら
外
ら
し
、
そ
の
進
路
を
阻
碍

し
、
効
果
を
減
殺
す
る
だ
け
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
国
家
が
経
済
に
千
渉
す
る
こ
と
は
、
不
自
然
で
あ
る
と
共
に
余
計
な
こ
と
で
あ

る
ｏ　

抑
も
、
ス
ミ
ス
に
依
る
と
、
国
家
の
職
能
は
、
国
家
そ
の
も
の
＼
本
質
上
大
い
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
職
能
に

属
せ
ざ
る
も
の
は
、
総
て
各
個
人
の
自
由
な
活
動
に
委
ね
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
で
は
、
国
家
の
為
す
べ
き
こ
と
は
何
か
ｏ

　
　
彼
は
、
三
っ
の
も
の
を
挙
げ
る
ｏ

　
第
一
は
、
杜
会
を
ば
他
の
独
立
の
杜
会
か
ら
の
不
法
と
侵
害
と
か
ら
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
杜
会
内
の
各
成
員
を
ぱ
他
の
成
員
の
不
正
や
追
害
か
ら
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。

●

、



　
第
三
は
、
個
人
ま
た
は
少
数
の
個
人
の
団
体
の
事
業
と
し
て
は
到
底
牧
支
椙
償
わ
な
い
よ
う
な
、
あ
る
種
の
公
共
事
業
及
び
公
共

施
謀
を
側
舳
双
し
且
つ
維
持
、
つ
る
二
し
一
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ヤ
り
、
因
家
○
・
王
に
る
貰
雅
は
、
謂
れ
の
な
い
他
国
の
攻
撃
か
ら
国
を
衛
り
、
不
正
ち
し
拉
一
ノ
ピ
、
正
義
を
伸
ぼ
す
、
」
と
に
あ
る

の
で
あ
つ
て
、
高
処
か
ら
胴
人
○
経
済
活
動
を
指
導
し
、
統
制
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
い
な
、
仮
に
二
れ
を
為
さ
ん
、
こ
企
、
一
、
、
も

国
家
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
寧
ろ
不
可
能
な
二
と
で
あ
る
。
国
家
が
国
防
及
び
司
法
以
上
○
仕
車
を
な
す
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
せ
い

ム
＼
各
個
人
○
希
望
す
る
と
こ
一
／
）
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
個
人
や
少
数
○
個
人
○
団
体
で
は
経
費
を
償
う
こ
と
○
で
き
な
い
公
共
事
業

及
び
施
設
の
創
設
、
維
持
に
止
む
べ
き
も
ｏ
で
あ
る
。
二
の
場
含
は
、
元
々
、
個
人
の
希
望
に
随
う
と
ア
Ｌ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ

て
、
国
家
の
事
業
と
し
て
為
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
、
個
人
の
目
的
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
の
、
も
し
く
は
個
人
○
目

的
以
上
に
出
る
と
こ
・
／
）
○
、
国
家
自
身
の
目
的
を
遂
行
せ
パ
が
壮
」
め
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
リ
　
＞
｛
９
昌
ｏ
ｏ
昌
｝
７
４
く
ｏ
竺
苧
ｏ
｛
ｚ
黒
｝
ｏ
目
。
。
一
Ｑ
ｏ
目
目
四
目
、
ｏ
．
ｏ
ま
ユ
◎
戸
＜
◎
－
・
一
弔
・
び
メ

　
回
　
Ｈ
雲
｛
・
”
＜
◎
－
・
一
弓
・
｝
蘭
・

　
副
　
亭
匡
二
く
◎
－
．
一
弔
．
｝
ｏ
．

　
…
岬
　
－
げ
匡
一
”
＜
◎
－
・
Ｈ
・
弓
・
け
ｏ
・

　
伺
　
　
－
壬
｛
．
”
＜
戸
－
－
一
℃
・
｛
ｃ
ｏ
冷
・
ミ
ド

　
側
　
宇
己
一
一
く
〇
一
一
一
弔
・
き
り
一

　
川
…
　
－
げ
巨
一
い
＜
ｏ
Ｆ
一
弔
ふ
心
－
・

　
　
　
　
　
　
　
四
　
デ
、
ウ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ア
ド
オ
の
主
張

　
　
古
典
学
派
の
経
済
的
自
由
の
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
（
四
四
七
）
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立
命
館
経
済
学
（
第
四
魯
・
策
四
吾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
二
粛
（
四
四
八
）

　
デ
ヴ
ィ
ツ
ド
．
リ
カ
ァ
ド
オ
は
ア
ダ
ム
．
ス
ミ
ス
に
始
ま
っ
た
古
典
学
派
の
最
高
峰
に
位
す
る
学
者
で
あ
っ
て
、
同
学
派
の
経
済

学
は
、
彼
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
と
観
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
リ
カ
ァ
ド
オ
は
古
典
学
派
の
伝
統
に
樟
さ
す
学
者

で
あ
る
が
、
彼
の
経
済
学
を
ス
ミ
ス
の
夫
れ
と
比
較
す
る
と
、
研
究
の
形
式
に
わ
い
て
、
ま
た
内
容
に
お
い
て
、
可
な
り
顕
著
な
相

違
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｏ

　
ス
ミ
ス
の
経
済
学
は
、
そ
の
著
書
の
標
題
か
ら
明
ら
か
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
国
富
の
「
本
質
』
と
『
原
因
』
と
を
究
明
す
る
経

済
学
で
あ
つ
た
。
リ
カ
ア
ド
才
が
、
経
済
学
の
中
心
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
こ
れ
と
は
異
る
。
彼
は
、
そ
の
主
著
、
　
「
経

済
学
及
び
租
税
の
諾
原
理
」
の
序
文
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
「
土
地
の
生
産
物
　
　
労
働
と
機
械
と
資
本
と
の
績
含
投
下
に
よ
つ
て
、
地
表
か
ら
獲
ら
れ
る
総
て
の
も
の
は
、
杜
会
の
三
つ
の

階
級
の
間
に
分
た
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
土
地
の
所
有
者
、
耕
作
に
必
要
な
蓄
財
も
し
く
は
資
本
の
所
有
主
、
そ
の
労
力
に
依
つ
て
土

地
の
耕
さ
れ
る
労
働
者
、
が
是
で
あ
る
。

　
併
し
乍
ら
、
杜
会
発
達
の
異
る
段
階
に
わ
い
て
、
地
代
、
利
潤
及
び
賃
銀
の
名
称
の
下
に
、
こ
れ
等
の
階
級
の
各
々
に
割
当
て
ら

れ
る
土
地
の
全
産
物
の
比
率
は
、
甚
し
く
桐
違
す
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
そ
れ
は
主
と
し
て
、
土
壌
の
現
豊
度
、
資
本
の
蓄
積
と

人
口
及
び
農
業
に
用
い
ら
れ
る
熟
練
と
工
風
と
用
具
と
に
依
存
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
分
配
を
規
定
す
る
・
、
し
こ
み
の
諾
法
則
を
決
定
す
る
こ
と
が
、
経
済
学
の
主
要
課
題
で
あ
つ
て
、
チ
ュ
ル
ゴ
オ
、
ス
チ
ュ
ア
ア

ト
、
ス
ミ
ス
、
セ
ィ
、
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
其
の
他
の
著
作
に
よ
っ
て
斯
学
の
進
歩
が
著
し
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
地
代
、
利
潤
及
び
賃

銀
の
自
然
的
行
程
に
関
し
て
、
ゑ
、
れ
等
の
著
書
が
青
々
に
教
え
る
と
こ
ろ
の
甚
だ
勘
い
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。
」

　
す
な
わ
ち
、
リ
カ
ア
ド
才
経
済
学
の
主
要
な
研
究
題
目
は
、
ス
ミ
ス
の
夫
れ
と
は
異
り
、
分
配
の
問
題
で
あ
つ
た
。



　
尤
も
、
一
口
に
分
配
問
趣
○
研
究
と
い
二
－
、
も
、
二
れ
を
二
つ
に
分
け
る
二
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
価
値
○
分
配
に
つ
い
て
○
研

究
で
あ
り
、
他
は
富
の
分
配
に
っ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
ま
た
一
方
を
形
式
的
分
駝
間
題
の
研
究
と
い
う
な
ら
ば
、
他
方
を
実
質
的

分
配
問
題
の
研
究
と
呼
ん
で
も
よ
い
で
あ
乃
う
。
前
者
の
研
究
は
労
働
者
、
資
本
家
及
び
地
・
王
〇
一
二
階
級
○
椙
対
的
経
済
関
係
を
明

ら
“
に
す
る
二
と
を
目
的
と
す
る
も
○
で
一
、
り
り
、
後
考
○
研
究
は
二
れ
等
三
二
階
級
○
各
ヶ
に
っ
い
て
其
○
絶
対
的
境
遇
を
左
右
す

ろ
事
情
を
窮
め
る
二
と
を
目
的
と
す
る
も
“
で
ろ
る
ｃ

　
リ
カ
ァ
ド
オ
○
童
瀞
ジ
両
研
究
の
執
れ
に
重
点
を
置
く
も
○
で
あ
っ
た
か
は
、
前
掲
Ｏ
序
文
で
は
、
さ
だ
か
で
な
い
。
事
実
、
リ

カ
ア
ド
才
〇
一
著
番
に
は
二
の
二
っ
○
研
究
が
混
在
し
、
見
様
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
リ
カ
ァ
ド
オ
経
済
学
○
特
色
だ
と
も
云
い
得
る
の

で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
兎
も
あ
れ
、
リ
ヵ
ア
ド
オ
に
よ
り
、
彼
の
先
師
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
築
き
あ
げ
た
経
済
学
が
そ
の
焦
点
を

生
産
の
問
題
、
富
の
生
成
の
間
題
か
ら
分
配
○
問
題
へ
と
移
さ
れ
る
二
と
に
だ
り
、
か
く
し
て
、
分
配
の
問
題
が
理
論
経
済
学
に
お

け
る
・
王
喚
課
題
た
ら
し
め
ら
れ
る
二
と
＼
な
つ
た
。

　
か
よ
う
に
、
ア
ゲ
ム
・
ス
ミ
ス
○
経
済
学
と
リ
カ
ア
ド
オ
○
経
済
学
と
は
そ
○
研
究
の
形
式
や
内
容
を
異
に
す
る
も
の
で
は
あ
る

け
れ
ど
、
経
済
的
自
由
の
制
度
を
要
望
す
る
点
に
お
い
て
は
、
両
者
の
間
に
柳
の
楕
違
も
な
い
の
で
あ
る
。
自
由
を
希
求
す
る
熱
意

も
、
リ
カ
ア
ド
オ
は
ス
ミ
ス
に
比
べ
て
、
わ
さ
お
さ
劣
る
も
○
で
は
な
い
。
い
な
、
古
典
学
派
の
伝
統
を
通
じ
、
経
済
的
自
由
？
王

張
が
首
尾
一
貫
廿
、
る
緒
構
。
一
し
透
徹
せ
る
理
論
の
裏
附
を
も
つ
て
表
明
せ
る
も
の
は
、
リ
カ
ア
ド
才
に
如
く
も
の
は
な
い
。

　
リ
カ
ア
ド
オ
に
拠
る
と
、
経
済
の
自
由
、
交
易
の
自
由
は
、
財
貨
の
数
旦
早
Ｏ
増
加
を
来
た
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
財
貨
Ｏ
豊
富

と
低
廉
と
は
消
費
者
に
と
つ
て
ま
二
と
に
有
利
な
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
は
ま
た
杜
会
の
一
般
的
利
益
を
高
め
る
こ
と
に
も
な

る
Ｃ

　
　
古
典
学
派
の
経
済
的
自
由
の
倒
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
（
囚
四
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
魯
・
第
四
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
（
四
五
〇
）

　
リ
功
ア
ド
オ
は
、
杜
会
の
変
遷
に
っ
れ
て
、
地
代
、
利
潤
及
び
賃
銀
が
如
何
な
る
運
動
を
示
す
か
に
っ
い
．
て
、
仔
細
に
吟
味
す

る
。
彼
は
、
そ
の
謂
ゆ
る
人
口
原
理
と
地
代
理
論
と
を
縦
横
に
駆
使
し
、
地
代
、
利
潤
及
び
賃
銀
の
自
然
的
行
程
に
関
し
て
詳
密
な

考
藪
を
加
え
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
彼
は
、
杜
会
発
展
の
必
然
の
過
程
を
、
経
済
杜
会
の
辿
る
べ
き
運
命
を
、
捌
扶
せ
ん
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

そ
の
理
論
の
詳
細
な
紹
介
は
、
既
に
発
表
し
た
拙
稿
に
譲
る
こ
と
＼
し
、
彼
の
到
達
し
得
た
続
論
を
掲
げ
る
と
、
次
の
如
く
で
あ

る
ｏ　

国
内
経
済
を
自
由
に
放
任
す
る
に
し
て
も
、
歳
月
の
経
過
は
、
地
代
、
利
潤
及
び
賃
銀
を
し
て
自
ず
と
左
の
径
路
を
辿
る
こ
と
を

余
儀
な
く
す
る
。

　
先
ず
、
地
代
で
あ
る
。

　
リ
カ
ア
ド
オ
は
、
地
代
の
発
生
と
騰
貴
と
を
、
次
の
如
く
に
観
る
。

　
「
豊
饒
肥
沃
な
土
地
が
豊
富
に
存
在
し
、
現
存
の
人
口
を
養
う
た
め
に
は
そ
の
土
地
の
ホ
ン
の
一
小
部
分
を
耕
転
す
る
こ
と
を
以

て
足
る
か
、
も
し
く
は
そ
の
件
氏
の
支
配
し
得
る
資
本
を
も
つ
て
し
て
は
実
際
に
ホ
ン
の
一
小
部
分
し
か
耕
作
し
得
な
い
国
に
最
初

の
棺
民
が
行
わ
れ
る
場
含
に
は
、
地
代
は
存
し
な
い
。
と
い
う
の
は
未
だ
何
人
に
よ
っ
て
も
占
有
せ
ら
れ
ず
、
従
っ
て
叉
、
そ
れ
を

耕
作
せ
ん
し
し
欲
す
る
人
の
意
の
ま
＼
に
な
る
土
地
が
豊
富
に
存
在
す
る
場
含
に
は
、
誰
も
土
地
の
使
用
に
対
し
て
代
償
を
支
払
わ
な

　
　
　
　
　
　
　
２
）

い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
」

　
と
二
乃
が
、
人
口
が
増
加
し
、
よ
り
劣
等
な
土
地
に
耕
作
が
拡
張
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
穀
価
が
騰
貴
し
、
従
つ
て
叉
、
地
代
の
発

生
を
児
る
二
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
等
量
の
資
本
ピ
労
働
を
投
下
す
る
こ
と
に
依
つ
て
獲
ら
れ
る
牧
穫
の
差
額
が
地
代
と

な
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
．
も
し
、
豊
饒
に
し
て
便
利
な
位
置
を
占
め
て
い
る
土
地
が
無
隈
に
存
在
す
る
か
、
或
は
資
本
及
び
労
働

∴



　
が
旧
土
地
に
た
い
し
て
些
の
滅
牧
を
も
見
る
こ
と
な
し
に
無
際
隈
に
投
下
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
地
代
の
発
生
も
、

　
地
代
の
騰
貴
も
あ
り
得
る
筈
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
実
際
に
わ
い
て
は
、
土
地
は
、
有
眼
に
し
て
、
晶
質
に
差
等
あ
り
、
位
置
の
如

　
何
に
よ
つ
て
大
い
に
利
便
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
土
地
に
は
牧
穫
逓
減
の
法
則
が
作
用
す
る
。
リ
カ
ア
ド
オ
は
地
代
の
発
生
と

・
騰
貴
の
原
因
を
こ
こ
に
寛
め
る
。

　
　
だ
か
ら
、
富
の
増
進
と
人
口
の
増
加
は
、
他
の
事
情
に
し
て
変
化
の
な
い
隈
り
、
耕
地
の
拡
張
を
不
可
避
と
す
る
か
ら
、
そ
の
必

　
然
的
続
果
は
、
穀
価
の
騰
貴
と
地
代
の
上
昇
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
杜
会
の
発
展
は
、
一
国
の
富
と
人
口
を
蛸
進
せ
し
め
る
も
の

　
で
あ
る
隈
り
、
地
代
の
自
然
的
行
程
は
、
上
昇
の
傾
向
を
辿
る
も
の
と
観
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
、
リ
カ
ァ
ド
オ
の
現
論
で
は
、

。
交
換
価
値
を
決
定
す
る
も
の
は
隈
界
生
産
物
で
あ
り
、
限
界
生
産
物
の
生
産
に
は
地
代
の
支
弁
を
衷
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
価

彼
は
利
潤
と
賃
銀
の
二
っ
の
部
分
に
分
れ
、
ま
に
二
つ
ｏ
部
分
に
の
み
分
れ
る
こ
と
＼
れ
る
訳
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
限
界
生
産
費

　
と
個
別
生
産
費
と
の
差
額
が
地
代
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
、
二
の
限
界
土
地
の
生
産
物
の
生
産
に
必
瑛
な
労
働
量
、
す

　
な
わ
ち
最
大
労
働
量
が
交
換
価
値
を
規
宗
す
ろ
ポ
の
で
あ
つ
て
、
且
っ
よ
り
劣
等
な
土
地
に
耕
作
か
払
張
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
土

　
地
の
生
産
物
の
交
換
価
他
が
上
騰
す
る
時
は
地
代
も
こ
れ
に
つ
れ
て
増
大
す
る
関
係
に
あ
る
の
で
、
あ
ろ
か
ら
、
地
代
は
、
価
値
の
巾

　
か
ら
支
払
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
価
値
を
標
準
と
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
地
代
と
い
う
も

　
の
は
価
値
に
対
し
て
比
例
を
も
お
、
杜
会
か
進
展
し
、
穀
物
○
価
値
が
騰
肯
す
る
時
は
、
地
代
も
二
れ
に
比
例
し
て
上
昇
す
る
と
云

　
い
得
る
。
而
し
て
、
二
の
場
合
は
、
地
代
を
牧
得
す
る
地
・
王
に
と
つ
て
は
、
二
重
に
利
益
と
な
る
。
す
な
わ
ぢ
、
第
一
に
、
地
代
と

し
て
牧
得
す
る
分
前
が
増
大
し
、
錦
二
に
、
そ
の
牧
得
物
の
一
単
位
は
前
よ
り
も
も
、
よ
り
大
な
る
数
量
の
他
の
財
貨
を
支
配
し
得

　
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
彼
は
、
名
実
倶
に
利
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
古
典
学
派
の
経
済
的
自
由
の
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
（
四
五
一
）
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立
命
館
経
済
学
（
鋒
四
魯
・
鋒
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
（
四
五
二
）

　
こ
の
地
代
の
自
然
的
行
程
か
ら
ま
た
彼
の
労
働
の
賃
銀
の
自
然
的
傾
向
が
容
易
に
推
測
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。

　
彼
は
、
賃
銀
、
す
な
わ
ち
、
蛍
働
に
対
す
る
価
格
を
、
自
然
価
格
と
万
場
価
格
と
に
分
け
る
。
前
者
は
労
働
者
を
し
て
そ
の
生
活

を
維
持
し
増
減
な
く
そ
の
種
族
を
永
続
さ
せ
る
に
必
要
な
価
格
で
あ
り
、
後
者
は
需
要
に
た
い
す
る
供
給
の
自
然
的
作
用
に
由
て
労

働
に
た
い
し
て
実
際
に
支
払
わ
れ
る
価
格
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
賃
銀
の
騰
落
は
、
次
の
二
つ
の
原
因
に
基
く
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
、

労
働
の
賃
銀
が
費
消
さ
れ
る
講
財
貨
の
価
格
、
な
か
ん
ず
く
、
食
物
の
価
格
で
あ
り
、
他
は
、
労
働
者
の
供
給
と
需
要
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
労
働
の
自
然
価
格
は
、
杜
会
以
進
歩
に
っ
れ
て
、
常
に
騰
貴
す
る
傾
向
を
も
つ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
自
然

価
格
を
左
若
す
る
主
た
る
財
貨
た
る
食
物
の
生
産
が
困
難
と
な
つ
て
、
次
第
に
そ
○
価
格
が
し
し
騰
す
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
市
場
に
わ
い
て
労
働
に
対
し
て
実
際
に
支
払
わ
れ
る
価
格
た
る
市
場
価
格
に
っ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
労
働
は
稀
少
な
時
に
高
価

で
、
豊
富
な
時
に
低
廉
で
あ
る
。
だ
が
、
リ
カ
ァ
ド
オ
に
よ
る
と
、
労
働
の
市
場
価
格
が
そ
の
自
然
価
格
か
ら
如
何
に
外
れ
よ
う
と

も
、
他
１
の
諾
財
貨
と
同
様
に
、
締
局
は
そ
の
自
然
価
格
に
一
敦
せ
ん
と
す
る
傾
向
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
リ
カ
ア
ド
オ
に
依
る
と
、
労
働
の
市
場
価
格
の
自
然
価
格
か
ら
の
乖
離
は
、
資
本
の
蓄
積
の
速
度
、
労
働
雇
傭
手
段
の
蓄
積
の
速

度
の
遅
速
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
速
度
は
文
化
の
高
い
国
か
ら
技
術
と
智
識
と
を
移
入
す
る
新
植
民
地
に
お
い
て
、
最
も
大
で

あ
る
。
従
っ
て
、
か
か
る
地
域
に
わ
い
て
は
、
も
し
労
働
者
の
敏
乏
が
人
口
欄
密
な
国
の
佳
民
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、

労
働
の
価
格
を
著
し
く
騰
貴
せ
し
め
、
労
働
の
市
場
価
格
は
そ
の
自
然
価
格
よ
り
逢
に
上
昇
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
人
口
が

多
く
な
っ
て
、
耕
作
が
品
質
の
劣
っ
て
い
る
農
地
に
拡
張
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
こ
の
資
本
増
加
の
速
度
は
鈍
つ
て
く
る
。
か
く
し
て
、

騰
て
労
働
の
市
場
価
格
は
そ
の
自
然
価
格
に
賂
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
開
拓
後
既
に
久
し
い
歳
月
を
経
て
い
る

国
々
に
お
い
て
は
、
他
の
事
借
に
し
て
変
化
○
な
い
限
り
、
　
１
労
働
の
賃
銀
は
、
一
被
に
、
増
加
の
傾
向
に
あ
る
と
襯
て
よ
い
。
入
口



の
増
加
に
っ
れ
、
謡
姦
暴
警
れ
る
主
た
る
饗
で
あ
る
食
物
の
生
産
に
よ
喜
く
・
労
働
を
宰
る
一
一
と
差
つ
て
・
食

物
の
価
格
は
不
断
に
騰
貴
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
賃
銀
○
自
然
的
傾
向
は
、
地
代
と
同
様
に
、
騰
貴
に
あ
る
。
だ
が
・
賃

銀
の
騰
貴
と
地
代
ｏ
騰
責
と
の
間
に
は
、
本
質
的
な
差
異
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
賃
銀
の
場
合
は
・
賃
銀
全
体

と
し
て
の
上
騰
の
割
合
は
、
穀
物
の
騰
貴
に
及
ば
な
い
。
と
い
う
の
は
、
労
働
者
は
そ
の
労
働
の
代
償
と
し
て
貨
幣
を
受
敢
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
貨
敵
巾
を
悉
く
食
物
の
購
入
に
の
み
充
て
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
貨
幣
○
あ
る
部
分
を
労
働
者
自
身
と
そ
○
家
族
の
生

活
に
入
用
な
他
の
財
貨
の
購
買
に
使
用
す
る
。
食
物
の
価
格
が
騰
貴
す
る
場
含
は
、
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
費
消
す
る
数
量
の
食
物

の
価
格
騰
貴
の
程
度
だ
け
労
働
者
の
受
領
す
る
貨
幣
賃
銀
は
上
昇
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
事
実
か
よ
う
な
場
合
に
は
・
労
働
者
が
そ

の
生
活
を
支
え
る
た
め
に
購
入
．
消
費
す
る
他
の
財
貨
と
難
も
土
地
の
原
生
産
物
が
其
の
財
貨
の
構
成
に
入
り
込
む
も
の
は
其
の
程

度
に
応
じ
て
等
し
く
価
格
が
上
騰
す
る
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
、
同
額
の
貨
幣
を
も
っ
て
は
、
も
は
や
以
前
と
同
じ
数
量
の
財
貨
を
入

手
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
食
物
の
価
格
が
騰
貴
す
る
場
含
は
、
労
働
者
の
貨
幣
賃
銀
は
上
昇
す
る
に
も
拘
ら
ず
・
す
な

わ
ち
、
価
値
の
分
前
は
増
加
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
賃
銀
で
支
配
し
得
る
財
貨
の
数
量
は
逆
に
減
少
し
、
そ
の
境
遇
は
悪
化
せ
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
で
は
、
資
本
の
利
潤
は
ど
う
か
ｏ

　
財
貨
の
価
値
は
、
ザ
〆
、
の
財
貨
の
生
産
に
必
要
な
労
働
量
に
よ
つ
て
定
ま
り
、
而
し
て
、
そ
の
価
値
は
二
つ
の
部
分
に
分
れ
・
一
つ

は
労
働
の
賃
銀
と
な
り
、
他
は
茱
の
利
潤
と
な
る
と
享
以
上
、
そ
の
理
論
の
纂
的
結
果
と
し
て
、
賃
銀
の
騰
貴
は
利
潤
の
下

落
と
な
り
、
賃
銀
の
下
落
は
利
潤
の
醤
走
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
嚢
に
一
瞥
し
た
よ
う
に
・
杜
会
の
発
展
に
っ
れ
・
食

物
の
遣
加
量
は
少
、
帆
す
、
、
帆
す
多
量
の
労
働
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
く
し
て
取
得
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
り
・
従
っ
て
・
賃
銀
は
次
第
に

　
　
古
典
学
派
の
経
済
的
自
由
の
麗
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
一
四
誓
）
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立
命
館
経
済
学
（
策
四
魯
・
策
四
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
（
四
五
四
）
．

騰
貴
す
る
こ
と
に
な
る
と
な
す
以
上
、
利
潤
の
自
然
的
傾
向
が
下
落
に
あ
る
こ
と
は
、
・
、
れ
少
、
帆
た
リ
カ
け
ド
オ
の
理
論
的
屠
緕
セ
し

て
承
認
さ
れ
る
も
の
と
謂
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
の
場
含
、
資
本
家
の
牧
得
分
は
、
価
値
の
点
に
わ
い
て
も
、
将
叉
、
数
量
の

点
に
わ
い
て
も
、
減
少
に
減
少
を
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　
之
を
要
す
る
に
、
リ
カ
ア
ド
オ
の
理
論
は
、
杜
会
の
発
展
に
よ
る
富
の
蓄
積
、
人
口
の
増
加
は
、
た
と
、
ん
国
内
経
済
を
自
由
に
放

任
す
る
と
も
、
農
耕
用
の
機
械
の
発
明
、
農
業
上
の
改
良
、
海
外
の
新
市
場
の
発
見
が
行
わ
れ
な
い
限
り
、
地
代
は
名
実
倶
に
上
騰

し
、
労
働
の
賃
銀
は
名
目
賃
銀
は
上
昇
す
る
も
実
質
賃
銀
は
低
落
し
、
資
本
の
利
潤
に
至
つ
て
は
名
実
共
に
下
落
の
一
途
を
辿
る
を

余
儀
な
か
ら
し
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

利
潤
低
下
の
麓
は
・
襲
的
に
い
う
腎
、
土
地
の
生
産
物
の
中
か
ら
地
代
を
控
除
し
た
残
余
の
義
を
賃
撃
薯
す
る
秋

で
あ
る
・
こ
の
場
含
は
・
資
本
の
利
潤
は
皆
無
と
な
る
。
従
っ
て
、
資
本
の
蓄
積
は
終
億
を
告
げ
、
追
加
労
働
は
全
く
需
要
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
労
働
の
実
質
賃
銀
は
労
働
者
が
生
存
を
維
持
す
る
最
低
隈
ま
で
押
し
下
げ
ら
れ
、
人
口
は
飽
和
点
に
達
し
、
杜
会
は
停

頓
静
止
の
状
態
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　
事
実
は
そ
の
蓬
か
以
前
に
資
本
蓄
積
の
動
機
が
な
く
な
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
蓄
積
の
動
機
は
、
・
、
れ
を
生
産
に
使
用
し
て
利
潤

を
挙
げ
る
に
あ
る
。
従
っ
て
、
蓄
積
に
対
す
る
動
機
は
、
利
潤
が
滅
少
す
る
度
毎
に
減
退
し
、
資
本
を
生
産
的
に
使
用
す
る
に
っ
い

て
必
ず
や
遭
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
煩
労
と
危
険
と
を
充
分
に
償
い
得
ざ
る
程
度
に
利
潤
が
低
落
す
る
と
、
全
く
消
滅
す
る
で
あ

ろ
う
。
だ
か
ら
、
利
潤
低
下
の
限
界
は
、
論
理
的
限
界
よ
り
ず
つ
と
高
く
、
そ
れ
だ
け
早
く
杜
会
は
離
止
の
状
態
に
到
達
す
る
デ
し
と

に
な
る
訳
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
事
実
は
、
も
っ
と
早
く
、
萎
魔
沈
滞
と
惰
性
の
支
配
す
る
杜
会
の
到
来
と
な
る
。

　
リ
カ
ァ
ド
オ
の
経
済
学
は
、
い
わ
ば
、
杜
会
発
展
の
こ
の
必
然
の
過
程
を
追
及
す
る
経
済
学
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
主
著
の
殆
ん



ど
全
巻
浄
、
挙
げ
て
、
こ
の
法
則
○
冷
静
克
明
な
探
索
に
棒
げ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
二
に
れ
い
て
、
自
然
一
り
成
行
に
任
す
限
り
、
杜
会

の
発
展
に
つ
れ
、
資
本
主
義
杜
会
が
〃
、
の
謂
ｏ
る
逃
歩
○
状
態
か
ら
枠
止
の
状
態
に
辿
り
つ
く
迄
の
過
程
を
、
避
け
難
い
命
数
と
し

て
仔
細
に
摘
写
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
二
〇
二
・
、
し
は
、
黄
本
主
義
杜
会
に
済
新
○
気
を
吹
き
二
み
、
そ
○
老
衰
を
防
ぐ
方
法
ｏ
絶
無
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も

○
で
は
な
い
。
　
「
杜
会
（
り
自
然
的
発
連
し
（
量
９
量
－
Ｐ
匹
§
昌
Ｏ
Ｏ
『
。
弓
◎
９
０
｛
）
の
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
必
パ
寸
し
も
人
為

に
よ
一
わ
延
命
乃
至
甦
生
策
を
全
く
否
定
し
去
る
こ
と
・
、
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
科
学
や
医
術
の
進
歩
が
、
人
寿
を
延
ぱ
し
、
疾

病
を
治
癒
し
て
再
び
済
新
の
気
を
と
り
戻
さ
廿
一
得
る
が
如
／
＼
資
本
・
三
義
杜
会
○
沈
滞
萎
縮
を
防
ぎ
、
進
歩
と
繁
栄
を
持
続
あ
る
い

は
促
進
さ
叶
一
ろ
こ
と
も
、
不
可
能
で
な
い
と
、
彼
は
考
え
る
。

　
エ
、
れ
で
は
、
そ
の
丸
策
は
何
か
。

　
農
作
に
関
連
を
有
、
す
る
機
械
○
発
明
、
農
業
上
○
改
良
、
海
外
○
新
市
場
の
発
見
が
二
れ
で
あ
ろ
。
と
二
ろ
で
、
前
〇
二
つ
は
、

科
学
や
技
術
の
閉
題
で
あ
る
。
経
済
政
策
・
、
し
し
て
坂
上
ぐ
べ
き
、
は
、
新
市
場
を
発
児
し
、
食
物
を
低
廉
に
入
手
す
る
方
途
を
講
づ
る

デ
し
・
、
し
で
山
の
る
。
彼
が
一
身
の
情
熟
を
傾
け
、
穀
物
貿
易
○
自
由
を
熱
心
に
提
唱
し
た
の
は
、
こ
れ
が
た
め
ぺ
、
・
あ
つ
払
」
。

　
リ
カ
ァ
、
ド
才
に
よ
ス
一
と
、
地
・
三
と
杜
会
○
爾
余
○
諾
階
級
と
は
、
利
害
が
明
肖
に
対
立
す
る
。
食
物
価
格
の
上
昇
は
地
代
の
騰
貴

、
〆
、
導
・
一
、
、
、
、
地
主
は
こ
れ
に
、
、
一
つ
て
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
地
代
は
食
物
獲
得
の
困
難
と
共
に
増
大
し
、
且
っ
そ

れ
は
悉
く
一
般
消
費
者
の
負
担
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
主
と
消
費
宥
の
利
害
は
全
く
柵
容
れ
な
い
も
○
で
あ
る
。
食
物
の
騰

貴
は
、
労
働
者
の
境
過
を
劣
悪
化
し
、
ま
た
利
潤
を
名
宍
と
も
に
削
減
す
る
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
亥
た
、
食
物

価
格
の
騰
貴
を
喜
ぶ
地
主
と
こ
れ
を
不
利
溢
と
す
る
労
働
者
及
び
資
本
家
と
で
は
、
そ
の
利
害
が
明
白
に
対
立
す
る
こ
、
と
に
な
る
。

　
　
　
古
典
学
派
の
経
済
的
自
由
の
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
（
四
亜
五
）

…甘…山……
■

山叶……
…

■…
皿

…



　
　
立
命
館
．
経
済
学
（
策
四
魯
・
策
四
争
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
（
四
五
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
）

而
も
、
地
代
は
富
の
創
造
で
な
く
て
、
富
の
移
転
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
地
代
を
接
牧
す
る
地
主
階
級
は
、
杜
会
に
対
し
て
何
等

の
寄
与
を
も
な
す
こ
と
な
く
、
他
の
総
て
の
人
達
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
富
み
且
つ
栄
え
る
者
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
、
リ
カ
ァ
ド
オ
は
、
地
主
を
反
杜
会
的
存
在
で
あ
る
と
な
す
。

　
ゆ
え
に
、
彼
に
よ
れ
ば
、
地
主
の
利
益
を
削
減
す
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、
杜
会
の
他
の
総
て
の
階
級
の
利
益
を
増
進
す
る
結
果

に
な
る
。

　
す
な
わ
ち
、
外
国
か
ら
低
廉
な
食
物
を
輪
入
す
れ
ば
、
地
代
の
低
落
と
な
っ
て
地
主
の
不
利
益
と
な
る
け
れ
ど
、
爾
余
の
杜
会
の

総
て
の
階
級
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
低
廉
な
食
物
の
輸
入
が
一
般
消
費
者
の
利
益
と
な
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
糞
言
を
要
し
な
い
。
食
物
の
低
廉
化
は
、
資
本
の
所
有
者
に
対
し
て
、
二
重
の
利
益
を
与
え
る
。
利
潤
を
高
め
る
と
同
時
に
、

そ
の
支
配
す
る
財
貨
の
数
量
を
大
な
ら
し
め
る
。
労
働
者
に
対
し
て
も
、
リ
カ
ァ
ド
オ
の
理
論
で
は
、
二
様
の
理
由
か
ら
労
働
者
の

実
質
賃
銀
は
引
上
げ
ら
れ
、
彼
等
の
境
遇
は
好
転
す
る
二
と
に
な
る
か
ら
、
利
益
と
な
る
。
す
な
わ
ぢ
、
第
一
に
、
労
働
者
の
牧
得

す
る
貨
幣
は
絶
対
額
に
お
い
て
は
滅
少
す
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
、
そ
の
貨
幣
は
彼
等
を
し
て
よ
り
多
量
の
生
活
の
必
需
品
、
便
宜

晶
を
購
入
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
、
第
二
に
、
同
量
の
資
本
を
も
つ
て
よ
り
多
量
の
労
働
者
を
雇
傭
す
る
こ
と
を
得
さ
せ
る
と

共
に
、
一
般
利
潤
卒
の
上
昇
は
一
属
大
な
る
資
本
の
蓄
積
を
導
き
、
か
た
が
た
も
つ
て
労
働
に
対
す
る
需
喚
を
増
大
せ
し
め
る
が
ゆ

え
で
あ
る
ｏ

　
本
来
、
資
本
主
義
杜
会
は
資
本
に
依
存
す
る
杜
会
で
あ
る
。
資
本
は
利
潤
を
目
当
に
投
下
さ
れ
る
も
の
で
、
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
、

リ
カ
ァ
ド
オ
は
、
低
廉
な
食
物
の
輸
入
に
よ
つ
て
、
利
潤
卒
が
大
と
な
る
時
は
、
資
本
蓄
積
の
速
度
も
大
と
な
つ
て
、
資
本
主
義
は

進
歩
発
展
の
状
態
と
な
り
、
以
上
の
好
緕
果
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。
彼
に
よ
つ
て
、
こ
の
閉
撞
が
、
地
主
の
た
め
毒



は
か
る
か
、
そ
れ
と
も
、
爾
余
○
杜
会
○
総
て
○
階
級
の
た
め
を
は
か
る
か
、
と
い
う
形
に
わ
い
て
提
案
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ

が
た
め
で
あ
る
ｏ

　
之
を
嬰
す
る
に
、
リ
カ
ア
ド
オ
に
わ
い
て
は
、
低
廉
な
食
物
の
輸
入
は
、
消
費
者
の
利
溢
を
璃
進
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、

こ
○
場
含
は
、
消
費
考
○
利
益
は
生
産
に
携
る
資
本
家
及
び
労
働
考
の
利
添
と
完
全
に
融
合
．
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
、
す
な
わ
ち
、

二
れ
に
よ
つ
て
、
地
主
以
外
の
杜
会
の
総
て
の
階
級
の
利
益
が
、
一
様
に
高
め
ら
れ
る
結
果
に
な
る
。
階
級
的
利
害
の
融
和
、
国
氏

経
済
の
利
益
の
璃
進
は
、
か
く
し
て
、
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
観
る
か
ら
、
彼
は
、
政
策
の
極
致
を
こ
こ
に
寛
め
、
こ
れ
ア
Ｌ
そ

は
、
経
済
政
策
と
し
て
最
高
且
つ
最
婆
の
も
の
と
な
す
の
で
あ
る
。
リ
カ
ア
ド
オ
の
経
済
的
自
由
の
制
度
は
こ
れ
に
よ
つ
て
完
結
さ

れ
る
二
と
に
な
る
ｏ

○
り
　
拙
著
、
リ
カ
ア
ド
オ
貿
易
論
の
研
究
◎

　
　
拙
稿
、
リ
カ
ア
ド
ォ
と
経
済
政
策
（
法
と
経
済
、
第
二
〇
八
・
一
〇
九
号
）
。

　
　
同
、
リ
カ
ア
ド
ォ
経
済
字
の
二
大
支
桂
（
立
命
館
大
字
、
人
文
料
学
研
究
所
紀
要
、
第
一
号
）
参
照
。

似
冒
ま
穿
芝
９
星
篶
一
勺
一
９
２
勺
姜
一
Ｓ
；
§
・
冒
く
彗
｛
弓
簑
邑
・
Ｐ
９
目
篶
、
。
吻
。
葦
８
・
勺
・
奉

　
３
）
■
暮
婁
◎
二
）
ミ
匡
星
§
『
｛
ｏ
言
弓
ぎ
旨
婁
声
・
げ
葦
竃
四
事
ｑ
。
。
．
勺
．
－
墨
．

山…｛……一
…↑

＾……

五
　
結

語

　
古
典
学
派
の
創
始
者
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
も
、
叉
同
学
派
の
完
成
者
と
目
さ
れ
る
デ
ヴ
ィ
一
、

済
的
自
由
の
制
度
を
唱
導
し
、
〉
、
の
実
現
を
麹
望
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
南
碩
学
の
主
張
を
比
較
す
る
と
、
其
の
間
に
少
か
ら
ざ
る
差
異
の
あ
る
こ
と
は
、

　
　
古
興
学
派
経
済
的
富
由
の
制
度

ド

○
リ
カ
ア
ド
オ
・
も
、
倶
に
、
熱
心
に
経

注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
　
　
二
一
（
四
五
七
）

。
ス
ミ



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
策
四
魯
・
策
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
（
四
五
八
）

ス
の
論
ず
る
と
二
ろ
は
、
リ
ヵ
ア
ド
オ
に
比
較
す
れ
ば
、
平
板
で
且
っ
抽
象
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
リ
ヵ
ア
ド
オ
は
、
問
題
の

核
心
は
何
で
あ
る
か
を
っ
き
と
め
、
こ
れ
を
放
置
す
る
に
お
い
て
は
、
い
か
に
他
の
経
済
活
動
を
白
由
に
す
れ
ば
と
て
、
そ
の
効
果

の
虚
し
い
所
以
を
、
経
済
杜
会
の
運
動
法
則
を
閲
明
す
る
こ
↑
か
ら
極
力
解
明
に
勉
め
る
。
そ
の
意
味
で
、
リ
カ
ァ
ド
オ
の
主
張
の

方
が
、
蓬
に
、
具
象
的
で
あ
り
、
論
理
的
で
あ
り
、
体
系
的
で
あ
る
と
云
い
得
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
ス
ミ
ス
に
わ
い
て
も
、
経
済
的
自
由
の
制
度
は
決
し
て
単
純
な
不
干
渉
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
妨
害
的
・
反
礼
会

的
な
障
碍
を
除
去
し
、
個
人
の
自
由
な
創
意
、
そ
の
持
て
る
大
い
な
る
潜
在
力
を
発
揚
せ
し
め
る
と
い
う
、
積
械
的
な
意
図
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
に
っ
い
て
、
何
が
最
も
肝
要
に
し
て
根
本
と
な
る
べ
き
か
の
究
明
が
、
ス
ミ
ス
に
わ
い
て
は
、
必
ず

し
も
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
一
両
、
彼
の
楽
天
主
義
に
相
通
ず
る
こ
と
に
な
る
。

　
ス
ミ
ス
の
経
済
学
に
は
、
十
八
世
紀
啓
蒙
哲
学
に
共
通
な
、
自
然
主
義
思
想
と
楽
天
主
義
思
想
と
が
、
そ
の
根
本
思
想
と
し
て
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

在
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
学
者
に
よ
つ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
　
「
各
人
が
自
已
の
状
態
を
改
善
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ

の
一
様
に
し
て
不
変
な
、
そ
う
し
て
叉
、
中
断
す
る
こ
と
の
な
い
努
力
、
す
な
わ
ち
、
国
家
や
国
民
や
私
人
の
富
裕
が
本
源
的
に
引

出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
こ
の
原
理
は
、
政
府
の
浪
費
や
行
政
上
の
最
大
過
失
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
展
々
、
杜
会
の
改
良
に

同
つ
て
進
む
自
然
的
な
発
達
を
維
持
す
る
に
足
る
ほ
ど
強
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
恰
も
、
動
物
の
生
命
に
お
け
る
未
知
の
原
理
が
、

菅
に
疾
忠
ぱ
か
り
で
は
な
く
、
医
師
が
過
っ
た
処
方
を
為
し
て
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
往
々
に
し
て
身
休
に
健
康
と
活
力
を
依
復

　
　
　
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
の
と
、
同
様
で
あ
る
ｃ
」
と
述
べ
て
い
る
が
如
き
は
、
そ
の
表
れ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ス
ミ
ス
を
も
っ
て
、
形
而
上
学
的
、
神
学
的
、
予
定
調
和
説
の
信
奉
者
と
な
す
も
の
で
は
な

い
。
ス
、
、
、
ス
が
時
と
し
て
神
学
的
用
語
を
用
い
る
こ
と
が
、
人
々
を
諜
解
さ
せ
る
原
因
と
な
つ
て
い
る
け
れ
ど
、
か
＼
る
表
現
が
彼



暴
論
の
撃
答
損
う
も
の
で
な
い
・
三
は
、
一
一
－
ト
ン
の
字
宙
に
関
す
る
神
学
的
表
票
ブ
一
、
の
発
見
し
た
自
奮
運
動
法
則

。
奮
性
憲
え
す
も
の
で
な
い
と
同
断
で
あ
細
。
個
人
と
個
人
と
の
間
の
利
益
の
調
和
と
い
っ
て
も
、
無
為
に
寺
る
も
の
で
は

な
く
、
ス
ミ
ス
は
、
法
と
秩
序
と
の
適
当
な
枠
の
下
に
お
か
れ
る
二
と
に
お
い
て
の
み
、
市
場
、
り
機
構
が
そ
の
間
の
利
害
の
調
和
を

も
た
ら
す
も
の
と
観
る
の
で
あ
つ
て
・
従
っ
て
、
彼
の
謂
ゆ
る
『
見
え
ぎ
る
手
」
言
一
。
。
童
。
プ
、
づ
ｅ
，
。
、
人
間
の
努
力
、
、
し
は
無

関
係
蒜
や
自
然
力
の
手
で
は
な
く
、
そ
れ
は
公
共
・
橿
と
鶏
し
な
い
事
態
の
発
宇
る
可
能
性
を
自
利
心
追
求
の
領
域
、
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

と
り
除
く
立
法
者
の
手
な
の
で
あ
る
。

二
れ
身
し
て
・
リ
カ
ァ
ド
オ
の
祭
は
、
著
し
く
沈
静
で
あ
る
と
共
に
、
陰
讐
あ
ろ
。
彼
は
、
そ
の
主
著
の
殆
ん
ど
全
巻
を

挙
げ
て
・
杜
会
発
展
の
必
然
の
過
程
の
簑
に
あ
て
・
い
る
。
彼
は
、
資
本
主
義
杜
会
が
、
進
歩
の
状
態
か
ら
静
止
の
状
態
一
、
生

成
発
展
○
状
態
か
ら
萎
魔
沈
滞
の
状
態
に
辿
り
つ
く
こ
と
を
、
避
け
難
い
命
数
と
し
て
、
克
明
に
、
亘
細
に
描
写
す
る
。

従
っ
て
・
薯
の
主
張
が
・
と
も
に
経
済
的
冨
の
製
を
唱
導
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
大
い
に
そ
の
篤
を
異
に
し
て
い

る
こ
と
は
・
一
つ
は
・
彼
等
の
研
究
態
度
の
相
違
に
も
と
ず
く
も
○
だ
と
観
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
時
代
の
背
景
、
歴
史

の
変
遷
と
い
う
こ
と
も
、
も
う
一
つ
の
原
因
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
リ
カ
ア
ド
オ
が
そ
の
主
著
「
経
済
学
及
び
租
税
の
諾
原
理
」
の
初
版
を
公
に
し
た
の
は
、
ナ
、
不
レ
オ
ン
戦
役
の
戦
塵
が
漸
く
牧
少
、
小

つ
た
一
八
；
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ス
ー
ス
の
「
萬
民
の
富
」
の
第
一
版
が
世
に
現
れ
た
の
は
一
七
七
六
年
の
デ
一
と
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
間
に
四
一
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
四
一
年
と
い
う
期
間
は
決
し
て
短
く
は
な
い
。
こ
の
期
問
ア
し
そ
は
、

イ
ギ
リ
ス
史
上
・
全
く
類
の
な
い
急
ス
ピ
ー
ド
の
進
歩
、
改
変
の
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
二
の
間
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
大
き
く
歴

史
を
揺
り
動
か
し
た
二
つ
の
大
事
件
を
経
験
し
て
い
る
。
産
業
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
役
・
、
、
が
、
是
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
リ
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立
命
館
経
済
学
（
蕾
魯
．
第
四
暑
）
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四
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四
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）

カ
ァ
ド
オ
は
、
産
業
革
命
の
晴
い
面
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
役
後
の
土
地
所
有
者
と
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
と
の
利
害
の
対
立
．
抗
争
を

具
に
見
聞
す
る
こ
と
が
で
き
て
あ
つ
た
。
従
つ
て
、
こ
れ
が
両
者
の
主
張
の
相
違
の
も
う
一
っ
の
原
因
を
な
し
て
い
る
と
観
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
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