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一

『
資
本
論
」
．
の
学
間
的
体
系
と
『
帝
国
主
義
論
」本

　
岡

昭
　
　
良

一
．

一
一三

『
資
本
論
」
に
お
け
る
経
済
学
的
諸
範
曉
の
学
間
的
性
格

マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
方
法
論
上
の
間
題
点

帝
国
主
義
段
階
へ
の
上
向
過
程
に
お
げ
る
「
生
産
と
資
本
の
集
積
」
の
理
論
的
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
『
資
本
論
』
に
お
け
る
経
済
学
的
範
醇
の
学
問
的
性
格

『
経
済
学
批
判
一
一
の
序
文
に
責
て
ヵ
、
ル
・
一
ル
ク
ス
は
彼
鼻
の
経
済
学
の
体
系
を
、
「
私
は
ブ
ル
ジ
一
ア
経
済
の
体
雲

つ
ぎ
の
順
序
で
考
察
す
る
。
栗
．
志
瓢
・
募
跡
、
そ
れ
か
ら
掌
鮮
器
・
東
宴
・
こ
の
は
じ
め
の
三
つ
の
項
目

に
責
て
、
わ
た
く
し
は
、
近
代
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
が
分
か
れ
て
い
る
三
大
階
級
の
生
活
諾
条
件
を
研
究
す
る
・
そ
の
他
の
三
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）

晋
の
あ
い
だ
の
関
連
は
麦
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
一
と
し
て
示
し
て
い
る
。
し
か
し
奈
ら
初
期
一
ル
ク
ス
の
本
来
の
専
間

的
研
究
は
拳
で
あ
つ
て
、
孟
に
つ
い
て
一
ル
ク
ス
は
「
哲
学
と
史
学
と
の
か
た
わ
ら
従
属
寒
学
科
と
台
一
修
め
た
に
す
ぎ

き
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
急
進
的
青
年
一
、
ゲ
ル
主
薯
と
し
て
出
発
し
た
一
ル
ク
ス
が
哲
学
と
史
学
の
研
究
に
非
常
に

大
き
山
劣
を
注
い
だ
こ
と
は
、
こ
の
彼
鼻
の
主
張
か
を
、
ま
た
彼
鼻
の
諾
労
作
か
宕
明
ら
か
な
き
ろ
で
は
あ
る
が
・
こ



ひ
永
い
問
の
研
究
過
程
と
実
践
活
動
こ
そ
、
史
的
唯
物
諭
と
い
う
も
っ
と
も
困
難
な
思
楓
形
成
の
過
程
で
あ
ク
た
と
考
え
ら
れ
る
ｏ

　
（
３
）

で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
史
的
唯
物
論
の
確
立
の
う
え
に
、
は
じ
め
て
マ
ル
ク
ス
は
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
解
剖
学
的
研
究
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

れ
を
経
済
学
に
求
む
べ
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
○
結
論
」
に
達
し
、
上
述
の
彼
自
身
の
構
想
に
し
た
が
っ
て
、
一
．
経
済
学
批
判
』
か

ら
『
資
本
論
』
へ
の
学
間
的
体
系
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
商
品
か
ら
貨
幣
へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
資
本
へ
と
展
開
さ
れ
た
一
一
資
本
論
』
全
三
巻
の
学
的
体
系
は
、
単
に
抽
象
的
・
論
理
的
な
展

開
に
お
い
て
の
み
叙
述
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
資
本
白
体
の
歴
史
的
発
展
過
程
を
媒
介
と
し
て
お
り
、
磐
言
す
れ
ぱ
論
理
的
で
あ

る
と
同
時
に
歴
史
的
な
、
し
た
が
っ
て
現
実
的
な
学
間
的
体
系
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
資
本
論
』
の
上
向
的
演
緯
過

程
は
科
学
的
下
向
過
程
と
し
て
の
資
本
制
生
産
の
具
体
的
発
生
史
、
理
論
研
究
等
の
科
学
的
分
析
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
下
向
的
分

析
過
程
を
媒
介
と
し
た
上
向
的
演
緯
過
程
し
て
の
統
一
的
な
体
系
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
が
「
学
間

的
に
正
し
い
方
法
」
だ
と
し
た
こ
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
方
法
は
、
問
題
意
識
は
む
ち
つ
つ
も
従
来
ま
で
は
必
ず
し
も
十
分
に
は
研

究
し
尽
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
方
法
論
的
不
徹
底
の
ゆ
え
に
現
代
資
木
主

義
の
法
則
的
把
握
に
多
く
の
方
法
論
的
な
混
乱
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
私
に
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
の
私

の
課
題
は
か
か
る
理
論
的
側
面
へ
の
若
干
の
間
題
提
起
を
お
こ
な
う
こ
と
に
あ
る
が
、
　
こ
の
問
題
の
困
難
さ
は
、
す
で
に
『
資
本

論
』
に
お
け
る
「
商
品
」
の
経
済
学
的
範
曉
の
学
間
的
性
格
の
把
握
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
資
本
論
』
の
学
問
的
体
系
性
を
研
究
す
る
さ
い
に
ま
ず
間
題
と
な
る
の
は
、
有
名
な
『
資
本
論
』
冒
頭
文
節
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
「
資
本
制
的
生
産
様
式
が
支
配
的
に
行
わ
れ
る
諸
杜
会
の
富
は
一
の
〈
尤
大
な
商
品
集
成
〉
と
し
て
現
象
し
、
個
人
の
商
品
は
か

　
　
　
　
、
、
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

か
る
富
の
要
素
形
態
（
里
¢
昌
９
試
｛
冒
Ｂ
）
と
し
て
現
象
す
る
。
だ
か
ら
、
吾
六
の
研
究
は
商
品
の
分
析
を
も
っ
て
姶
ま
る
」
。
こ
の

　
　
　
一
、
資
本
論
」
の
学
間
的
体
系
と
一
帝
国
主
義
論
』
　
（
本
岡
）
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立
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七
、
Ｊ
　
（
九
三
四
ソ

冒
頭
文
節
に
お
い
て
『
資
木
論
』
体
系
の
端
緒
が
「
商
品
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
確
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
の
「
商
品
」
は
資
本
制
的
商
品
が
単
純
な
商
品
と
し
て
の
抽
象
性
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
疑
間
の
余
地
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
抽
象
的
な
経
済
学
的
範
曉
と
し
て
の
単
純
な
商
品
は
、
た
ん
に
思
惟
に
よ
っ
て
論
理
的
に

抽
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
に
し
て
も
、
現
実
の
資
本
運
動
（
循
環
）
過
程
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
結
果
と
し
て
与

え
ら
れ
る
資
本
制
的
商
品
が
再
び
資
本
制
生
産
の
前
提
と
し
て
出
現
す
る
と
い
う
現
実
の
資
本
の
循
環
過
程
に
お
い
て
、
抽
象
化
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
か
か
る
「
単
純
な
商
品
」
は
、
資
本
制
生
産
の
歴
史
的
発
生
過
程
に
照
応
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
優

れ
て
歴
史
的
性
格
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
資
本
論
』
は
、
現
実
の
資
本
主
義
経
済
の
運
動
法
則
を
暴
露
す
る
こ

と
を
も
っ
て
目
的
と
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
資
本
主
義
経
済
と
い
う
歴
史
的
現
実
を
概
念
的
に
把
握
す
る
と

い
う
理
論
的
意
識
に
支
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
間
題
性
を
基
盤
と
す
る
学
間
的
体
系
の
理
論
を
構
成
す

る
経
済
学
的
範
晴
は
、
　
『
資
本
論
』
が
理
論
で
あ
る
か
ぎ
り
、
一
面
に
お
い
て
実
在
を
思
惟
に
よ
る
構
想
物
（
思
惟
規
定
）
に
お
い

て
概
念
的
に
把
握
す
る
と
い
う
要
請
に
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
・
抽
象
的
性
格
を
も
つ
こ
と
は
、
　
「
範
曉
」
ン
、
れ
自
体
の
一
つ
の
特

質
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
諸
範
曉
の
動
的
な
構
造
は
決
し
て
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
他
面
に
お

い
て
、
人
問
の
思
惟
が
根
源
的
に
は
歴
史
的
・
杜
会
的
現
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
　
「
範
醇
」
を
「
範
晴
」
と
し
て

論
理
的
・
抽
象
的
に
構
成
す
る
思
惟
規
定
が
、
あ
く
ま
で
歴
史
的
現
実
そ
の
も
の
の
思
惟
に
よ
る
規
定
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
優

れ
て
歴
史
的
性
格
を
も
た
ね
ば
な
ら
ず
、
「
範
晴
」
は
、
何
よ
り
も
歴
史
的
・
科
学
的
・
実
証
的
分
析
に
も
と
づ
く
「
歴
史
的
範
晴
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
範
晴
」
の
動
的
な
構
造
、
関
連
は
、
基
本
的
に
は
歴
史
的
現
実
そ
の
も
の
の
論

理
構
造
、
存
在
構
造
に
も
と
づ
い
て
い
で
の
る
あ
る
。



　
し
た
が
っ
て
一
一
資
本
論
』
に
お
け
る
経
済
学
的
範
時
と
し
て
の
「
商
口
…
」
、
「
貨
幣
」
、
「
寮
本
」
お
よ
び
他
の
諦
六
の
範
時
は
、
こ

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
論
理
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ゆ
え
に
と
ン
、
、
資
本
主
義
経
済
と
い
う
歴
史
的

現
実
を
概
念
的
に
再
構
成
し
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
資
本
論
』
体
系
に
お
け
る
経
済
学
的
範
晴
の
規
論
的
性
格
は
た
ん
に
と
れ

の
み
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
事
柄
に
止
ま
る
限
り
で
は
、
ン
、
れ
は
マ
ル
ク
ス
に
限
ら
ず
ス
、
、
、
ス
、
リ
ヵ
－
ド
オ
等
の
古
典

派
経
済
学
に
あ
っ
て
も
そ
の
科
学
的
分
析
の
結
果
と
し
て
把
握
し
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
古
典
派
経
済
学
と

厳
密
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
方
法
論
的
特
質
は
、
実
は
こ
の
科
学
的
分
析
的
過
程
を
媒
介
と
し
て
上
向
的
演
緯
を

展
開
せ
し
め
た
方
法
に
意
義
が
あ
る
。
さ
ら
に
云
う
な
ら
ば
、
歴
史
的
・
具
体
的
現
実
の
実
証
的
．
科
学
的
分
析
過
程
を
前
提
と
し

て
上
向
す
る
、
そ
の
綜
合
的
演
緯
過
程
へ
の
転
換
点
に
重
要
な
間
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
『
資
本
論
』
冒
頭
文
節
に
お
い
て
、
資
本
主
義
経
済
の
運
動
法
則
の
概
念
的
把
握
を
、
　
「
商
品
」
の
分
析
を
も
っ

て
始
め
る
こ
と
を
プ
ル
ク
ス
は
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
９
資
本
論
』
の
出
発
点
は
、
円
環
的
体
系
の
他
の
側
面
と
し
て

の
実
在
的
資
本
主
義
杜
会
の
現
実
を
科
学
的
に
分
析
し
た
い
わ
ゆ
る
下
向
的
研
究
過
程
の
到
達
点
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
、
〆
、
し

て
干
資
本
論
』
の
体
系
化
の
前
提
と
し
て
の
こ
の
下
向
的
研
究
過
程
、
と
く
に
一
八
四
四
年
の
『
経
済
学
と
哲
学
と
に
か
ん
す
る
手

稿
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
ま
だ
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
思
弁
的
方
法
の
影
響
の
も
と
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
す
で
に
賃
労
働
老
の
白
己

疎
外
と
い
う
資
本
主
義
的
現
実
の
矛
盾
が
原
理
的
に
把
握
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
プ
ル
ク
ス
の
原
理
的
思
想
が
、
『
ド
イ
ツ
チ
ェ
．
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
』
（
一
八
四
五
年
秋
～
一
八
四
六
年
十
月
中
旬
）
『
経
済
学
批
判
の
た
め
の
草
稿
」
、
『
経
済
学
批
判
』
、
『
剰
余
価
値
学
説
史
■
一

等
の
諸
労
作
を
経
て
『
資
本
論
』
へ
と
体
系
化
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
　
一
資
本
論
』
冒
頭
文
節
に
お
け
る
「
商
品
」
た
る
経

済
学
的
範
曙
を
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
原
理
的
思
想
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る
と
き
、
そ
れ
が
学
問
的
端
緒
と
し
て
資
木
の
概
念

　
　
　
　
『
資
本
論
』
の
学
間
的
体
系
と
『
帝
国
主
義
論
」
　
（
本
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一
　
（
九
三
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
へ
第
八
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
二
　
（
九
三
六
）

的
把
握
へ
の
必
然
性
を
、
し
た
が
っ
て
そ
の
論
理
的
根
拠
を
あ
ま
り
に
も
見
事
に
洞
察
し
て
い
る
の
に
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る
。　

資
本
主
義
杜
会
の
経
済
的
運
動
法
則
を
概
念
的
に
把
握
す
べ
く
、
経
済
学
的
範
曉
と
し
て
の
「
商
品
」
は
『
資
本
論
』
の
学
間
的

出
発
点
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
商
品
」
が
資
本
の
運
動
法
則
を
暴
露
し
う
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
資

本
制
生
産
様
式
の
歴
史
的
発
生
過
程
に
照
応
す
べ
く
実
証
科
学
に
支
え
ら
れ
た
現
実
的
な
範
爵
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
す

で
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
他
面
に
お
い
て
か
か
る
実
証
的
・
科
学
的
分
析
に
よ
っ
て
到
達
し
た
最
も
抽
象
的
な
経
済
学
的
範
酵
と
し
て
の

「
商
品
」
が
、
真
に
資
本
の
運
動
法
則
を
概
念
的
に
把
握
し
う
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
の
到
達
点
と
し
て
の
「
商
品
」
が
資

本
へ
と
上
向
す
べ
き
原
理
を
潜
ま
せ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
マ
ル
ク
ス
が
古
典
派
経
済
学
と
厳
密
に
区
別
し
た
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
り
、
綜
合
的
・
上
向
的
演
緯
の
核
心
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
原
理
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
か
。

　
商
品
生
産
を
普
遍
的
な
も
の
と
す
る
資
本
主
義
的
生
産
の
特
質
は
、
人
問
の
、
さ
ら
に
賃
労
働
者
の
商
品
化
に
あ
る
。
か
か
る
条

件
の
も
と
に
お
い
て
の
み
剰
余
価
値
の
生
産
、
資
本
の
拡
大
再
生
産
が
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
が
干
資
本
論
』
第

一
巻
第
二
篇
第
四
章
「
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
」
に
お
い
て
論
理
的
に
、
そ
し
て
第
一
巻
第
七
篇
第
二
十
四
章
「
資
本
の
本
源
的
蓄

積
過
程
」
に
お
い
て
実
証
的
に
、
展
開
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
叙
述
に
先
立
つ

冒
頭
文
節
の
学
間
的
性
格
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
賃
労
働
者
は
人
問
で
あ
る
か
ぎ
り
、
白
己
の
労
働
を
対
象
化
し
た
も
ろ
も
ろ
の
商
品
、
即
ち
「
尤
大
な
商
品
集
成
」
と
と
も
に
資



本
に
隷
属
す
る
こ
と
に
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
其
実
の
人
問
性
を
婆
求
す
る
。
し
か
る
に
資
本
主
義
杜
会
に
お
い
て
は
、
ｎ
己

蕎
労
働
者
と
し
て
商
品
化
し
な
い
か
ぎ
り
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
で
差
い
。
か
か
る
資
本
主
義
的
白
己
矛
盾
に
き
て
、
現
実
に

商
品
化
さ
れ
た
白
己
柔
定
し
真
実
の
人
問
性
を
要
求
せ
ざ
る
芝
な
い
の
が
、
募
働
者
の
姿
で
あ
ろ
う
。
こ
の
真
香
人
問
性

○
要
求
こ
そ
・
商
品
性
否
定
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
原
理
は
、
感
覚
的
な
物
と
し
て
の
諸
商
品
の
主
体
的
な
自
己
反
省
、
す
な
わ
ち

賃
労
働
者
と
し
て
の
白
覚
的
思
惟
に
ー
お
け
る
感
覚
と
思
惟
と
○
矛
盾
的
統
一
に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
○
で
あ
り
、
こ
○
否
定
性
○
原

理
を
論
瑛
的
根
拠
と
し
て
商
品
は
資
本
の
運
動
法
則
暴
露
へ
と
上
向
的
運
動
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
資
本
論
■
一
冒
頭
文
節
は
・
学
間
的
端
緒
と
し
て
の
論
理
的
一
貫
性
を
保
持
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
も
し
も
「
か

か
る
富
○
賢
秦
秋
瞥
（
日
Ｏ
昌
雪
＄
｛
冥
昌
）
」
と
し
て
○
「
個
六
の
商
品
」
○
背
旦
示
に
、
ン
、
○
否
定
性
と
し
て
の
「
原
理
＞
目
｛
、
目
胴
」

の
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
研
究
者
が
看
過
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
冒
頭
文
節
は
現
実
的
に
も
論
理
的
に
も
学
間
的
姶
元
と
し
て
の
意
義

美
う
＝
に
盲
は
し
な
い
で
あ
言
か
。
「
吾
二
研
究
は
商
品
の
分
析
莞
つ
て
始
ま
る
一
と
マ
ル
ク
ス
を
し
て
主
張
せ
し

め
た
確
信
は
・
資
本
主
義
杜
会
に
お
い
て
白
己
疎
外
に
お
ち
い
つ
て
い
る
賃
労
働
者
○
主
体
的
白
覚
に
お
い
て
、
自
己
の
商
品
性
を

否
定
す
べ
き
原
理
が
・
す
な
わ
ち
人
類
普
遍
○
原
理
が
、
す
で
に
エ
レ
メ
ソ
ト
と
し
て
確
立
し
て
い
て
こ
”
！
、
、
は
じ
め
て
主
張
し
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

る
確
信
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
文
節
○
い
う
「
吾
六
の
研
究
」
〇
五
口
六
と
は
、
ま
さ
に
商
品
化
さ
れ

た
白
己
の
矛
盾
を
白
一
覚
し
た
賃
労
働
者
の
立
場
を
意
味
す
る
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
．
る
つ

　
か
く
し
て
永
い
問
の
研
究
過
程
の
結
果
、
も
っ
と
も
抽
象
的
な
範
酵
と
し
て
把
握
さ
れ
た
経
済
学
的
範
時
と
し
て
の
「
商
品
」
を

資
本
十
エ
義
的
現
実
へ
と
上
向
的
に
自
己
運
動
せ
し
め
た
と
こ
ろ
Ｏ
も
○
は
、
粟
素
的
な
形
態
－
、
、
ン
、
こ
に
内
在
す
る
否
定
的
内
容
と
の

自
己
矛
盾
を
こ
そ
原
理
と
し
、
動
因
と
し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
古
典
派
経
済
学

　
　
　
　
『
資
本
論
』
の
学
偶
体
系
と
一
帝
国
主
義
論
二
本
岡
一
　
　
　
　
　
　
三
二
九
三
七
一

ｒ



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四
．
（
九
三
八
）

そ
の
も
の
の
う
ち
に
無
白
覚
に
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
た
堤
論
化
、
体
系
化
の
方
法
を
反
省
す
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
自
身
の
哲
学
へ
の

「
否
定
の
止
少
み
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
方
法
諭
的
原
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
穴
毒
－
昌
彗
戸
Ｎ
；
穴
ユ
汁
寿
ら
¢
『
Ｈ
）
ｃ
享
デ
｝
旨
ひ
斤
（
；
ｃ
目
二
８
７
ｏ
ｑ
汁
・
く
・
ヒ
・
』
・
－
－
・
・
－
－
豪
ご
９
戸
Ｈ
８
ト
○
ｃ
・
ｏ
ｏ
．
官
川
宝
一
訳
一
経
済
学
批

　
　
　
判
Ｌ
、
一
七
頁
。

　
（
２
）
　
宍
彗
－
峯
彗
×
し
巨
戸
○
ｃ
・
ｏ
。
．
官
川
訳
、
一
八
頁
。

　
（
３
）
　
マ
ル
ク
ス
の
思
想
形
成
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
・
ル
カ
ー
チ
著
（
平
井
俊
彦
訳
）
　
一
一
若
ざ
マ
ル
ク
ス
」
が
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
Ｎ
冒
勺
巨
一
寡
毛
プ
げ
昌
彗
■
Ｏ
ま
乏
Ｏ
巨
目
品
ら
鶉
〕
旨
Ｏ
ｑ
彗
く
９
冥
（
Ｈ
Ｏ
◎
ら
～
Ｈ
・
。
置
）
）
な
お
、
マ
ル
ク
ス
の
学
間
的
研
究
過
程
に
お
け
る
方
法

　
　
諭
的
認
識
の
発
展
に
っ
い
て
、
梯
明
秀
教
授
は
大
要
っ
ぎ
の
ご
と
ぎ
注
目
す
べ
き
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
の
学
間
的
研

　
　
究
過
程
の
転
換
を
し
め
す
も
の
と
し
て
、
　
一
八
四
三
年
の
「
国
法
論
批
判
。
一
か
ら
四
四
年
の
『
経
済
学
と
哲
学
と
に
関
す
る
手
稿
」
へ
の
研
究

　
　
テ
ー
マ
．
の
転
回
を
注
意
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
更
に
「
法
の
哲
学
」
の
批
判
に
し
て
も
、
国
民
経
済
学
、
古
典
派
経
済
学
の
批
判
に
し
て
も
、
前

　
　
者
の
場
合
に
は
法
律
学
の
領
域
に
適
用
さ
れ
、
具
体
化
さ
れ
た
へ
ー
ゲ
ル
の
概
念
的
把
握
の
方
法
に
直
面
し
た
し
、
後
者
の
場
合
に
は
、
マ
ル

　
　
ク
ス
白
身
が
主
体
的
に
彼
白
身
の
概
念
的
把
握
の
方
法
を
、
経
済
学
の
領
域
に
お
い
て
特
殊
化
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
マ
ル
ク
ス
と
へ

　
　
一
ゲ
ル
の
方
法
論
上
の
関
連
が
重
要
な
間
題
を
も
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
マ
ル
ク
ス
白
身
に
方
法
論
的
認
識
の
発
展
を
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
、

　
　
と
。
正
確
に
は
、
梯
明
秀
稿
一
一
歴
史
的
現
実
と
杜
会
科
学
方
法
論
」
　
（
立
命
館
大
学
「
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
」
五
頁
－
六
頁
）
お
よ
び
同
氏

　
　
著
、
　
「
へ
－
ゲ
ル
哲
学
と
資
本
論
」
一
九
八
頁
～
一
九
九
頁
を
参
照
さ
れ
度
し
。

　
（
４
）
　
■
胃
－
く
彗
戸
Ｎ
冒
穴
ユ
↑
寿
・
一
〇
〇
．
卜
宮
川
訳
、
一
九
頁
。

　
（
５
）
　
宍
・
岩
、
、
、
・
Ｏ
、
。
。
内
毛
岸
芦
黒
墨
易
ｏ
ｑ
・
く
・
『
向
品
ｏ
互
冒
９
Ｎ
！
、
ｏ
二
晶
Ｌ
竃
○
。
一
Ｈ
．
津
ｒ
Ｏ
ｏ
・
ｃ
ｏ
ｏ
．
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
「
資
本
論
一
第
一

　
　
巻
、
長
谷
都
文
雄
訳
、
脊
木
文
庫
版
第
一
分
冊
、
一
一
三
頁
。

，
．
ｘ
“



ニ
　
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
方
法
論
上
の
問
題
点

　
以
上
の
事
柄
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
最
も
重
要
な
方
法
の
、
す
な
わ
ち
「
抽
象
的
な
諸
規
定
が
思
惟
の
途
を
と
お
つ
て
具
体
的
な

も
の
の
再
生
産
に
到
達
す
る
」
上
向
的
演
緯
の
原
理
的
思
想
で
あ
り
、
経
済
学
的
「
範
晴
」
の
学
間
的
性
格
で
あ
っ
た
。
か
か
る
立

場
に
お
い
て
構
想
さ
れ
た
も
の
が
、
一
八
五
九
年
一
月
の
目
付
を
も
つ
て
『
経
済
学
批
判
』
序
文
に
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
Ｈ

資
本
↓
臼
　
土
地
所
有
↓
嘗
　
賃
労
働
↓
回
　
国
家
↓
回
　
外
国
貿
場
↓
内
　
世
界
市
場
、
と
い
う
六
項
目
か
ら
山
べ
る
い
わ
ゆ
る
経

済
学
の
ブ
ラ
ソ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
資
本
論
」
の
学
間
的
体
系
は
、
具
体
的
な
資
本
主
義
的
現
実
と
し
て
ｏ
世
界
市
場
恐
慌
を
想

定
し
つ
つ
も
、
一
応
「
資
本
一
般
」
を
核
心
と
し
て
土
地
所
有
、
質
労
働
ま
で
の
研
究
に
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
り
〆
、

し
て
国
家
・
外
国
貿
易
、
世
界
市
場
の
後
半
の
構
想
は
未
展
開
の
ま
ま
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
プ
ラ
ソ
構
想
の
問
題
が
伏
在
し
て

い
る
と
同
時
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
方
法
論
上
の
重
要
な
課
題
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
問
題
は
独
占
資
本
主
義
さ

ら
に
は
国
家
独
占
資
本
主
義
の
法
則
的
把
握
に
さ
い
し
て
、
　
一
資
本
論
」
の
学
間
的
体
系
を
ど
の
様
に
展
開
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題

に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
理
論
経
済
学
が
直
面
し
て
い
る
最
も
困
難
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
叩
！
、
し
て
、
こ
の
困
難

．
な
課
題
に
た
い
し
て
重
案
問
題
を
提
起
さ
れ
た
の
が
松
井
清
鉦
で
青
、
こ
の
見
解
を
童
に
補
足
的
に
展
開
さ
れ
た
の
が
宮

本
義
男
鼓
で
あ
っ
た
・
と
こ
ろ
が
、
両
教
授
と
も
に
・
・
了
ル
一
イ
獲
・
研
究
一
葦
。
。
・
げ
芸
多
婁
婁
二
り
ヨ
ら
。

ぎ
Ｏ
り
巨
箒
；
濤
¢
冒
０
ぎ
８
貢
己
３
¢
ぎ
寿
常
け
－
げ
奪
◎
ユ
己
。
９
雪
雰
昌
晶
昌
。
ｑ
ｇ
ｑ
霧
茅
。
昌
邑
の
。
げ
。
箏
Ｏ
、
昌
。
尉
、
。
。
。
け
、
。
。
。
ｑ
。
。
。
穴
、
Ｏ
．

ぎ
豪
昌
易
．
）
を
受
け
容
れ
、
『
資
本
論
』
に
お
け
る
剰
余
価
値
法
則
を
資
本
主
義
の
抽
象
的
．
一
般
的
経
済
法
則
と
し
て
把
握
さ
れ
、

後
半
ｏ
構
想
、
即
ち
国
家
、
外
国
貿
身
、
世
界
市
場
に
か
ん
す
る
も
の
を
、
具
体
的
．
歴
史
的
条
件
の
間
題
に
小
ん
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
一
資
本
論
』
の
学
間
的
体
系
と
一
帝
国
主
義
論
』
　
（
本
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五
　
（
九
三
九
）

↑
“
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立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
靖
五
・
六
合
併
け
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六
　
へ
九
四
っ
ソ

る
と
し
て
　
（
宮
本
教
扱
の
場
合
は
、
一
般
的
・
歴
史
的
条
件
と
な
っ
て
い
る
）
、
プ
ラ
ソ
構
想
の
前
半
と
後
半
の
あ
い
だ
に
理
論
的

性
格
の
区
別
の
存
在
を
明
確
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
松
井
教
授
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
後
半
の
構
想
は
『
資
本
論
』

に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
資
本
主
義
の
抽
象
的
・
一
般
的
経
済
法
則
と
し
て
の
剰
余
価
値
法
則
が
、
具
体
的
・
歴
史
的
条
件
と
し
て
の

国
家
、
外
国
貿
場
、
世
界
市
場
の
諾
領
域
に
如
何
に
貫
徹
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
る
の
ち
に
帝
国
主
義
論
へ

の
展
開
を
お
こ
な
う
べ
き
だ
と
の
主
張
の
よ
う
に
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
『
現
代
資
本
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
』
に
お
い
て
は
、
同
教
授
は
、
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
、
　
レ
ム
ニ
ッ
ツ
、
　
コ
ー
ル
マ

ィ
、
パ
ラ
ゲ
ー
ニ
ソ
グ
ス
等
の
東
独
に
お
け
る
主
要
な
論
争
を
検
討
の
の
ち
、
「
『
資
本
論
』
と
『
帝
国
主
義
論
』
の
論
理
段
階
を
現

代
的
観
点
か
ら
正
し
く
位
置
付
け
る
」
こ
と
を
課
題
と
さ
れ
、
　
『
資
本
論
』
は
資
本
主
義
の
一
般
的
法
則
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

て
お
り
、
『
帝
国
主
義
論
』
は
独
占
段
階
に
お
け
る
資
本
主
義
の
具
体
的
・
歴
史
的
条
件
の
研
究
を
お
こ
な
お
う
と
し
て
い
る
と
い

う
見
地
か
ら
、
　
『
資
本
論
』
と
『
帝
国
主
義
論
』
を
同
じ
論
理
段
階
に
置
く
必
要
を
強
調
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
『
資
本
論
』
に
つ
い

て
は
そ
こ
で
捨
象
さ
れ
て
い
る
財
政
、
外
国
貿
易
、
世
界
市
場
の
間
題
の
具
体
的
展
開
を
、
さ
ら
に
ま
た
『
帝
国
主
義
論
』
に
つ
い

て
は
、
独
占
資
本
主
義
段
階
の
法
則
的
把
握
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
松
井
教
授
の
主
張
が
非
常
に
優
れ
た
も
の
で
あ

り
、
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
お
多
く
の
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。

　
本
来
、
歴
史
的
現
実
は
段
階
か
ら
段
階
へ
と
質
的
に
飛
躍
し
、
発
展
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
歴
史
的

現
実
を
概
念
的
に
把
握
す
べ
き
学
間
的
体
系
は
、
現
実
の
発
展
を
概
念
的
に
再
構
成
す
べ
く
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

的
現
実
の
各
段
階
を
「
開
か
れ
た
体
系
」
に
お
い
て
主
体
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｄ
・
リ
ヵ
ー
ド
ォ
が
そ
の
ビ
ジ
ヨ
ソ

に
お
い
て
資
本
主
義
杜
会
を
絶
対
視
し
、
一
八
一
五
年
の
１
低
い
穀
物
価
格
が
資
本
の
利
潤
に
お
よ
ぽ
す
影
響
に
関
す
る
一
試
論
』



か
ら
発
展
し
た
『
経
済
学
及
び
課
税
の
原
理
』
の
理
論
構
成
に
お
い
て
、
労
動
面
値
説
を
基
礎
と
し
な
が
ら
も
利
潤
論
を
、
マ
ル
サ

ス
か
ら
継
承
し
た
人
口
理
論
と
収
穫
逓
減
の
法
則
を
論
理
的
支
柱
と
し
た
地
代
論
と
賃
銀
論
の
う
え
に
構
成
し
た
た
め
、
白
然
主
義

的
な
悲
観
論
に
、
換
言
す
れ
ば
非
常
に
級
密
な
論
理
的
展
開
を
お
こ
な
い
な
が
ら
も
、
閉
じ
ら
れ
た
体
系
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の
に
た
い
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
」
は
、
動
的
な
歴
史
的
現
実
を
法
則
的
に
把
握
し
う
る
未
完
結
の
「
開
か
れ
た
体
系
」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
当
面
の
課
題
は
、
こ
の
開
か
れ
た
学
間
的
体
系
に
お
い
て
『
資
本
論
』
と
『
帝
国
主

義
論
』
と
の
理
論
的
関
連
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
べ
き
か
と
い
う
事
柄
で
あ
る
。

　
松
井
清
教
授
の
主
張
の
理
論
的
根
拠
は
、
抽
象
的
・
一
般
的
法
則
（
『
資
本
論
』
）
と
具
体
的
・
歴
史
的
法
則
（
後
半
の
構
想
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

の
理
論
的
性
格
の
区
別
で
あ
り
、
こ
の
理
論
的
区
別
を
論
拠
と
し
て
『
資
本
論
』
で
捨
象
さ
れ
て
い
る
後
半
の
構
想
の
具
体
化
と
、

『
帝
国
主
義
論
』
で
不
十
分
で
あ
る
法
則
的
把
握
の
必
要
性
を
強
調
さ
れ
、
そ
の
こ
と
の
実
現
に
よ
っ
て
『
資
本
論
』
と
『
帝
国
主

義
論
』
の
論
理
段
階
の
統
一
を
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
松
井
教
授
の
抽
象
的
・
一
般
的
法
則
と
具
体
的
・
歴
史

的
法
則
と
の
理
論
的
区
別
が
、
歴
史
的
現
実
と
し
て
の
資
本
主
義
の
帝
国
主
義
段
階
を
概
念
的
に
把
握
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
意

義
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。

　
本
来
、
　
『
資
本
論
』
に
お
け
る
経
済
学
的
範
曉
は
実
証
的
・
科
学
的
分
析
を
媒
介
と
し
た
綜
合
的
演
澤
と
し
て
、
論
理
的
で
あ
る

と
同
時
に
歴
史
的
範
爵
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
現
実
的
な
範
嬢
で
あ
っ
た
。
た
だ
学
間
的
に
正
し
い
方
法
に
導
か
れ
た
『
資
本
論
』

の
叙
述
と
し
て
の
上
向
的
演
緯
が
、
抽
象
か
ら
具
体
へ
の
展
開
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
抽
象
か
ら
具
体
へ
の
上
向
的
叙
述
は
、
抽
象
か
ら
具
体
へ
の
過
程
に
お
い
て
具
体
物
を
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義
杜
会
の
現

実
を
、
全
体
性
に
お
い
て
把
握
し
絶
え
ず
内
面
的
に
豊
富
化
さ
せ
て
ゆ
く
体
系
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
『
資
本
論
』
の
学
問
的
体
系
と
『
帝
国
主
義
論
』
　
（
本
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
一
七
七
　
（
九
四
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
八
　
（
九
四
二
）

　
し
か
る
に
松
井
教
授
の
見
解
は
、
抽
象
か
ら
具
体
へ
の
上
向
的
展
開
を
形
式
的
に
分
離
さ
れ
、
抽
象
的
法
則
を
『
資
本
論
』
と
し
、

具
体
的
条
件
に
か
ん
す
る
も
の
を
後
半
の
構
想
「
国
家
、
外
国
貿
易
、
世
界
市
場
」
と
し
て
区
別
さ
れ
た
結
果
に
お
ち
い
る
こ
と
に
・

な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
マ
ル
ク
ス
の
後
半
の
構
想
は
、
あ
く
ま
で
も
物
神
化
の
完
成
体
と
し
て
の
資
本
と
そ
の
矛
盾
の
発
展
、
展
開
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
マ
ル
ク
ス
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
い
ま
一
度
『
経
済
学
批
判
』
序
説
に
お
い
て
み
る
と
、

　
　
　
Ｈ
　
一
般
的
抽
象
的
な
諸
規
定
、
し
た
が
っ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
す
べ
て
の
杜
会
形
態
に
、
た
だ
し
右
に
説
明
し
た
意
味
で

　
　
見
ら
れ
る
諾
規
定
。

　
　
　
目
　
ブ
ル
ジ
ョ
ア
杜
会
の
内
部
の
仕
組
を
な
し
、
か
つ
基
本
的
諸
階
級
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
諾
カ
テ
ゴ
リ
ー
。
資
本
、
賃

　
　
労
働
、
土
地
所
有
。
そ
れ
ら
相
互
の
関
連
、
都
市
と
農
村
、
三
大
杜
会
階
級
、
こ
れ
ら
（
諸
階
級
）
の
あ
い
だ
の
交
換
、
流
通
、

　
　
（
私
的
）
信
用
制
度
。

　
　
　
嘗
　
ブ
ル
ジ
ョ
ア
杜
会
の
国
家
形
態
で
の
総
括
。
そ
れ
自
身
と
の
関
連
で
考
察
す
る
こ
と
。
「
不
生
産
的
」
諾
階
級
、
租
税
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
　
国
債
、
公
信
用
、
人
口
、
植
民
地
、
移
住
。

　
　
　
四
　
生
産
の
国
際
的
関
係
、
国
際
的
分
業
、
国
際
的
交
換
、
輸
出
入
、
為
替
相
場
。

　
　
　
回
　
世
界
市
場
と
恐
慌
。

と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
構
想
か
ら
推
論
す
る
と
、
　
「
諸
階
級
」
で
終
っ
て
い
る
『
資
本
論
』
の
未
展
開
の
部
分
は
明
ら
か
に
信
用
制
度
、
財
政
等
を

媒
介
と
し
て
新
た
に
発
展
し
て
世
界
市
場
へ
と
進
出
す
る
資
本
の
発
展
と
矛
盾
を
全
体
性
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考



た
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
ゆ
た
に
こ
そ
「
世
界
市
場
と
恐
慌
」
に
至
る
体
系
肘
必
然
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
い

し
た
が
っ
て
「
後
半
の
構
想
」
を
、
と
く
に
そ
の
理
論
的
性
格
を
『
資
本
論
』
と
区
別
す
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
肯
定
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
レ
ー
ニ
ソ
は
『
帝
国
主
義
論
』
を
、
資
本
主
義
一
般
の
基
本
的
特
質
の
自
己
発
展
と
、
そ
の
直
接
の
継
続
と
し
て
生

じ
た
資
本
主
義
の
帝
国
主
義
的
段
階
を
理
論
的
に
把
握
す
る
も
の
と
し
て
、
『
資
本
論
』
の
上
向
的
叙
述
の
直
接
的
継
続
と
し
て
展

開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
資
本
論
』
叙
述
の
直
接
的
継
続
の
発
展
的
展
開
と
し
て
の
モ
ー
メ
ソ
ト
を
「
生
産
の
集
積
」
に
お

い
て
考
え
、
こ
れ
を
媒
介
と
し
て
資
本
の
独
占
資
本
へ
の
理
論
的
発
展
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
『
帝
国
主
義
論
』
は
、
明

ら
か
に
実
証
的
・
科
学
的
分
析
と
綜
合
的
演
緯
と
の
統
一
と
い
う
方
法
論
的
意
識
の
も
と
に
、

　
　
　
箪
一
章
「
生
産
の
集
稜
と
独
占
」
、
第
二
章
「
銀
府
と
そ
の
新
し
い
役
割
」
、
第
三
章
「
金
融
資
本
と
金
融
寡
頭
制
」
、
第
四

　
　
章
「
資
本
の
輸
出
」
、
第
五
章
「
資
本
家
団
体
の
あ
い
だ
で
の
世
界
の
分
割
」
、
第
六
章
「
列
強
の
あ
い
だ
で
の
世
界
の
分
割
」
、

　
　
第
七
章
「
資
本
主
義
の
特
殊
の
段
階
と
し
て
の
帝
国
主
義
」
、
第
八
章
「
資
本
主
義
の
寄
生
性
と
腐
朽
化
」
、
第
九
章
「
帝
国
主

　
　
義
の
批
判
」
、
第
十
章
「
帝
国
主
義
の
歴
史
的
地
位
」

と
い
う
篇
別
構
成
に
お
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
叙
述
は
『
資
本
論
』
冒
頭
文
節
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
学
間
的
端
緒

と
し
て
の
対
象
変
革
的
な
主
体
的
原
理
の
確
立
の
う
え
に
、
資
本
主
義
の
新
た
な
現
実
の
発
展
を
、
『
資
本
論
』
か
ら
の
直
接
的
継

続
の
上
向
的
叙
述
を
「
開
か
れ
た
体
系
」
に
お
い
て
主
体
的
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ク
ス
の
「
後
半
の
構
想
」
の
新
た

な
段
階
に
お
け
る
適
用
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
産
業
資
本
の
独
占
資
本
へ
の
転
化
の
必
然
性
の
理
論
的
把
握
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
『
資
本
論
』
の
学
間
的
体
系
と
『
帝
国
主
義
論
』
　
（
本
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
　
（
九
四
三
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
○
　
（
九
四
四
）

・
（
１
）
　
松
井
清
著
『
世
界
駄
済
学
原
理
「
一
日
本
評
論
新
杜
、
　
一
経
済
論
叢
」
第
七
十
八
巻
二
号
「
世
界
経
済
と
経
済
学
」
一
．
頁
－
一
二
頁
。
　
□
現

　
　
代
資
本
主
義
講
座
』
、
（
「
現
代
資
本
主
義
の
某
本
的
経
済
法
則
」
七
一
頁
～
一
〇
〇
頁
）
。
宮
本
義
男
著
一
、
資
本
論
研
究
』
一
五
七
頁
－
二
一
六

　
　
頁
。
宮
本
教
授
は
松
井
教
授
の
見
解
を
補
足
的
に
展
開
さ
れ
、
一
一
資
本
論
』
の
「
後
半
の
構
想
」
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
示
唆
を
さ
れ
て
い
る
。

　
　
し
か
し
「
現
代
資
本
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
」
は
松
井
教
授
の
執
筆
が
後
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
２
）
　
こ
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
梯
明
秀
著
『
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
資
本
論
』
第
一
章
第
四
節
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

　
（
３
）
　
松
井
教
授
は
、
こ
の
両
者
の
理
論
的
性
格
を
た
と
え
て
「
ら
せ
ん
的
な
上
向
」
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
論
理
的
内
容

　
　
こ
そ
が
間
題
で
お
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
に
は
何
等
の
言
及
も
み
ら
れ
な
い
。
私
は
こ
の
点
に
っ
い
て
は
、
現
実
性
の
論
理
構
造
、
判

　
　
断
、
推
論
の
論
理
的
把
握
が
一
つ
の
手
掛
り
を
あ
た
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
（
４
）
康
文
で
は
二
冒
〇
六
◎
－
ｏ
己
昌
．
．
と
な
っ
て
お
り
、
宮
川
訳
で
は
「
植
民
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
引
用
文
献
は
、
岩
波
文
庫
版
。
も
し

　
　
「
植
民
」
で
あ
れ
ば
、
次
の
「
移
民
」
（
＞
易
考
彗
宇
；
品
）
と
の
区
別
が
間
題
と
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
三
　
帝
国
主
義
段
階
へ
の
上
向
過
程
に
１
お
け
る
「
生
産
と
資
本
の
集
積
」
の
理
論
的
意
義

　
そ
れ
で
は
『
資
本
論
』
の
上
向
的
叙
述
の
直
接
的
継
続
と
し
て
展
開
さ
れ
た
『
帝
国
主
義
論
』
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
生
産
の

集
積
」
に
よ
る
「
資
本
一
般
」
の
独
占
資
本
へ
の
転
化
は
、
如
何
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
レ
ー
ニ
ソ
は
先
ず
、
豊
富
な
科
学
的

　
　
　
　
（
１
）

分
析
の
基
礎
に
立
脚
し
て
、
一
九
世
紀
の
終
り
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
へ
の
時
期
を
自
由
競
争
の
独
占
へ
の
転
換
期
と
考
え
、
コ
一
〇
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

紀
の
初
頭
は
古
い
資
本
主
義
か
ら
新
し
い
資
本
主
義
へ
の
、
資
本
一
般
の
支
配
か
ら
金
融
資
本
の
支
配
へ
の
、
転
換
点
で
あ
る
」
と
述

べ
、
ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
ィ
ソ
グ
の
主
張
し
た
「
…
：
一
金
融
資
本
と
は
銀
行
の
管
理
下
に
あ
っ
て
、
産
業
家
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
資
本
で

（
３
）

あ
る
」
と
い
う
金
融
資
本
の
概
念
規
定
を
、
批
判
し
て
次
の
ご
と
く
書
い
て
い
る
。
「
こ
の
定
義
は
、
そ
の
な
か
に
、
も
っ
と
も
重
要
な



　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

要
素
の
一
つ
　
　
生
産
と
資
本
の
集
積
は
、
そ
れ
が
独
占
に
導
き
つ
っ
あ
り
、
ま
た
す
で
に
導
い
た
ほ
ど
に
高
度
に
達
し
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

い
う
こ
と
に
た
い
す
る
論
及
が
な
い
と
い
う
か
ぎ
り
で
は
不
完
全
で
あ
る
。
…
…
」
「
生
産
の
集
積
、
ン
、
こ
か
ら
発
生
す
る
独
占
、
銀
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

と
産
業
と
の
融
合
あ
る
い
は
癒
着
　
　
こ
れ
ら
の
点
に
、
金
融
資
本
の
発
生
史
と
金
融
資
本
の
概
念
の
内
容
が
あ
る
」
と
。
す
な
わ

ち
レ
ー
ニ
ソ
は
、
独
占
体
の
発
生
を
「
生
産
と
資
本
の
集
積
」
に
お
い
て
把
握
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
生
産
と
資
本

の
集
積
」
は
ｉ
資
本
論
』
と
の
関
連
に
お
い
て
如
何
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
生
産
の
集
積
」
と
は
、
生
産
手
段
の
集
積
と
労
働
者
の
集
合
お
よ
び
協
同
作
業
、
す
な
わ
ち
労
働
の
杜
会
的
結
合
の
進
展
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
レ
ー
ニ
ソ
が
し
め
し
て
い
る
ド
イ
ツ
エ
業
の
電
動
機
、
蒸
気
機
関
の
発
展
、
集
積
も
ま
た
、
そ
の
生

産
手
段
の
集
稜
を
労
働
力
の
集
積
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
て
い
る
。
『
資
本
論
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
関
係
は
次
の
ご
と
く
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
　
「
大
規
模
な
機
械
充
用
や
生
産
手
段
の
集
積
お
よ
び
そ
の
充
用
の
節
約
を
可
能
に
す
る
の
が
労
働
者
の
結
合
お
よ
び

協
業
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
屋
内
で
の
健
康
で
な
く
生
産
物
の
容
易
な
製
造
を
決
定
的
条
件
と
す
る
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
の
、
大

量
的
な
集
合
労
働
こ
そ
は
、
一
方
で
は
資
本
家
に
と
っ
て
の
利
潤
増
大
の
源
泉
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
ま
た
、
労
働
時
問
の
短
縮
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

ら
び
に
特
殊
な
予
防
策
に
１
よ
っ
て
償
わ
れ
な
け
れ
ば
、
同
時
に
労
働
者
の
生
命
お
よ
び
健
康
の
浪
費
の
原
因
な
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
も
レ
ー
ニ
ソ
も
と
も
に
、
生
産
規
模
の
拡
大
と
そ
れ
に
伴
う
労
働
生
産
力
の
増
加
が
、
剰
余
価
値
お
よ
び

利
潤
の
加
速
度
的
生
産
の
基
礎
と
な
る
と
い
う
見
地
に
立
脚
し
て
、
「
生
産
の
集
積
」
を
も
っ
て
、
生
産
力
の
発
展
を
表
現
す
る
概
念

と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
お
け
る
資
本
主
義
経
済
、
す
な
わ
ち
所
謂
レ
ー
ニ
ソ
的
段
階
に

お
い
て
は
、
機
械
、
電
気
、
化
学
工
業
の
飛
躍
的
発
展
、
し
た
が
っ
て
不
変
資
本
固
定
化
の
要
請
に
も
と
づ
い
て
、
競
争
の
激
烈
化

を
伴
い
つ
つ
小
規
模
生
産
が
駆
逐
さ
れ
、
大
規
模
な
生
産
形
態
へ
の
転
換
が
お
こ
な
わ
れ
る
段
階
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
生
産
の
集

　
　
　
　
『
資
本
論
』
の
学
間
的
体
系
と
『
帝
国
主
義
論
」
　
（
本
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
　
（
九
四
五
）
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立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
二
　
（
九
四
六
）

積
」
は
、
歴
史
的
に
も
論
理
的
に
も
独
占
形
成
へ
の
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
、
こ
の
杜
会

的
生
産
の
物
質
的
条
件
の
拡
大
と
し
て
の
「
生
産
の
集
積
」
は
、
資
本
の
蓄
稜
、
集
積
の
結
果
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
質
的
変
化
を
受
け
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
般
に
主
張
さ
れ
て
い
る
「
資
本
の
集
中
」
と
「
資
本
の
集
積
」
な
る
概
念
は
、
や
は
り
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
　
「
資
本
の
集
中
」
も
「
資
本
の
集
積
」
も
と
も
に
拡
大
さ
れ
た
規
模
で
の
資
本
主
義
的
再
生
産
を
表
現
す
る
概
念
と
し
て

は
同
一
性
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
「
資
本
の
集
中
」
は
、
い
く
つ
か
の
企
業
が
合
同
し
て
も
っ
と
大
き
な
一
つ
の
資
本

と
な
る
と
い
う
形
態
で
の
資
本
規
模
の
拡
大
で
あ
り
、
　
「
資
本
の
集
積
」
は
、
そ
の
企
業
で
獲
得
し
た
剰
余
価
値
の
蓄
積
の
結
果
と

し
て
の
資
本
規
模
の
拡
大
で
あ
る
。

　
ま
さ
に
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
お
け
る
拡
大
さ
れ
た
規
模
で
の
資
本
主
義
的
再
生
産
は
、
巨
大
な
資
本
の
集
中
、
集
積
と
生
産

の
集
積
の
結
果
と
し
て
進
行
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
過
程
に
お
け
る
資
本
主
義
的
矛
盾
こ
そ
、
や
が
て
独
占
へ
の
傾
向
を
生
み
出
す

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ソ
は
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
…
－
集
積
は
、
そ
の
発
展
の
一
定
の
段
階
で
は
、
お
の
ず
か
ら
、
い
わ
ば
ぴ
っ
た
り
と
独
占
に
ま
で
接
近
し
て
く
る
と
い
う
こ

と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
な
普
な
ら
ば
、
わ
ず
か
数
十
の
巨
大
企
業
に
七
っ
て
は
、
相
互
の
あ
い
だ
の
協
定
に
達
す
る
こ
と
は
わ
け

は
な
い
し
、
そ
し
て
他
面
で
は
、
ま
さ
に
企
業
規
模
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
競
争
が
困
難
と
な
り
、
独
占
へ
の
傾
向
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

生
み
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
。

　
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
看
過
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
当
時
普
遍
的
な
産
業
形
態
と
な
る
株
式
会
杜
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
ろ
う
。
　
『
資

本
論
』
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
株
式
会
杜
形
成
の
理
論
的
意
義
を
大
要
次
の
で
と
く
展
開
し
て
巾
る
。



第
一
に
、
株
式
会
杜
の
形
成
に
よ
っ
て
「
個
別
資
本
に
と
っ
て
は
不
可
能
で
あ
っ
た
生
産
お
よ
び
企
業
の
規
模
」
が
、
「
異
常
な

拡
大
」
を
み
、
同
時
に
「
以
前
は
政
府
企
業
だ
っ
た
企
業
も
会
杜
企
業
と
な
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
箪
二
に
、
生
産
の
大
規
模
化
お

よ
び
分
業
の
発
展
に
伴
っ
て
、
個
人
的
使
用
の
限
度
を
越
え
た
、
む
し
ろ
杜
会
的
に
し
か
利
用
で
き
な
い
集
稜
さ
れ
た
生
産
手
段
や

労
働
力
を
前
提
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
株
式
会
杜
で
は
、
資
本
が
「
私
的
資
本
」
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
私
的
資

本
に
対
立
す
る
杜
会
資
本
」
の
形
態
を
と
る
。
ン
、
し
て
ン
、
れ
を
マ
ル
ク
ス
は
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
ン
、
の
も
の
の
限
界
内
で
の
、

私
的
所
有
と
し
て
の
資
本
の
止
揚
」
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
株
式
会
杜
の
発
生
に
よ
っ
て
資
本
の
機
能
が
分
離
し
、

「
現
実
に
機
能
す
る
資
本
家
」
が
、
た
ん
な
る
「
支
配
人
・
管
理
人
」
に
転
化
し
、
「
資
本
所
有
者
」
は
み
ず
か
ら
資
本
を
機
能
さ

せ
て
利
潤
を
手
に
お
さ
め
る
こ
と
を
や
め
て
、
た
ん
な
る
利
子
（
配
当
）
を
う
け
る
に
す
ぎ
な
い
「
貨
幣
資
本
家
」
に
な
る
に
い
た

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
内
部
で
の
矛
盾
を
「
あ
ら
た
な
生
産
形
態
へ
の
端
的
な
通
過
点
」
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義
的
生
産
様
式
か

ら
杜
会
主
義
的
生
産
様
式
へ
の
過
渡
段
階
と
し
て
把
握
し
た
の
で
あ
る
。

　
レ
ー
ニ
ソ
が
「
生
産
の
も
っ
と
も
全
面
的
な
杜
会
化
の
戸
口
」
と
考
え
た
「
生
産
の
集
積
」
の
発
展
、
　
「
独
占
」
の
形
成
は
、
以

上
の
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
の
継
続
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
関
連
は
、
現
実
的
な
資
本
自
体
の
具
体
的
発
展
に

お
い
て
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
五
篇
に
お
い
て
は
資
本
の
最
高
の
発
展
形
態
と
し
て
の
「
利
子
生
み
資
本
」
　
（
利
子
と
企
業
老
利
得
へ
の

利
潤
の
分
裂
）
が
、
ト
ウ
ー
ク
、
フ
ラ
ー
ト
ソ
、
オ
ー
バ
ー
ス
ト
ー
ソ
等
の
論
争
お
よ
び
ン
、
れ
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
、
エ
ソ
ゲ
ル

ス
の
批
判
を
通
じ
て
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
物
神
化
の
完
成
体
と
し
て
の
「
利
子
生
み
資
本
」
が
、
そ
れ
自

体
商
品
化
さ
れ
る
の
は
、
商
業
信
用
の
銀
行
信
用
へ
の
展
開
過
程
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
た
信
用
機
構
と
利
子
率
の
決
定
を
前
提
と
し

　
　
　
『
資
本
論
』
の
学
間
的
体
系
と
『
帝
国
主
義
論
』
　
（
本
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
一
八
三
　
（
九
四
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
．
第
五
．
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四
　
（
九
四
八
）

て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
「
利
子
生
み
資
本
」
な
る
範
曉
に
お
い
て
一
定
の
貨
幣
収
入
が
利
子
と
し
て
擬
制
さ
れ
る
と
い
う
関
係
が
成
立
す
る
と
、
株
式
会

杜
は
こ
の
擬
制
を
利
用
し
て
資
本
の
動
員
を
企
図
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
遊
休
貨
幣
資
本
を
貸
付
と
い
う
形
態
で
集
中
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
株
式
会
杜
に
株
主
の
投
じ
た
貨
幣
資
本
（
貸
付
資
本
）
は
、
そ
の
所
有
者
に
貨
幣
資
本
と
し
て
の
形

態
を
維
持
せ
し
め
る
か
ら
、
株
主
は
こ
の
関
係
に
お
い
て
は
自
已
を
貨
幣
資
本
家
と
し
て
、
す
な
わ
ち
株
式
会
杜
に
お
い
て
結
合
さ

れ
た
資
本
の
担
当
者
と
し
て
で
は
な
く
貨
幣
資
本
家
と
し
て
の
立
場
に
お
い
て
自
己
を
み
る
。
し
か
し
株
式
会
杜
の
立
場
に
お
い
て

は
、
こ
の
関
係
は
借
受
資
本
を
募
集
し
た
の
で
は
な
く
、
杜
会
的
遊
休
貨
幣
資
本
を
自
已
資
本
と
し
て
集
中
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ

こ
で
株
式
会
杜
は
、
総
利
潤
す
な
わ
ち
企
業
利
得
と
利
子
（
配
当
）
を
支
払
め
ね
ば
な
ら
ぬ
資
本
を
吸
収
し
て
、
元
金
を
返
済
せ
ず
、

利
子
（
配
当
）
の
み
を
支
払
っ
て
企
業
利
得
を
受
け
と
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
株
式
会
杜
金
融
の
重
要
な
特
質
が
あ
ろ
う
。
し
か
も

株
式
会
杜
の
発
展
に
伴
っ
て
現
実
に
経
営
・
支
配
を
担
当
す
る
株
主
と
、
こ
の
職
能
か
ら
除
外
さ
れ
出
資
機
能
の
み
を
担
当
す
る
一

般
株
主
と
の
区
別
を
そ
の
発
展
の
う
ち
に
促
進
し
、
株
式
会
杜
の
寡
頭
支
配
を
ま
す
ま
す
強
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
　
「
利

子
」
と
「
配
当
」
の
理
論
的
範
曉
の
区
別
の
間
題
は
重
要
な
課
題
を
提
起
す
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
小

株
主
の
犠
牲
に
お
い
て
独
占
的
な
少
数
の
大
株
主
に
よ
る
創
業
利
得
の
獲
得
、
資
本
の
動
員
、
重
役
の
人
的
連
鎖
を
通
ず
る
各
企
業

問
の
連
繋
、
競
争
の
排
除
に
よ
る
独
占
の
形
成
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
「
銀
行
の
新
し
い
役
割
」
が
、
あ

ら
た
め
て
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
た
だ
私
が
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
事
柄
は
、
　
『
帝
国
主
義
論
』
の
第
一
章
「
生
産
の
集
積
と
独
占
」
と
第
二
章
「
銀
行
と
そ
の
新
し

い
役
割
」
は
、
第
三
章
「
金
融
資
本
と
金
融
寡
頭
制
」
に
お
い
て
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ン
、
れ
ら
は
現
実
的
に
も
理
論
的



に
も
「
株
式
会
杜
」
と
「
銀
行
制
度
」
の
・
発
展
と
い
う
、
よ
り
具
体
的
な
現
実
形
態
の
検
討
に
お
い
て
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
商
業
信
用
と
近
代
的
信
用
制
度
と
の
歴
史
的
お
よ
び
理
論
的
関
連
、
更
に
は
銀
行
制
度
の
形

成
、
発
展
に
伴
う
銀
行
信
用
制
度
そ
の
も
の
の
独
ｎ
的
発
展
、
築
言
す
れ
ば
、
貨
幣
取
扱
業
務
の
発
展
と
し
て
の
出
納
預
金
お
よ
び

通
知
預
金
を
基
礎
と
し
た
手
形
割
引
、
そ
し
て
こ
の
手
形
割
引
業
務
に
よ
る
銀
行
の
成
立
と
こ
の
業
務
の
発
券
に
よ
る
信
用
創
造
形

態
に
お
け
る
実
現
、
さ
ら
に
預
金
の
蓄
積
、
銀
行
の
巨
大
化
に
伴
う
設
備
信
用
を
中
心
と
す
る
貨
幣
貸
付
へ
の
発
展
に
よ
っ
て
利
子

が
一
般
化
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
不
換
銀
行
券
の
も
と
で
の
「
利
子
生
み
資
本
」
の
運
動
が
国
家
権
力
と
結
合
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

金
融
資
木
の
体
制
を
確
立
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
銀
行
制
度
の
発
展
に
照
応
し
て
株
式
会
杜
が
発
展
し
て
く
る
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
両
者
の
関
係
は
不
可
分
離
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
間
題
は
ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
ィ
ソ
グ
に
よ
っ
て
鋭
く
追
求
さ
れ
た
と
は
い
え
、
な
お
多
く
の
間
題
を
も
っ
て
い
る
。

　
以
上
に
お
い
て
『
資
本
論
』
の
直
接
的
継
続
と
し
て
展
開
さ
れ
た
レ
ー
ニ
ソ
の
『
帝
国
主
義
論
↑
に
お
け
る
「
生
産
と
資
本
の
集

積
」
の
理
論
的
意
義
、
関
連
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
独
占
資
本
は
如
何
に
生
産
が
杜
会
化
さ
れ
よ

う
と
も
、
基
本
的
に
私
的
所
有
と
い
う
根
本
的
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
矛
盾
を
起
動
力
、
と
し
て
世
界
市
場
へ
の
進

出
、
帝
国
主
義
戦
争
へ
の
必
然
性
を
も
つ
こ
と
は
『
帝
国
主
義
論
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ

ィ
ソ
グ
、
ド
ッ
プ
、
ス
ウ
イ
ー
ジ
ー
が
誤
謬
を
含
み
な
が
ら
も
、
現
実
的
視
角
よ
り
理
論
体
系
の
発
展
を
考
え
て
い
た
こ
と
は
周
知

の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
現
実
の
国
家
独
占
資
本
主
義
杜
会
に
お
い
て
疎
外
さ
れ
た
自
已
を
自
覚
す
る
が
ゆ
え
に
、

主
体
的
に
疎
外
の
否
定
性
を
原
理
と
し
て
現
実
の
資
本
主
義
経
済
の
実
証
的
・
科
学
的
分
析
を
通
じ
て
、
国
家
独
占
資
本
主
義
杜
会

を
概
念
的
に
把
握
す
る
と
い
う
方
法
に
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
学
問
的
体
系
は
『
資
本
論
』
↓
『
帝
国
主
義
論
』

　
　
　
『
資
本
論
』
の
学
間
的
体
系
と
『
帝
国
主
義
論
』
　
（
本
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
　
（
九
四
九
）

■



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
八
巻
．
第
五
．
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
六
　
（
九
五
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

↓
『
国
家
独
占
資
本
主
義
の
研
究
』
へ
と
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
開
か
れ
た
体
系
」
に
お
、
け

る
『
資
本
論
』
か
ら
『
帝
国
主
義
論
』
へ
の
媒
介
の
論
理
に
、
本
稿
で
の
私
の
間
題
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
私
は
特
殊
領
域
の
研
究
と
し
て
は
と
も
か
く
、
学
間
的
体
系
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
理
論
的
研
究
に

か
ん
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
批
判
』
序
説
の
「
後
半
の
構
想
」
を
展
開
し
た
後
で
な
け
れ
ば
『
帝
国
主
義
論
』
は
展
開
し

え
な
い
と
は
考
え
な
い
し
、
ま
た
『
資
本
論
』
を
「
原
理
論
」
の
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
完
結
さ
れ
た
体
系
と
も
考
え
な
い
か
ら
、

原
理
論
↓
段
階
論
↓
現
状
分
析
の
構
想
を
も
っ
て
現
実
に
せ
ま
る
方
法
に
も
疑
間
を
も
っ
て
い
る
。
私
自
身
が
根
本
的
な
誤
謬
を
お

か
し
て
い
な
け
れ
ば
よ
い
が
と
念
じ
つ
つ
、
諸
先
生
の
御
指
導
を
切
に
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
こ
の
こ
と
は
、
　
考
・
Ｈ
・
■
彗
｛
Ｐ
曽
艮
宥
昌
昌
Ｈ
昌
潟
ユ
巴
－
・
・
昌
易
二
Ｕ
庁
守
く
實
－
品
一
団
胃
■
Ｐ
Ｈ
竃
「
ｏ
ｏ
ｏ
○
．
Ｎ
ミ
～
昌
９
及
び
オ
ｏ
事

　
　
ｏ
、
汁
、
｛
。
、
く
・
－
■
。
。
ぎ
、
。
。
Ｈ
暑
邑
姜
貝
墨
邑
耳
向
．
ま
曇
彗
竃
．
薫
多
巨
げ
ｐ
，
軍
彗
筆
。
墨
弓
ま
一
。
。
｝
婁
リ
署
く
算
．

　
　
を
み
て
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　
　
（
２
）
オ
・
Ｈ
・
■
。
目
旦
Ｕ
・
二
毛
邑
姜
昌
・
易
・
庁
琴
軍
鶉
・
。
茎
一
…
象
穴
量
邑
事
易
．
も
筆
ま
・
鼻
畢
員
Ｈ
竃
．
ｃ
・
．
呂
．

　
　
堀
江
邑
一
訳
『
帝
国
主
義
論
』
、
国
民
文
庫
杜
版
、
六
四
頁
。

　
　
（
３
）
　
射
自
｛
。
罵
｝
章
。
、
９
目
ｏ
ｑ
一
Ｕ
麸
ヨ
畠
冒
庁
ｐ
且
訂
－
二
］
）
庁
ま
く
雪
－
品
吋
胃
一
旦
畠
岬
仰
ｏ
ｏ
・
ｏ
ｏ
ｏ
．
９
　
林
要
訳
『
金
融
資
本
論
』
、
大
月
書
店
版
、

　
　
　
三
七
四
頁
。

　
　
（
４
）
　
オ
．
Ｈ
．
■
彗
ぎ
Ｏ
胃
Ｈ
昌
喝
Ｈ
二
巴
赤
昌
易
二
　
〇
〇
・
呂
・
堀
江
訳
、
六
五
頁
。

　
　
（
５
）
　
考
・
Ｈ
・
■
９
貫
亭
声
一
〇
〇
．
Ｓ
．
堀
江
訳
、
六
五
頁
。

　
（
６
）
　
内
、
、
－
岩
卑
、
戸
Ｏ
，
ｏ
。
穴
、
官
迂
ポ
げ
雪
２
自
ｇ
。
胴
・
く
・
｝
．
向
目
ｏ
ｑ
ｇ
ｏ
。
・
Ｕ
－
♀
Ｎ
く
雪
５
ｏ
ｑ
一
吋
雪
■
Ｐ
　
－
ｏ
仰
◎
○
．
目
Ｈ
．
団
Ｐ
一
〇
Ｄ
．
Ｈ
旨
・
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス

　
　
　
『
資
本
論
」
第
三
巻
、
第
一
分
冊
、
長
谷
部
文
雄
訳
、
一
五
七
頁
～
一
五
八
。



（
７
）
　
オ
・
Ｈ
・
Ｈ
・
彗
亘
］
Ｕ
弩
Ｈ
昌
一
話
ユ
葦
・
Ｄ
昌
易
○
ｏ
Ｏ
ｏ
．
畠
～
８
．
堀
江
訳
、
二
二
頁
～
二
三
頁
。

（
８
）
　
こ
の
段
階
に
お
い
て
金
融
、
財
政
に
関
す
る
理
論
的
研
究
が
大
ぎ
な
意
義
を
も
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

一
９
一
梯
明
秀
教
授
は
物
質
の
白
己
運
動
の
思
想
を
一
物
質
の
哲
学
的
概
念
』
一
青
木
選
書
一
以
来
、
一
貫
し
て
震
さ
せ
て
お
ら
れ
る
と
推
察

　
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
・
こ
の
思
想
の
「
資
本
論
の
学
的
体
系
性
」
へ
の
特
殊
化
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
学
間
的
体
系
性
を
「
開
か
れ

た
体
系
一
と
い
う
構
想
の
圭
に
・
最
嘉
要
な
方
法
論
上
の
課
題
を
解
決
さ
れ
て
い
る
。
私
は
今
後
の
研
究
を
、
こ
の
思
想
を
基
礎
に
し
て

購
さ
せ
な
げ
れ
ば
雀
な
い
と
考
え
て
い
る
二
お
詳
し
く
は
、
同
教
授
草
一
－
ゲ
ル
哲
学
と
資
本
論
』
第
一
一
皐
第
四
節
「
閉
じ
ら
れ
た

　
体
系
と
開
か
れ
た
体
系
」
　
（
四
〇
頁
～
四
八
頁
）
の
み
な
ら
ず
、
本
誌
前
巻
以
来
に
連
載
中
の
「
資
本
論
体
系
の
図
式
的
解
明
」
に
ま
で
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
・
二
・
二
〇
）

　
が
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
し

『
資
本
論
』
の
学
問
的
体
系
と
『
帝
国
主
義
論
』
　
（
本
岡
）

一
八
七
　
（
九
五
一
）




