
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
」

梯
明
秀
教
授
の
所
説
に
、
よ
せ
て

清
　
水

正
　
徳

　
マ
ル
ク
ス
経
済
学
は
経
済
に
お
げ
る
人
問
関
係
の
学
で
あ
る
。
そ
の
人
問
関
係
は
物
と
物
と
の
関
係
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
物
と

物
と
の
関
係
と
は
仙
値
関
係
、
商
品
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
物
と
物
と
の
関
係
に
な
り
切
れ
な
い
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
資

本
主
義
経
済
の
矛
盾
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
学
的
に
認
識
さ
れ
、
や
が
て
実
践
的
立
場
に
お
げ
る
階
級
的
自
覚
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ

る
。　

客
体
化
さ
れ
た
唯
物
論
の
ド
グ
マ
に
よ
っ
て
、
天
く
だ
り
的
に
そ
の
論
班
の
適
用
と
し
て
平
明
単
純
な
も
の
に
鋳
こ
ま
れ
た
『
資

本
論
『
一
の
通
俗
的
展
開
は
、
使
用
伽
値
と
価
値
の
対
立
・
矛
盾
の
構
遣
、
商
品
　
　
貨
幣
　
　
資
本
の
過
程
、
さ
ら
に
資
本
の
蓄
積

過
柑
に
お
げ
る
階
級
関
係
、
等
々
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
範
晴
の
過
程
把
握
を
客
体
的
物
質
の
二
者
斗
争
的
展
閑
に
解
消
し
た
。

一
、
資
本
論
」
一
の
基
本
構
造
の
把
握
に
お
い
て
、
〔
然
弁
託
法
的
例
証
に
支
え
ら
れ
る
し
か
な
い
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
正
統
派
」
の
弁
証

法
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
学
び
え
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
マ
ル
ク
ス
に
お
げ
る
経
済
学
と
そ
の
基
底
に
あ
る
哲
学
的
立
場
を
捉
え
な
お
す
こ
と
は
、
こ
ん
に
ち
ま
す
ま
す
重
要
な
意
義
を
も

っ
て
い
る
。
対
象
化
さ
れ
た
経
済
学
的
諾
範
購
、
こ
の
い
わ
ば
物
的
過
程
と
み
え
る
も
の
の
底
に
、
労
働
の
基
本
構
遣
と
そ
の
歴
史

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
一
．
労
働
力
の
商
品
化
」
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
（
六
〇
〇
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
　
　
（
六
〇
一
）

的
形
態
と
の
関
連
を
見
究
め
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
理
論
と
実
践
の
根
本
的
な
相
関
を
確
か
め
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
か

ら
。　

以
下
の
私
の
論
考
は
、
ま
こ
と
に
大
綱
的
で
あ
り
、
見
方
に
よ
っ
て
は
冒
険
的
な
試
論
と
い
う
べ
寺
も
の
で
あ
っ
て
、
今
後
ま
だ

彫
琢
さ
れ
る
ぺ
ぎ
多
く
の
試
練
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
決
し
て
一
朝
一
夕
の
も
の
で
は
な
く
、
永
年
に
わ
た
っ
て
少
し

づ
つ
確
信
を
深
め
て
ぎ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
え
が
た
い
機
会
に
あ
え
て
祖
述
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

　
梯
教
授
の
深
く
精
力
的
な
哲
学
的
思
索
か
ら
は
、
私
も
日
頃
ま
こ
と
に
貴
重
な
も
の
を
与
え
ら
れ
て
ぎ
た
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
む

し
ろ
私
が
支
持
称
揚
し
た
い
点
は
留
保
し
、
思
い
切
っ
て
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
を
さ
ら
げ
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
教
授
の
御
教
示
を

乞
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
へ
ー
ゲ
ル
、
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
の
哲
学
と
の
相
関
を
明
確
に
示
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
の
確
立
を
保
証
し
、
ま
た
、
わ

れ
わ
れ
が
エ
ソ
ゲ
ル
ス
や
そ
れ
以
後
の
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
論
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
の
根
本
が
蔽
わ
れ
る
こ
と
を

．
正
確
に
排
除
し
て
く
れ
る
鍵
は
、
彼
の
”
労
働
に
お
げ
る
人
問
把
握
〃
な
い
し
”
労
働
に
お
げ
る
現
実
の
基
本
構
遣
の
把
握
〃
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
が
学
的
に
厳
密
な
位
置
づ
げ
を
与
え
る
叙
述
を
一
、
寮
木
論
』
特
に
塘
一
巻
塘
五
章
第
一
節
「
労
働
過
程
」

に
み
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
若
々
し
く
白
由
な
哲
学
的
表
現
は
一
、
四
四
年
手
稿
』
特
に
そ
の
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
批
判
の
祁
分
に
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
労
働
こ
そ
人
閉
を
他
の
動
物
と
白
ら
を
分
つ
点
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
こ
と
を
強
凋
す
る
、
、
蜘
蛛
や
蟻
も
計
画
的
に
労
例
す



る
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
を
設
定
し
た
彼
は
「
し
か
し
彼
ら
は
目
的
を
も
た
ぬ
」
と
い
う
。
人
問
だ
げ
が
労
働
す
な
わ
ち
能
動
的

行
動
に
お
い
て
目
的
を
も
ち
、
こ
れ
を
実
現
す
べ
く
客
体
的
物
暫
一
に
働
き
か
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
目
的
邑
易
と
は
ま
さ
し
く
行

動
の
指
針
と
な
る
ぺ
ぎ
観
念
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
目
的
閃
Ｏ
Ｐ
易
Ｐ
饒
量
豪
を
も
っ
て
四
原
因
の
一
と
な
し
、
た
だ
し
人

間
の
行
為
を
存
在
一
般
の
運
動
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
彫
相
丙
ｏ
・
｛
冒
旨
ｐ
豪
に
帰
す
る
も
の
と
し
た
。
マ
ル
ク
ス
に
お

げ
る
労
働
を
考
え
る
場
合
も
、
こ
の
目
的
を
絶
対
視
し
、
一
元
化
す
れ
ぱ
、
ま
さ
し
く
目
的
論
、
形
相
論
す
な
わ
ち
観
念
論
に
い
た

る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
反
面
、
労
働
を
肉
体
と
し
て
の
物
質
、
労
働
対
象
と
し
て
の
物
質
、
一
般
に
物
質
の
連
動
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
正
し
い

か
。
こ
れ
が
〃
物
質
の
主
体
的
白
己
運
動
〃
な
ど
と
い
わ
れ
て
も
し
よ
せ
ん
は
お
な
じ
こ
と
で
あ
る
。
物
質
を
第
一
存
在
と
し
て
措

定
し
そ
こ
か
ら
労
働
を
展
開
す
る
以
上
、
　
〃
主
体
的
〃
な
ど
と
い
う
こ
と
じ
た
い
、
た
だ
事
が
ら
を
暖
昧
に
す
る
だ
げ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
労
働
を
正
し
く
労
働
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
は
、
目
的
を
対
象
化
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
白
分
白
身
を
対
象
化
す
る
士
上
体
は
無
と
さ

れ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
も
と
よ
り
マ
ル
ク
ス
が
無
と
よ
ん
で
い
る
わ
げ
で
は
な
い
。
彼
は
た
だ
、
観
念
論
で
も
唯
物
論
で
も
な
く
人

閉
主
義
１
１
臼
然
士
上
義
の
立
場
と
し
て
い
る
だ
げ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
観
念
諭
、
唯
物
論
と
い
う
存
在
論
に
対
し
て
人
閉
学
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

も
っ
て
応
じ
る
も
の
と
す
る
の
で
な
く
、
や
は
り
存
在
論
的
規
定
を
も
っ
て
応
じ
る
と
す
れ
ぱ
物
貰
と
か
精
仰
と
か
い
う
有
の
立
場

　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

で
は
な
く
無
の
立
場
で
あ
る
と
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
唯
物
論
者
た
ち
の
無
概
念
嫌
悪
と
、
こ
れ
を
い
え
ぱ
た
だ
ち
に
観

念
論
と
直
結
さ
せ
る
頑
迷
さ
は
驚
く
べ
ぎ
も
の
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
に
お
げ
る
労
働
の
概
念
は
、
そ
の
根
本
性
格
が
物
質
と
か
精
神
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

い
う
有
概
念
か
ら
規
定
で
き
ぬ
構
造
を
も
っ
て
お
り
、
論
理
的
に
捉
え
よ
う
と
す
れ
ぱ
無
と
い
う
規
定
を
あ
え
て
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
労
働
の
十
工
体
は
、
可
能
態
と
し
て
「
質
料
」
と
捉
え
て
も
よ
い
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
、
つ
い
に
は
こ
の
質

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
」
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
（
六
〇
二
）



　
　
　
　
立
命
館
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済
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五
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一
八
　
　
（
六
〇
三
）

料
も
形
相
か
ら
見
ら
れ
た
質
料
と
し
て
、
存
在
論
的
に
は
「
形
相
の
質
料
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
質
料
の
質
料
、
す
な
わ
ち
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

一
質
料
が
純
粋
な
質
料
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
立
場
は
む
し
ろ
行
為
の
立
場
、
労
働
の
立
場
で
あ
り
、
こ
れ
を
見
る
立
場
よ
り
規
定
す

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

れ
ば
無
と
よ
ぶ
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
無
と
せ
ず
し
て
物
質
と
す
る
な
ら
ば
、
物
貫
は
す
な
わ
ち
有
で
あ
り
、
こ
れ
が

す
べ
て
の
運
動
の
原
因
と
し
て
合
理
的
に
捉
え
ら
れ
、
現
■
実
を
解
明
す
る
存
在
と
さ
れ
る
以
上
は
、
こ
れ
は
形
相
で
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
可
能
態
と
し
て
の
質
料
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　
マ
ル
ク
ス
は
観
念
論
に
よ
る
真
理
の
逆
倒
に
対
し
て
徹
底
的
に
ぎ
び
し
く
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
否
定
面
、
批

判
的
な
面
か
ら
積
極
的
な
自
分
の
立
場
を
う
ち
出
す
ぺ
き
転
回
点
を
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
労
働
」
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
再
び
マ
ル
ク
ス
の
物
質
観
が
確
認
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
人
問
は
肉
体
を
も
っ
白
然
存
在
乞
斗
冒
考
窃
ｇ
と
し
て
、
地
上
に

生
ぎ
、
空
気
を
呼
吸
し
、
白
然
物
を
食
ぺ
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
存
在
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
労
働
も
せ
ざ
る
を
え
ぬ
、

　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

と
い
う
物
賃
的
〔
然
に
よ
る
絶
対
的
規
定
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
目
的
を
も
っ
て
労
働
す
る
と
い
っ
て
も
、
目
的
が
実
塊
す
る

か
否
か
に
っ
い
て
、
対
象
の
ｎ
然
必
然
性
と
い
う
絶
対
的
規
定
を
受
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
麦
の
量
的
な
過
桝
的
蛸
陸
を
試
み
る
と

か
、
品
種
の
改
良
、
農
耕
具
の
改
良
な
ど
は
、
す
ぺ
て
人
閉
が
客
体
的
白
然
の
属
性
に
っ
き
な
が
ら
、
そ
の
都
度
口
的
を
も
っ
て
労

働
し
、
ｎ
己
対
象
化
と
し
て
の
労
働
坐
庇
物
の
う
ち
に
ｎ
己
を
肯
定
的
に
、
ま
た
否
定
的
に
確
認
し
っ
つ
於
閉
さ
れ
る
丸
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
人
…
の
肉
体
と
し
て
の
側
約
と
労
働
対
象
の
客
体
と
し
て
の
独
立
を
強
洲
し
、
こ
の
制
約
の
も
と
に
あ
る
人
…
の
立
場

に
た
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
双
象
論
』
を
終
始
「
絶
対
的
忠
惟
活
動
、
諭
珊
的
思
弁
的
思
惟
の
小
陸
史
」
と
し
て
批
判
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
決
定
的
な
物
貫
の
制
約
を
前
捉
し
な
が
ら
も
、
マ
ル
ク
ス
の
労
例
を
物
貰
、
の
決
定
諭
の
上
に
捉
え
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
存
在
論
と
し
て
の
唯
物
論
に
肯
尼
一
貫
せ
し
め
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
マ
ル
ク
ス
の
労
例
論
の
板
吹
に
ス
ピ
ノ
ザ



の
神
な
い
し
白
然
の
必
然
論
を
お
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
が
人
問
存
在
の
基
本
構
造
と
し
て
、
労
働
の
物
質
と
の
か
か

わ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
目
的
を
も
っ
た
〔
己
対
象
化
と
し
て
の
構
造
と
し
て
捉
え
た
＞
」
と
が
、
す
べ
て
普
遍
的
存
在
概
の
う
ち
に
解

消
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
、

　
「
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
徹
底
し
た
〔
然
主
義
な
い
し
人
問
主
義
が
観
念
論
と
も
唯
物
論
と
も
共
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
同
時
に
、
こ
れ
こ
そ
両
者
を
統
一
す
る
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
　
を
知
る
の
で
あ
る
。
」
考
キ
。
り
２
９
巨
９
三
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Ｈ
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昇
２
葦
ま
５
三
『
竺
。
つ
Ｂ
轟
邑
胃
旨
昌
邑
。
り
昌
岸
。
。
。
・
事
。
つ
Ｏ
き
巳
く
昌
｛
彗
Ｈ
¢
＄
一
一
。
り
Ｂ
易
一
募
｛
彗
く
箒
ま
一
一
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

乙
。
Ｂ
轟
昌
訂
冨
Ｏ
ざ
ａ
９
昌
Ｐ
Ｎ
轟
Ｈ
巴
９
旨
冨
げ
Ｏ
己
Ｏ
く
胃
Ｏ
－
Ｈ
島
９
宗
オ
註
｝
¢
｛
二
。
り
け
．
こ
の
統
一
さ
れ
た
真
理
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
一
面
と
な
っ
て
い
る
概
念
論
と
唯
物
諭
の
意
味
は
明
ら
か
と
な
っ
た
。
行
為
の
主
体
、
労
働
主
体
は
肉
体
で
あ
り
、
対
象
は
人

閉
の
音
心
識
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
物
賃
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
明
ら
か
に
唯
物
論
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
精
神
、

イ
デ
ー
か
ら
離
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
物
質
は
全
く
虚
妄
で
あ
る
と
し
、
イ
デ
ー
が
そ
こ
に
白
ら
を
確
訂
し
た
〔
然
の
み
を

有
と
す
る
と
こ
ろ
の
観
念
論
、
す
な
わ
ち
物
質
を
完
全
に
精
神
の
う
ち
に
包
摂
す
る
観
念
諭
と
は
っ
ぎ
り
対
決
し
て
い
る
。
人
閉
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
の
物
賃
の
第
一
次
的
存
在
性
を
は
っ
ぎ
り
前
捉
し
、
ｎ
外
に
対
す
る
受
動
性
を
確
認
し
て
か
か
ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は

こ
の
、
而
を
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
受
け
と
り
、
よ
っ
て
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
ｎ
由
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
一
方
客
体
的
物
貰
、
の
逃
勅
を
も
っ
て
人
…
の
行
為
、
労
働
を
氷
礎
づ
げ
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
．
人
…
的
沽
動
、
労
例
が

一
般
に
物
慨
の
巡
動
と
か
、
他
の
勅
物
の
沽
動
か
ら
ｎ
ら
を
分
つ
も
の
は
目
的
を
も
っ
た
沽
軸
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
労
側
に
よ
る

ｎ
己
村
象
化
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
人
閉
の
ｎ
外
に
対
す
る
能
軸
的
な
側
面
で
あ
る
し
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
を
再
び
へ
－
ゲ

ル
か
ら
学
び
と
り
、
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
の
直
概
的
唯
物
論
な
い
し
直
側
的
な
疎
外
論
の
一
エ
場
を
克
服
し
た
し
と
は
い
え
、
へ
ー
ゲ

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
一
労
働
力
の
碗
＾
化
」
（
沽
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
（
六
〇
川
）



　
　
　
　
立
命
鮒
経
済
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巻
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五
・
六
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併
号
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二
〇
　
　
（
六
〇
五
）

ル
に
お
げ
る
労
働
は
マ
ル
ク
ス
も
た
た
え
る
よ
う
に
人
間
の
「
対
象
化
が
対
象
性
喪
失
な
い
し
〔
己
外
在
化
で
あ
る
と
と
も
に
自
己

外
在
化
の
止
揚
で
あ
る
よ
う
な
過
邑
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
労
働
の
決
定
的
な
特
性
は
、
自
己
が
自
己
鼻

の
真
の
姿
を
白
覚
し
て
ゆ
く
過
程
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
疎
外
の
回
復
は
白
覚
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
労
働
に
お
げ
る
目
的
性

が
絶
対
化
さ
れ
る
と
能
動
性
の
主
体
が
精
神
と
し
て
絶
対
化
さ
れ
、
究
趣
は
絶
対
的
観
念
論
に
到
達
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
精
神
・
イ
デ
ー
を
存
在
と
す
る
へ
－
ゲ
ル
哲
学
の
労
働
観
が
、
や
は
り
疎
外
さ
れ
た
哲
学
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
逆
に
白
然

そ
の
も
の
を
存
在
と
し
て
、
そ
の
白
然
白
体
が
白
已
疎
外
し
白
己
回
復
し
て
ゆ
く
過
杜
と
し
て
労
働
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い

で
あ
ろ
う
か
・
こ
れ
は
根
本
的
に
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
的
唯
物
論
の
構
造
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
後
の
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
方
向

に
連
ん
だ
と
い
う
考
え
に
従
う
な
ら
ぱ
、
マ
ル
ク
ス
は
い
ま
や
唯
物
諭
の
一
歩
壬
・
前
ま
で
ぎ
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
げ
で
あ
る
。

　
し
か
し
・
究
楓
の
閉
題
が
あ
く
ま
で
恥
壮
小
小
昨
で
あ
る
と
こ
ろ
の
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
彼
の
哲
学
の
立
場
を
客
観
的
決
定

諭
の
う
ち
に
解
消
す
る
こ
と
が
そ
う
容
場
に
け
な
わ
れ
る
筈
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
前
に
険
討
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
い
時
に
、

こ
の
乍
体
的
な
労
働
把
握
が
多
く
の
困
難
な
問
題
に
ぶ
っ
か
り
、
マ
ル
ク
ス
に
こ
れ
ら
を
克
服
し
っ
っ
連
む
こ
と
を
要
請
す
る
の
で

あ
る
。

　
ま
ず
、
彼
の
労
働
の
本
貫
観
か
ら
、
連
ん
で
労
働
の
塊
実
形
態
に
村
す
る
彼
の
批
え
方
を
考
察
し
て
ゆ
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
の
構
造
を
た
だ
そ
の
本
貨
的
構
造
に
お
い
て
拙
象
的
に
の
み
批
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
、
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
こ
の
本
貫
的
構
辿
も
「
班
犬
の
准
実
」
と
し
て
の
「
映
外
さ
れ
た
労
側
」
の
吹
に
考
、
ん
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
ｎ
身
が
桝
閉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

し
克
服
し
た
い
こ
の
班
実
こ
そ
が
究
梅
…
題
で
あ
っ
た
わ
げ
で
あ
る
．
　
そ
し
て
こ
の
労
働
の
疎
外
の
淋
岨
定
（
労
働
者
の
、
、
”
腕
乍
｛

杓
か
ら
の
疎
外
、
労
働
行
為
か
ら
の
疎
外
、
類
的
作
在
９
芦
；
窃
≠
霧
ｓ
か
ら
の
映
外
、
ｎ
外
か
ら
の
疎
外
箏
、
）
に
つ
い
て
は
西
欧
で
も
わ
が



因
で
も
近
年
実
に
真
剣
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
い
ま
の
私
は
、
こ
の
こ
と
に
詐
し
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
Ｃ

私
の
問
題
の
焦
点
は
、
こ
の
労
働
の
疎
外
と
い
う
こ
と
で
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
も
特
に
労

働
の
論
理
構
造
の
把
握
に
っ
い
て
、
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
民
推
済
学
か
ら
マ
ル
ク
ス
が
「
と
り
あ
、
”
ん
ず
」
受
げ
入
れ
た
諸
古
争
火
、

諾
概
念
（
私
有
肘
陸
、
労
働
、
賓
本
、
十
地
〃
分
雛
、
ま
た
労
賃
、
資
本
利
潤
、
地
代
の
分
燃
、
さ
ら
に
分
業
と
競
争
、
交
換
価
仙
等
、
）
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

て
、
　
「
こ
の
外
剖
的
な
、
一
見
し
て
偶
然
的
な
諸
専
情
が
、
ど
の
桿
度
ま
で
必
外
的
発
展
の
表
現
で
あ
る
の
か
」
に
つ
い
て
マ
ル
ク

ス
は
概
念
的
展
閑
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
　
「
こ
の
点
に
関
し
て
同
民
経
済
学
は
何
ひ
と
っ
教
え
な
い
」
と
彼
は
い
い
、
そ
の

理
由
は
彼
ら
が
「
運
動
の
連
関
を
概
念
的
に
把
握
し
な
い
か
ら
」
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
「
た
と
え
ぼ
独
占
の
珊
論
に
対
し
て
は

成
争
の
珊
論
を
、
閉
鎖
組
介
の
州
論
に
対
し
て
は
常
茉
ｎ
山
の
理
論
を
、
大
十
地
所
有
の
理
論
に
対
し
て
は
上
上
地
領
有
の
分
割
の
理

論
を
く
り
返
し
対
置
す
る
だ
げ
」
だ
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
も
こ
の
乎
稿
を
通
じ
て
く
り
返
し
帽
氏
緑
済
学
を
批
判

す
る
一
ガ
、
ｎ
分
が
淋
省
実
を
「
概
念
的
展
閑
」
と
し
て
「
必
然
的
禿
展
の
表
班
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
、
更
に
は
「
ど
の
よ
う

に
し
て
入
”
は
彼
の
労
働
を
外
在
化
さ
せ
疎
外
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
疎
外
が
人
閉
的
定
展
の
本
貨
に
も

と
づ
い
て
い
る
の
、
と
ｇ
閉
う
て
い
る
が
・
こ
れ
が
艦
胆
術
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
ム
篭
に
引
き
続

い
て
「
我
々
は
、
私
有
財
脈
の
起
源
と
い
う
…
題
を
、
人
類
の
允
展
行
秋
に
対
す
る
外
在
化
さ
れ
た
労
働
の
閑
係
と
い
う
閉
幽
に
松

化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
課
題
の
解
決
の
た
め
に
す
で
に
多
く
の
も
の
を
獲
得
し
た
」
と
い
い
、
そ
の
理
山
と
し
て
「
私
有
財

産
と
い
う
場
八
Ｈ
、
人
閉
の
外
舳
の
箏
物
が
閉
題
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
私
有
財
雌
を
存
体

的
に
捉
え
た
従
来
の
緑
済
学
へ
の
懐
雛
は
鋭
い
も
の
で
あ
り
「
労
働
と
い
う
場
令
に
は
、
直
接
に
人
…
ｎ
身
を
閉
越
と
し
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
」
と
し
て
、
人
問
の
労
働
に
よ
る
対
象
化
－
十
外
在
化
、
疎
外
と
い
う
閑
連
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
た
．
忠
凶
は
卓
披
で

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
湘
＾
化
」
（
沽
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
　
（
六
〇
六
）
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（
６
）

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
「
こ
の
新
し
い
問
題
提
起
は
す
で
に
そ
の
解
決
を
含
ん
で
い
る
」
と
ま
で
い
い
切
れ
る
で
あ

，
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
含
ま
れ
た
解
決
は
一
向
に
展
開
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
私
有
財
虚
の
起
源
の
問
題
を
人
類
の
禿

展
行
程
に
対
す
る
外
在
化
さ
れ
た
労
働
の
閑
係
の
閉
題
に
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
唯
物
史
概
へ
の
視
界
が
開
か
れ
っ
っ
あ

る
こ
と
を
、
小
し
て
お
り
、
お
な
じ
『
手
稿
』
の
中
の
二
、
三
の
個
所
に
こ
の
こ
と
を
う
ら
苫
ぎ
す
る
と
見
ら
れ
る
文
章
は
あ
る
。
し

か
、
唯
物
史
観
の
．
視
角
と
、
疎
外
倫
と
し
て
基
礎
的
な
経
済
学
的
誇
範
購
の
連
閑
が
概
念
的
に
展
閉
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
は
決
し

て
統
一
さ
れ
支
え
介
う
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
唯
物
史
概
が
方
法
論
的
に
〔
党
的
な
も
の
と
な
る
や
い
な
や
、
疎

外
論
と
し
て
経
済
的
班
実
の
把
握
は
と
ど
め
を
刺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
反
沽
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
完
成
さ
れ
た
唯
物
史
観
を
も
っ
て
、
生
陸
力
と
生
鹿
閑
係
の
矛
盾
発
展
と
し
て
歴
史
的
杜

八
ム
の
沽
形
態
が
解
閉
さ
れ
、
淋
々
の
階
級
杜
公
の
基
本
構
造
が
閉
ら
か
と
な
っ
た
と
ぎ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
杜
会
に
お
げ
る
労
働
者
の
疎

外
構
篶
は
い
よ
い
よ
刻
閉
に
捉
え
ら
れ
、
労
働
主
体
と
そ
の
映
外
の
消
形
態
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
階
級
と
し
て
の
主
体
的
ｎ

覚
を
い
よ
い
よ
独
く
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
で
は
な
い
か
、
と
。
そ
れ
は
、
次
章
で
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
ま
私

が
…
胆
に
し
て
き
た
こ
と
か
ら
逸
脱
し
た
反
沽
で
あ
る
。
私
の
い
い
た
い
こ
と
は
、
疎
外
の
諭
理
は
経
済
的
な
「
現
火
の
事
火
」
を

慨
念
山
火
閉
と
し
て
捉
え
う
る
約
〃
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
い
し
は
あ
り
え
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．

　
マ
ル
ク
ス
は
一
，
旧
＾
添
市
学
的
な
岨
火
の
水
火
か
ら
山
山
禿
す
る
」
と
し
て
映
外
さ
れ
た
労
例
の
規
定
に
入
っ
て
ゆ
く
す
ぐ
前
の
文

巾
で
、
維
沽
ゲ
者
た
ち
が
岨
火
を
桝
く
た
め
ま
ず
「
架
牢
の
原
始
状
態
に
身
を
お
く
」
の
を
批
判
し
、
こ
の
よ
う
な
州
諭
的
設
定
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

呵
、
こ
と
も
汕
閉
せ
ず
、
…
煙
を
た
だ
「
灰
色
の
漠
炊
一
と
し
た
遠
方
へ
お
し
や
る
だ
げ
だ
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
そ
れ
は
、
約

征
す
べ
ざ
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
た
と
え
ぼ
労
働
と
交
換
の
よ
う
な
二
つ
の
こ
と
が
ら
の
閉
の
必
外
的
閑
連
を
、
箏
実
、
出
来
堆
と
い



う
か
た
ち
で
隠
蔽
し
て
い
る
、
一
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
　
こ
う
い
っ
た
と
ぎ
の
マ
ル
ク
ス
は
、
　
労
働
と
交
換
の
必
外
的
関
連
を
約
〃
的

に
展
閑
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
．
そ
し
て
一
一
一
手
稿
一
一
を
通
じ
て
こ
の
こ
と
の
積
版
的
な
過
租
が
、

そ
の
い
と
ぐ
ち
さ
え
も
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
経
済
学
者
た
ち
が
「
原
始
状
態
」
を
仮
構
し
て
現
実
を
解
こ
う
と
す

る
こ
と
を
「
神
学
が
亜
心
の
包
源
を
堕
罪
で
説
明
す
る
の
と
同
じ
」
だ
と
し
、
そ
れ
は
「
み
ず
か
ら
説
明
す
ぺ
き
こ
と
を
、
事
実
と
し

て
肝
史
の
な
か
に
か
く
し
こ
ん
で
い
る
」
と
皮
肉
っ
て
い
る
が
、
彼
ｎ
身
、
現
実
か
ら
出
発
し
て
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
の
粛
規
定

を
閉
ら
か
に
し
て
後
、
彼
ｎ
身
の
根
本
的
な
設
閉
「
ど
の
よ
う
に
し
て
人
閉
は
彼
の
労
働
を
外
在
化
さ
せ
疎
外
す
る
よ
う
に
な
る
の

か
」
に
村
し
て
ど
の
よ
う
な
推
論
の
根
拠
を
っ
か
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
。
容
は
「
否
」
で
あ
る
。

　
私
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
若
年
の
マ
ル
ク
ス
の
し
か
も
未
定
稿
の
淋
附
片
に
閑
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
際
だ
っ
た
閉
い
と
容
を
か
ま
え

て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
に
っ
い
て
は
、
後
に
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
を
期
す
る
し
か
な
い
が
、
こ
こ
で
論
考
を
ひ
と
っ
展
開
さ
せ

て
も
よ
い
と
忠
う
。
川
ち
、
私
は
く
り
返
し
マ
ル
ク
ス
の
意
図
に
対
し
て
、
そ
の
成
果
の
消
梅
性
を
強
調
し
て
き
た
が
、
私
が
こ
こ

で
結
冷
的
な
こ
と
を
先
取
し
て
い
え
ぼ
、
こ
の
手
稿
に
お
げ
る
マ
ル
ク
ス
の
論
双
は
根
本
的
に
は
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
と
同
じ
も
の

だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
ｎ
己
疎
外
と
ｎ
己
阿
復
の
論
理
に
っ
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
私
は
マ
ル
ク
ス
が
フ
ォ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
決
定
的
に
ｎ
分
を
わ
か
っ
た
も
の
、
即
ち
労
働
的
人
…
…
の
立
場
を
忘
れ
た
わ
げ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
前
に
分
析

し
倣
洲
し
た
迦
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
労
働
ｔ
体
と
し
て
の
人
閉
の
把
握
と
こ
の
立
場
の
ｎ
覚
と
い
う
こ
と
と
、
班
火
の
労
働

の
以
外
構
辿
と
の
閑
係
は
企
く
別
個
の
こ
と
と
し
て
あ
り
、
前
者
か
ら
後
者
へ
は
決
し
て
概
念
的
に
展
閉
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と

を
私
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
が
宗
教
的
疎
外
の
根
拠
を
人
閉
に
見
究
め
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

も
労
働
的
疎
外
の
恨
拠
を
人
…
に
兇
究
め
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
疎
外
さ
れ
な
い
労
働
の
構
迭
を
彼
は
へ
－
ゲ
ル
批
判
の
過
秋
で

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
、
労
働
力
の
南
＾
化
」
（
液
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
（
六
〇
八
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
（
六
〇
九
）

た
え
ず
構
想
し
、
一
方
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ツ
ハ
か
ら
原
像
を
え
た
「
類
的
存
在
」
の
概
念
を
も
っ
て
人
問
の
杜
会
性
、
普
遍
性
の
面
を

捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
労
働
主
体
と
し
て
の
人
問
か
ら
も
、
さ
ら
に
こ
れ
を
類
的
存
在
と
し
て
の
人
問
の
労
働
と

し
て
捉
え
て
た
こ
と
か
ら
も
、
疎
外
を
必
然
的
に
展
開
は
で
ぎ
な
い
。
可
能
性
を
契
機
と
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
て
も
必
然
性
を
論

託
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
、
マ
ル
ク
ス
が
疎
外
さ
れ
な
い
労
働
か
ら
疎
外
さ
れ
た
労
働
を
論
理
的
に
展
開
し
、
さ
ら
に
現
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

的
な
経
済
学
的
諾
範
礒
の
全
体
的
連
関
を
も
論
理
的
に
捉
え
よ
う
と
考
え
て
い
た
と
推
断
す
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
労
働
を
疎
外

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

さ
せ
る
本
貫
、
こ
の
歴
史
的
本
質
と
の
関
係
を
捉
え
な
げ
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
　
一
、
手
稿
』
に
お
げ
る
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
疎
外
さ

れ
た
労
働
は
私
有
財
産
と
い
う
所
有
形
態
と
の
関
係
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
私
有
財
産
と
い
う
階
級
杜
会
に
一
般
的
な
所
有
形
態

と
の
梢
関
に
お
い
て
は
、
到
庇
、
賃
労
働
者
の
労
働
の
疎
外
を
経
済
学
的
範
購
の
総
体
と
の
必
然
的
関
係
に
お
い
て
展
閉
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
私
有
そ
の
も
の
は
む
し
ろ
静
的
な
形
態
と
み
る
べ
ぎ
で
あ
っ
て
、
私
有
の
本
質
が
労
働
を
疎
外
さ
せ
る
根
拠
と
み
る

こ
と
は
で
ぎ
ず
、
こ
れ
を
無
理
に
行
な
え
ば
所
有
欲
史
観
と
で
も
い
う
べ
ぎ
も
の
に
よ
っ
て
塊
炎
を
基
礎
づ
げ
る
こ
と
に
も
な
り
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ね
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
勿
論
こ
の
よ
う
な
も
の
と
は
無
縁
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
疎
外
を
経
済
的
岨
実
の
全
体
を
学
的
、
概
念
的

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

に
把
握
す
る
原
理
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
疎
外
さ
れ
な
い
労
働
、
人
閉
に
本
賃
的
な
労
働
の
構
造
を
始
元
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

は
不
可
能
で
あ
り
、
私
有
を
原
〃
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
不
可
能
で
あ
る
。

　
労
働
の
疎
外
と
い
わ
れ
る
構
辿
の
全
体
を
経
済
学
的
範
臓
の
総
体
と
の
柵
閑
に
お
い
て
論
〃
的
に
展
閉
さ
せ
る
木
貨
は
、
労
働
を

杜
会
的
生
雌
と
し
て
形
態
づ
げ
、
た
え
ず
こ
れ
を
循
環
過
朴
と
し
て
内
己
連
動
体
の
双
匁
た
ら
し
め
て
い
る
本
賃
で
あ
る
。
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

仙
倣
州
循
過
秋
、
資
本
蓄
秋
過
杜
の
本
貫
と
し
て
の
筑
本
で
あ
り
、
よ
り
杣
象
的
に
い
え
ぱ
ｎ
己
噌
倣
す
る
…
他
で
あ
る
。
労
働
者

が
「
．
よ
り
多
く
生
産
す
れ
ぱ
す
る
ほ
ど
、
彼
の
生
床
の
力
が
珊
大
す
れ
ぼ
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
ま
す
ま
す
彼
は
貧
し
く
な
る
」
と



か
「
労
働
者
の
生
産
物
が
、
疎
遠
な
存
在
と
し
て
、
生
産
か
ら
独
立
し
た
力
と
し
て
労
働
に
対
抗
す
る
」
と
い
っ
て
労
働
生
産
物
の

労
働
者
か
ら
の
疎
外
を
説
い
て
も
、
労
働
が
「
労
働
者
に
対
し
て
外
的
で
」
あ
り
、
　
「
労
働
者
は
彼
の
労
働
に
１
お
い
て
白
分
を
肯
定

し
な
い
で
否
定
す
る
。
幸
福
で
な
く
不
幸
を
感
ず
る
。
…
…
－
だ
か
ら
労
働
者
は
、
労
働
の
外
部
で
は
じ
め
て
白
己
の
も
と
に
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

感
じ
、
労
働
の
な
か
で
は
白
己
の
そ
と
に
あ
る
と
感
じ
る
。
…
－
…
労
働
は
労
働
者
自
身
の
喪
失
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
労
働
行
為
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

も
の
の
疎
外
を
説
い
て
も
、
そ
れ
は
現
実
の
、
資
本
主
義
的
賃
労
働
の
概
念
的
把
握
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
労
働
の
人
問
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
っ
て
本
来
的
な
属
性
を
奪
い
と
っ
て
、
白
己
の
増
殖
の
過
程
の
う
ち
に
包
摂
し
、
白
己
運
動
を
展
開
す
る
歴
史
的
形
態
の
本
質
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

概
念
的
展
開
の
軸
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
国
民
経
済
学
的
事
実
の
全
体
を
必
然
的
発
展
の
体
系
と
し
て
捉
、
”
ん
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
が
『
手
稿
』
に
お
い
て
疎
外
論
と
し
て
開
ホ
し
て
い
る
論
理
構
迭
は
、
彼
が
国
民
経
済
学
者
た
ち
を
批
判
す
る
こ
と
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
し
て
、
　
「
独
占
理
論
に
対
し
て
城
争
理
論
を
－
－
…
・
対
置
さ
せ
る
」
だ
け
だ
と
い
う
指
摘
を
不
幸
に
し
て
彼
ｈ
身
に
も
招
く
こ
と
に

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
く
な
く
と
も
、
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
に
お
げ
る
人
閉
の
ｈ
己
疎
外
と
ｎ
己
回
復
の
論
州
構
辿
と

の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
は
決
定
的
で
あ
る
、
こ
こ
で
、
へ
－
ゲ
ル
の
弁
此
法
も
〔
己
疎
外
と
ｎ
己
Ｈ
復
の
諭
〃
で
は
な
い
か
、
と
い
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
、
へ
－
ゲ
ル
は
〃
念
を
存
在
と
し
な
が
ら
、
こ
の
理
念
が
双
尖
的
淋
形
態
の
木
慨
と
な
っ
て
展
閉
す
る
、

い
わ
ぱ
珊
念
と
軌
火
と
の
二
元
的
統
一
の
展
閑
で
あ
る
。
理
念
は
ど
こ
ま
で
も
班
実
の
形
態
を
と
お
し
て
艇
閉
す
る
、
、
フ
オ
ィ
ェ
ル

バ
ッ
ハ
は
こ
の
哲
学
全
休
を
ｎ
己
疎
外
の
立
場
と
な
し
、
マ
ル
ク
ス
も
一
一
哲
学
手
楴
」
で
こ
の
批
判
的
立
場
を
以
い
て
い
る
が
、
後

の
マ
ル
ク
ス
か
ら
約
み
る
な
ら
ぱ
、
へ
ー
ゲ
ル
が
双
念
を
存
在
と
し
て
い
る
根
本
を
ぱ
疎
外
の
立
場
と
し
て
棄
て
去
る
ぱ
か
り
で
な

く
、
理
実
の
諮
規
定
の
連
続
的
、
概
念
的
把
握
を
も
棄
て
去
り
、
理
実
形
態
を
そ
の
雌
吏
的
本
貫
の
概
念
規
定
に
お
い
て
捉
、
”
ん
る
根

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
一
，
労
働
力
の
商
＾
化
」
（
沽
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
（
六
一
〇
）



　
　
　
　
立
命
跳
経
済
学
（
策
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
（
六
一
一
）

拠
を
も
棄
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
げ
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
が
、
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
の
偉
大
な
業
績
と
し
て
、
折
口
学
を
「
思
惟
で
遂
行
さ
れ
た
宗
教
」
で
あ
り
、
従
っ
て
「
人
問

存
在
の
疎
外
の
一
形
式
」
と
し
て
断
罪
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
よ
い
と
し
て
、
次
に
そ
の
フ

ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
が
「
真
の
唯
物
論
と
実
在
科
学
と
を
某
礎
づ
げ
た
こ
と
一
を
挙
げ
て
、
こ
れ
は
、
彼
が
「
「
人
閉
に
対
す
る
人
問
」

の
杜
会
的
な
閑
係
を
双
論
の
基
礎
原
理
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
に
止
〕
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
否
定
の
否
定
に
対
し

て
、
〔
分
ｎ
身
の
上
に
た
ち
ノ
秩
概
的
に
〔
分
ｎ
身
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
肯
定
的
な
も
の
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
な
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

た
、
と
の
べ
て
い
る
こ
と
は
失
に
示
唆
的
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
偉
大
な
業
績
と
し
て
い
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
理
論
の
基
礎
原

理
は
、
煩
的
存
在
と
し
て
の
人
…
杜
会
の
原
像
で
あ
り
、
こ
れ
と
祓
梅
的
に
〔
分
〔
身
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
肯
定
的
な
も
の
と
の

杣
閑
に
お
い
て
理
輪
的
認
熾
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
マ
ル
ク
ス
は
、
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
の
「
否
定
の
否
定
」
に
対
す
る

考
え
方
に
あ
き
是
ら
ず
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
疎
外
の
立
場
と
す
る
彼
ｎ
身
の
見
方
か
ら
、
こ
れ
を
な
ん
と
か
活
き
た
も
の
と
し
て
捉

え
な
お
し
た
い
よ
う
な
意
凶
を
も
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
疎
外
論
の
立
場
か
ら
は
嵯
蛛
せ
ざ
る
を
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

か
っ
た
わ
げ
で
あ
る
。
へ
－
ゲ
ル
折
〕
学
を
疎
外
の
体
系
と
な
す
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
の
立
場
は
徹
底
し
た
過
秋
的
弁
証
法
枚
棄
の
立

場
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
も
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
の
感
情
的
直
概
の
塊
火
観
か
ら
労
働
的
村
象
化
の
理
火
襯
へ
ｎ
己
売
展
し
て
い
る

と
は
い
え
、
労
働
の
形
態
を
牒
史
的
に
規
定
し
て
い
る
木
貫
を
拠
え
よ
う
と
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
疎
外
班
像
の
消
属
性
を
閑
、
小
し
、
へ

ー
ゲ
ル
が
「
労
働
の
本
貰
と
し
て
、
人
問
が
ｎ
己
を
確
旺
す
る
本
貫
と
し
て
捉
え
」
、
労
働
の
「
竹
定
的
な
側
而
ぱ
か
り
み
て
、
否

定
的
な
側
而
を
み
な
い
」
と
批
判
す
る
と
ぎ
、
批
判
そ
の
も
の
は
止
し
い
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
が
労
働
の
疎
外
に
お
い
て
火
失
面
を

捉
え
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
喪
失
さ
せ
て
い
る
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
態
皮
を
見
火
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
そ



し
て
こ
の
こ
と
の
根
拠
は
夫
は
映
外
論
の
立
場
、
人
閉
乍
歳
Ｈ
〔
然
主
義
的
主
体
の
立
場
と
密
接
に
緕
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
し
っ
こ
い
よ
う
で
あ
る
が
断
っ
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
疎
外
論
の
立
場
は
、
彼
の
労
働
主
体
の
立
場
の
確
立
と
結
び

つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
根
木
的
な
〃
現
実
の
主
体
的
直
観
に
も
と
づ
く
実
践
哲
学
の
立
場
〃
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
践
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

主
体
性
が
確
立
し
た
こ
と
が
、
直
ち
に
現
実
に
お
げ
る
真
実
な
る
実
践
を
保
一
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
、
こ
の
疎
外
論
の
立
場
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

マ
ル
ク
ス
の
実
賎
主
体
の
立
場
か
ら
碕
恢
的
に
は
班
尖
の
学
的
認
識
は
展
閑
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
現
実
に
お
げ
る
直
一
実
な
る
実
践

が
客
襯
的
な
も
の
と
な
り
う
る
た
め
の
否
定
的
媒
介
た
る
学
の
立
場
と
方
法
の
確
立
に
は
、
ま
だ
決
定
的
な
展
開
が
と
げ
ら
れ
ね
ば

な
ら
ー
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
予
想
し
っ
っ
論
考
し
て
き
た
わ
げ
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
巨
向
Ｏ
＞
二
＼
ｃ
ｏ
ｃ
っ
・
Ｈ
８
一
．
爪
－
一
大
ハ
版
　
選
集
、
補
巻
四
、
四
〇
八
頁
。

　
　
（
２
）
同
上
。

　
　
（
３
）
Ｐ
Ｐ
○
．
○
つ
．
一
畠
■
爪
」
四
一
リ
一
、
；
貝
。

　
　
（
４
）
　
ギ
Ｐ
○
・
ｃ
っ
．
ｏ
ｏ
○
「
訳
」
二
九
七
頁
ｃ

　
　
（
５
）
～
．
｝
．
○
．
○
ｏ
．
８
「
訳
∴
、
、
一
圧
亘
。

　
　
（
６
）

　
　
（
７
）
　
Ｐ
２
．
○
．
○
つ
．
○
ｏ
Ｎ
「
．
六
一
二
九
八
れ
。

　
　
（
８
）
Ｐ
Ｐ
○
．
○
つ
．
・
。
睾
∴
。
∴
．
．
．
Ｊ
「
－
以
。

　
　
（
９
）
Ｐ
ジ
○
．
○
。
．
一
Ｓ
＾
ユ
、
．
．
九
し
＾
。

二

以
外
沽
の
立
場
の
映
界
を
〔
覚
し
な
が
ら
、
な
お
こ
れ
を
唯
物
史
観
に
よ
っ
て
克
服
（
学
灼
忍
識
の
原
理
的
立
場
と
し
て
）
す
る
ま
で

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
舳
化
」
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
（
六
一
二
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
（
六
二
二
）

に
季
っ
て
い
な
い
過
渡
的
段
階
に
あ
っ
て
、
こ
の
頃
の
マ
ル
ク
ス
に
於
け
る
へ
－
ゲ
ル
と
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
の
関
係
が
徴
妙
に
う

か
が
い
知
ら
れ
る
資
料
は
一
八
四
五
年
の
春
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
一
一
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
」
一
で
あ
る
Ｃ

　
こ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
の
う
ち
最
も
広
く
読
ま
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
細
剖
に
つ
い

て
は
必
」
ず
し
も
明
快
に
受
け
と
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
直
概
的
唯
物
論
に
対
し
て
は
、
　
『
手
稿
』
に
お
い
て
既
に
ｎ
分
の
労
働
主
体
の
向
己
対
象
化
の
構
遣
解
閉

を
と
お
し
て
Ｈ
分
の
立
場
を
峻
別
し
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
の
各
所
に
わ
た
っ
て
、
宣
一
言
さ
れ
て
い
る
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
と
の
訣

別
の
錐
も
、
ま
さ
し
く
こ
こ
に
あ
る
。
た
だ
、
　
『
手
稿
』
や
一
、
聖
家
族
』
で
は
、
白
分
の
哲
学
的
立
場
を
人
問
主
義
な
い
し
ｎ
然
十
エ

義
と
し
て
、
時
に
は
こ
の
立
場
こ
そ
観
念
論
と
唯
物
論
を
統
一
す
る
真
琳
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
諦
テ
ー
ゼ
で
は
閉
確

に
ｎ
分
の
立
場
を
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
そ
れ
と
共
に
唯
物
論
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

ｎ
然
主
義
か
ら
唯
物
論
の
向
覚
的
に
展
開
し
た
こ
と
は
何
を
示
す
の
か
。
人
問
の
労
働
の
荘
本
構
遣
把
擬
に
っ
い
て
は
お
そ
ら
く
何

の
変
化
も
あ
る
ま
い
。
労
働
を
物
賀
一
元
論
的
に
客
体
化
す
る
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
終
生
見
ら
れ
な
い
。
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ

ッ
ハ
唯
物
総
に
立
っ
て
は
「
た
だ
堆
論
的
な
態
度
だ
け
を
真
火
に
人
閉
的
な
態
峻
と
み
て
、
反
対
に
（
唯
物
賄
的
な
）
火
映
は
、
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）

そ
の
け
が
ら
わ
し
い
ユ
ダ
ヤ
人
的
な
班
像
形
態
に
お
い
て
の
み
捉
え
ら
れ
、
固
定
さ
れ
て
い
る
」
と
批
判
す
る
と
き
、
マ
ル
ク
ス
は

唯
物
論
的
大
賎
を
根
木
的
に
は
『
手
稿
』
に
お
い
て
把
撮
さ
れ
た
労
働
を
そ
の
ま
ま
考
え
て
い
る
わ
げ
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
は
唯
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

論
に
た
っ
こ
と
に
よ
っ
て
班
実
把
握
の
過
秋
的
な
面
を
確
保
し
た
い
意
凶
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
人
”
の
活
幼
的
な
而

が
、
杣
象
的
に
で
は
あ
っ
て
も
唯
物
賄
と
反
村
に
「
観
念
約
か
ら
峻
閉
さ
れ
た
」
と
い
っ
て
へ
ー
ゲ
ル
の
秋
版
血
を
述
べ
て
い
て
も
、

そ
れ
は
内
俗
的
に
蝋
に
一
一
手
、
那
、
一
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
と
い
え
る
し
、
ま
た
、
宗
教
的
ｎ
己
疎
外
の
秘
密
は
「
た
だ



現
世
的
基
礎
の
昌
潰
裂
と
昌
矛
盾
と
か
ら
説
明
下
さ
る
一
と
い
う
指
摘
も
、
い
わ
ぱ
『
手
稿
、
一
の
頃
の
一
ル
ク
ス
の
志
向
が
既

に
こ
れ
を
裏
が
ぎ
し
て
い
た
と
い
え
壬
つ
。
彼
が
唯
物
論
を
募
の
立
場
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
歴
史
の
誰
的
な
面
と
、
人
問

の
活
動
一
感
性
的
実
賎
と
を
な
ん
と
か
統
一
的
に
捉
え
た
い
と
い
う
意
図
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
・
程
フ
ォ
イ
一
ル
バ
一
一
が
「
宗
教
的
本
質
文
問
的
本
質
に
解
消
し
て
一
い
る
が
、
「
人
問
的
本
質
は
な
ん
ら
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
（
（
・
一
）

人
に
内
在
す
る
抽
象
体
で
は
」
な
く
、
　
「
塊
実
に
は
人
問
木
質
は
杜
会
的
沽
関
係
の
総
体
で
あ
る
。
」
と
批
判
し
、
、
で
「
杜
会

的
蘭
係
の
総
体
一
と
い
う
歴
史
的
視
角
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
杜
会
的
藺
係
と
い
わ
れ
る
も
の
が
「
類
一
と
し
て
「
多

数
の
個
人
を
に
む
結
合
す
る
普
遍
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
一
た
杜
会
閑
係
で
な
い
こ
と
は
、
同
じ
テ
ー
ゼ
で
こ
れ
を
フ
オ
イ
一
ル

バ
ッ
ハ
の
も
の
と
し
て
彼
が
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
フ
オ
イ
ェ
ル
バ
ツ
ハ
批
判
で
あ
る
と
と

も
に
狩
身
の
昌
批
判
で
も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
が
、
フ
オ
イ
一
ル
バ
ツ
一
は
宗
誇
蝶
を
「
歴
溝
雑
か
ら
拙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

象
し
て
・
そ
れ
だ
け
ど
し
て
固
定
し
、
か
っ
一
の
抽
象
的
・
孤
立
的
・
人
問
的
個
体
を
前
提
し
て
い
る
」
と
し
て
、
歴
史
的
過
程
か

ら
の
人
問
の
抽
象
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
も
、
同
じ
く
前
年
の
白
分
ｎ
身
へ
の
白
己
反
省
を
も
一
小
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら

に
彼
が
・
「
一
宗
拷
蝿
』
そ
の
も
の
が
ひ
と
っ
の
杜
会
的
生
産
物
一
で
あ
り
、
フ
オ
イ
一
ル
バ
ツ
一
が
分
析
し
た
「
壊
鴨
人

が
｛
の
杜
会
形
態
億
す
る
一
も
の
で
あ
る
こ
と
を
鵠
し
て
い
る
の
を
み
る
と
ざ
、
我
、
は
、
こ
こ
か
ら
マ
ル
ク
ス
鼻
の
思

忠
肢
と
し
て
賃
労
働
考
の
労
禦
一
定
の
嵯
的
杜
会
の
も
と
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
個
、
の
、
協
者
の
疎
外
さ
れ
た
、
協
は
一

去
尖
形
態
后
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
一
…
．
千
稿
』
の
胴
一
か
ら
は
る
か
に
深
く
拠
、
”
一
よ
う
と
す
る
態
岐
の
楼
が
読
み
と
れ

る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
・
は
げ
し
く
変
単
的
な
実
践
乍
体
の
立
場
を
ヰ
一
張
し
象
ら
も
、
「
一
切
の
杜
会
的
生
汎
は
本
貫
卜
実
践
的
で
あ
る
一
と

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
一
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
一
天
（
六
扁
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
（
六
一
五
）

説
く
反
面
、
依
然
と
し
て
そ
の
実
践
の
杜
会
的
雅
態
と
の
結
び
っ
き
は
明
確
で
な
く
、
旧
い
唯
物
論
と
新
し
い
唯
物
論
の
立
場
を
、

た
だ
市
民
杜
会
と
人
類
杜
会
の
対
比
に
お
い
て
表
現
す
る
あ
た
り
、
ま
だ
歴
史
的
意
識
が
確
立
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ

ち
、
や
が
て
現
火
が
ｐ
資
本
論
』
と
し
て
体
系
的
に
認
識
さ
れ
る
た
め
の
方
法
的
前
提
と
も
い
う
ぺ
ぎ
唯
物
史
観
も
未
だ
確
保
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
彼
は
、
労
働
に
お
い
て
存
在
の
基
本
構
逃
を
っ
か
み
、
そ
れ
が
塊
実
の
か
た
ち
と
し
て
は
全
く
そ
の
本
質
を
転
倒
さ
せ
ら
れ
て
い

る
・
」
と
を
直
観
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
実
践
的
に
回
復
す
る
し
か
な
い
と
い
う
根
木
態
度
を
確
立
し
た
。

　
唯
物
史
概
は
、
い
光
ぱ
、
こ
の
労
働
の
基
本
構
造
の
把
握
と
、
現
実
形
態
に
お
げ
る
そ
の
転
倒
と
を
、
た
だ
木
質
と
現
象
と
の
対

立
的
措
定
す
な
わ
ち
疎
外
さ
れ
肢
い
本
来
的
労
働
と
疎
外
さ
れ
た
労
働
、
と
い
う
抽
象
的
関
係
に
お
い
て
で
な
く
、
人
問
の
歴
史
の

事
実
を
た
ど
っ
て
、
人
問
の
労
働
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
、
形
態
を
と
っ
て
き
た
か
を
歴
史
的
杜
会
の
人
問
関
係
、
階
級
関
係
の
う
ち

に
お
い
て
確
認
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
疎
外
が
ど
う
し
て
人
問
の
本
質
に
ね
ざ
し
て
い
る
の
か
を
、
労
働
主
体
性
の
立
場
、
す
な
わ
ち
ｈ
然
主
義
“
人
”
主
義
か
ら
展
開

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
〔
覚
し
て
、
こ
れ
を
「
事
実
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に
し
て
」
か
ら
ま
ず
閉
ら
か
に
し
よ
う
と
し
、

こ
の
解
閉
を
、
ｎ
ら
の
哲
学
的
真
珊
の
一
側
面
と
し
た
唯
物
論
的
視
角
の
う
ち
に
求
め
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
燃
史
を
ぱ
経
済

的
次
元
を
基
軸
と
し
て
批
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
の
塊
火
形
態
を
歴
史
の
売
泌
の
う
ち
に
認
漱
し
、
よ
っ
て
班
火
に
お
げ
る
火

雌
的
主
体
の
科
学
的
媒
介
に
し
よ
う
と
し
た
わ
げ
で
あ
る
。
　
二
切
の
腔
吏
叙
述
は
ｎ
伏
一
的
沽
某
雌
お
よ
び
帷
史
の
辿
伜
に
お
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

人
閉
の
行
動
に
よ
る
そ
れ
ら
の
諦
妓
礎
の
変
化
か
ら
出
禿
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
Ｌ
わ
れ
わ
れ
の
出
禿
点
た
る
沽
前
拠
は
、
双
火
的



な
個
人
、
彼
ら
の
行
動
、
お
よ
び
所
与
の
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
た
彼
ら
の
物
質
的
な
生
活
諸
条
件
、
な
ら
び
に
彼
ら
白
身
の
行
動

に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
彼
ら
の
物
質
的
な
生
活
諾
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
の
諾
前
提
は
純
粋
に
経
駿
的
な
仕
十
刀
で
確

　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

か
め
う
る
も
の
で
あ
る
。
」
さ
ぎ
に
、
労
働
の
基
本
構
造
に
お
い
て
、
労
働
主
体
が
受
げ
る
白
然
か
ら
の
絶
対
的
制
約
に
っ
い
て
考

察
し
た
が
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
唯
物
史
観
は
ま
さ
し
く
＞
」
の
自
然
的
制
約
と
し
て
の
歴
史
的
制
約
、
人
問
が
必
然
的
に
歴
史
の
中

に
定
位
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
よ
る
制
約
を
捉
え
る
方
法
論
で
あ
る
。
＞
」
れ
は
塊
実
の
労
働
主
体
に
と
っ
て
、
白
然
的
制
約
が
絶

対
で
あ
る
よ
う
に
、
必
然
的
過
去
に
よ
っ
て
投
げ
出
さ
れ
る
と
い
う
制
約
は
絶
対
的
で
あ
り
、
従
っ
て
唯
物
史
観
を
認
識
の
方
法
論

と
か
視
角
と
か
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
に
任
意
な
も
の
、
相
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
”
現
実
の
絶
対
的
制
約
〃
と
い
う

基
礎
に
た
つ
方
法
論
で
あ
る
。
ま
た
、
だ
か
ら
こ
そ
後
年
の
経
済
学
的
研
究
に
と
っ
て
「
導
き
の
糸
」
と
し
て
の
役
割
を
果
し
え
た

の
で
あ
る
。
「
人
間
が
彼
ら
の
牛
活
資
料
と
生
産
す
る
仕
方
は
、
ま
ず
第
一
に
、
所
与
の
そ
し
て
再
生
産
さ
る
ぺ
き
生
沽
賞
料
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

の
の
性
貫
に
依
存
し
て
い
る
。
」
こ
う
し
て
は
彼
は
杜
会
的
労
働
の
歴
史
的
な
あ
り
方
を
た
し
か
め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
『
ド
イ
ツ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
回
ギ
ー
』
は
そ
の
題
名
の
示
す
よ
う
に
、
へ
－
ゲ
ル
左
派
の
イ
デ
オ
イ
ギ
ー
性
に
対
す
る
淋
烈
な
批
判

の
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
彼
Ｈ
身
の
う
ち
に
あ
る
左
派
的
な
要
素
へ
の
手
ぎ
び
し
い
ｎ
己
批
判
の
結
果
で
ぎ
あ
が
っ
た
も
の
で
も
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
左
派
の
人
た
ち
が
非
常
に
見
す
ぽ
ら
し
く
み
え
て
ざ
た
と
向
時
に
彼
が
へ
ー
ゲ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

か
ら
決
定
的
な
も
の
を
再
売
見
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
歴
吏
と
い
う
こ
と
で
あ
り
過
杵
的
認
搬
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
へ
－
ゲ
ル
は
実
証
的
な
概
念
論
を
完
成
し
た
。
彼
に
と
っ
て
は
全
物
質
的
世
界
が
一
の
忠
想
世
界
に
、
そ
し

て
全
腔
史
が
一
の
忠
想
の
帷
吏
に
拡
化
し
た
ぱ
か
り
で
は
な
い
。
彼
は
忠
想
的
箏
物
を
准
録
す
る
こ
と
を
も
っ
て
淋
是
し
な
い
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

は
ま
た
そ
の
生
座
活
動
を
も
叙
述
し
よ
う
と
つ
と
め
た
。
」
マ
ル
ク
ス
は
、
唯
物
史
概
に
よ
っ
て
経
済
的
箏
物
の
化
産
活
動
を
叙
述

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
ｎ
…
化
」
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
（
六
一
六
）



　
　
　
　
立
命
賊
経
済
学
（
箪
十
一
巻
・
箪
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
（
六
一
七
）

し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
か
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
こ
の
唯
物
論
的
な
歴
史
の
見
方
は
、
彼
の
労
働
主
体
の
哲
学

を
包
摂
し
つ
く
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
問
に
と
っ
て
は
必
然
的
な
制
約
、
す
な
わ
ち
「
第
一
の
前
提
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も

の
を
歴
史
に
お
い
て
「
確
認
」
す
ぺ
ぎ
歴
史
観
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
…
す
ぺ
て
の
人
問
的
存
在

の
、
そ
れ
故
に
ま
た
す
ぺ
て
の
歴
史
の
塘
一
の
前
提
を
、
す
な
わ
ち
『
歴
史
を
創
り
』
う
る
た
め
に
は
人
問
は
生
ぎ
て
ゆ
く
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

で
き
ね
ぱ
な
ら
ぬ
と
い
う
前
捉
を
確
認
す
る
こ
と
を
も
っ
て
始
め
ね
ぱ
な
ら
な
い
ｃ
」
丑
、
し
て
彼
が
、
歴
史
叙
述
を
ひ
と
っ
の
唯
物

論
的
土
台
９
鳥
昌
斗
Ｏ
ユ
き
。
り
豪
Ｏ
プ
０
雰
。
っ
げ
の
上
に
お
こ
う
と
し
た
こ
と
は
、
こ
の
す
べ
て
の
歴
史
の
ひ
と
つ
の
根
本
条
件
を
確
認

し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
他
な
ら
た
い
。
　
「
生
ぎ
て
ゆ
く
に
は
何
は
さ
て
お
ぎ
、
食
う
こ
と
と
飲
む
こ
と
、
住
う
こ
と
、
着
る
こ
と
、

そ
の
他
な
お
若
干
の
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
最
初
の
歴
史
的
行
為
は
、
こ
れ
ら
の
欲
望
を
満
足
す
る
た
め
の
壬
・
段
の
生
産
、

す
な
わ
ち
物
質
的
生
活
そ
の
も
の
の
生
産
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
人
問
の
命
だ
げ
を
っ
な
ぐ
た
め
に
、
今
口
も
な
お
、
数
千
年
前

と
同
様
に
、
口
々
刻
々
遂
行
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
ひ
と
っ
の
歴
史
的
行
為
で
あ
り
、
日
々
刻
々
充
足
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
す
ぺ
て
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

の
ひ
と
っ
の
根
本
条
件
で
あ
る
。
し
労
働
は
客
観
的
に
は
生
産
で
あ
る
が
、
労
働
主
体
が
杜
会
的
生
康
者
と
し
て
ど
の
よ
う
な
制
約

の
中
に
あ
っ
て
労
働
し
た
げ
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
か
を
マ
ル
ク
ス
は
確
認
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
「
共
虎
主
義
的
唯
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

論
者
と
し
て
産
業
と
杜
会
組
織
を
変
革
」
せ
ざ
る
を
え
ぬ
実
践
主
体
的
「
必
然
性
」
の
上
に
た
ち
な
が
ら
「
同
時
に
・
そ
の
条
件
を
み

る
」
、
す
な
わ
ち
労
働
生
鹿
形
態
の
歴
史
的
展
閑
に
お
い
て
い
わ
ぱ
”
労
働
疎
外
〃
の
客
観
的
制
約
を
「
条
件
」
と
し
て
認
識
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
　
「
塊
実
に
お
い
て
問
題
な
の
は
、
現
在
の
世
界
を
革
命
す
る
こ
と
で
あ
り
、
既
成
の
事
物
に
実
践
的
に
働
き
か

げ
て
そ
れ
を
変
化
す
る
こ
と
で
あ
る
」
が
故
に
、
そ
の
条
件
は
ど
こ
ま
で
も
「
塊
実
的
な
、
歴
史
的
な
入
閉
」
の
歴
史
と
し
て
認
識

き
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。



　
こ
う
し
て
、
歴
史
は
生
産
力
の
発
展
と
生
産
様
式
、
生
産
関
係
と
の
照
応
、
矛
盾
と
し
て
、
古
代
よ
り
一
般
史
的
に
見
通
さ
れ
る

わ
げ
で
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
終
始
労
働
生
産
者
の
杜
会
的
在
り
方
に
－
焦
点
が
お
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
特
に
分
業
、
私
有

財
産
と
密
接
に
結
び
っ
げ
て
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
諸
産
業
、
交
通
、
人
口
、
土
地
所
有
、
国
家
、
法
等
々
と
の
関
連
が
意
識
さ

れ
な
が
ら
綜
合
的
な
歴
史
叙
述
に
ま
で
も
っ
て
ゆ
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
実
と
し
て
は
、
草
稿
的
な
段
階
に

お
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、
歴
史
学
的
認
識
と
し
て
も
晩
年
の
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
資
料
的
な
不
足
と
偏
り
が

あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
、
疎
外
論
的
立
場
は
極
力
表
面
に
出
な
い
よ
う
に
自
制
さ
れ
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
（
彼
は
「
疎
外
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
と
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

わ
ざ
わ
ざ
「
折
〕
学
老
た
ち
に
わ
か
る
言
葉
を
っ
か
え
ぼ
」
と
こ
と
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
「
疎
外
の
過
程
」
と
し
て
歴
史
を
み
る
哲
学
的
意
識
を
き
び
し

く
批
判
し
て
い
る
）
、
　
単
に
左
派
の
人
た
ち
を
批
判
す
る
場
合
の
み
な
ら
ず
多
く
の
哲
学
的
規
定
が
は
た
ら
ぎ
、
　
労
働
を
自
己
活
動

ｃ
ｏ
巴
茅
葦
冨
ぎ
岸
と
よ
ん
で
こ
の
白
己
活
動
が
、
現
実
の
彬
態
に
ま
で
制
約
さ
れ
る
過
程
を
「
精
神
的
活
動
と
物
質
的
活
動
の
分
裂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ー
ユ
）

　
　
分
業
」
、
と
の
関
連
で
解
明
し
よ
う
と
し
（
「
分
業
に
よ
る
諸
々
の
人
格
的
な
力
（
関
係
）
の
物
的
な
カ
ヘ
の
転
化
」
等
）
、
お
さ
え
る
ぺ

く
も
な
く
そ
の
主
体
的
立
場
が
頗
を
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
歴
史
の
必
然
と
し
て
規
定
さ
れ
る
ぺ
ぎ
共
産
主
義
杜
会
も
、
や
は
り
そ

の
も
の
へ
革
命
す
べ
き
人
問
関
係
と
し
て
形
象
化
さ
れ
、
そ
こ
に
お
げ
る
充
全
な
る
労
働
、
生
産
の
あ
り
方
が
枢
い
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
若
い
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
唯
物
論
的
な
歴
史
の
把
握
も
、
も
と
も
と
は
現
実
把
握
に
ひ
き
っ
げ
る
ぺ
き
媒
介
と
し
て
の
も
の

で
あ
り
、
根
本
的
に
は
労
働
主
体
性
と
い
う
実
践
的
主
体
の
立
場
に
媒
介
す
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
だ
げ
に
、
こ
の
よ
う
な
些
か
不
統
一

に
み
え
る
歴
史
へ
の
態
度
も
げ
だ
し
や
む
を
え
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
彼
が
意
識
的
に
統
一
し
て
歴
史
を
捉
え
よ
う
と
し
た
態
度
は
次
の
文
章
に
ほ
ぽ
要
約
さ
れ
て
い
る
。
　
「
こ
の
史
観
が

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
」
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
（
六
一
八
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
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（
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三
四
　
　
（
六
一
九
）

よ
っ
て
た
つ
根
拠
は
、
現
実
の
生
産
過
程
を
、
直
接
的
な
生
活
の
物
質
的
生
産
か
ら
出
発
し
て
展
開
し
、
そ
し
て
、
」
の
生
産
様
式
と

連
関
し
そ
れ
か
ら
産
出
さ
れ
る
交
通
彫
態
を
、
従
っ
て
ま
た
種
々
な
る
段
階
に
お
げ
る
市
民
杜
会
を
、
歴
史
全
体
の
基
礎
と
し
て
把

握
し
、
そ
し
て
こ
の
市
民
杜
会
を
国
家
と
し
て
の
活
動
に
お
い
て
叙
述
し
、
な
ら
び
に
意
識
の
種
｛
の
理
論
的
産
出
物
と
形
態
と
の

全
体
で
あ
る
宗
教
、
哲
学
、
道
徳
等
々
を
市
民
杜
会
か
ら
説
明
し
、
そ
れ
ら
の
成
立
過
程
を
市
民
杜
会
の
種
々
の
段
階
か
ら
あ
と
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

げ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
そ
し
て
「
現
実
的
土
台
」
昌
巴
Ｏ
雰
。
。
赤
そ
の
も
の
の
矛
盾
的
発
展
と
そ
の
意
識
の
関
係
に
つ
い
て
も

い
く
っ
か
の
個
所
で
か
な
り
手
の
こ
ん
だ
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
結
論
的
に
は
「
彼
ら
が
そ
の
も
と
に
生
産
す
る
特
定
の
条
件

は
、
矛
盾
が
な
お
出
現
し
て
い
な
い
問
は
、
彼
ら
の
現
実
的
な
被
制
約
性
に
、
彼
ら
の
一
面
的
な
存
在
に
相
応
す
る
、
そ
し
て
彼
ら

の
存
在
の
一
面
性
は
矛
盾
の
出
現
に
よ
っ
て
初
め
て
自
己
を
顕
わ
に
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
た
だ
後
代
の
人
々
に
と
っ
て
の
み
存

在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
ぎ
に
は
こ
の
条
件
は
一
の
偶
然
的
な
桂
桔
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
、
そ
れ
は
一
の
桂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

桔
で
あ
る
、
と
い
う
意
識
が
前
代
に
も
転
嫁
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
か
な
り
難
解
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
『
経
済
学
批

判
』
序
文
に
お
げ
る
唯
物
史
観
の
公
式
的
叙
述
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
、
　
「
人
閉
は
自
ら
解
決
し
う
る
問
題
を
の
み
問
題
と
す
る
、

云
々
」
と
い
わ
れ
て
い
る
矛
盾
の
白
覚
に
関
す
る
把
握
も
、
こ
こ
に
殆
ん
ど
完
全
に
白
覚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
私
が
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
唯
物
史
観
の
把
握
と
、
彼
が
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
歴
史
の
土
台
、
す
な
わ
ち
生
産
次
元
の

歴
史
的
発
展
を
認
識
す
ぺ
く
志
向
し
た
こ
と
か
ら
受
げ
と
る
根
本
的
な
点
は
次
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
疎
外
論
の
立
場
は
、
学
的
認
識
の
方
法
を
直
接
に
は
基
礎
づ
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
立
場
、
非
連
続
的
主
体
の
立
場
、
無
の
立
場

で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
主
体
的
立
場
に
歴
史
的
認
繊
を
、
し
か
も
人
問
存
在
の
「
第
一
前
提
」
と
し
て
の
歴
史
的
生
産
形
態
の
認
識

を
媒
介
す
べ
き
方
法
論
的
立
場
は
、
唯
物
論
的
腔
史
観
に
た
っ
「
最
初
に
は
白
己
活
動
の
諸
条
件
と
し
て
現
わ
れ
、
後
に
は
そ
れ
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
４
）

諾
桂
桔
と
し
て
理
わ
れ
る
種
々
の
諾
条
件
」
の
現
実
的
な
認
識
と
い
う
べ
き
も
の
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
さ
れ
る
、
と
い
う
結
論
を
示

し
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
主
体
的
立
場
を
必
然
史
観
の
中
に
解
消
し
た
の
で
は
な
い
。
へ
－
ゲ
ル
で
は
概
念
展
開
が

現
実
の
歴
史
の
展
開
だ
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
生
産
の
歴
史
的
彩
態
の
展
開
が
歴
史
の
土
台
だ
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
現
実
の
主
体

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

的
立
場
に
対
す
る
条
件
、
前
提
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
土
台
を
決
定
論
的
存
在
論
の
存
在
と
し
た
わ
け
で
は

な
い
。
彼
は
は
じ
め
か
ら
こ
こ
に
労
働
疎
外
の
必
然
性
の
始
元
を
求
め
た
わ
げ
で
な
く
、
杜
会
的
労
働
の
疎
外
化
を
生
産
諸
条
件
の

桂
桔
化
と
す
る
過
程
的
認
織
、
そ
し
て
こ
の
も
の
を
「
純
粋
に
経
験
的
な
仕
方
で
確
か
め
ら
れ
る
」
諾
資
料
に
も
と
づ
ぎ
、
生
産
諾

条
件
の
歴
史
的
過
桿
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
彼
は
、
　
「
テ
ー
ゼ
」
で
確
認
し
た
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
の
限
界
を
、
現
実
認
識
の
側
面
に
お
い
て
も
克
服
し
た
。
諾
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ー
ゼ
の
文
章
を
も
じ
っ
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
「
歴
史
的
過
稚
か
ら
杣
象
」
さ
れ
た
疎
外
さ
れ
た
労
働
を
「
こ
の
現
世
的
基
礎
の
白
己

潰
裂
と
ｎ
己
矛
盾
と
か
ら
説
明
」
す
る
途
を
拓
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
人
問
の
沽
動
的
な
方

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

面
」
を
、
鉱
倒
し
た
か
た
ち
に
お
い
て
で
は
あ
れ
、
豚
史
に
お
い
て
展
閉
し
た
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
真
仙
の
再
発
見
に
も
と
づ
い
て
い

る
．
し
か
し
、
銘
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
対
象
、
現
実
、
感
性
」
を
「
感
性
的
、
人
”
的
汎
醐
、
実
践
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

し
て
捉
え
る
ｎ
分
の
立
場
を
「
主
体
的
」
と
よ
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
根
本
が
見
火
わ
れ
る
な
ら
ぱ
、
四
四
年
『
手
稿
』
で

秋
枢
的
に
肢
閉
さ
れ
て
い
た
彼
の
哲
学
的
立
場
が
、
班
夫
認
識
の
方
法
的
立
場
と
し
て
は
「
哲
学
的
意
識
の
渚
算
」
と
し
て
克
服
さ

れ
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
主
体
的
立
場
と
し
て
も
克
服
、
沽
算
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
ご
と
く
訣
解
さ
れ
、
マ
ル

ク
ス
の
労
側
、
体
休
の
立
場
が
版
火
的
必
然
論
の
巾
に
解
消
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
危
吹
に
陥
る
わ
げ
で
あ
る
。

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
」
（
液
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
（
六
二
〇
）
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三
六
　
（
六
二
一
）

　
本
来
的
な
労
働
の
構
遣
と
、
労
働
の
現
実
形
態
と
し
て
の
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
の
諾
垣
定
と
の
相
関
を
、
唯
物
論
的
歴
史
把
握

に
よ
っ
て
媒
介
し
、
裏
づ
げ
し
よ
う
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
志
向
は
、
生
産
を
、
特
に
分
業
の
展
開
の
う
ち
に
生
産
条
件
の
桂
桔
化
と

い
う
か
た
ち
で
捉
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
一
、
手
稿
』
の
頃
の
白
分
を
も
含
め
て
、
人
問
の
本
質
を
「
分
業
の
も
と
に
包
摂
さ

れ
ぬ
個
人
」
と
し
て
「
理
想
的
に
」
捉
え
、
分
業
に
包
摂
さ
れ
た
人
問
へ
の
「
企
過
程
を
一
、
人
問
』
の
白
己
疎
外
の
過
程
と
し
て
把

握
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
本
質
的
に
は
後
の
股
階
に
お
げ
る
平
均
他
人
が
っ
ね
に
前
の
段
階
に
ま
で
推
し
お
よ
ぽ
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

こ
と
に
山
来
す
る
。
」
と
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
腔
史
の
分
析
に
お
い
て
、
彼
は
や
は
り
生
産
力
を
労
働
力
を
含
ん
だ
客
観
的

潜
勢
力
と
し
て
、
生
産
条
件
特
に
分
業
過
程
と
の
関
係
で
捉
え
て
い
る
吹
に
、
白
己
沽
動
と
し
て
の
労
働
の
本
質
構
遣
が
先
取
さ
れ

て
お
り
、
共
産
主
義
を
桂
桔
の
極
眼
に
必
然
的
な
も
の
と
し
て
う
ち
出
そ
う
と
し
て
「
絶
対
に
必
要
な
実
践
的
前
提
」
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

「
生
産
力
の
発
展
」
を
刻
明
に
叙
述
し
よ
う
と
試
み
な
が
ら
、
や
は
り
共
産
主
義
を
「
完
企
な
〔
己
沽
動
へ
の
側
、
旭
帰
」
と
よ
び
「
白

然
生
的
な
前
提
を
意
識
的
に
従
来
の
人
閉
の
創
造
物
と
し
て
取
扱
う
」
杜
会
、
　
「
ｎ
己
活
莇
と
物
筑
的
生
活
と
が
合
致
し
」
　
「
個
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

が
全
体
的
個
人
へ
准
災
す
る
」
状
態
、
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
「
生
産
力
と
生
産
閑
係
」
の
相
閑
に
よ
る
唯

物
諭
的
歴
史
認
識
の
底
を
破
っ
た
主
体
的
把
握
の
支
え
の
塊
わ
れ
と
み
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
彼
ｎ
身
も
い
う
よ
う
に
「
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

産
主
義
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
作
り
出
さ
る
べ
ぎ
ひ
と
つ
の
状
態
、
境
実
が
そ
れ
に
川
る
べ
き
ひ
と
つ
の
理
想
で
は
な
い
。
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

わ
れ
は
い
ま
の
状
態
を
止
揚
す
る
現
実
的
な
る
運
勅
を
共
産
主
義
と
よ
ぶ
。
こ
の
連
動
の
緕
条
件
は
い
ま
塊
存
す
る
前
捉
か
ら
生
れ

　
（
１
９
）

る
。
」
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
唯
物
諭
的
必
伏
一
史
概
か
ら
の
み
批
え
ら
れ
る
附
止
で
は
な
い
。
こ
の
史
観
は
、

あ
く
ま
で
労
働
主
体
性
の
立
場
か
ら
の
塊
実
の
把
握
と
実
賎
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
閑
心
の
う
ち
に
、
　
”
条
件
〃



と
し
て
の
媒
介
的
役
割
を
お
び
た
も
の
と
し
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
に
了
解
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
少
く
と
も
、
　
「
疎
外
は
人
問
の
本
質
に
い
か
に
根
ざ
し
て
い
る
の
か
」
を
概
念
的
に
展
開
す
べ
ぎ
だ
と
い
う
問
題
も
、

問
い
そ
の
も
の
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
に
至
っ
た
よ
う
だ
が
、
で
は
こ
れ
を
い
わ
ぱ
「
い
か
に
疎
外
さ
れ
て
き
た
か
」
と

問
題
に
か
え
、
彼
は
こ
れ
を
生
産
諾
条
件
が
い
か
に
桂
桔
化
し
て
き
た
か
と
い
う
問
題
に
お
き
か
え
て
、
ど
の
よ
う
に
こ
れ
に
解
答

を
あ
た
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
分
業
、
交
通
形
態
（
内
容
の
晦
渋
な
範
膳
－
○
、
私
有
財
産
、
土
地
所
有
、
国
家
等
々
と
の
関
係
を
み
な
が

ら
歴
史
的
資
料
に
つ
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
「
現
実
の
土
台
」
の
内
容
に
っ
い
て
、
私
は
各
所
に
ち
ら
ぱ
っ
て
い
る
こ
の
種
の
叙
述

を
整
序
す
る
こ
と
も
、
そ
の
歴
史
学
的
真
偽
を
云
々
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
た
だ
、
彼
が
こ
の
「
ど
の
よ
う
に
」
に
対
す
る
答
え

の
う
ち
に
、
現
実
の
生
産
諾
条
件
に
よ
っ
て
労
働
老
の
受
け
る
姪
桔
を
ど
う
し
て
も
捉
え
か
ね
て
い
る
決
定
的
な
面
を
見
て
ゆ
ぎ
た

い
。　

「
杜
会
的
な
力
、
す
な
わ
ち
分
業
に
お
い
て
制
約
さ
れ
た
種
々
の
個
人
の
協
働
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
こ
ろ
の
倍
加
さ
れ
た
生
産
力

は
、
こ
の
慨
働
そ
の
も
の
が
向
由
意
志
的
で
な
く
、
却
っ
て
ｎ
然
生
的
で
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
個
人
に
と
っ
て
は
、
彼
ら
白
身

の
、
緕
合
さ
れ
た
力
と
し
て
で
な
く
、
却
っ
て
一
の
外
的
な
、
彼
ら
の
外
に
た
っ
強
力
と
し
て
理
わ
れ
る
、
こ
の
強
力
に
っ
い
て
彼

ら
は
、
ど
こ
か
ら
ざ
て
ど
こ
へ
行
く
か
を
知
ら
ず
、
従
っ
て
彼
ら
は
そ
れ
を
も
は
や
支
削
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
反
対
に
そ
れ
は

い
ま
や
一
の
固
有
の
、
人
…
の
意
志
と
実
行
と
か
ら
独
立
な
、
い
な
、
こ
の
意
志
と
実
行
と
を
あ
た
か
も
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
一
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

列
の
様
棚
と
発
腔
股
階
と
を
遊
ん
で
ゆ
く
。
」
そ
し
て
彼
は
こ
の
「
疎
外
」
は
二
っ
の
火
賎
灼
前
捉
の
も
と
に
の
み
排
葉
さ
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

し
て
、
そ
の
二
っ
を
「
人
”
大
衆
を
全
く
の
無
産
者
と
し
て
生
み
、
か
れ
ら
を
、
理
存
す
る
常
と
赦
炎
の
世
界
に
対
す
る
矛
盾
に
お

い
て
止
み
出
す
ほ
ど
」
の
、
そ
し
て
「
こ
の
大
衆
の
鋤
き
を
世
界
史
的
な
も
の
と
す
る
だ
げ
交
通
を
世
界
的
な
も
の
と
す
る
ほ
ど
」

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
」
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
（
六
二
二
）
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三
八
　
　
（
六
二
三
）

の
「
生
産
力
の
潅
展
」
を
あ
げ
て
い
る
。
も
と
も
と
「
白
己
活
動
の
渚
条
件
と
し
て
現
わ
れ
た
」
も
の
が
、
分
業
に
よ
っ
て
、
労
働

者
階
級
に
と
っ
て
拝
桔
と
し
て
現
わ
れ
た
か
ら
、
こ
れ
を
排
棄
し
て
〔
己
活
動
を
回
復
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
ぬ
、
と
い
う
だ
げ
の
こ
と

で
あ
れ
ぼ
そ
れ
で
よ
い
。
ま
た
、
桂
桔
化
過
程
を
捉
え
、
こ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
が
必
然
で
あ
り
、
こ
れ
は
分
業
の
、
従
っ
て
私
有

財
産
の
排
棄
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
ぬ
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
直
線
的
生
産
力
史
観
と
も
い
う
べ
ぎ
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
、
直
線
的
な
矛
盾
の
激
化
過
枇
と
そ
の
克
服
を
た
だ
必
然
と
し
て
展

閉
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
班
実
の
分
災
そ
の
も
の
の
内
的
性
格
を
確
か
め
る
と
い
う
方
向
に
も
進
ま
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

分
茉
そ
の
も
の
が
洋
椿
な
の
で
は
な
く
そ
れ
の
杜
会
的
性
格
が
桂
桔
の
根
拠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
生
産
過
程
の
内
的
構
造
に
お

い
て
解
閉
さ
れ
る
の
で
な
げ
れ
ぱ
、
こ
れ
を
克
服
す
る
と
い
う
場
合
の
内
的
諸
条
件
が
少
し
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

資
本
乍
裁
を
変
革
す
る
こ
と
が
、
た
と
え
ば
農
比
一
撲
の
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
市
民
革
命
の
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
人
類
最

初
の
「
意
識
的
な
革
命
」
だ
と
後
年
の
マ
ル
ク
ス
が
い
う
意
味
が
、
変
革
さ
る
べ
き
も
の
の
根
本
条
件
を
完
全
に
認
識
し
て
い
る
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

命
と
い
う
こ
と
で
あ
る
以
上
、
こ
の
内
的
構
遣
の
解
閉
は
絶
対
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
い
ま
の
マ
ル
ク
ス
の

方
法
視
角
か
ら
は
附
版
的
に
遂
行
で
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
〔
党
さ
れ
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
狙
実
、
マ
ル
ク
ス

が
杵
枯
と
し
て
い
る
も
の
の
内
実
は
、
彼
が
さ
ま
ざ
ま
に
そ
の
属
性
を
分
析
す
る
に
拘
ら
ず
、
命
川
的
に
認
幟
さ
れ
て
は
い
な
い
の

で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
．
戸
稿
』
に
お
げ
る
「
労
働
そ
の
も
の
の
疎
外
」
と
い
う
暁
定
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
労
働
が
「
〔
山
意
志
的
で
な
く
、

却
っ
て
ｎ
久
止
的
で
あ
る
」
の
は
何
に
よ
る
の
か
、
彼
ら
が
「
ど
こ
か
ら
き
て
ど
こ
へ
ゆ
く
の
か
知
ら
ず
、
従
っ
て
彼
ら
が
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

も
は
や
支
削
す
る
こ
と
が
で
ぎ
ぬ
」
倣
力
、
こ
れ
は
分
集
ユ
、
の
も
の
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
し
そ
こ
に
は
分
茱
を
特
性
づ
げ
て
い
る



内
的
法
則
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
つ
こ
の
内
的
法
則
が
分
業
を
し
て
、
労
働
す
る
者
の
す
ぺ
て
の
力
に
「
人
問
の
意
志
と
実
行
と
か

ら
独
一
↓
な
、
い
な
、
こ
の
意
志
と
実
行
を
あ
た
か
も
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
二
糸
列
の
様
相
と
発
展
段
階
を
進
ま
」
せ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
、
彼
の
、
蓄
積
さ
れ
た
労
働
　
　
資
本
　
　
私
有
財
産
と
い
う
考
え
方
は
、
結
局
は
労
働
を
基
礎
に
す
え
な
が
ら
こ
れ
が
私

有
財
産
に
定
着
す
る
矛
盾
と
し
て
捉
え
、
資
本
が
杜
会
的
生
産
の
主
体
と
な
り
、
労
働
の
杜
会
的
性
格
を
決
定
す
る
面
を
み
よ
う
と

は
し
て
い
な
い
。
彼
は
小
産
業
お
よ
び
農
業
と
分
業
的
工
業
と
の
対
比
と
し
て
次
の
よ
う
な
特
性
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ

の
時
期
に
お
げ
る
彼
の
総
括
的
な
経
済
の
見
方
を
示
す
も
の
と
し
て
特
徴
的
で
あ
る
。

　
　
（
心
産
業
と
農
業
）

一
、
個
人
は
連
繋
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

二
、
〕
然
生
的
な
生
産
要
具
に
あ
っ
て
は
、
個
人
は
自
然
の
も

　
と
に
包
摂
さ
れ
る
。

三
、
吋
陸
（
土
地
所
有
）
も
ま
た
、
直
接
的
な
白
然
生
的
な
支

　
配
と
し
て
現
わ
れ
る
つ

四
、
閑
人
が
、
求
挟
で
あ
れ
、
種
族
で
あ
れ
土
地
そ
の
も
の
等

　
々
で
あ
れ
、
な
ん
ら
か
の
紐
帯
に
よ
っ
て
一
共
同
体
に
結
び

　
合
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

五
、
交
換
は
、
十
工
と
し
て
人
問
と
臼
然
と
の
間
の
交
換
で
あ
り
、

　
前
者
の
労
働
が
後
者
の
牛
産
物
に
対
し
て
交
換
さ
れ
る
と
こ

　
ろ
の
交
換
で
あ
る
。

　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
」
（
清
水
）

一

　
　
（
分
業
的
工
業
）

一
、
個
人
は
与
え
ら
れ
た
生
産
要
具
と
な
ら
ん
で
白
身
生
産
要

　
具
と
し
て
存
在
す
る
。

二
、
偶
人
は
、
労
働
の
一
生
産
物
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
。

三
、
財
産
は
、
労
働
、
特
に
蓄
積
さ
れ
た
労
働
、
資
本
の
支
配

　
と
し
て
現
わ
れ
る
。

四
、
胴
人
は
、
彼
ら
が
互
い
に
独
立
で
あ
っ
て
た
だ
交
換
に
よ

　
っ
て
の
み
結
含
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

五
、
交
換
は
、
と
と
し
て
人
問
ｏ
身
の
問
の
交
換
で
あ
る
。

三
九
　
　
（
六
二
四
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

六
、
平
均
的
な
知
識
で
充
分
で
あ
り
、
肉
体
的
労
働
と
精
神
的

　
活
動
と
は
な
お
全
然
分
離
さ
れ
て
い
な
い
。

七
、
所
有
者
の
非
所
有
老
に
対
す
る
支
配
は
、
人
的
諸
関
係
に
、

　
一
種
の
公
共
組
織
に
基
礎
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
（
六
二
五
）

六
、
既
に
、
精
神
的
労
働
と
肉
体
的
労
働
と
の
問
の
分
業
が
実

　
践
的
に
な
し
と
げ
ら
れ
て
い
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

七
、
所
有
者
の
非
所
有
者
に
対
す
る
支
配
は
ひ
と
つ
の
第
三
の

　
も
の
、
す
な
わ
ち
貨
幣
に
お
い
て
一
の
物
的
な
容
態
を
と
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

　
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。

　
分
業
が
資
本
と
二
元
的
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
併
行
し
て
捉
え
ら
れ
、
交
換
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
浸
透
を
た
だ
交
通
形
態
の
発
展

と
の
関
係
で
だ
げ
捉
え
て
い
る
。
貨
幣
経
済
と
交
通
形
態
と
の
相
関
的
発
展
に
っ
い
て
も
各
所
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
貨
幣
を
そ

れ
だ
げ
の
彫
態
に
と
ど
ま
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
私
は
、
唯
物
史
観
に
た
っ
て
歴
史
的
認
識
に
集
中
す
る
若
い
マ
ル
ク
ス
に
対
し
て
、
完
成
し
た
経
済
学
的
認
識
の
要
素
が
乏
し
い

こ
と
を
露
呈
し
、
そ
の
指
摘
白
体
を
意
味
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
私
は
、
た
だ
、
　
『
手
稿
』
に
お
げ
る
立
場
が

学
的
認
識
の
立
場
と
し
て
ぶ
っ
か
る
ア
ポ
リ
ァ
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
克
服
す
べ
ぎ
、
歴
史
的
過
程
の
唯
物
論
的
認
識
が
、
や
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

り
生
産
力
と
生
産
関
係
の
相
関
史
と
し
て
の
み
あ
る
か
ぎ
り
、
労
働
主
体
性
の
立
場
か
ら
要
請
さ
れ
る
現
実
の
学
的
認
識
と
し
て
は
、

一
面
的
、
と
い
う
よ
り
更
に
、
そ
の
中
よ
り
現
実
の
実
践
的
認
識
の
立
場
が
飛
躍
的
に
要
請
さ
れ
て
く
る
べ
き
前
提
的
認
識
と
い
う

意
味
を
も
つ
、
と
い
う
限
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
工
茉
に
お
い
て
労
働
は
な
ぜ
一
生
庵
物
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
の
か
、
個
人
が
互
い
に
独
立
で
あ
っ
て
交
換
に
よ
っ
て
の
み
結
合

さ
れ
、
こ
れ
が
労
側
を
も
人
…
ｈ
身
の
閉
で
交
換
さ
せ
て
、
所
有
者
と
非
所
有
者
と
の
閑
孫
を
、
塘
三
の
も
の
、
す
な
わ
ち
貨
幣
に

お
い
て
一
の
物
的
な
容
態
を
と
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
ど
う
い
う
経
済
構
造
の
自
己
連
動
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
る
か
、



に
は
未
だ
眼
が
向
げ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
財
産
」
が
「
労
働
」
し
か
も
「
蓄
積
さ
れ
た
労
働
」
と
し
て
の
「
資
本
の
支
配
と
し
て

現
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
げ
に
よ
っ
て
は
、
一
向
に
全
体
の
運
動
の
認
識
と
は
な
ら
な
い
の
と
同
じ
あ
る
。
だ
か
ら
、
分
業
に
よ

る
「
資
本
と
労
働
の
分
裂
」
と
い
う
前
提
の
も
と
に
お
い
て
の
み
存
立
し
う
る
と
い
う
「
労
働
」
の
解
明
は
、
実
は
「
疎
外
さ
れ
た

労
働
」
と
根
本
的
に
は
全
く
同
じ
規
定
の
反
復
に
お
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
第
一
に
、
生
産
力
が
個
人
か
ら
全
く
独
立
、
か
つ
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
個
人
と
な
ら
ん
で
存
在
す
る
一
の
独
自
の
世

界
と
し
て
現
わ
れ
る
。
」
だ
か
ら
「
一
方
の
側
に
は
諸
生
産
力
の
一
総
体
が
た
ち
、
こ
れ
ら
の
生
産
力
は
い
わ
ば
一
の
物
的
姿
態
を

と
っ
て
お
り
、
個
人
自
身
に
と
っ
て
は
も
は
や
個
人
の
力
で
は
な
く
、
却
っ
て
私
有
財
産
の
力
で
あ
り
、
従
っ
て
た
だ
個
人
が
私
有

財
産
所
有
老
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
個
人
の
力
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
労
働
者
か
ら
は
生
産
力
は
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
「
従
っ
て

彼
ら
は
す
べ
て
の
規
実
的
な
生
活
内
容
を
奪
わ
れ
て
抽
象
的
な
個
人
と
な
っ
て
い
る
。
、
彼
ら
が
、
そ
れ
を
通
じ
て
な
お
諸
生
産

力
お
よ
び
彼
ら
白
身
の
生
存
と
つ
な
が
っ
て
い
る
唯
一
の
連
関
た
る
労
働
は
、
彼
ら
に
お
い
て
は
白
己
活
動
の
い
っ
さ
い
の
外
観
を

失
っ
て
し
ま
っ
て
、
た
だ
彼
ら
の
生
活
を
不
快
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
生
活
を
単
に
維
持
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
」

こ
ん
に
ち
に
お
い
て
、
彼
ら
の
白
己
活
動
と
物
質
的
生
活
の
生
産
の
分
離
は
、
　
「
一
般
に
物
質
的
生
活
が
目
的
と
し
て
現
わ
れ
、
こ

の
物
貫
的
生
活
の
生
産
す
な
わ
ち
労
働
（
こ
れ
が
い
ま
で
は
臼
己
活
動
の
唯
一
的
に
可
能
な
、
し
か
し
、
否
定
的
な
形
態
で
あ
る
）
が
手
段
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
２
）

し
て
塊
わ
れ
る
と
い
う
姿
を
と
っ
て
い
る
。
」
革
っ
た
く
疎
外
論
的
規
定
で
あ
る
。

　
労
働
者
が
「
い
っ
さ
い
の
現
実
的
な
生
活
内
容
を
奪
わ
れ
て
抽
象
的
な
個
人
に
な
っ
て
い
る
こ
と
」
そ
の
抽
象
性
は
ど
の
よ
う
に

明
ら
か
に
さ
れ
る
か
。
　
「
物
質
的
生
活
が
目
的
と
し
て
現
わ
れ
、
こ
の
物
質
的
生
産
す
な
わ
ち
労
働
が
手
段
と
し
て
現
わ
れ
る
」
循

環
過
程
の
秘
密
は
何
か
、
そ
し
て
物
質
的
労
働
だ
げ
が
い
ま
で
は
白
己
活
動
の
唯
一
の
形
態
し
か
も
否
定
的
な
彫
態
で
あ
る
、
と
い

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
」
（
済
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
（
六
二
六
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
（
六
二
七
）

う
の
は
ど
の
よ
う
な
法
則
性
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
認
織
は
、
生
産
力
と
か
分
業
と
か
の
発
展
と
い
う
具
象
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

視
角
と
は
全
く
次
元
の
異
っ
た
認
識
を
要
請
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
が
疎
外
と
し
て
捉
え
た
諸
規
定
は
、
こ
れ
に
至
る
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
の
事
実
と
し
て
の
歴
史
的
裏
づ
げ
を
え
た
と
は
い
う
も
の
の
、
依
然
と
し
て
現
実
の
矛
盾
の
構
造
と
し
て
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

労
働
行
為
そ
の
も
の
の
疎
外
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
、
さ
ら
に
「
類
的
存
在
か
ら
の
疎
外
」
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
の
根
底
か

ら
の
把
握
は
、
や
は
り
唯
物
史
観
に
よ
る
歴
史
的
認
識
で
は
積
極
的
に
展
開
で
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
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９
）

（
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０
）

（
ｕ
）
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２
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３
）
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５
）
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６
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＼
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Ｏ
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訳
」
三
木
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、

轟
岬
「
訳
」
三
三
頁
。

－
Ｏ
「
訳
」
四
七
頁
。

－
○
「
訳
」
四
六
頁
。

Ｈ
Ｏ
「
訳
」
四
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頁
一
一

塞
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「
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」
三
八
頁
ｃ

ミ
「
訳
」
五
六
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「
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六
七
頁
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沢
」
　
一
一
一
頁
。

ミ
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訳
■
一
（
唯
研
板
）

賢
「
訳
」
一
一
八
頁
。

・
。
・
。
・
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一
，
双
」
三
一
頁
、

ｍ
ｏ
「
訳
一
一
二
七
頁
。

三
一
頁
。

三
〇
－
上
二
一
頁
．
、
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一

リ
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上
。

與
一
　
與
一

型
一
　
與
一
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．

○
．

○
．

○
．

○
．

ｃ
○
．

○
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．

○
つ
．

○
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．

ｃ
ｏ
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心
』
「
．
沢
」
六
七
頁
。

ｍ
Ｃ
Ｃ
一
、
ポ
」
　
一
二
七
頁
、

旨
「
、
訳
」
六
六
頁
Ｃ

閉
望
－
沢
」
八
八
；
八
九
頁
。

岬
ミ
「
択
」
一
二
四
…
五
頁
、

三

　
班
実
の
労
働
に
お
い
て
、
労
働
そ
の
も
の
の
杜
会
的
目
的
性
が
見
失
わ
れ
、
杜
会
的
人
問
の
連
帯
性
が
断
ち
切
ら
れ
て
、
い
る
、
と

　
　
　
　
　
、
　
　
、

い
う
意
味
の
疎
外
は
、
む
し
ろ
そ
の
労
働
の
杜
会
的
性
格
を
「
自
然
生
的
」
な
も
の
と
し
て
「
意
志
と
実
行
か
ら
独
立
な
も
の
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

し
て
班
象
さ
せ
る
根
拠
を
捉
え
る
べ
く
要
請
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
い
わ
ぱ
現
実
世
界
全
体
の
疎
外
的
本
質
の
発
見
、
す

　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

な
わ
ち
自
己
増
殖
す
る
仙
他
と
し
て
の
資
本
の
発
見
、
に
よ
っ
て
体
系
的
把
握
の
基
礎
を
獲
得
す
る
。
白
己
増
殖
す
る
価
値
と
し
て

の
資
本
が
主
体
と
な
っ
て
行
な
わ
れ
る
白
己
運
動
す
な
わ
ち
資
本
の
価
値
増
殖
過
程
と
し
て
杜
会
的
生
産
が
行
な
わ
れ
て
、
い
る
こ
と
、

マ
ル
ク
ス
が
こ
の
よ
う
な
把
握
に
達
す
る
の
は
ま
だ
よ
ほ
ど
後
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
閉
題
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
人
は
意

識
的
に
行
莇
し
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
そ
の
杜
会
的
性
格
は
根
本
的
に
あ
る
盲
目
的
法
則
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
そ
の
根
本
法

則
の
認
識
が
、
マ
ル
ク
ス
の
主
体
的
立
場
、
そ
し
て
唯
物
史
観
的
認
識
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
た
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
労
働
の
白
己
活
動
性
を
す
ぺ
て
価
値
の
彩
態
の
う
ち
に
包
摂
し
、
　
「
労
働
者
の
物
質
的
労
働
を
全
く
の
手
段
た
ら
し
め
る
」
資
本

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
」
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
（
六
二
八
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
（
六
二
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）

は
、
し
か
し
決
し
て
資
本
家
の
怒
意
の
も
と
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
よ
う
に
資
本
の
「
人
格
化
」

と
し
て
の
範
晴
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
資
本
の
客
観
的
白
己
運
動
の
担
い
手
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
商
品
の
も
っ
使
用
価
値
と
価
値
の

矛
盾
が
展
開
の
原
動
力
と
な
り
、
貨
幣
の
成
立
に
よ
る
価
値
の
独
立
、
そ
し
て
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
は
何
も
の
と
も
交
換
し
う

る
定
有
と
し
て
、
や
が
て
は
白
己
増
殖
を
展
開
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
資
本
と
い
う
形
態
に
転
化
す
る
。
マ
ル
ク
ス
が
『
手
稿
』
で

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

疎
外
さ
れ
た
労
働
と
し
て
捉
え
た
労
働
の
現
実
彫
態
は
、
こ
の
資
本
形
態
が
、
杜
会
的
労
働
“
生
産
過
程
を
自
己
の
価
値
増
殖
過
程

の
う
ち
に
包
摂
す
る
こ
と
、
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
流
通
過
程
と
し
て
の
価
値
増
殖
過
程
が
こ
こ
に
実
質
を
え
て
資
本
の
生
産
過
程
、

再
生
産
過
程
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
で
は
、
概
念
が
歴
史
を
貫
く
も
の
と
し
て
こ
れ
と
統
一
的
に
捉
え
ら
れ
、
従
っ
て
絶
対
的
な
哲
学
の
体
系
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

し
か
も
概
念
、
イ
デ
ー
が
根
本
存
在
と
さ
れ
る
た
め
に
概
念
論
の
体
系
と
な
っ
た
。
資
本
主
義
経
済
の
原
理
と
し
て
の
価
値
は
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

さ
し
く
資
本
主
義
杜
会
と
い
う
豚
史
的
事
実
が
白
ら
を
規
定
す
る
本
質
概
念
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
概
念
の
体
系
は
歴
史
的
な
科
学

、
　
　
、
　
　
、

の
体
系
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
概
念
の
於
閉
が
た
だ
ち
に
歴
史
の
展
開
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
概
念
と
い
っ
て
も
そ
れ
〔
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
ｎ
北
し
展
閉
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
歴
史
全
体
の
抽
象
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
は
慨
史
的
事
実

の
過
朴
の
反
映
と
い
う
わ
げ
に
は
い
か
な
い
。
反
映
論
と
し
て
は
、
歴
史
が
筑
本
主
義
と
い
う
純
経
済
的
原
珊
を
体
系
的
に
反
映
し

て
い
る
も
の
、
と
で
も
い
う
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
体
系
な
い
し
方
法
全
体
の
反
映
と
い
う
こ
と
を
、
も
う
少
し
内
容
に
た

ち
人
っ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
｛
＾
、
貨
幣
、
資
本
の
形
態
は
、
資
本
主
養
的
｛
＾
洋
沽
の
も
と
に
お
げ
る
労
働
火
産
物
に
と
っ
て
物
仰
で
あ
る
リ
人
…
が
生
陸
、

物
を
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
塊
俊
し
た
こ
の
伽
仙
の
形
態
が
、
や
が
て
最
高
の
杵
遍
的
存
在
と
な
っ
て
す
べ
て
の
人
…
を
支
舳
す



る
に
い
た
る
と
い
う
こ
の
物
神
性
は
、
い
わ
ぱ
人
問
が
自
ら
播
い
た
種
よ
り
始
ま
っ
た
と
は
い
え
、
観
念
世
界
の
こ
と
で
は
な
く
、

ま
さ
し
く
理
実
世
界
に
お
げ
る
物
神
化
過
租
で
あ
る
。
そ
し
て
ン
」
の
量
的
規
定
の
彩
態
は
、
人
問
の
経
済
的
関
係
の
内
部
に
お
け
る

生
産
物
の
杜
会
的
性
格
の
対
象
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
が
て
、
完
全
に
質
を
、
使
用
仙
値
を
ぱ
、
量
の
、
価
値
の
、
質
料
的
担
い
手

と
し
て
支
配
す
る
に
い
た
る
。
価
償
形
態
す
な
わ
ち
交
換
価
値
は
一
っ
の
定
有
と
し
て
貨
幣
と
な
る
が
、
等
価
形
態
の
観
念
性
は
依

然
と
し
て
貨
幣
の
本
質
で
あ
り
や
が
て
資
本
の
本
質
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
使
用
価
値
体
が
白
ら
の
価
値
を
他
の
使
用
価
値
体
に

投
影
す
る
こ
と
な
し
に
は
白
ら
の
価
値
を
表
現
で
ぎ
な
い
と
い
う
商
品
世
界
の
本
性
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
貨
幣
は
こ
の
等
価
物
と

し
て
投
影
さ
れ
る
形
態
と
し
て
の
観
念
性
を
そ
の
本
質
と
し
て
い
る
。
商
品
、
貨
幣
、
資
本
と
い
う
形
態
は
、
ま
さ
し
く
人
問
が
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

活
者
と
し
て
物
質
と
か
か
わ
る
世
界
、
す
な
わ
ち
経
済
的
世
界
に
お
げ
る
労
働
生
産
の
杜
会
的
対
象
化
、
疎
外
で
あ
り
、
投
影
で
あ

る
も
の
の
定
有
化
、
独
立
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
資
本
主
義
に
お
げ
る
資
本
の
定
有
は
、
こ
の
対
象
化
さ
れ
た
規
定
性

が
み
ず
か
ら
歴
史
的
本
質
存
在
と
な
っ
て
杜
会
の
総
生
産
を
自
ら
掌
握
下
に
お
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
へ
－
ゲ
ル
哲
学
に
お
げ
る
イ
デ
ー
は
、
マ
ル
ク
ス
体
系
に
お
い
て
は
ま
さ
に
価
値
で
あ
る
が
、
経
済
学
原
理
論
と
し
て
の
『
資
本

論
』
で
は
こ
の
も
の
は
そ
の
歴
史
的
形
態
の
本
質
で
あ
合
こ
と
を
白
覚
し
つ
っ
展
開
さ
れ
る
が
故
に
へ
－
ゲ
ル
に
お
げ
る
絶
対
的
始

元
「
有
」
を
も
っ
て
展
閑
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
彫
態
の
最
も
抽
象
的
な
規
定
か
ら
流
通
形
態
論
と
し
て
展
閉
さ
れ
、
こ
の
腿
閑
が

労
働
１
１
生
産
と
い
う
実
体
を
把
握
し
て
進
む
過
程
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
形
態
の
ロ
ゴ
ス
体
系
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

向
覚
の
上
に
成
立
し
て
い
る
原
理
体
系
と
し
て
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
科
学
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
よ
り
こ
れ
は
実
一
証
的
、
経
験
的

諾
科
学
の
一
と
し
て
の
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
的
主
体
と
し
て
の
人
間
が
す
べ
て
現
実
の
歴
史
的
本
貫
の
原
理
的
認
織
と
し
て
、
白

ら
の
主
体
性
の
絶
対
的
媒
介
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
決
定
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
へ
－
ゲ
ル
哲
学
、
フ
ォ
ェ
ル
バ
ッ
ハ

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
」
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
（
六
三
〇
）

●

●



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
（
六
三
一
）

の
い
わ
ゆ
る
「
疎
外
さ
れ
た
体
系
」
と
し
て
の
哲
学
は
、
マ
ル
ク
ス
の
労
働
主
体
性
の
哲
学
的
立
場
か
ら
〃
現
実
の
原
理
的
体
系
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

と
し
て
、
し
か
も
現
実
に
お
げ
る
観
念
論
批
判
の
論
理
体
系
と
し
て
の
科
学
に
分
化
、
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
科
学
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

し
て
徹
底
す
る
こ
と
は
、
労
働
主
体
性
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
徹
底
的
に
逆
倒
し
た
世
界
の
形
態
的
合
理
性
と
そ
の
白
己
矛
盾
の
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

呈
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
経
済
学
原
理
論
が
経
済
的
土
台
に
お
げ
る
完
成
し
た
疎
外
の
体
系
、
現
実
世
界
に
お
げ
る
観
念

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

諭
（
資
全
」
そ
、
価
値
こ
そ
実
体
だ
と
す
る
立
場
）
の
貫
徹
と
そ
の
白
己
批
判
の
体
系
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
資
本
主
義
的
商
品
の
根
本
性
格
を
原
理
的
に
体
理
し
て
い
る
も
の
は
、
労
働
力
と
い
う
商
品
で
あ
る
。
　
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る

　
　
　
　
　
（
２
）

「
原
某
的
定
有
」
巴
Ｏ
昌
Ｏ
暮
胃
ぎ
ぎ
。
り
Ｏ
轟
旺
■
と
し
て
の
原
基
形
態
里
Ｏ
昌
９
＄
ユ
冒
Ｂ
は
む
し
ろ
労
働
力
商
品
と
し
て
把
握
さ
れ

ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
尤
も
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
資
本
主
義
の
原
双
的
認
識
が
労
働
力
商
品
を
始
元
（
瑞
初
）
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら

ぬ
と
い
う
こ
と
に
は
、
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
た
だ
、
上
の
こ
と
の
把
握
に
よ
っ
て
端
初
の
商
口
ｍ
の
性
格
が
、
さ
ら
に
商
品
か
ら
貨

幣
、
賓
本
へ
の
展
閉
の
論
琳
的
意
義
が
当
然
ぎ
び
し
い
規
定
を
受
げ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　
杜
会
形
態
の
如
何
を
と
わ
ず
、
人
閉
の
労
働
力
は
如
何
よ
う
に
か
支
出
さ
れ
て
杜
会
生
沽
の
消
欽
寮
料
を
生
産
し
て
き
た
。
ま
た

席
＾
は
、
共
同
体
…
の
交
換
に
よ
る
も
の
と
し
て
の
そ
の
党
化
に
歴
史
的
な
始
め
を
も
っ
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ノ
ア
の
洪
水
以

前
」
か
ら
存
在
し
、
資
本
主
義
成
立
以
前
す
で
に
各
共
同
体
の
売
展
段
階
に
応
じ
て
理
発
し
っ
っ
、
し
か
も
決
し
て
杜
会
的
生
産
の

形
態
と
な
る
こ
と
な
く
、
も
っ
は
ら
流
通
剖
面
に
お
い
て
ｎ
己
の
彩
態
を
塊
象
さ
せ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
流
通
部
面
に
お
け
る

形
態
と
し
て
は
、
席
＾
は
貨
幣
、
資
本
へ
と
展
閉
し
て
い
た
。
だ
が
、
寮
本
の
形
態
と
い
っ
て
も
ど
こ
ま
で
も
流
通
に
お
げ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
…
他
州
弧
過
杵
も
実
貫
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
資
木
市
我
以
前
に
お
げ
る
労
働
牛
水
の
淋
形
態
と
、
席
＾
１
肯
幣
－
資
木
の
流
通
形
態
と
は
、
一
雁
吏
的
に
も
、
ま
た
論
珊
的
に
も

■



統
一
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
応
純
粋
に
二
元
的
に
考
え
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
き
の
唯
物
史
観
に
よ
る
歴
史

把
握
の
意
義
と
そ
の
限
界
の
考
察
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
原
理
的
に
捉
え
ら
れ
る
べ
ぎ
対
象
が
、
歴
史
一
般
と
い
う
こ
と
で
な
く
、

ま
た
商
品
経
済
杜
会
一
般
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
　
「
特
殊
的
に
歴
史
的
な
」
資
本
主
義
杜
会
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
論
理
的
な
厳

密
さ
を
要
求
す
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
労
働
力
の
商
品
化
こ
そ
資
本
主
義
の
存
在
を
原
理
的
に
確
証
す
る
。
こ
れ
は
論
理
的
に
は
、
商
品
－
貨
幣
－
資
本
の
流
通
形
態
が

杜
会
的
に
労
働
生
産
過
程
を
把
握
す
る
と
い
う
・
」
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
初
め
て
商
品
生
産
が
杜
会
的
生
産
の
形
態
と
し
て
確
立
さ
れ

た
こ
と
を
示
す
。
商
品
経
済
は
一
杜
会
を
総
体
的
（
生
産
・
流
通
・
分
配
）
に
貫
徹
す
る
こ
と
と
な
り
、
単
に
如
何
よ
う
に
か
生
産
さ

れ
た
も
の
が
商
品
と
な
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
商
品
は
労
働
力
と
い
う
商
品
が
生
産
す
る
も
の
と
な
り
、
労
働
者
は
自
分
の
労

働
力
の
伽
値
と
し
て
え
た
労
働
賃
金
に
よ
っ
て
自
分
の
生
活
資
料
を
買
わ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
と
い
う
必
然
性
の
中
に
入
る
。

　
私
は
、
先
年
、
マ
ル
ク
ス
初
期
の
自
己
疎
外
論
の
発
展
、
そ
の
論
理
的
構
造
を
、
　
『
資
本
論
』
の
「
価
値
彩
態
論
」
の
う
ち
に
み

　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

て
こ
れ
を
検
討
し
た
。
こ
れ
は
、
単
な
る
商
品
の
流
通
形
態
の
展
開
の
う
ち
に
、
す
で
に
自
己
疎
外
の
論
理
構
造
が
っ
ぎ
と
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
質
と
し
て
の
一
使
用
価
値
体
が
商
品
と
い
う
彩
態
を
う
る
こ
と
に
よ
り
、
必
然
的
に
価
値
と

い
う
量
の
形
態
へ
そ
の
主
体
性
を
疎
外
し
て
ゆ
く
過
程
を
価
値
形
態
論
は
実
に
正
確
に
示
し
て
い
る
。

　
商
品
は
そ
れ
の
生
産
に
必
要
な
労
働
を
含
む
か
ら
こ
そ
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
伽
値
は
実
は
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

換
（
流
通
）
と
い
う
「
廻
り
み
ち
」
と
昌
考
晶
を
と
お
し
て
し
か
白
ら
の
伽
値
を
現
象
さ
せ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
廻
り
み
ち
」

こ
そ
生
産
物
の
質
（
使
用
価
値
）
を
量
（
価
値
）
の
形
態
に
転
化
さ
せ
る
必
然
性
を
論
理
的
に
明
ら
か
に
し
、
こ
こ
に
商
品
の
仙
値
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

態
に
よ
る
質
的
主
体
の
量
的
客
体
へ
の
白
己
疎
外
が
露
呈
さ
れ
る
。
し
か
し
、
か
り
に
、
杜
会
が
こ
の
よ
う
な
商
品
の
流
通
の
基
礎

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
一
．
労
働
力
の
商
品
化
」
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
（
六
三
二
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
（
六
三
三
）

に
単
純
商
品
生
産
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
商
品
流
通
に
よ
る
価
値
規
定
の
「
廻
り
み
ち
」
は
や
が
て
生
産
と

交
換
の
く
り
返
し
と
、
生
産
者
の
自
由
な
移
動
と
い
う
も
の
の
介
し
て
均
街
・
調
整
さ
れ
、
各
自
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
も
の
が
価

値
通
り
に
売
ら
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
単
純
商
品
杜
会
」
と
な
っ
て
落
着
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
均
衡
状
態

の
持
続
に
お
い
て
は
、
商
品
生
産
は
速
か
に
そ
の
価
値
規
定
を
受
げ
と
り
、
い
わ
ぱ
杜
会
が
そ
の
盲
目
的
意
志
に
よ
っ
て
価
値
に
も

と
づ
く
労
働
の
分
配
を
行
な
わ
し
め
て
い
る
か
の
よ
う
な
現
象
形
態
を
と
る
で
あ
ろ
う
。

　
古
典
経
済
学
を
し
て
資
本
主
義
杜
会
の
歴
史
性
、
そ
の
自
己
矛
盾
を
洞
察
せ
し
め
な
か
っ
た
も
の
は
、
勿
論
彼
ら
が
生
ぎ
た
資
本

制
の
段
階
に
よ
る
制
約
は
あ
る
の
だ
が
、
彼
ら
が
一
方
で
「
回
ビ
ソ
ソ
ソ
物
語
」
に
よ
る
意
識
的
労
働
分
配
を
価
値
把
握
の
要
素
と

し
、
他
方
で
単
純
な
商
品
生
産
・
流
通
杜
会
を
資
本
主
義
杜
会
と
本
質
的
に
同
一
視
し
な
が
ら
、
根
本
に
価
値
世
界
の
調
和
・
均
衡

を
確
信
し
た
・
」
と
に
他
な
ら
な
い
。
勿
論
、
単
純
商
品
杜
会
の
均
衡
を
仮
構
し
て
考
え
て
も
、
そ
こ
で
賃
的
主
体
の
量
的
客
体
へ
の

白
己
疎
外
を
否
定
し
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
だ
い
た
い
価
値
彩
態
論
に
よ
っ
て
自
己
疎
外
の
論
理
を
確
か
め
る
場
合
、
こ
の
背
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
杜
会
的
労
働
主
体
を
考
え
る
な
ら
ば
、
常
に
上
の
よ
う
な
単
純
商
品
杜
会
を
実
質
的
支
柱
と
し
て
考
え
形
態
論
の
意
義
を
見
失
う

危
険
を
は
ら
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
に
疎
外
の
論
理
を
見
よ
う
と
す
る
こ
と
の
た
め
に
、
形
態
論
の
原
理
的
、
体
系
的
意
義
を
見
失
う
危
険
に
っ

ね
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
形
態
論
が
疎
外
論
の
発
展
と
し
て
も
っ
根
本
的
な
恨
界
を
明
確
に
し
て
い
な
げ
れ
ぱ
な
ら

な
い
。
マ
ル
ク
ス
白
身
、
一
般
的
価
値
形
態
な
い
し
貨
幣
形
態
の
成
立
を
も
っ
て
価
偵
形
態
論
に
於
げ
る
一
の
決
定
的
次
元
を
確
立

さ
せ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
勿
論
、
流
通
形
態
は
こ
の
貨
幣
の
成
立
を
も
っ
て
完
成
し
た
り
均
衡
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
貨

幣
形
態
は
そ
の
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
反
省
過
程
を
へ
て
資
本
へ
と
論
理
的
に
展
閉
す
る
の
で
あ
る
。



　
価
値
形
態
に
お
い
て
白
己
疎
外
論
の
発
展
を
み
る
こ
と
は
、
流
通
形
態
に
お
げ
る
白
己
疎
外
の
論
理
を
み
る
こ
と
で
あ
る
一
つ
ま

り
貨
本
十
エ
義
的
白
己
疎
外
に
と
っ
て
は
可
能
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
疎
外
、
い
わ
ぱ
流
通
主
体
に
お
げ
る
疎
外
の
論
理
を
み
る
こ
と

で
あ
る
。
　
『
資
本
論
』
と
し
て
は
、
価
値
形
態
論
に
お
げ
る
疎
外
論
は
生
産
主
体
の
疎
外
と
し
て
で
は
な
く
、
明
確
に
流
通
主
体
な

い
し
流
通
に
お
げ
る
商
品
所
有
者
と
し
て
の
主
体
の
疎
外
と
み
る
し
か
な
く
、
そ
の
背
後
に
労
働
生
産
主
体
を
考
え
れ
ば
、
ど
う
し

て
も
資
本
主
義
な
ら
ざ
る
一
般
的
商
品
生
産
杜
会
を
そ
の
地
盤
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
資
本
主
義
に
お
げ
る
労
働
主
体
は
賃
労
働
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
労
働
力
し
か
売
る
も
の
が
な
い
人
問
と
し
て
、
他
方
資
本
家
は
資

本
な
い
し
生
産
手
段
を
私
有
す
る
も
の
と
し
て
市
場
に
現
わ
れ
る
。
こ
こ
に
資
本
の
基
本
的
流
通
形
態
Ｇ
ｌ
Ｗ
－
ひ
が
、
労
働
生
産

過
程
を
そ
の
中
に
把
握
し
て
産
業
資
本
Ｇ
ｌ
Ｗ
ｌ
Ｐ
－
Ｗ
－
ぴ
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
労
働
力
は
「
人
問
の
身
体
、
生
ぎ
た
人
格
の
中
に
存
在
す
る
身
心
の
能
力
の
総
括
と
し
て
、
彼
が
な
ん
ら
か
の
種
類
の
使
用
価
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

を
生
産
す
る
場
合
に
は
、
常
に
こ
れ
を
使
用
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
」
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
本
来
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
た
の
で
な
い
も
の
が
、
商
品
経
済
の
貫
徹
と
し
て
の
資
本
主
義
に
お
い
て
決
定
的
な

要
素
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
。
そ
れ
も
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
よ
う
に
、
こ
の
労
働
力
は
、
な
ん
ら
か
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
こ
と

が
で
ぎ
な
い
、
と
い
う
歴
史
的
前
提
に
よ
っ
て
必
然
的
に
商
品
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
資
本
家
は
他
の
す
べ
て
の
商
品
に
対
し
て
は
、

そ
の
生
産
を
把
握
し
て
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
労
働
力
商
品
だ
げ
は
白
ら
の
資
本
を
も
っ
て
生
産
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
と
え
ぱ
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
に
よ
る
相
対
的
過
剰
人
口
と
し
て
、
相
対
的
な
規
制
力
を
も
っ
こ
と
が
で
ぎ
る
に
す
ぎ
な

い
。
す
な
わ
ち
、
労
働
力
商
品
は
資
本
家
が
資
本
の
価
値
増
殖
過
程
、
そ
の
循
環
過
杵
に
お
い
て
、
そ
の
都
度
白
由
に
量
的
調
整
を

な
し
え
な
い
唯
一
の
商
品
、
資
本
主
義
に
お
げ
る
唯
一
の
単
純
商
品
と
し
て
存
在
す
る
。

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
」
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
（
六
三
四
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
（
六
三
五
）

　
資
本
家
は
、
・
」
の
労
働
力
と
い
う
商
品
の
使
用
価
値
の
生
産
的
消
費
と
し
て
の
労
働
に
よ
っ
て
、
初
め
て
価
値
増
殖
を
実
現
す
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
労
働
、
生
産
の
過
程
を
も
自
己
の
価
値
の
増
殖
に
お
け
る
一
の
物
的
過
程
と
し
て
捉
え
る
。
本
来
商
品
で
な
く

客
体
的
物
質
で
な
い
も
の
が
、
物
化
し
て
捉
え
ら
れ
、
客
体
的
物
質
の
過
程
の
中
に
解
消
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
資
本
主

義
的
矛
盾
の
細
胞
の
か
た
ち
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
杜
会
の
総
体
的
生
産
が
こ
の
労
働
力
の
商
品
化
を
基
礎
と
し
て
行
淀
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
こ
ろ
に
、
人
問
の
白
己
疎
外
は
そ
の
必
然
的
か
っ
現
実
的
な
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
労
働
力
商
品
は
賃
金
で
買
っ
た
生
活
資
料
を
個
人
的
に
消
費
し
て
再
生
産
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
彼
ら
の
労
働
の
直
接

の
生
産
物
で
は
な
い
。
ま
た
資
本
家
が
売
る
商
品
も
、
も
と
よ
り
商
品
と
し
て
買
っ
た
生
産
手
段
と
労
働
力
と
の
生
産
的
消
費
に
よ

っ
て
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
資
本
家
自
身
の
労
働
の
生
産
物
で
は
な
い
。
し
か
も
こ
の
相
関
は
、
直
接
の
生
産
者
を
労
働
生
産
者
と

し
て
現
わ
れ
さ
せ
ず
、
却
っ
て
生
産
者
で
汰
い
資
本
家
が
商
品
の
生
産
者
と
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
商
品
交
換
は
全
く
物
と
し
て
の
商
品
と
し
て
観
念
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
人
問
が
白
分
の
つ
く
っ
た
も
の
に
支
配

さ
れ
る
。
労
働
力
商
品
化
に
よ
る
資
本
の
生
産
過
程
は
、
労
働
主
体
の
白
己
疎
外
な
い
し
物
化
を
客
観
的
根
拠
の
う
え
に
完
成
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
「
一
に
お
い
て
商
品
・
貨
幣
・
資
本
の
物
神
性
と
し
て
剃
扶
し
て
い
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
以
上
で
閉
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
資
本
主
義
経
済
構
造
の
根
本
的
性
格
は
、
そ
の
細
胞
移
態
と
し
て
の
「
労
働
力
商
品
」
に
体

現
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
も
の
は
そ
の
経
済
構
造
の
根
本
的
矛
盾
の
細
胞
形
態
で
も
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
資
本
主
義
的
矛
盾
の
現
実
形
態
も
、
原
理
的
に
は
当
然
こ
の
労
働
力
商
品
化
を
根
拠
と
す
る
こ
と
が
洞
察
で
ぎ

る
。
世
界
史
上
で
み
ら
れ
る
各
困
の
資
本
主
義
の
売
膜
と
そ
の
燭
熟
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
異
っ
た
様
能
心
を

示
し
て
い
る
が
、
純
粋
な
資
本
主
義
構
造
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
原
型
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
原
理
性
が
段
階
的
な
様
態
に
よ
っ
て



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
、

ゆ
が
め
ら
れ
ぬ
よ
う
警
戒
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
資
本
は
ど
、
こ
ま
で
も
白
己
増
殖
す
る
価
値
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
本
質
と
し
、
こ

の
本
質
を
貫
徹
す
べ
く
白
己
運
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
象
的
に
は
白
己
矛
盾
の
現
わ
れ
と
み
え
る
も
の
で
も
、
た
と
え

ぱ
そ
れ
が
歴
史
的
に
し
ぼ
し
ぱ
現
わ
れ
た
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
資
本
が
ｎ
己
の
う
ち
に
そ
れ
を
調
整
し
う
る
可
能
性
を
も
っ
も

の
は
、
資
本
主
義
的
矛
盾
と
な
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
資
本
主
義
杜
会
の
階
級
性
を
意
識
す
る
と
共
に
、
わ
れ
わ
れ
の
方
に
労

働
者
階
級
こ
そ
生
産
の
、
従
っ
て
杜
会
の
真
の
主
体
で
あ
る
と
み
る
立
場
が
強
く
現
わ
れ
て
、
と
も
す
れ
ぱ
二
元
次
的
な
経
済
的
不

均
衡
を
も
必
然
的
矛
盾
の
よ
う
に
主
張
す
る
＞
」
と
が
起
っ
て
く
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
資
本
主
義
杜
会
に
お
い
て
も
、
ま
る
で
労
働
者

が
イ
ニ
シ
ヤ
テ
イ
ヴ
を
と
っ
て
杜
会
的
生
産
を
行
な
っ
て
い
る
と
誤
認
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
暴
論
も
現
わ

れ
て
く
る
。

　
マ
ル
ク
ス
白
身
が
、
商
品
に
お
げ
る
使
用
価
値
を
価
値
の
「
質
料
的
担
い
手
」
と
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
資
本
主
義
に
お
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

労
働
“
生
産
は
、
資
本
の
価
値
増
殖
の
質
料
的
担
い
手
と
い
う
性
格
を
お
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
原
理
的
に
確
認
し
て

か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
　
「
ｎ
外
史
的
過
秤
」
と
か
必
然
性
と
か
の
乱
用
に
よ
っ
て
、
資
本
家
が
ｎ
己
展
閑
に
明
ら
か
に
不
利
で
あ
る
と
目
覚
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ぱ
ｎ
己
訂
正
し
う
る
事
能
心
を
も
、
い
わ
ぱ
盲
目
的
に
不
均
衡
や
対
立
激
化
の
方
向
へ
突
巡
し
て
ゆ
く
か
の
如
く
説
き
・

必
然
性
の
糸
に
よ
っ
て
そ
の
論
証
を
ご
ま
か
す
場
介
も
起
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
賓
木
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
を
原
理
的
に
必

然
的
な
も
の
と
み
て
、
労
働
者
階
級
の
窮
乏
化
を
絶
対
的
な
法
川
と
し
て
み
る
こ
と
は
支
配
的
な
説
と
な
っ
て
い
る
が
・
マ
ル
ク
ス

、
〔
身
も
そ
う
ま
で
一
方
的
な
推
倫
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
、
、
伽
仇
の
ｎ
己
増
殖
を
本
賃
と
す
る
資
本
は
、
そ
の
仰
一
徹
の
た
め
に
っ

ね
に
有
機
的
椛
成
の
高
度
化
を
於
閉
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
・

　
　
　
　
「
、
〃
働
の
疎
外
」
と
一
．
労
働
力
の
商
。
川
化
」
（
涜
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
（
六
三
六
）



　
　
　
　
立
命
館
縫
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
（
六
三
七
）

　
資
本
が
白
分
で
洲
整
な
い
し
訂
正
を
行
な
い
う
る
と
認
め
ら
れ
る
混
乱
や
停
滞
は
、
あ
く
ま
で
二
次
的
な
も
の
と
し
て
資
本
主
義

の
根
本
的
矛
盾
か
ら
排
除
し
な
け
れ
ぱ
、
本
質
的
な
塊
実
と
偶
発
的
な
い
し
末
梢
的
な
塊
象
と
が
混
同
さ
れ
て
し
ま
う
。
あ
げ
く
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

資
本
士
上
義
を
い
た
る
と
こ
ろ
対
立
や
矛
盾
だ
ら
げ
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
構
造
を
も
、
従
っ
て
そ
の
止
揚
を
も
あ
ま
く
み
て
し
ま
う

結
果
に
陥
り
場
い
の
で
あ
る
。

　
資
本
が
資
本
と
し
て
ｎ
己
運
助
す
る
か
ぎ
り
、
必
然
的
に
塊
実
化
し
て
く
る
矛
盾
は
周
期
的
恐
慌
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
資
本
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
＾
　
、
　
、

の
必
然
的
な
白
己
批
判
と
も
い
う
べ
き
塊
象
で
あ
っ
て
、
こ
の
矛
盾
の
必
炊
一
～
な
払
大
再
生
産
の
出
岨
に
よ
っ
て
賞
、
本
主
義
は
も
は

や
歴
史
的
な
生
産
関
係
と
し
て
そ
の
生
産
力
に
適
応
す
る
も
の
と
い
え
な
い
こ
と
を
、
ｎ
分
の
原
双
的
構
辿
の
う
ち
に
立
証
す
る
の

で
あ
る
。

　
こ
こ
に
恐
慌
の
根
拠
を
労
働
力
商
品
か
ら
展
閑
す
る
こ
と
は
省
く
し
か
な
い
が
、
こ
の
恐
慌
に
閑
し
て
も
、
そ
の
原
理
的
構
造
を

労
働
力
陥
品
の
う
ち
か
ら
展
閉
し
な
い
説
が
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
。
エ
ソ
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
資
本
ヤ
義
の
根
本
的
矛
盾
と
さ
れ
、

こ
れ
に
も
と
づ
い
て
レ
ー
ニ
ソ
が
恐
慌
の
根
拠
と
な
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
「
化
産
の
杜
八
ム
的
仕
格
と
所
有
の
私
的
性
格
と
の
矛
盾
」

が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
厳
密
な
資
本
、
中
養
の
構
逃
か
ら
規
定
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
賄
、
…
生
産
一
般
に
伴

う
矛
膚
と
い
う
べ
ぎ
も
の
で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
陥
品
経
済
の
け
な
わ
れ
る
杜
会
は
つ
ね
に
恐
慌
の
可
能
仕
を
も
つ
が
、
そ
の
よ
う
な

抹
宗
溶
ぶ
の
継
と
い
う
ぺ
ぎ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
根
本
的
矛
盾
と
さ
れ
る
も
の
と
孟
閑
か
ら
一
一
、
資
木
諭
』
第

二
巻
の
「
再
化
昧
表
式
」
を
と
り
上
げ
、
恐
慌
允
生
の
直
按
の
動
内
と
し
て
化
雌
榊
門
…
の
不
均
衡
を
あ
げ
る
こ
と
も
逝
説
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
が
・
こ
れ
も
、
払
脈
忘
し
ぱ
し
ぱ
恐
慌
帆
象
の
契
繊
と
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
い
わ
ぱ
偶
然
的
契
機
と
い
う
ぺ

ぎ
も
の
で
こ
こ
か
ら
川
期
的
な
堤
一
仕
を
諭
些
ぎ
る
も
の
で
は
な
い
、
マ
ル
ク
ス
も
、
右
の
伽
所
で
、
生
床
舳
門
…
の
不
均
衡
が



恐
慌
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
の
必
然
性
の
根
拠
と
し
て
説
い
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
。
も
と
も
と
『
資
本

論
三
に
お
げ
る
「
再
生
産
表
式
」
は
、
い
か
な
る
杜
会
に
お
い
て
も
な
ん
ら
か
の
形
式
で
行
な
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
杜
会
的
再
生
産

の
蛍
本
主
義
的
形
式
を
表
式
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
表
式
白
体
は
な
ん
ら
資
木
主
義
的
矛
盾
の
要
素
を
含
む
も
の
と
し
て
説

か
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
表
式
か
ら
生
産
部
門
問
の
不
均
衡
を
と
り
あ
げ
て
恐
慌
の
根
拠
を
説
こ
う
と
す
る
よ
う
な
こ
と

は
、
い
わ
ば
木
に
よ
っ
て
魚
を
求
め
る
の
類
で
あ
る
。

　
賞
本
主
義
の
根
木
的
矛
盾
は
、
　
「
労
働
力
商
品
」
の
う
ち
に
始
元
的
に
包
含
さ
れ
、
こ
の
も
の
を
根
拠
と
す
る
周
期
的
恐
慌
の
う

ち
に
班
実
化
さ
れ
る
こ
と
が
論
託
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
資
本
主
義
の
原
理
的
把
握
の
枢
軸
で
あ
る
と
す
る
、
」
と
は
、
当
然

『
資
本
論
』
を
、
古
Ｈ
雇
一
冊
貝
し
た
読
み
と
り
方
に
よ
っ
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
資
木
主
義
の
矛
盾
を
席
品
杜
会
一
般
の
も
っ
可
能
的
矛
盾
の
う
ち
に
解
消
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
資
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

主
義
の
原
理
的
認
識
が
、
全
体
系
の
論
理
的
前
捉
と
し
て
の
流
通
論
（
尚
い
…
１
貨
幣
－
資
木
）
を
、
純
粋
な
形
態
論
と
し
て
、
も
た
ね

ぱ
な
ら
な
い
こ
と
は
承
認
さ
れ
る
と
思
う
。
陥
＾
杜
会
一
般
の
矛
盾
は
、
あ
く
ま
で
可
能
的
矛
盾
で
あ
っ
て
、
祉
会
の
基
本
構
迭
と

納
び
つ
い
て
そ
の
内
怖
か
ら
必
然
的
に
塊
火
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
帖
舳
の
流
通
し
た
資
木
上
義
以
外
の
如
何
な
る
杜
会
も
、
そ

の
｛
＾
礼
会
た
る
こ
と
に
よ
る
矛
肝
の
故
に
、
陥
＾
杜
会
た
る
こ
と
を
止
揚
し
た
こ
と
は
な
く
、
資
木
十
工
義
杜
会
と
な
っ
て
初
め
て

商
＾
経
沽
杜
会
と
し
て
全
面
的
に
ｎ
己
竹
一
徹
し
た
こ
と
が
よ
く
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
旅
木
主
義
杜
会
は
、
そ
の
「
特
殊
的
に

昨
史
的
な
」
杜
会
た
る
こ
と
の
松
本
矛
肝
を
ま
ず
原
珊
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
綜
八
、
的
認
漱
が
灰
…
…
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
原
双
的
基
礎
に
立
っ
て
こ
そ
、
や
が
て
こ
の
礼
会
の
止
揚
の
条
作
も
、
止
し
く
把
搾
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

　
　
　
（
６
）

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
・
ｍ
化
」
（
沽
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
（
六
三
八
）



　
　
　
立
命
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学
（
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第
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・
六
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五
四
　
　
（
六
三
九
）

（
ユ
）
　
『
資
本
輪
』
策
一
版
序
文
。

（
２
）
　
「
一
純
済
以
子
糾
＾
判
』
“
〕
土
早
ｎ
口
一
以
の
文
土
皐
。

（
３
）
　
「
ｎ
己
疎
外
八
舳
の
発
災
」
（
仰
戸
大
学
文
学
都
残
関
誌
「
研
究
」
第
二
三
ユ
一
、
所
収
）
「
大
体
と
形
能
ご
（
玉
域
他
、
絹
一
．
マ
ル
ク
ス
経
済
学
体
系
」

　
（
岩
波
）
上
巻
所
収
）

（
４
）
　
『
資
本
論
』
岩
波
文
咋
版
、
第
一
分
冊
、
一
〇
五
頁
。

（
５
）
同
筑
二
分
冊
五
二
頁
、

（
６
）
　
現
在
、
私
は
資
本
主
義
の
啄
災
的
把
握
に
閥
し
て
、
宇
野
弘
蔵
教
授
の
理
論
体
系
に
共
鳴
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
、
が
、
こ
の
章
の
一

　
郎
の
叙
述
は
、
私
た
り
に
受
け
と
っ
た
か
ぎ
り
で
の
教
授
の
基
礎
理
諭
に
拠
る
と
こ
ろ
多
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
な
お
、
こ
の
章
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
　
　
〇
　
　
〇
　
　
〇
　
　
〇
　
　
〇
　
　
〇

　
郎
分
と
し
て
Ｘ
箏
夫
の
箏
文
（
榊
大
「
研
光
」
第
二
八
号
所
収
の
「
労
働
力
な
る
商
品
の
繍
理
的
性
階
」
）
　
の
一
榔
分
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま

　
の
文
卓
で
一
仙
入
し
仁
二
と
を
お
断
つ
し
て
お
く
つ
こ
「
～
は
た
だ
、
経
済
学
の
分
野
で
の
叱
正
を
え
た
い
と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
梯
教
枢
が
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
つ
ぎ
な
が
ら
、
教
授
の
い
わ
ゆ
る
「
労
働
人
問
」
か
ら
「
単
な
る
労
働
人
閉
」
へ
、
　
「
自
己

活
莇
的
な
生
命
的
な
ｎ
己
対
象
化
」
と
し
て
の
労
働
か
ら
「
疏
外
さ
れ
た
労
働
」
へ
の
関
連
を
諭
理
的
、
概
念
的
に
追
求
し
て
お
ら

れ
る
の
は
ま
十
」
と
に
興
味
ぶ
か
い
成
栗
の
一
っ
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
教
授
が
前
者
か
ら
後
者
を
演
緯
的
に
展
閑
し
て
お
ら
れ
る

わ
げ
で
は
な
い
。
教
授
は
、
マ
ル
ク
ス
が
一
．
手
、
稿
』
で
Ｗ
三
の
ぺ
た
よ
う
に
「
国
民
経
済
学
的
な
巾
実
」
と
し
て
疎
外
さ
れ
た
労
働

を
柑
定
し
、
そ
の
維
遣
も
マ
ル
ク
ス
の
胤
定
に
っ
き
な
が
ら
展
閑
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
腿
閉
は
マ
ル
ク
ス
の
行
な
っ
て

い
る
よ
う
な
直
概
的
な
い
し
．
以
外
批
判
的
な
視
｛
に
お
げ
る
も
の
で
な
く
、
ま
さ
し
く
ｉ
資
本
八
舳
』
を
予
想
し
、
あ
た
か
も
マ
ル
ク

ス
が
帖
舳
を
珊
初
と
し
て
そ
の
二
要
素
の
分
析
か
ら
そ
の
腿
閉
を
は
じ
め
て
い
る
よ
う
に
、
教
讐
は
疎
外
に
村
す
る
マ
ル
ク
ス
の
第

一
帆
定
か
ら
、
補
州
的
な
体
系
的
焚
閉
を
＾
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



　
従
っ
て
私
が
考
察
の
一
つ
の
焦
点
と
し
た
「
白
己
活
動
的
対
象
化
」
と
し
て
の
労
働
と
疎
外
の
関
係
も
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
を
措

定
し
て
そ
の
一
要
素
と
し
て
本
未
灼
な
労
働
行
為
そ
の
も
の
を
考
察
し
、
そ
の
労
働
行
為
そ
の
も
の
ｏ
う
ち
に
疎
斗
の
可
能
性
を
規

定
し
て
ゆ
か
れ
る
の
で
め
る
。

　
す
な
わ
ち
、
　
「
彼
の
本
質
的
な
生
命
な
い
し
生
活
を
、
対
象
的
生
産
物
の
う
ち
に
白
己
表
現
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、

「
こ
の
対
象
的
生
産
物
が
、
そ
の
生
産
者
に
疎
遠
な
る
か
ぎ
り
で
は
、
彼
の
生
命
な
い
し
生
活
は
、
自
己
白
身
の
も
と
か
ら
去
っ
て

こ
の
生
産
物
の
な
か
に
存
在
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
な
り
、
従
っ
て
疎
外
さ
れ
た
関
係
に
お
か
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
教
投
は
マ
ル
ク
ス
の
規
定
す
る
疎
外
の
「
原
現
的
理
由
」
と
し
て
の
「
対
象
性
」
を
さ
ら
に
突
っ
こ
ん
で
次
の
よ
う
に
分
析

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
生
産
物
が
彼
の
対
象
と
し
て
ま
ず
「
（
ａ
）
生
産
す
る
労
働
者
に
対
し
て
の
み
で
な
く
、
一
般
的
に
、

わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
外
に
夫
存
し
、
実
在
的
な
因
果
関
連
の
一
環
と
し
て
自
然
必
然
的
に
運
動
し
、
わ
れ
わ
れ
の
主
観
的
意
志
に
、

し
た
が
っ
て
生
活
行
為
に
か
か
わ
ら
な
い
で
白
律
的
な
も
の
、
そ
れ
白
身
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
る
、
」
と
い
う
こ
と
。
こ
の
こ

と
を
論
理
的
に
規
定
し
て
「
対
段
と
意
識
な
い
し
行
為
と
が
、
外
灼
に
差
別
さ
れ
て
相
互
に
無
関
心
の
関
係
に
あ
る
こ
と
」
と
さ
れ

る
。
更
に
、
「
（
ｂ
）
こ
の
〔
然
必
然
仕
の
も
と
に
白
己
運
動
す
る
白
律
的
な
外
的
村
象
は
、
往
々
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を

脅
か
し
破
壊
す
る
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
、
白
然
対
象
の
因
果
的
な
必
然
性
に
依
久
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
」
こ

れ
は
「
潅
別
件
に
あ
る
両
項
が
、
相
互
の
あ
い
だ
の
同
一
性
の
契
機
を
規
定
的
に
定
立
し
た
関
係
と
し
て
、
村
立
の
関
係
に
あ
る
」

と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
仏
は
こ
の
論
珊
的
規
定
に
つ
い
て
少
し
疑
閉
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
行
為
に
お
げ
る
人
問
と
対

象
の
閑
係
を
、
教
壮
は
労
働
市
場
に
お
げ
る
労
働
力
と
い
う
商
品
の
所
有
者
で
あ
り
こ
の
席
品
の
阪
売
者
で
あ
る
労
働
者
の
貨
幣
所

有
者
と
の
閑
孫
が
「
〔
己
意
識
あ
る
白
己
活
動
的
な
人
問
商
品
」
の
関
係
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
　
「
労
働
人
問
」
を
「
単
な
る
労

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
」
（
済
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
（
六
四
〇
）



　
　
　
　
立
命
館
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五
六
　
　
（
六
四
一
）

働
人
問
」
た
ら
し
め
て
い
る
「
向
白
有
的
自
己
関
係
」
は
、
単
に
「
観
念
的
な
自
己
意
識
的
向
自
有
で
は
な
く
、
白
已
意
識
す
る
以

前
の
純
粋
に
生
命
的
な
自
巳
関
係
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
生
命
的
過
程
に
あ
る
人
間
は
労
働
対
象
と
の
関
係
に
お

い
て
も
「
相
互
に
疎
遠
な
外
的
差
別
の
関
係
は
、
労
働
生
産
物
が
生
産
的
労
働
者
の
自
己
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
の
直
接
的
同
一
性

の
な
か
に
、
規
定
的
に
定
立
さ
れ
る
と
す
れ
ぱ
、
同
一
性
に
お
げ
る
差
別
と
い
う
関
係
、
す
な
わ
ち
対
立
と
い
う
関
係
を
成
立
せ
し

め
る
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
「
生
命
の
白
己
表
現
」
と
し
て
の
労
働
は
、
そ
の
本
質

に
お
い
て
白
己
発
展
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
己
対
象
化
と
自
己
回
復
と
は
あ
く
ま
で
非
連
続
的
な
人

問
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
の
で
、
　
「
労
働
」
の
規
定
そ
の
も
の
か
ら
差
別
対
立
の
要
素
を
展
開
的
に
規
定
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

更
に
「
（
Ｃ
）
労
働
生
産
物
が
生
産
物
労
働
者
を
敵
対
的
に
圧
迫
す
る
と
い
う
矛
盾
関
係
に
ま
で
、
進
展
す
る
論
理
的
な
一
般
的
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

能
性
に
あ
缶
）
と
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
納
得
で
差
い
も
の
を
も
一
て
い
る
。
教
授
が
、
ま
し
く
論
理
的
竺
般
的
可
能
性
と

い
わ
れ
・
決
し
て
必
然
性
と
は
さ
れ
ぬ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
こ
の
労
働
の
へ
ー
ゲ
ル
的
、
過
程
的
把
握
は
『
手
稿
・
一

に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
も
の
と
し
て
は
了
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
・
次
に
「
こ
の
杜
会
的
に
現
実
的
な
矛
盾
関
係
の
成
立
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
に
、
さ
ら
に
何
ら
か
の
杜
会
的
条
件
が
加

わ
ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
」
と
し
て
そ
の
解
明
を
後
節
に
譲
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
私
の
閉
題
の
焦
点
を
確
め
る
こ
と

と
な
る
。

　
そ
れ
は
・
　
「
人
閉
が
彼
の
煩
的
存
在
か
ら
疎
外
さ
れ
る
こ
と
か
ら
く
る
直
按
の
帰
拮
は
、
人
閉
の
人
閉
か
ら
の
疎
外
で
あ
る
。
」

と
マ
ル
ク
ス
が
い
一
て
い
る
も
の
の
珪
で
、
控
が
労
働
疎
外
の
諦
視
定
と
さ
れ
て
．
い
る
も
の
に
っ
い
て
栄
さ
れ
て
い
る
。

荘
は
・
こ
れ
を
私
の
予
測
に
反
し
て
一
－
ゲ
ル
の
「
或
る
昌
意
識
に
他
の
昌
意
禁
対
立
す
る
一
を
い
う
辮
が
前
讐
れ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

て
い
る
・
と
さ
れ
・
　
干
精
神
現
象
学
『
一
の
「
白
己
意
識
」
を
中
心
に
驚
く
ぺ
く
綿
密
な
考
察
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

私
は
こ
の
頃
の
マ
ル
ク
ス
が
充
君
認
識
に
た
一
て
は
い
家
つ
た
に
し
て
も
、
と
に
か
く
疎
外
さ
れ
た
労
働
と
し
て
捉
え
て
い

る
も
の
は
資
本
主
義
的
白
己
疎
外
で
あ
る
こ
と
に
問
違
い
な
い
以
上
、
こ
れ
を
『
精
神
現
象
学
「
一
に
よ
つ
て
理
解
す
る
こ
と
は
彼
自

身
を
追
体
験
し
そ
の
思
想
形
成
過
程
そ
の
も
の
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
に
役
立
っ
と
い
う
以
外
に
は
あ
ま
り
意
義
を
見
出

せ
な
い
の
で
あ
る
が
・
こ
の
「
人
問
の
人
問
か
ら
の
疎
外
一
を
自
己
意
識
、
さ
ら
に
こ
れ
を
「
主
と
奴
一
の
論
理
の
う
ち
に
も
解
明

の
鑓
を
求
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
は
私
は
い
よ
い
よ
疑
問
を
強
く
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

私
は
こ
の
疎
外
の
現
実
過
程
の
鍵
は
あ
く
ま
で
春
本
酋
の
価
値
形
態
の
鵠
に
お
い
て
学
び
と
ら
ね
ば
奮
ぬ
と
考
え
る
し
、

マ
ル
ク
ス
が
『
手
稿
』
の
諸
規
定
で
疎
外
構
造
を
完
成
し
た
論
理
性
を
も
つ
て
把
握
し
え
な
か
つ
た
秘
密
を
、
類
的
存
在
と
い
う
直

瀦
人
閉
像
・
杜
会
像
を
基
礎
に
し
て
人
閉
菟
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
し
て
解
明
し
淳
れ
ぱ
奮
ぬ
も
の
と
考
え
な
い
わ
げ

に
は
い
か
な
い
。

　
も
と
よ
り
・
教
授
の
深
く
・
精
力
的
な
思
索
の
真
底
に
は
私
の
非
力
を
も
っ
て
し
て
は
と
て
も
把
握
が
届
か
ぬ
で
あ
ろ
う
こ
と
を

濃
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
微
羅
尾
↑
ゲ
ル
を
投
入
し
て
の
厳
密
き
わ
ま
る
疎
外
構
造
の
解
明
の
意
義
を
未
だ
充
分
隻
容

す
る
こ
と
が
で
差
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
教
授
が
労
働
舞
を
ど
妄
で
も
労
働
主
体
か
ら
鵠
し
よ
う
と
さ
れ
て
、
人

関
係
か
ら
く
る
規
定
も
労
鼎
為
と
人
問
の
音
隷
の
精
に
て
ら
し
な
が
ら
衝
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
結
び
つ
い
て
い

る
・
こ
れ
は
ま
た
・
拷
が
・
「
単
な
る
商
品
人
閉
一
の
論
理
箆
を
、
一
、
資
本
論
』
の
第
一
巻
請
章
を
手
が
か
り
に
し
て
解
明

さ
れ
な
が
ら
・
こ
茎
む
し
ろ
「
流
轟
廷
淳
る
貨
弊
の
普
藷
媒
介
性
一
に
よ
る
表
面
的
な
篭
、
換
一
一
一
一
口
す
れ
ぱ
「
生
産

雑
に
お
げ
三
一
労
働
｛
一
の
行
為
そ
の
も
の
に
お
げ
る
白
己
矛
盾
的
脅
己
媒
介
が
現
誘
釜
の
表
面
に
奮
わ
れ
た
篇

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
一
一
清
水
一
　
　
　
　
　
　
　
五
七
一
六
四
二
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
策
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
（
六
四
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

に
す
ぎ
な
い
」
と
し
て
「
労
働
過
程
に
展
開
さ
れ
る
疎
外
」
に
比
べ
て
第
二
次
的
な
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
結
び
っ
く
が
、

こ
れ
ら
二
っ
の
疎
外
の
構
迭
を
峻
別
し
て
展
閉
さ
れ
た
的
確
さ
に
は
敬
服
し
な
が
ら
も
、
尚
こ
れ
ら
を
相
関
的
な
統
一
に
お
い
て
把

握
さ
れ
て
い
ろ
規
実
灼
賃
労
働
者
の
論
珊
構
造
が
不
明
確
で
は
な
い
か
と
考
え
る
と
共
に
、
こ
の
理
論
構
成
の
根
ざ
す
と
こ
ろ
は
、

教
技
の
一
貫
し
た
労
働
十
工
体
の
立
場
か
ら
の
積
極
的
な
体
系
構
成
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
教
授
の
一
手
稿
』
把
握
が
一
資
本
論
』
を

地
盤
と
す
る
経
済
哲
学
原
埋
と
も
積
極
的
に
結
び
つ
く
所
以
を
わ
れ
わ
れ
は
理
解
し
う
る
契
機
を
え
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
教
疵
が
『
資
本
沽
』
の
始
元
に
っ
い
て
、
そ
の
端
初
商
品
の
も
っ
意
義
を
主
体
的
労
働
者
の
立
場
と
の
関
連
で
究
明
し
て

お
ら
れ
る
渚
論
考
も
、
教
授
の
添
済
哲
学
の
原
理
と
科
学
論
、
方
法
論
と
の
関
系
を
示
す
鍵
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
上
か
ら
の
私
の

閉
題
点
と
は
っ
ぎ
り
接
触
す
る
。

　
教
授
は
端
初
と
し
て
の
｛
品
が
、
へ
ー
ゲ
ル
一
、
論
理
学
』
に
お
げ
る
純
有
の
よ
う
に
無
規
定
的
で
な
く
、
媒
介
さ
れ
た
定
有
と
し

て
の
崎
品
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
な
ぜ
「
商
品
と
し
て
の
規
定
性
の
ま
ま
で
直
接
的
で
あ
り
」
う
る
か
を
考
察
し
て
お
ら
れ
る
。
そ

し
て
へ
ー
ゲ
ル
の
始
元
に
関
す
る
視
定
を
あ
え
て
外
的
に
適
用
さ
れ
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
に
於
げ
る
立
場
の
こ
の
唯
物
論
的
止
揚
を

認
泌
篶
的
に
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
塊
実
－
的
人
閉
が
商
品
と
し
て
存
在
す
る
場
合
、
こ
の
商
品
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
人
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

尚
品
は
、
学
閉
的
思
惟
の
端
緒
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
り
深
化
し
た
命
題
に
到
達
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
端
緒
的
商
品
が

賃
労
働
者
で
あ
る
べ
ぎ
だ
と
す
る
」
こ
の
命
題
に
た
っ
場
合
に
は
じ
め
て
「
そ
の
端
緒
は
賃
労
働
者
の
主
体
的
な
哲
学
的
白
己
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

の
出
発
点
と
な
り
う
る
」
こ
と
を
解
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
現
実
的
人
閉
の
木
来
的
思
惟
の
出
発
点
」
が
こ
こ
に
自
覚
的
に
提
起

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
私
が
こ
こ
で
充
分
に
納
得
で
き
な
い
点
は
、
こ
の
向
白
有
と
し
て
の
賃
労
働
者
の
自
覚
的
立
場
が
積
極
的
に
原
理
と
し
て
『
資
本



●

…
の
基
礎
に
お
か
れ
る
こ
と
は
、
基
本
的
な
哲
学
的
立
場
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
科
学
と
し
て
の
『
資
本
論
』
の
展
開
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

も
賃
労
働
者
の
主
体
性
、
ｎ
宜
を
措
定
す
る
こ
と
と
な
り
、
ｎ
己
棚
確
す
る
仙
値
と
し
て
の
資
本
の
腋
史
的
十
工
体
性
を
暖
昧
に
し
、

「
実
践
的
直
観
」
の
立
場
が
認
識
の
検
極
的
原
理
と
も
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
資
本
主
義
と
い
う
歴
史
的
杜
会
の
純
粋
に

原
処
的
改
解
閉
を
妨
げ
る
危
険
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
教
、
授
の
傲
底
し
た
実
践
主
体
の
立
場
か
ら
の
、
資
本
主
義
は
お
げ
る
賃
労
働
者
の
階
級
向
覚
の
原
理
解
明
か
ら
真

実
な
る
士
上
体
的
哲
学
を
学
び
と
る
と
共
に
、
教
授
が
労
働
主
体
の
綜
合
的
展
開
の
構
造
を
、
仙
値
の
形
態
の
展
開
、
価
値
の
白
己
増

聴
逃
杜
と
の
全
休
的
構
ル
、
旭
に
お
い
て
解
閉
さ
れ
る
労
を
と
ら
れ
る
こ
と
を
切
に
待
ち
望
む
も
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
し
ょ
せ
ん
時
代
の
子
で
あ
る
。
し
ょ
せ
ん
な
ど
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
現
実
に
債
極
的
に
踏
ま
え
て
学

…
を
、
実
賎
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
真
実
を
語
り
う
る
と
い
う
ぺ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
マ
ル
ク
ス
か
ら
学
び
と
る
も
の

に
っ
い
て
も
、
徒
ら
に
彼
に
忠
火
な
追
忠
帷
の
み
に
沈
潜
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
根
本
的
な
閉
題
と
そ
う
で
も
な
い
問
題
と
が
見
分

げ
ら
れ
な
く
な
る
危
険
が
ひ
そ
む
こ
と
を
知
ら
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
プ
ル
ク
ス
を
マ
ル
ク
ス
と
し
て
受
げ
と
る
に
当
っ
て

は
ｔ
娩
の
汎
人
を
慨
力
警
戒
す
る
と
共
に
、
塊
代
の
わ
れ
わ
れ
と
し
て
、
　
〃
マ
ル
ク
ス
に
お
げ
る
生
ぎ
た
も
の
”
を
把
握
す
る
主
体

仕
を
も
た
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
少
し
変
な
云
い
方
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
で
「
も
し
い
ま
マ
ル
ク
ス
が
生
き
て
白
分
と
共
に
考
え
て

い
た
ら
お
そ
ら
く
私
の
考
え
を
庁
定
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
白
分
の
内
面
の
ど
こ
か
に
き
び
し
く
も
っ
て

い
れ
ぱ
足
る
の
で
あ
る
。
梯
教
授
の
哲
学
的
思
索
も
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
終
始
練
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
教
授
は
、
現
代
に
お
げ
る
実
践
主
体
の
立
場
を
哲
学
的
に
原
理
づ
げ
、
そ
れ
を
一
、
資
本
論
』
に
お
げ
る
賃
労
働
者
の
基
本
構

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
」
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
（
六
四
四
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
（
六
四
五
）

造
を
主
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
も
賃
労
働
老
の
主
体
的
自
覚
は
ま
さ
し
く
教
授
が
概
念
的
に
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

明
さ
れ
た
構
造
に
っ
き
る
と
考
え
、
し
、
こ
の
点
で
深
く
啓
発
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
資
本
論
』
の
概
念
的
白
己
展
開

が
主
体
的
立
場
、
教
授
の
い
わ
ゆ
る
「
実
践
的
直
観
」
の
立
場
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
も
の
と
は
遺
憾
な
が
ら
考
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
Ｏ

　
教
拒
は
『
資
本
論
口
一
の
理
論
面
で
も
「
経
験
的
な
科
学
の
面
と
、
概
念
的
思
惟
の
ｎ
己
展
閑
と
い
う
哲
学
の
面
と
が
区
別
さ
れ
、

し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
区
別
さ
れ
た
面
が
同
一
性
に
あ
る
こ
と
」
を
説
い
て
お
ら
れ
る
が
、
科
学
の
面
を
経
験
的
な
側
面
に
か
ぎ
ら
れ

る
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
箏
）
教
授
の
こ
の
見
解
は
一
一
只
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
二
栗
論
』
の
下
向
雑
を
彼
以
前
の
経
済

学
の
詐
説
を
批
判
的
に
分
析
し
て
ゆ
く
科
学
的
研
究
の
過
程
と
の
み
み
ら
れ
る
こ
と
と
も
密
接
に
閑
連
し
て
い
る
が
、
上
向
的
過
租

を
哲
学
的
な
概
念
蛙
閉
過
杵
を
本
賃
的
な
中
核
と
し
て
み
ら
れ
る
点
と
と
も
に
、
私
の
納
得
で
き
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
　
『
資
本
論
三
を

原
理
的
に
拠
え
る
と
き
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
概
念
的
思
惟
の
ｎ
己
展
開
」
の
性
格
を
も
っ
た
論
理
的
体
系
と
な
る
が
、
そ
れ
を
こ
と

さ
ら
折
〕
学
の
而
と
よ
ぼ
ね
ぱ
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
典
経
済
学
や
理
代
実
江
十
工
義
に
対
す
る
科
学
概
か
ら
科
学
の
本
貫
を

規
等
る
こ
と
は
・
マ
ル
ク
ス
に
お
げ
る
科
学
一
彼
の
場
合
葦
。
。
。
。
。
箏
。
。
。
プ
、
一
け
を
、
他
の
悟
性
嶋
科
学
と
峻
別
す
ゑ
、
味
に
お
い
て
特
に
「
学
一

と
氷
し
て
も
よ
い
の
だ
が
）
の
本
皿
を
あ
え
て
見
あ
や
ま
る
危
険
を
っ
く
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
教
授
の
経
済
哲
学
に
よ

っ
て
確
立
さ
れ
た
も
の
は
、
賃
労
例
者
が
階
級
的
立
場
（
映
外
さ
れ
た
主
休
）
を
ｎ
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
人
…
閑
係
を
陪
級

椛
篶
に
お
い
て
巾
命
し
な
い
わ
げ
に
い
か
ぬ
と
い
う
狐
本
構
造
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
教
授
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
主
体

｝
ム
か
尻
え
ら
れ
た
狂
木
椛
必
の
把
撮
が
、
し
ぼ
し
ぼ
客
概
的
卑
一
パ
雌
七
喉
凧
点
戸
的
、
ム
を
一
に
す
る
も
の
と
な
り
、
概

念
的
ｎ
己
映
…
…
の
上
体
が
労
例
の
ヤ
体
で
あ
る
と
い
う
杁
木
的
立
場
が
貰
か
れ
る
た
め
、
客
榊
的
な
資
本
主
衷
維
沽
椛
遣
の
原
〃
的



認
識
が
そ
の
客
襯
性
を
浸
さ
れ
る
危
険
を
も
つ
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
危
慎
を
わ
れ
わ
れ
に
い
だ
か
せ
る
。
た
と
え
ば
、
教

授
に
お
い
て
は
『
資
本
論
』
が
資
本
主
義
の
産
業
資
本
的
股
階
に
お
げ
る
下
向
・
上
向
の
統
一
と
し
て
拠
え
ら
れ
、
帝
国
主
義
段
階

に
お
い
て
は
こ
の
段
階
に
お
げ
る
下
向
・
上
向
の
統
一
と
し
て
そ
の
体
系
的
把
握
が
な
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
・
　
一
資
本
論
』
の
原
理
は
た
と
え
現
実
が
帝
国
主
義
段
階
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
資
本
主
義
で
あ
る
か
ぎ
り
そ
の
基
礎
原
理
で
あ

る
筈
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
教
授
に
お
げ
る
こ
の
問
の
連
関
の
説
明
は
必
ず
し
も
明
快
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
賃
労
働
者
の
主
体
的
白
覚
は
、
経
済
学
的
に
は
南
品
化
さ
れ
た
労
働
力
主
体
の
白
覚
（
人
問
的
能
力
、
可
能
件
を
客
体
的
物
貰
力
と
同
一

の
も
の
と
さ
れ
・
商
舳
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
白
覚
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
一
資
本
論
』
に
お
げ
る
労
働
者
を
、
実
賎
士
上
体
の

う
ち
に
哲
学
と
し
て
獲
得
す
ぺ
ぎ
基
本
構
造
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
し
か
し
・
資
本
主
義
的
矛
盾
の
こ
の
基
本
構
造
を
主
体
的
に
把
握
し
、
実
践
的
立
場
の
基
本
的
白
覚
に
た
つ
と
い
う
こ
と
と
、
い

わ
ぱ
〃
弥
寿
昨
実
践
の
基
本
的
条
件
〃
と
い
う
ぺ
き
こ
と
は
如
何
に
閑
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
、
」
こ
で
塊
実
的
実
肢
と
い
っ
た
も

の
は
一
わ
れ
わ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
い
え
ぱ
、
現
代
資
本
主
義
の
理
実
に
た
っ
て
の
杜
会
的
実
践
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
よ

う
な
次
元
で
の
こ
と
は
折
ｎ
学
的
に
把
握
す
ぺ
き
枠
を
こ
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
こ
の
「
現
実
的
実

脹
の
某
本
条
件
」
を
客
観
的
に
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
も
の
が
『
資
本
論
』
で
あ
り
、
理
代
の
わ
れ
わ
れ
も
一
、
資
本
論
』
を
マ
ル
ク
ス

に
よ
っ
て
遺
さ
れ
た
も
の
の
ま
ま
で
は
な
く
な
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
徹
底
し
て
読
み
と
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
と
考

え
る
・
こ
の
と
ぎ
、
教
授
が
賃
労
働
者
の
「
資
本
主
義
的
自
己
疎
外
の
」
白
覚
と
し
て
解
則
さ
れ
た
も
の
は
、
い
わ
ば
「
否
定
的
理

性
の
体
系
」
と
し
て
の
経
済
学
に
媒
介
さ
れ
た
現
実
的
実
践
主
体
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
こ
こ
に
「
否
定
的
理
性
」

と
よ
ん
だ
「
資
本
」
　
（
臼
己
増
殖
す
る
価
値
｛
か
跡
史
的
主
体
と
す
る
体
系
の
独
自
の
意
義
、
科
学
と
し
て
の
意
義
を
看
過
す
る
危
険

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
「
労
働
力
の
商
品
化
」
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
（
六
四
六
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
（
六
四
七
）

を
伴
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
実
践
的
直
観
の
立
場
」
は
一
の
根
本
的
限
界
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
実

践
的
直
観
の
立
場
」
の
も
つ
「
非
連
続
」
面
、
な
い
し
は
労
働
者
の
主
体
性
の
強
調
が
、
資
本
主
義
の
現
実
的
構
造
を
客
観
的
、
過

程
的
に
捉
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
従
っ
て
、
『
資
本
論
』
の
う
ち
に
労
働
者
の
主
体
的
白
覚
の
根
拠
を
確
認
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
哲
学
的
展
開
と
し
て
の

『
手
稿
』
の
立
場
が
「
否
定
的
理
性
」
の
体
系
の
う
ち
に
如
何
に
止
揚
さ
れ
た
か
た
ち
で
生
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
確
認
な
の

で
あ
っ
て
、
　
『
資
本
論
』
白
体
は
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的
杜
会
の
原
理
的
認
識
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
そ
の
積
極
面
で
あ
ろ
う

と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
シ
」
で
私
は
、
ｎ
分
の
全
体
的
見
解
の
骨
子
を
述
べ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
も
と
よ
り
未
だ
荒
け
づ
り
の
も
の
で
あ
る
の
だ

が
、
教
授
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
疑
問
の
点
を
提
出
し
、
教
示
を
乞
う
上
に
お
い
て
、
白
分
の
考
え
を
赤
裸
々
に
開
示
す
る
こ
と
が
義

務
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
私
は
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
立
場
は
、
労
働
の
把
握
を
基
礎
と
す
る
実
践
の
立
場
だ
と
思
う
。
彼
の
唯
物
論
は
、
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ツ
ハ
に
関
す
る
「
第
一
テ
ー
ゼ
」
に
示
さ
れ
た
意
味
に
お
げ
る
実
践
的
主
体
の
哲
学
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
フ
ォ
イ
ェ
ル

バ
ッ
ハ
の
受
客
的
感
性
、
直
観
の
立
場
を
実
践
主
体
の
立
場
に
止
揚
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ぱ
、

概
念
が
主
体
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。
概
念
は
あ
く
ま
で
主
体
の
対
象
化
、
そ
の
述
語
面
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
主
体
的

立
場
か
ら
の
実
践
的
な
直
観
が
捉
え
る
双
実
は
、
〔
己
の
対
象
化
と
〔
己
回
復
で
あ
り
、
ま
た
白
己
の
疎
外
の
直
観
お
よ
び
分
析
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

そ
の
克
服
へ
の
意
欲
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
概
念
、
回
ゴ
ス
を
有
と
す
る
立
場
か
ら
み
れ
ば
ま
さ
し
く
無
の
立
場
、
貫
料
の
立
場
で

あ
る
。
私
は
マ
ル
ク
ス
が
フ
オ
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
受
げ
と
っ
た
こ
の
主
体
的
ｎ
然
の
立
場
、
貫
料
の
立
場
は
死
ぬ
ま
で
彼
の
根
本



的
立
場
と
し
て
貫
か
れ
て
い
る
と
思
う
。

　
し
か
し
、
杜
会
的
存
在
と
し
て
の
人
問
の
現
実
を
全
体
的
に
、
そ
れ
自
身
の
本
質
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う

な
質
料
的
主
体
の
立
場
は
一
の
決
定
的
飛
躍
を
と
げ
な
け
れ
ぱ
な
１
ら
な
い
。
実
践
的
主
体
の
直
観
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
自
己
の
疎

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

外
構
造
は
、
疎
外
さ
せ
る
も
の
、
を
ロ
ゴ
ス
の
主
体
と
し
た
徹
底
的
な
確
認
を
要
請
す
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
人
間
を
疎
外
さ
せ
る
本
質
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
（
資
本
、
価
値
）
の
体
系
は
、
哲
学
の
体
系
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ロ
ゴ

ス
の
自
己
批
判
的
展
開
の
体
系
で
あ
り
、
経
済
学
に
於
け
る
観
念
論
批
判
の
体
系
で
あ
る
。
そ
れ
が
哲
学
の
体
系
で
な
い
こ
と
を
強

調
す
る
所
以
は
、
こ
の
体
系
が
人
問
主
体
の
立
場
か
ら
積
極
的
に
展
開
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
歴
史
的
に
始
め
を
も
ち
終
り
を
も
っ

疎
外
的
世
界
の
体
系
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
右
の
主
体
的
立
場
か
ら
す
る
哲
学
的
自
己
主
張
、
疎
外
に
対
す
る
克
服
の
意
欲
の
表
現
が
、
マ
ル
ク
ス
に
お

げ
る
『
手
稿
』
の
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
主
体
的
立
場
か
ら
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
実
践
の
た
め
の
媒
介
と
し
て
独
立
の
体
系

を
な
す
も
の
が
『
資
本
論
「
一
で
あ
る
。
経
済
学
的
認
識
は
、
そ
の
最
も
純
粋
な
原
理
的
認
識
か
ら
具
体
的
な
現
状
の
分
析
に
い
た
る

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ま
で
徹
底
的
に
主
体
を
疎
外
さ
せ
る
本
質
の
側
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
回
避
し
ょ
う
と
し
て
も
回
避
で
ぎ
ず
、
ど
の
よ
う
に
自
己
調
整

し
よ
う
と
し
て
も
調
整
で
き
ぬ
よ
う
な
矛
盾
以
外
は
い
っ
さ
い
矛
盾
と
認
め
な
い
と
い
う
執
鋤
さ
を
も
っ
て
貫
か
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

実
践
的
主
体
の
意
欲
の
た
め
に
、
資
本
主
義
の
白
足
的
原
理
を
も
あ
ま
い
も
の
に
ね
じ
曲
げ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
一
の
主
体
的
立
場
が
実
践
的
か
っ
直
観
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
理
論
的
態
度
は
、
あ
く
ま
で
主
体
的
立
場
に
た
ち
な
が

ら
、
理
論
と
し
て
徹
吹
し
た
否
定
的
理
性
の
立
場
を
貰
ぎ
、
　
”
ロ
ゴ
ス
こ
そ
本
質
で
あ
る
と
い
う
白
己
主
張
を
、
労
働
主
体
を
包
摂

し
っ
く
し
な
が
ら
展
開
し
よ
う
と
す
る
価
値
の
体
系
〃
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
客
観
的
認
識
を
ど
こ
ま
で
も
客
観
的
な

　
　
　
　
「
労
働
の
疎
外
」
と
一
．
労
働
力
の
商
品
化
」
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
（
六
四
八
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
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十
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巻
・
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五
・
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
（
六
四
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

も
の
と
し
て
白
］
己
に
媒
介
さ
せ
た
主
体
こ
そ
が
、
現
実
の
主
体
、
す
な
わ
ち
理
論
に
媒
介
さ
れ
た
実
践
的
主
体
と
い
う
こ
と
で
な
げ
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
三
っ
の
段
階
を
へ
ー
ゲ
ル
の
即
自
、
向
自
、
即
且
向
自
、
ま
た
は
直
観
、
理
性
、
思
弁
と
結
び
っ
げ
て
は

な
ら
な
い
。
主
体
の
立
場
は
あ
く
ま
で
実
践
の
立
場
、
対
象
化
す
る
立
場
で
あ
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
も
の
、
概
念
化
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
、
い
。
だ
か
ら
へ
－
ゲ
ル
の
さ
ま
ざ
ま
の
三
肢
組
織
と
比
較
し
て
理
解
す
る
に
し
て
も
そ
れ
は
あ
く
ま
で
比
較

に
よ
る
理
解
の
た
す
げ
と
い
う
だ
げ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
実
践
主
体
の
立
場
そ
の
も
の
は
過
程
的
、
連
続
的
な
展
開
を
哲
学
と
し
て

展
開
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
私
も
客
観
的
な
学
の
体
系
と
し
て
そ
の
論
理
に
過
程
的
展
開
を
認
め

な
が
ら
、
な
お
主
体
的
立
場
と
し
て
は
徹
頭
徹
尾
非
連
続
の
立
場
と
し
て
過
程
な
い
し
体
系
的
白
覚
を
許
さ
ぬ
、
と
い
う
意
味
で
梯

教
授
と
全
く
同
じ
受
取
り
方
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
西
田
哲
学
か
ら
は
っ
ね
に
根
本
的
な
指
針
を
受
げ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
私
も
こ
こ
に
主
題
に
関
す
る
要
約
的
な
叙
述
を
す
ぺ
ぎ
段
階
に
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
『
経
、
哲
手
稿
』
に
お
げ
る
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
分
析
の
意
欲
の
表
現
は
、
あ
く
ま
で
白
己
疎
外
さ
せ
る
も
の
を
未

だ
発
見
で
ぎ
な
か
っ
た
段
階
に
お
げ
る
直
観
的
表
現
を
根
本
性
格
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
主
体
的
立
場
か
ら
原
理
を
た
て
る
疎

外
論
的
認
識
を
も
っ
て
し
て
は
、
如
何
に
し
て
も
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
基
本
構
造
は
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
主
体

の
立
場
を
学
的
認
識
の
立
場
へ
と
全
く
「
死
の
飛
躍
」
。
。
隼
◎
昌
冒
茎
¢
と
も
い
う
べ
き
転
化
を
と
げ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
ぬ
こ
と
、
そ

し
て
そ
こ
に
お
い
て
労
働
の
疎
外
は
、
労
働
力
の
商
品
化
、
人
閉
の
白
己
対
象
化
の
能
力
の
物
化
と
い
う
構
造
で
そ
の
全
体
系
の
う

ち
に
位
置
づ
げ
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
梯
明
秀
著
「
経
済
哲
学
原
理
」
姉
二
篇
、
筑
三
章
。
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「
労
働
の
疎
外
丁
・
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労
働
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水
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六
五
　
　
（
六
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〇
）


