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目才

沢
　
　
秀

　
本
書
は
故
京
大
経
済
学
部
教
授
吉
村
達
次
君
の
遺
稿
を
大
阪
市
大
経

済
研
究
所
教
授
林
直
道
君
が
京
大
経
済
学
部
助
教
授
池
上
淳
君
ら
の
協

力
に
よ
っ
て
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
遺
稿
と
は
い
う
も
の
の
草
稿
若

干
を
除
い
て
は
本
書
を
構
成
す
る
諸
論
稿
の
大
方
は
既
発
表
の
も
の
で

あ
る
。
然
し
い
ま
、
こ
の
様
な
著
書
の
彩
態
に
お
い
て
諸
論
稿
を
通
読

す
れ
ぱ
、
か
つ
て
個
別
的
に
発
表
さ
れ
た
都
度
読
ん
だ
場
合
と
は
異
っ

た
新
鮮
な
印
象
を
受
げ
と
る
。
な
お
ま
た
既
発
表
の
論
稿
と
は
言
っ
た

が
、
良
心
的
な
故
人
は
こ
の
著
書
の
内
容
た
ら
し
め
る
べ
く
企
図
さ
れ

た
と
き
飽
く
迄
も
完
壁
な
も
の
た
ら
し
め
る
べ
く
推
敵
に
余
念
な
か
っ

た
と
き
く
。
昨
年
秋
上
梓
さ
る
べ
き
予
定
に
て
、
夏
の
休
み
に
入
る
前

す
で
に
九
分
通
り
出
来
上
っ
て
は
い
た
も
の
の
故
人
の
良
心
は
最
後
の

仕
上
げ
に
異
常
な
苦
心
と
時
問
と
を
費
や
し
、
つ
い
に
生
前
彼
白
ら
の

手
に
よ
っ
て
の
出
版
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
故
人
の
死
は
文
字

通
り
夢
想
だ
に
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
書
物
を
通
読
し

　
　
　
　
吉
村
達
次
・
『
経
済
学
方
法
論
』
（
相
沢
）

て
再
び
悲
し
み
を
感
ず
る
と
共
に
、
こ
の
良
心
的
な
学
究
の
死
に
た
い

す
る
痛
惜
の
情
一
入
新
た
な
も
の
あ
る
次
第
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
小
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
簡
単
な
書
評
で
あ
る
が
、
先

ず
本
書
の
編
別
構
成
を
示
す
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
第
一
部
は
「
経
済

学
に
お
げ
る
理
論
と
実
践
」
と
題
さ
れ
、
五
っ
の
章
、
内
容
的
に
は
既

発
表
の
七
っ
の
論
文
と
遺
稿
の
三
論
文
が
こ
れ
に
付
加
さ
れ
て
成
り
立

っ
て
い
る
。
第
二
部
は
「
国
民
経
済
・
世
界
経
済
・
恐
慌
」
の
論
題
の

も
と
に
、
既
発
表
の
三
論
文
・
三
章
を
以
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
詳
し

く
は
第
一
部
、
Ｈ
　
経
済
学
に
お
げ
る
理
論
と
実
践
、
ｏ
　
資
本
主
義

の
運
動
法
則
に
お
げ
る
論
理
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
　
ｏ
い
資

本
主
義
杜
会
の
運
動
法
則
の
論
理
構
造
、
似
　
本
源
的
蓄
積
の
分
析
視

角
、
に
カ
　
経
済
学
の
歴
史
的
出
発
点
、
↑
ｏ
　
経
済
学
の
現
実
的
出
発
点

に
つ
い
て
、
　
目
　
宇
野
氏
「
経
済
法
則
」
論
批
判
、
　
四
　
宇
野
弘
蔵

「
経
済
学
方
法
論
」
、
帥
　
経
済
学
と
弁
証
法
、
補
論
１
、
経
済
学
．
哲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
（
四
九
三
）
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学
手
稿
と
マ
ル
ク
ス
の
実
践
概
念
、
補
論
２
、
三
段
階
論
批
判
、
第
二

部
、
Ｈ
　
国
民
経
済
・
世
界
経
済
・
恐
慌
、
ｏ
　
レ
ー
ニ
ン
「
帝
国
主

義
論
」
の
段
階
規
定
に
っ
い
て
、
嘗
　
現
代
資
本
主
義
と
国
家
、
が
本

書
の
内
容
で
あ
る
。
本
書
は
そ
の
副
題
に
「
宇
野
理
論
批
判
」
と
う
た

っ
て
い
る
が
、
吉
村
君
の
展
開
す
る
「
経
済
学
方
法
論
」
は
宇
野
方
法

論
の
批
判
を
必
然
化
さ
す
が
故
に
副
題
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
充
分
に

首
肯
で
き
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
方
法
は
唯
物
弁

証
法
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
白
ら
が
「
経
済
学
批
判
」

に
お
い
て
語
る
如
く
、
彼
の
経
済
学
研
究
を
指
針
と
し
て
貫
い
て
い
る

赤
い
一
本
の
某
本
線
は
唯
物
弁
証
法
的
な
歴
史
観
で
あ
る
が
、
こ
の
史

観
の
基
礎
づ
け
は
マ
ル
ク
ス
の
市
民
杜
会
の
経
済
学
的
究
明
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
た
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
　
「
そ
の
合
理
的
な
倭
勢
で
は
、
弁

証
法
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
お
よ
び
そ
の
理
論
的
代
弁
者
た
ち
に
と
り
、

一
の
病
帷
事
で
あ
り
、
一
の
恐
怖
物
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
は
、
か
か

る
介
証
法
は
、
理
存
す
る
も
の
の
肯
定
的
理
解
の
う
ち
に
、
同
時
に
ま

た
そ
れ
の
否
定
の
・
そ
れ
の
必
然
的
没
落
の
・
理
解
を
ふ
く
み
、
ど
の

生
成
せ
る
形
態
を
も
運
動
の
流
れ
に
お
い
て
・
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
れ

の
す
ぎ
去
る
側
面
か
ら
・
理
解
し
、
何
も
の
に
ょ
っ
て
も
畏
伏
せ
し
め

ら
れ
ず
、
そ
の
本
貫
上
、
批
判
的
か
っ
革
命
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
六
（
四
九
四
）

（
『
資
本
論
』
・
第
一
巻
・
第
二
版
へ
の
後
書
き
）
、
と
言
わ
れ
て
い
る
弁

証
法
を
堅
持
す
る
吉
村
君
に
と
っ
て
は
、
唯
物
史
観
の
経
済
学
研
究
と

の
無
縁
を
主
張
し
、
弁
証
法
を
正
し
く
理
解
せ
ん
と
す
る
態
度
を
と
ら

れ
ぬ
宇
野
教
授
は
許
し
え
ぬ
修
正
主
義
者
で
あ
り
、
そ
の
理
論
を
徹
底

的
に
叩
か
ね
ぼ
な
ら
ぬ
と
考
え
る
に
至
っ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。　

宇
野
教
授
の
経
済
学
の
三
分
化
は
、
原
理
論
は
た
ん
に
氏
の
想
定
す

る
純
粋
資
本
主
義
の
理
論
的
把
握
を
任
務
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

の
結
果
た
る
法
則
は
現
実
の
資
本
主
義
を
貫
く
法
則
と
は
無
縁
の
も
の

で
あ
り
、
段
階
論
は
特
殊
的
事
情
に
あ
る
各
国
資
本
主
義
の
殊
に
は
主

要
な
代
表
的
産
業
に
お
い
て
示
さ
れ
る
資
本
主
義
の
発
展
段
階
に
あ
る

経
済
の
形
態
把
握
に
と
ど
ま
っ
て
段
階
を
必
然
し
た
法
則
の
究
明
を
断

念
し
、
現
状
分
析
は
文
字
通
り
現
状
の
分
析
的
把
握
に
と
ど
ま
り
、
こ

の
経
済
学
分
科
の
三
者
相
互
の
内
的
連
関
は
関
知
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
理
論
と
実
践
と
の
関
係
を
峻
別
し
て
、
理
論
の
実
践
化
、
マ
ル
ク

ス
経
済
学
の
秀
れ
て
実
践
科
学
で
あ
る
性
格
を
拒
否
し
、
し
た
が
っ
て

「
恐
慌
の
経
済
学
で
あ
り
卑
命
の
経
済
学
」
で
あ
る
と
い
う
特
性
を
見

よ
う
と
し
な
い
。
加
之
、
学
閉
は
忠
惟
す
る
人
閉
の
か
か
わ
る
任
務
で

あ
り
、
実
践
．
政
治
は
芯
欲
す
る
人
問
す
な
わ
ち
政
治
家
の
領
域
で
あ



る
、
と
し
て
学
問
の
中
立
性
を
守
ら
ん
と
す
る
が
如
く
で
あ
る
。
か
か

る
考
え
の
生
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
根
拠
は
宇
野
教
授
の
「
経
済
学
の
方

法
論
」
そ
の
も
の
の
う
ち
に
宿
さ
れ
て
い
る
。
吉
村
君
の
宇
野
教
授
の

見
解
に
た
い
す
る
理
論
的
批
判
は
も
っ
ぱ
ら
此
の
と
こ
ろ
に
か
か
る
。

宇
野
・
方
法
論
の
集
約
は
教
授
の
著
書
「
経
済
学
方
法
論
』
に
み
ら
れ

る
の
で
あ
っ
て
－
筆
者
も
亦
こ
の
著
書
に
つ
い
て
の
批
判
的
紹
介
の
一

文
を
書
い
て
い
る
（
大
阪
市
大
・
『
経
済
学
雑
誌
』
・
四
六
巻
・
六
号
）
１
、

吉
村
君
も
こ
の
著
書
を
取
り
上
げ
て
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
。
要
す
る

に
本
書
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
方
法
に
つ
い
て
、
著
者
が
主
要
課
題
と

し
た
、
経
済
法
則
の
意
義
や
、
論
理
と
歴
史
と
の
関
係
、
レ
ー
ニ
ソ

「
帝
国
主
義
」
論
の
検
討
評
価
、
さ
ら
に
は
因
家
独
占
資
本
主
義
の
問

題
、
等
の
諸
項
目
は
す
べ
て
経
済
学
に
と
っ
て
の
主
要
な
某
礎
的
理
論

分
野
の
閉
題
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
論
究
す
る
こ
と
は
同

時
に
宇
野
・
理
論
の
批
判
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
恵
味
合
か

ら
し
て
、
本
書
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
失
当
で
は
な
い
。

　
凡
そ
書
評
は
系
統
的
に
そ
の
書
物
の
内
容
を
細
介
し
っ
っ
批
判
を
行

な
う
と
い
う
形
式
に
よ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
し
て
ま
た
、
本

書
の
川
…
胆
意
識
は
い
づ
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
そ
の
閉
題

意
識
に
お
い
て
ど
う
い
う
閉
題
を
取
扱
う
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
、

　
　
　
　
吉
村
達
次
・
『
経
済
学
方
法
論
』
（
相
沢
）

さ
き
に
記
し
た
本
書
の
各
章
・
各
節
－
尤
も
本
書
に
は
章
別
は
な
い
が

一
応
そ
の
様
な
体
裁
に
書
き
換
え
た
の
で
あ
る
１
で
取
り
上
げ
て
い
る

問
題
を
一
覧
す
れ
ぼ
容
易
に
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の

で
、
以
下
極
め
て
非
系
統
的
で
は
あ
る
が
、
通
読
し
て
関
心
を
も
た
さ

れ
た
若
干
の
項
一
目
に
っ
い
て
の
論
評
を
行
な
い
書
評
の
責
任
を
果
す
こ

と
に
し
た
い
と
思
う
。

い
　
経
済
学
の
方
法
に
つ
い
て

　
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
特
異
な
方
法
は
弁
証
法
に
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
下

向
・
上
向
の
方
法
で
あ
る
。
具
休
か
ら
抽
象
へ
、
そ
し
て
抽
象
か
ら
具

体
へ
。
表
象
に
お
げ
る
直
観
に
お
け
る
研
究
の
出
発
点
た
る
具
体
は
思

惟
の
抽
象
力
に
よ
っ
て
下
向
分
析
さ
れ
て
抽
象
に
い
た
り
、
そ
の
抽
象

的
な
範
晴
か
ら
上
向
の
旅
路
を
辿
っ
て
再
び
具
体
に
還
る
。
思
想
的
な

具
体
物
と
し
て
頭
脳
に
お
い
て
我
が
も
の
と
さ
れ
た
具
体
で
あ
る
。
思

惟
運
動
は
か
く
の
如
く
一
つ
の
円
環
運
動
で
あ
る
。
然
し
弁
証
法
的
認

識
は
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
　
「
本
貫
の
よ
り
深
い
内
容
、
す
な
わ
ち

本
賃
そ
れ
白
体
変
化
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
貫
的
発
展
過
程
を
諦
概

念
の
複
雑
な
諾
関
連
（
い
わ
ゆ
る
事
物
の
内
的
構
成
）
と
し
て
全
面
的

に
把
握
す
る
思
惟
の
過
程
で
た
く
て
は
な
ら
な
い
。
終
局
点
が
同
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
（
四
九
五
）
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質
的
に
新
た
な
円
環
の
出
発
点
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
思
惟
の
彩

式
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
自
己
完
結
的
な
運
動
と
し
て
の
円

環
運
動
の
崩
壌
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
思
惟
の
全
運

動
は
円
環
的
運
動
を
内
包
し
つ
つ
、
常
に
そ
れ
を
打
ち
破
っ
て
質
的
に

新
た
な
円
環
運
動
に
移
行
・
前
進
し
て
ゆ
く
螺
線
的
軌
道
を
え
が
い
て

進
行
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
…
：
・
理
論
的
体
系
は
こ
の
よ
う
な

螺
線
的
性
格
を
も
な
ね
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
（
一
一
～
一
二
頁
）
。

ま
さ
に
主
張
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
す
で
に
論
理
的
な
も
の
と

歴
史
的
な
も
の
と
に
つ
い
て
関
説
さ
れ
る
後
続
論
文
の
伏
線
が
あ
る
。

こ
れ
が
ブ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
で
あ
る
。
概
念
の
簡
単
か
ら
複
雑
へ
の
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

理
的
展
開
は
具
体
物
を
把
握
す
る
た
め
の
思
惟
の
様
式
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
っ
て
、
事
物
自
体
の
生
成
過
程
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
　
「
理
論

体
系
と
は
対
象
の
内
的
組
織
を
諦
概
念
の
連
関
と
し
て
え
が
き
だ
し
た

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
四
頁
）
こ
と
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
を
閥
解
す
る
た
ら
ぼ
論
理
的
た
も
の
と
歴
史
的
な
も
の

と
の
分
離
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
吉
村
君
は
か
か
る
見
解
は
彩
而
上
学

的
に
概
念
の
固
定
化
を
行
な
う
か
ら
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
は

之
に
反
し
て
「
概
念
の
固
定
性
の
外
観
を
暴
賑
し
、
概
念
そ
の
も
の
を

生
成
・
砿
化
す
る
も
の
と
し
て
把
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
過
程
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八
（
四
九
六
）

変
化
・
発
展
を
反
映
し
う
る
も
の
と
し
た
」
（
一
〇
頁
）
、
と
説
く
。

　
具
体
か
ら
抽
象
へ
と
い
う
場
合
、
抽
象
の
限
界
を
支
え
る
も
の
は
何

か
。
　
『
資
本
論
』
は
商
品
を
抽
象
の
極
限
と
し
て
、
そ
れ
を
端
緒
と
し
、

商
品
そ
の
も
の
の
本
質
把
握
の
た
め
に
価
値
に
抽
象
し
、
抽
象
的
・
人

問
労
働
に
ま
で
抽
象
し
た
。
端
緒
は
然
ら
ぼ
価
値
で
は
な
い
の
か
、
と

い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
よ
う
。
　
『
経
済
学
批
判
』
序
説
に
い
う
　
　
範

時
と
し
て
は
交
換
価
値
は
ノ
ァ
の
洪
水
以
前
の
定
在
で
あ
る
が
、
そ
の

、
　
　
、

実
存
は
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
具
体
的
な
生
き
た
一
全
体
の
抽
象
的
一

面
的
な
関
係
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
い
う
具
体
的
な
生
き
た
一
全
体
と

は
商
品
生
産
関
係
で
あ
り
、
商
品
そ
の
も
の
で
あ
る
。
具
体
（
資
本
主

義
杜
会
）
か
ら
抽
象
へ
の
極
限
が
商
品
に
と
ど
ま
る
根
拠
は
、
抽
象
は

実
践
に
基
礎
づ
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
か
か
る
実
践
は
対
象
的

実
践
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
抽
象
化
を
行
な
う
目
的
が
観

定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
か
か
る
対
象
的
実
践
は
階
級
性
に
挽

定
さ
れ
、
資
本
主
義
を
止
揚
す
べ
き
任
務
を
も
っ
た
階
級
に
よ
っ
て
の

み
正
し
く
措
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
説
く
吉
村
説
は
納
得
で
き
る
。

こ
れ
に
彼
の
科
学
的
実
践
観
の
論
述
が
っ
づ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
た
だ
こ
こ
で
気
に
か
か
る
叙
述
は
価
他
法
則
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼

が
「
価
他
法
則
の
黄
傲
が
不
可
避
的
に
富
と
貧
困
の
敵
対
的
対
立
を
生



み
だ
す
な
ら
ば
、
価
他
法
則
の
合
理
性
は
資
本
家
の
も
の
で
あ
り
、
労

働
者
階
級
に
と
っ
て
は
非
合
理
的
な
も
の
で
し
か
な
い
」
（
七
頁
）
、
と

説
く
場
合
、
価
値
法
則
を
い
か
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
価
値
法

則
は
、
人
問
の
杜
会
的
生
活
行
為
が
商
品
生
産
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い

る
と
き
、
人
間
の
営
む
経
済
の
廿
界
が
人
間
の
外
に
あ
る
第
二
の
白
然

の
如
く
独
自
的
運
動
を
展
開
し
、
そ
れ
を
規
制
す
る
法
則
で
あ
り
、
い

わ
ぼ
商
品
生
産
杜
会
を
前
提
す
る
か
ぎ
り
口
然
法
則
で
あ
り
私
の
言
う

某
礎
法
則
で
あ
っ
て
、
貧
本
家
に
と
っ
て
も
労
働
者
に
と
っ
て
も
、
合

理
的
と
か
非
合
理
的
と
か
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
商
品
生
産
杜
会

を
是
認
す
る
か
否
認
す
る
か
と
い
う
評
価
の
次
元
に
お
い
て
は
別
問
題

で
は
あ
る
が
。
総
じ
て
吉
村
君
が
、
　
「
価
値
法
則
－
実
際
は
剰
余
価
値

法
則
で
あ
る
が
」
（
四
七
頁
）
、
と
か
い
う
場
合
、
価
値
法
則
と
剰
余
価

値
法
則
の
区
別
を
明
確
に
し
な
い
宇
野
・
理
論
を
批
判
す
る
際
に
は

（
二
二
五
頁
）
正
し
く
現
解
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
叙

述
表
現
は
誤
解
を
生
み
場
い
。
宇
野
教
授
が
商
＾
生
産
杜
会
に
お
い
て

「
い
わ
ぱ
白
然
法
則
の
よ
う
に
客
観
的
に
作
用
す
る
と
こ
ろ
の
経
済
法

則
」
が
価
他
法
則
で
あ
る
と
捉
え
た
の
は
そ
の
限
り
た
だ
し
い
の
で
あ

る
が
、
そ
の
故
に
、
資
本
主
義
を
純
粋
型
に
お
い
て
、
無
限
に
繰
り
か

え
す
循
環
運
動
態
で
あ
る
と
解
釈
し
た
と
こ
ろ
に
誤
り
が
あ
る
の
で
あ

　
　
　
　
吉
村
達
次
・
『
経
済
学
方
法
論
』
（
相
沢
）

っ
て
、
こ
の
誤
り
は
、
再
生
産
構
造
の
分
析
視
点
で
考
察
し
よ
う
と
し

た
が
故
に
生
じ
た
（
一
七
〇
頁
）
も
の
で
は
な
い
。
宇
野
教
授
の
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

的
な
誤
ま
り
は
、
研
究
対
象
た
る
経
済
の
世
界
を
生
産
関
係
体
と
し
て

捉
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
経
済
の
客
観
過
程
は

再
生
産
過
程
と
し
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
再
生
産
構
造
へ

の
分
析
視
点
は
誤
ま
り
で
は
な
い
。
吉
村
君
の
宇
野
．
理
論
の
批
判
は
、

価
値
法
則
の
支
配
す
る
資
本
制
商
品
生
産
経
済
の
場
に
、
杜
会
発
展
の

一
般
的
歴
史
法
則
が
資
本
制
杜
会
に
特
殊
具
体
化
さ
れ
て
基
本
的
経
済

法
則
と
な
っ
た
も
の
に
支
配
規
制
さ
れ
て
発
展
す
る
資
本
主
義
生
産
が
、

ど
の
よ
う
な
質
的
な
、
ま
た
形
態
的
な
変
化
を
受
け
る
か
と
い
う
点
を

充
分
に
ふ
ん
ま
え
て
批
判
の
メ
ス
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
点

若
干
の
不
満
が
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
宇
野
教
授
が
資
本
制
商
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

生
産
杜
会
の
基
本
的
矛
盾
を
労
働
力
の
商
ｎ
叩
化
に
お
い
だ
が
、
こ
れ
ぱ

Ｐ
・
ス
イ
ｉ
ジ
ー
の
所
見
に
も
み
ら
れ
る
、
価
他
法
則
の
支
配
外
に
あ

る
独
特
な
商
品
で
あ
る
と
い
う
点
に
労
働
力
商
品
化
の
不
合
理
性
を
求

め
た
の
で
あ
っ
て
、
此
の
点
へ
の
批
判
が
抜
げ
て
い
る
の
も
右
に
帰
因

す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

）
一
一

（

論
理
と
歴
史

二
二
九
（
四
九
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
五
巻
・
第
三
号
）

　
弁
証
法
的
認
識
方
法
に
も
と
づ
い
て
把
握
さ
れ
た
資
本
主
義
の
理
論

像
は
、
そ
の
構
造
の
内
的
連
関
に
着
目
し
て
、
抽
象
か
ら
具
体
へ
、
簡

単
か
ら
複
雑
へ
、
と
い
う
論
理
的
な
概
念
の
展
開
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
理
論
的
体
系
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
経
済
学
の
篇
別
構
成
は
そ

の
ま
ま
資
本
主
義
生
成
の
歴
史
的
順
序
に
対
応
す
る
も
の
で
は
た
く
、

「
む
し
ろ
近
代
杜
会
の
内
部
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
諾
範
晴
が
相
互
に
如

何
に
関
係
し
あ
い
、
編
成
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
論
理
的
配
列
の

順
序
が
決
定
さ
る
べ
き
で
」
（
六
三
頁
）
あ
っ
て
、
土
地
所
有
－
地
代
が

む
し
ろ
資
本
－
利
潤
の
論
述
の
後
に
く
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
ま
さ

に
吉
村
君
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
論
理

的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
無
縁
を
結
論
づ
け
よ
う
と
す
る
一
郁

の
論
者
の
主
張
に
は
与
み
し
え
な
い
こ
と
、
私
も
亦
吉
村
君
と
同
一
見

解
で
あ
る
。
　
「
資
本
論
』
の
論
述
が
論
理
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
雁
史

的
で
も
あ
る
こ
と
は
、
特
に
第
一
巻
・
第
七
筒
・
二
十
四
巾
・
「
謂
わ

ゆ
る
木
源
的
蓄
孤
」
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
。
木
書
は
、
『
資
本
論
」

に
お
け
る
論
理
と
腋
火
と
を
考
察
す
る
に
｛
っ
て
、
木
革
を
取
り
上
げ

て
い
る
。

　
「
竹
一
太
丁
…
』
の
竹
〃
一
派
」
の
「
“
肚
川
仏
仙
…
小
、
雌
汕
杵
」
の
此
九
…
川
は
も
っ
ぱ

ら
、
資
木
榊
小
叱
様
式
を
所
与
の
も
の
と
前
捉
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
（
四
九
八
）

商
品
、
貨
幣
、
資
本
へ
の
展
開
を
説
き
、
自
立
化
し
た
価
値
が
資
本
と

し
て
自
已
増
殖
を
行
な
う
秘
密
を
、
資
本
の
直
接
的
な
（
価
値
－
剰
余

価
値
）
の
生
産
過
程
の
分
析
を
行
な
う
。
然
し
な
が
ら
「
貨
幣
の
資
本

へ
の
転
化
」
に
お
い
て
、
封
雄
制
か
ら
資
本
制
へ
の
移
行
の
理
論
的
歴

史
的
根
拠
を
明
示
し
て
い
る
。
商
品
、
貨
幣
、
資
本
、
へ
の
歩
み
は
、

資
本
主
義
の
内
的
関
連
に
お
い
て
の
論
理
の
展
開
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

が
純
粋
に
本
質
的
に
考
察
さ
れ
る
か
ぎ
り
資
本
主
義
生
成
の
歴
史
的
発

展
で
も
あ
り
う
る
た
め
に
は
、
端
緒
の
商
品
が
先
ず
問
題
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
冒
頭
文
句
に
明
ら
か
な
如
く
、
資
本
制
生

産
様
式
の
杜
会
が
前
提
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
資
本
制
商
品
で
あ

る
。
然
し
資
本
制
商
品
の
把
握
は
、
一
般
性
に
お
げ
る
商
品
の
木
質
的

把
握
が
基
礎
に
お
か
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
か
く
て
質
木
制
商
品
か
ら
の

杣
象
化
さ
れ
た
所
産
が
単
純
商
舳
で
あ
り
、
こ
の
抽
象
化
は
班
実
の
資

木
主
義
杜
会
に
お
い
て
不
断
に
行
な
わ
れ
て
い
る
抽
象
で
あ
り
、
且
つ

か
か
る
単
純
陥
＾
は
雁
史
的
に
突
在
し
た
商
舳
で
あ
る
。
か
く
考
え
て

の
み
経
済
的
運
動
法
則
の
論
理
構
逃
が
閉
ら
か
と
な
る
。
　
「
雁
史
の
始

ま
る
と
こ
ろ
で
、
思
帷
の
逃
行
も
は
じ
ま
ら
ね
ぼ
な
ら
な
い
」
、
と
い

う
句
を
引
川
し
つ
つ
★
付
パ
は
脱
く
１
「
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
…
川
発
点

た
る
帖
＾
が
、
資
木
制
帖
舳
の
杣
像
的
規
定
た
る
眼
り
で
は
資
木
の
円



環
的
運
幼
の
軌
道
の
内
に
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
共
に
、
資
本

の
前
史
に
お
け
る
単
純
な
商
口
ｍ
牛
産
の
実
在
に
某
礎
づ
げ
ら
れ
て
い
る

限
り
こ
の
円
環
運
動
の
外
に
見
川
さ
れ
ぼ
た
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

出
発
点
が
円
環
の
内
で
あ
り
外
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本

制
生
産
の
内
的
組
成
の
体
系
的
論
理
が
、
同
時
に
そ
の
牛
成
・
発
展
・

消
滅
の
歴
史
的
運
動
の
論
理
で
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
」
（
二
三
頁
）
、

と
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
は
飽
く
迄
も
資
本
制
生
産

様
式
内
部
で
の
論
理
的
且
つ
歴
史
的
展
開
で
あ
っ
て
、
資
本
の
成
立
は
、

新
ら
し
い
一
つ
の
時
代
を
劃
す
る
も
の
で
あ
る
。
資
本
制
生
産
関
係
の

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

成
立
は
口
然
史
的
関
係
の
所
産
で
は
な
く
、
過
去
の
歴
史
的
発
展
の
成

果
で
あ
る
。
か
か
る
認
識
に
立
っ
て
の
み
、
資
本
主
義
の
運
動
法
則
に

お
げ
る
論
理
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
、
と
の
関
係
が
正
し
く
理
解

さ
れ
る
。
か
よ
う
な
見
地
に
お
い
て
、
塘
二
十
四
章
の
も
っ
音
山
義
の
重

要
性
を
み
よ
う
と
す
る
の
が
吉
村
君
の
立
場
で
あ
る
。
　
「
本
源
的
蓄
砿

の
分
析
視
角
」
を
閉
確
に
し
、
つ
い
で
「
経
済
学
の
歴
史
的
出
発
点
」

を
、
服
後
に
「
続
済
学
の
現
実
的
出
発
点
」
を
、
論
究
し
て
、
運
鋤
法

川
が
、
た
ん
に
消
塊
象
を
支
配
し
て
い
る
法
則
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
の

形
態
か
ら
他
の
形
態
の
移
行
の
法
則
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の

こ
と
ｎ
体
、
一
般
的
に
は
少
し
も
興
蒲
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク

　
　
　
　
吉
村
達
次
・
『
経
済
学
方
法
論
』
（
相
沢
）

ス
の
言
う
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
杜
会
の
経
済
的
運
動
法
則
」
に
つ
い
て
、
今

少
し
く
突
き
こ
ん
だ
究
明
が
望
ま
れ
る
。

　
吉
村
君
の
右
に
み
た
基
本
的
な
考
え
方
を
前
提
す
れ
ぼ
、
真
正
面
か

ら
宇
野
批
判
を
試
み
て
い
る
、
　
「
宇
野
氏
『
経
済
法
則
』
論
批
判
」
と

書
評
の
形
式
に
よ
る
「
宇
野
弘
蔵
『
経
済
学
方
法
論
」
」
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
以
上
関
説
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
批
判
の
方
向
に
お
い
て
は
私

も
ま
た
同
感
で
あ
る
。
た
だ
、
宇
野
・
経
済
法
則
は
無
眼
に
く
り
か
え

す
循
環
運
動
の
歴
史
的
時
間
の
な
い
法
則
で
あ
る
こ
と
周
知
の
通
り
で

あ
る
が
、
そ
の
際
、
価
値
法
則
と
の
関
連
に
お
い
て
、
再
生
産
構
造
分

析
の
側
面
、
と
い
う
言
葉
が
盛
ん
に
つ
か
わ
れ
る
が
、
本
論
稿
Ｈ
に
お

い
て
述
べ
た
如
く
、
打
撃
を
与
え
る
に
は
弱
い
の
み
な
ら
ず
誤
解
を
生

み
場
い
叙
述
で
あ
る
。

）三（

再
び
経
済
法
則
に
つ
い
て

　
以
上
で
本
書
彬
一
部
の
内
容
に
つ
い
て
の
榊
単
た
細
介
と
読
後
の
所

感
を
述
べ
た
が
、
第
二
椰
の
三
つ
の
論
文
は
そ
れ
ぞ
れ
有
斐
閣
『
マ
ル

ク
ス
経
済
学
講
座
」
第
一
巻
、
　
『
経
済
論
推
』
九
十
四
巻
・
万
号
、
お

よ
び
推
崎
教
授
遺
肝
記
念
論
文
集
『
理
代
資
本
主
義
研
究
」
、
　
に
収
め

ら
れ
た
も
の
の
再
鍍
で
あ
る
。
先
ず
第
一
論
文
は
経
済
法
則
、
国
家
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
（
四
九
九
）



　
　
　
　
立
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済
学
（
第
十
五
巻
・
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号
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に
つ
い
て
の
基
礎
概
念
を
明
ら
か
に
し
、
資
本
主
義
に
よ
る
国
民
経
済

お
よ
び
世
界
経
済
の
形
成
過
程
の
必
然
性
を
理
論
的
に
解
明
し
て
、
恐

慌
の
問
題
に
い
た
っ
て
完
結
し
て
い
る
。
　
『
講
座
』
と
い
う
多
分
に
啓

蒙
的
な
使
命
を
も
っ
た
書
物
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
高
度

の
理
論
的
段
階
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
前
提
し
つ
つ
も
尚
お

且
つ
気
に
か
か
る
の
は
、
第
一
部
で
も
関
説
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

経
済
法
則
の
問
題
で
あ
る
。
　
『
資
本
論
』
が
主
要
課
題
と
し
た
「
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

的
運
動
法
則
」
と
い
う
場
合
の
法
則
は
運
動
の
法
則
で
あ
っ
て
、
無
限

に
同
一
の
質
量
が
同
一
の
形
態
を
も
っ
て
同
一
の
軌
道
を
無
限
に
繰
り

か
え
す
、
自
然
科
学
的
時
問
が
あ
っ
て
も
歴
史
的
時
問
の
な
い
循
環
運

動
の
法
則
で
は
な
く
、
質
的
に
も
変
り
形
態
的
に
も
移
行
す
る
歴
史
法

則
で
あ
り
移
行
の
法
則
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
基
礎
に
階
級
闘
争
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
ま
さ
に
吉
村
君
の
主
張
す
る
通
り
で
あ
る
。
だ
が
彼

が
「
も
し
、
賓
本
の
運
動
が
単
に
ｎ
発
口
転
的
に
無
限
に
く
り
か
え
さ

れ
る
再
生
産
的
循
環
運
動
に
す
ぎ
ず
、
貫
的
転
換
期
と
し
て
の
始
点
も

終
点
も
も
た
な
い
な
ら
ぱ
、
移
行
と
陪
級
閉
争
の
必
然
性
も
ま
た
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

は
ず
で
あ
る
」
（
一
七
〇
頁
）
、
と
“
．
］
い
き
る
と
き
、
ま
た
し
て
も
再
生

産
逃
稚
と
い
う
“
．
□
菓
が
で
て
く
る
。
維
済
礼
会
の
劣
概
過
秋
は
い
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

か
な
る
場
合
で
も
再
生
産
辿
秋
と
し
理
わ
れ
る
。
た
だ
資
木
制
維
済
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二
（
五
〇
〇
）

　
　
　
　
、
　
　
、

あ
っ
て
は
資
本
の
再
生
産
過
程
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ

の
資
本
の
ロ
ゴ
ス
が
純
経
済
過
程
の
展
開
で
あ
っ
て
政
治
過
程
と
無
縁

だ
と
み
る
な
ら
ぼ
階
級
闘
争
が
導
入
さ
れ
る
余
地
は
な
い
。
恰
も
か
つ

て
有
沢
広
己
氏
が
『
日
本
に
お
け
る
平
和
政
策
の
経
済
的
基
礎
』
と
い

う
『
世
界
』
（
昭
和
二
十
八
年
六
月
号
）
所
載
の
論
文
に
お
い
て
、
日
本

経
済
の
ロ
ゴ
ス
は
平
和
を
指
向
し
な
い
。
若
し
平
和
を
求
め
ん
と
す
る

な
ら
ぱ
外
部
か
ら
の
政
治
力
の
加
わ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
説
か

れ
た
の
と
軌
を
一
に
ー
す
る
。
資
本
の
再
生
産
過
程
と
は
資
本
関
係
す
な

わ
ち
資
本
制
生
産
関
係
の
再
生
産
過
程
で
あ
り
、
こ
こ
に
階
級
対
階
級

の
関
係
が
す
る
ど
く
存
在
Ｌ
て
い
る
。
か
か
る
認
識
立
場
に
立
っ
て
は

じ
め
て
経
済
学
が
「
政
治
経
済
学
」
た
ら
ね
ぼ
た
ら
ぬ
根
拠
が
あ
る
。

こ
れ
は
私
の
持
論
で
あ
る
が
、
こ
の
観
点
に
立
て
ぱ
吉
村
主
張
は
不
充

分
で
あ
る
。

Ｄ四（

レ
ー
ニ
ソ
の
段
階
規
定

　
『
賓
本
論
』
理
論
が
独
占
以
ｍ
の
段
喘
に
お
け
る
賓
本
主
義
の
一
般

的
基
礎
的
理
論
で
あ
る
に
た
い
し
『
帝
国
主
義
』
論
が
独
占
段
陪
に
お

け
る
資
本
乍
泌
の
一
般
的
火
礎
的
理
論
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
　
『
帝
国

主
推
』
論
が
『
資
本
論
』
理
論
の
継
水
発
於
・
そ
の
深
化
で
あ
る
と
い



う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
主
張
は
、
　
『
資
本
論
』
に
お
げ
る
論
理

と
歴
史
の
関
係
、
経
済
学
と
唯
物
史
観
と
の
関
係
、
の
正
し
い
認
識
に

も
と
づ
く
。
右
の
関
係
を
認
め
な
い
な
ら
ぱ
、
レ
ー
ニ
ン
理
論
は
「
現

代
世
界
経
済
の
具
体
的
１
１
経
済
的
現
実
」
か
ら
引
き
だ
さ
れ
た
段
階
論

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
　
『
資
本
論
』

は
非
歴
史
的
な
非
現
実
的
な
、
た
ん
な
る
抽
象
の
所
産
で
あ
る
「
純
粋

資
本
主
義
」
に
か
ん
す
る
原
理
論
で
あ
ら
ね
ぱ
な
ら
ぬ
、
と
い
う
主
張

に
通
ず
る
。
レ
ー
ニ
ン
が
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
「
超
帝
国
主
義
」
論
を
批
判

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

し
て
、
　
「
も
し
純
経
済
的
見
地
を
『
純
粋
』
の
抽
象
と
解
す
る
な
ら
ば
、

言
い
う
る
す
べ
て
の
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
発
展
は
独
占
へ
む
か
っ
て

す
す
ん
で
お
り
、
し
た
が
っ
て
一
っ
の
全
世
界
的
独
占
へ
む
か
っ
て
、

一
っ
の
全
世
界
的
ト
ラ
ス
ト
ヘ
む
か
っ
て
す
す
ん
で
い
る
、
と
い
う
命

題
に
帰
着
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
…
…
完
全
に
無
内
容
で
あ

る
」
（
全
集
・
訳
本
二
二
一
巻
・
二
七
頁
）
、
と
言
っ
て
い
る
が
、
彼

が
『
帝
国
主
義
論
』
の
第
七
章
に
お
い
て
帝
因
主
義
の
定
義
づ
け
の
た

め
に
抽
出
し
た
五
っ
の
経
済
的
指
標
は
も
っ
ぱ
ら
純
経
済
的
見
地
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
一
、
　
、
　
、

の
考
察
の
所
産
で
は
あ
る
が
、
ど
こ
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的
１
１
具
体
的
時

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

代
と
し
て
の
金
融
賞
本
の
時
代
の
純
経
済
的
諦
条
件
に
っ
い
て
究
明
し

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
而
か
も
そ
れ
は
『
資
本
論
』
理
論
の
延
長

　
　
　
　
吉
村
達
次
・
『
経
済
学
方
法
論
』
（
相
沢
）

の
上
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
が

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

資
本
主
義
一
般
の
基
本
的
特
徴
ｉ
資
本
主
義
経
済
の
内
的
組
成
１
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
の
歴
史
的
発
展
法
則
を
も
明

ら
か
に
し
え
て
い
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
、
資
本
主

義
の
発
展
と
と
も
に
資
本
主
義
経
済
の
一
般
理
論
が
一
層
そ
の
具
体
的

内
容
を
豊
富
に
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
が
あ
る
の
で
あ
る
。
、

レ
ー
ニ
ソ
の
『
帝
国
主
義
』
論
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
延
長
上
の
作
品

に
す
ぎ
な
い
。
資
本
主
義
の
発
展
そ
の
も
の
に
、
よ
っ
て
変
化
せ
し
め
ら

れ
る
と
こ
ろ
の
資
本
の
運
動
の
歴
史
的
条
件
の
変
化
と
、
そ
れ
に
よ
っ

て
彩
成
さ
れ
る
特
殊
性
を
反
映
す
る
か
ぎ
り
、
　
『
帝
国
主
義
』
論
は
独

占
資
本
主
義
と
い
う
特
殊
段
階
の
理
論
で
あ
る
が
、
…
…
む
し
ろ
、
こ

れ
ら
の
特
殊
段
階
が
－
初
期
資
本
主
義
を
ふ
く
め
て
ー
資
本
の
論
理
的

・
歴
史
的
運
動
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、
資
本
の
一
般
的
運
動
法
則
の

内
容
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
歴
史
的
制
約
性
を
白
己
の
本
質

的
内
容
と
し
て
ふ
く
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
一
般
性
は
無
内
容
な
空

語
で
は
な
く
、
豊
富
な
具
体
性
を
展
開
せ
し
め
う
る
の
で
あ
る
」
　
（
二

一
四
頁
）
、
と
吉
村
君
の
説
く
見
解
は
首
肯
で
き
る
。
　
全
般
的
危
機
は

現
代
国
家
独
占
資
本
主
義
に
と
っ
て
は
外
的
条
件
で
は
あ
る
が
、
然
し

そ
れ
は
独
占
資
本
主
義
の
生
み
だ
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
（
五
〇
一
）
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学
（
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十
五
巻
・
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号
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独
占
資
本
主
義
の
運
動
を
内
容
的
に
も
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
の

関
係
を
否
認
す
る
と
こ
ろ
に
、
生
産
力
理
論
の
視
点
に
立
つ
国
家
独
占

資
本
主
義
論
が
牛
ま
れ
て
く
る
。
こ
れ
ら
は
レ
ー
ニ
ン
の
『
帝
国
主
義
』

論
を
段
階
論
と
規
定
す
る
発
想
と
共
通
す
る
所
産
で
あ
る
。

）五（

む
す
び

　
第
三
論
文
は
経
済
に
た
い
す
る
国
家
の
役
割
を
現
代
資
本
主
義
と
国

家
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
吉
村
君

の
関
心
は
移
行
法
則
と
し
て
の
経
済
杜
会
の
発
展
は
階
級
闘
争
を
媒
介

と
す
る
の
で
あ
り
、
闘
争
は
政
治
過
程
の
事
態
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、

国
家
、
政
治
、
と
経
済
法
則
と
が
ど
う
関
係
づ
け
ら
れ
る
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
杜
会
法
則
の
特
異
性
を
認
識
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
容
場
に
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
吉
村
君
の
次
ぎ
の
よ

う
な
主
張
は
そ
の
眼
り
正
し
い
。
　
「
経
済
学
が
政
治
経
済
学
た
ら
ざ
る

を
得
な
い
所
以
は
、
移
行
の
法
則
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ

り
、
主
体
的
要
閃
を
移
行
の
木
質
的
な
一
要
因
と
し
て
み
と
め
ざ
る
を

え
な
い
点
に
あ
り
、
し
か
も
依
然
と
し
て
経
済
学
た
る
所
以
は
、
そ
の

硬
因
を
不
可
欠
た
与
件
と
し
て
前
提
し
て
も
経
済
学
と
唯
物
史
観
の
正

し
い
閑
連
が
把
搾
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
移
行
の
必
然
性
の
科
学
的
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四
（
五
〇
二
）

を
そ
こ
な
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
二
二
八
頁
）
。

　
此
の
よ
う
な
見
地
に
立
っ
て
全
般
的
危
機
と
移
行
法
則
を
問
題
と
し

国
家
独
占
資
本
士
土
我
の
必
然
性
を
論
述
し
、
国
家
下
部
構
造
論
を
批
判

し
、
生
産
力
の
杜
会
化
に
応
じ
て
の
資
本
主
義
体
制
内
で
の
生
産
関
係

の
杜
会
化
を
云
々
す
る
構
造
改
革
論
を
論
難
す
る
。
筆
者
の
か
つ
て
論

述
し
た
見
解
（
拙
著
・
『
経
済
学
基
礎
理
論
」
第
八
章
）
と
基
本
的
に

は
一
致
す
る
。

　
要
す
る
に
本
書
は
は
し
が
き
に
お
い
て
述
べ
た
如
く
既
発
表
論
文
の

集
成
で
は
あ
る
が
、
一
貫
し
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
改
め
て
再
た
新
鮮

な
感
慨
を
読
者
に
与
え
る
。
本
書
を
質
く
革
命
的
実
践
意
識
に
著
者
の

良
心
的
な
学
究
心
を
感
ぜ
さ
せ
る
。
そ
の
実
践
意
識
は
尖
鋭
で
あ
る
。

そ
の
反
面
、
時
に
は
荒
刷
り
の
箇
処
も
あ
り
、
ま
た
伽
別
的
な
独
立
論

文
か
ら
の
集
成
で
あ
る
故
に
、
通
複
せ
る
箇
処
も
発
見
さ
れ
る
が
、
極

め
て
良
心
的
な
学
究
の
成
果
た
る
こ
と
を
認
め
る
に
吝
か
で
は
な
い
。


