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『
資
本
論
」
の
周
辺

目才

澤
　
　
秀

　
『
資
本
論
』
第
一
巻
・
初
版
の
発
行
は
一
八
六
七
年
の
秋
で
あ
る
か
ら
、
今
年
は
ち
ょ
う
ど
百
年
目
に
あ
た
る
。
発
刊
当
時
、
意

識
的
た
黙
殺
戦
術
に
よ
っ
て
、
殆
ん
ど
普
及
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
本
書
は
、
そ
の
後
百
年
目
の
こ
ん
に
ち
、
世
界
各
国
民

に
よ
っ
て
広
く
読
ま
れ
て
い
る
。
殊
に
目
本
に
お
い
て
は
著
し
い
。
「
今
さ
ら
マ
ル
ク
ス
で
も
あ
る
ま
い
」
、
と
い
う
言
葉
は
『
資
本

論
』
が
ま
す
ま
す
広
く
読
ま
れ
、
そ
の
思
想
が
普
及
し
て
い
る
こ
と
の
反
語
以
外
の
何
者
で
も
た
い
。
た
ん
に
そ
れ
が
学
界
・
思
想

界
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
現
実
の
歴
史
世
界
に
お
い
て
は
、
此
の
書
物
の
原
理
に
導
か
れ
て
、
い

く
つ
も
の
杜
会
主
義
国
家
の
成
立
を
み
る
に
。
至
っ
て
い
る
。
世
界
人
口
の
三
二
％
は
杜
会
主
義
の
生
活
を
営
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

か
っ
て
地
球
は
一
九
世
紀
一
ぱ
い
を
費
や
し
て
資
本
主
義
に
よ
っ
て
征
覇
さ
れ
た
が
、
そ
の
満
月
状
態
も
二
〇
世
紀
に
入
る
や
、
そ

の
一
〇
年
代
に
早
く
も
欠
げ
は
じ
め
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
い
て
そ
の
欠
落
度
合
は
ま
す
ま
す
拡
大
さ
れ
た
。
そ
し
て
此
ら
の

国
に
お
い
て
は
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
は
も
う
時
代
お
く
れ
だ
」
、
た
ど
と
い
う
言
葉
を
き
か
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
　
『
資
本
論
』
は

杜
会
主
義
経
済
建
設
の
過
程
に
お
い
て
、
理
論
的
に
－
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
そ
れ
は
周
知
の
如
く
、
　
『
資
本
論
』
は
資
本

主
義
杜
会
の
経
済
的
土
台
を
分
析
の
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
分
析
方
法
は
巾
広
い
歴
史
的
視
野
に
立
っ
て
、
深
く
っ
っ

こ
ん
だ
究
明
を
行
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
類
が
後
代
に
与
え
た
文
化
遺
産
の
な
か
で
も
『
資
本
論
』
は
最
大
な
も
の
の
一
っ



で
あ
ろ
う
。
　
『
資
本
論
』
は
古
く
さ
く
な
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
そ
の
偉
大
な
光
を
輝
や
か
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
し

え
ぬ
現
実
で
あ
る
。

　
日
本
で
『
資
本
論
』
の
邦
訳
あ
る
い
は
解
説
書
、
紹
介
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
第
一
次
大
戦
以
後
の
時
期
で
あ
る
。

日
本
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
界
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
河
上
肇
は
、
　
『
マ
ル
ク
ス
の
資
本
論
』
を
大
正
九
（
一
九
一
八
）
年
に
執
筆

し
て
い
る
。
邦
訳
の
最
初
の
も
の
は
、
一
九
一
五
年
の
松
浦
要
に
，
よ
る
第
一
巻
・
第
一
篇
－
第
三
篇
、
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
次

い
で
同
年
二
一
月
、
生
田
長
江
に
１
よ
っ
て
第
一
巻
第
二
篇
ま
で
の
訳
本
が
出
る
が
、
完
訳
は
高
畠
素
之
に
よ
る
一
九
二
〇
年
刊
（
「
大

鉢
閣
お
よ
び
而
立
杜
」
版
）
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
一
九
二
五
年
に
改
訳
本
が
新
潮
杜
よ
り
、
改
訳
完
本
が
一
九
二
七
年
に
１
改
造
杜
か

ら
出
る
。
そ
し
て
現
在
、
四
種
類
の
邦
訳
本
が
出
さ
れ
、
そ
の
発
行
部
数
も
す
ぼ
ら
し
い
と
き
く
。
ひ
と
り
訳
本
の
発
行
部
数
が
大

き
い
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
研
究
の
水
準
も
高
い
。
恰
も
『
資
本
論
』
発
刊
百
年
の
記
念
に
因
ん
で
、
『
資
本
論
」

に
っ
い
て
の
二
、
三
の
問
題
を
提
起
し
て
私
見
を
開
陳
せ
ん
と
す
る
の
が
、
こ
の
小
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

●

経
済
の
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
、
　
、
　
、

　
経
済
学
の
対
象
に
つ
い
て
『
経
済
学
批
判
』
の
「
序
説
」
は
、
　
「
当
面
の
対
象
は
差
し
当
り
物
質
的
生
産
で
あ
る
。
杜
会
に
お
い

て
生
産
し
つ
つ
あ
る
諸
個
人
－
従
っ
て
諸
個
人
の
杜
会
的
に
規
定
さ
れ
た
生
産
が
当
然
に
出
発
点
で
あ
る
」
（
全
集
・
＠
・
六
一
五
頁
）
、

と
述
べ
て
い
る
。
杜
会
的
に
１
規
定
さ
れ
た
生
産
と
は
一
定
の
杜
会
の
発
展
段
階
に
お
げ
る
生
産
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

合
は
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
生
産
で
あ
る
。
こ
こ
に
物
質
的
生
産
と
い
う
の
は
、
極
限
的
に
は
衣
・
食
・
庄
に
か
か
わ
る
生
活
資
料
と

し
て
の
財
貨
な
ら
び
に
１
そ
れ
ら
の
生
産
に
必
要
な
生
産
財
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
杜
会
の
富
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
資
本
論
』
は
そ
の

　
　
　
　
『
資
本
論
』
の
周
辺
（
相
澤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
二
七
　
（
三
二
三
）
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、

冒
頭
の
文
章
に
お
い
て
、
商
品
の
老
大
な
集
合
と
し
て
現
象
し
て
い
る
富
を
研
究
の
出
発
点
に
お
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
富
の
杜

会
的
生
産
・
再
生
産
過
程
が
経
済
の
基
本
性
格
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
此
の
場
合
、
一
方
に
お
い
て
は
分
配
、
交
換
、
消
費
、
の
生
活

領
域
が
生
産
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
す
る
と
と
も
に
他
方
、
生
産
と
い
う
場
合
そ
の
技
術
過
程
に
。
重
点
が
あ
る
の

で
は
な
く
、
生
産
に
お
げ
る
人
問
関
係
、
い
う
と
こ
ろ
の
生
産
関
係
に
重
点
が
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
従
っ
て
経
済
の
世
界

と
は
物
質
的
生
活
諸
関
係
の
総
和
と
か
或
い
は
生
産
諸
関
係
の
総
和
と
乎
び
か
え
て
も
よ
く
、
広
汎
な
人
問
の
杜
会
生
活
領
域
１
そ

の
総
和
が
全
杜
会
構
成
体
と
な
る
の
で
あ
る
が
ー
の
土
台
た
る
生
活
領
域
で
あ
る
。
此
の
も
の
を
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
究
明
し
て

行
く
と
こ
ろ
に
経
済
学
が
成
立
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
と
こ
ろ
で
経
済
学
は
実
在
認
識
の
科
学
で
あ
り
、
経
験
科
学
で
あ
り
、
説
明
科
学
で
あ
る
。
実
在
科
学
と
は
実
在
と
し
て
生
起
す

る
事
象
を
因
果
関
係
に
お
い
て
解
明
す
る
こ
と
を
そ
の
主
要
な
特
色
と
す
る
。
因
果
関
係
に
お
げ
る
解
明
と
は
恰
も
自
然
的
実
在
に

た
い
す
る
認
識
と
同
様
に
、
没
意
味
的
な
事
象
と
し
て
追
究
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
学
問
的
性
格
は
自
然
科
学
と
全
く

同
一
で
あ
る
。
若
し
も
か
よ
う
な
結
論
を
許
す
な
ら
ぱ
、
経
済
と
い
う
杜
会
的
実
在
は
そ
の
性
格
に
お
い
て
白
然
的
実
在
と
同
様
で

た
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
た
る
。
か
よ
う
た
主
張
は
如
何
に
し
て
成
立
し
う
る
か
。

　
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
『
資
本
論
』
第
一
巻
・
第
一
版
へ
の
序
言
に
お
げ
る
「
経
済
的
な
杜
会
構
造
の
発
展
を
一
の
自

然
史
的
過
程
と
解
す
る
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
一
般
に
唯
物
史
観
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
観
を
も
っ
て
き
て
、

人
問
杜
会
発
展
の
合
法
則
性
と
い
シ
こ
と
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
私
も
一
般
的
に
は
こ
の
解
釈
を
否
定
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
唯

物
史
観
が
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
研
究
を
指
導
的
に
貫
く
赤
い
一
本
の
線
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
っ
て
、
此
の
史
観
に
立
っ

て
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
杜
会
の
経
済
的
土
台
を
弁
証
法
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
た
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
こ
の
史
観
は
古
典
派
経

…

＾
山山…山…

…
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……
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’
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済
学
の
批
判
的
継
承
に
お
げ
る
彼
の
経
済
学
体
系
の
樹
立
と
と
も
に
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
マ
ル
ク
ス
と
エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
、
そ

の
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
杜
会
関
係
か
ら
生
産
関
係
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
経
済
的
杜
会
構
成
体
の
概
念
で
い
ろ
い
ろ
の

国
の
杜
会
的
な
発
展
に
お
げ
る
一
般
的
な
特
徴
を
見
つ
げ
出
し
、
い
ろ
い
ろ
の
国
の
支
配
的
た
経
済
関
係
を
普
遍
化
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
生
産
力
の
水
準
に
。
よ
っ
て
決
ま
る
生
産
関
係
は
客
観
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
経
済
的
杜
会
構
成
体
の
発
展
を
自
然

史
的
な
、
っ
ま
り
厳
密
に
ー
合
法
則
的
な
過
程
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
た
」
９
イ
コ
ツ
キ
ー
．
『
資
本
論
の
生
誕
』
．
一
〇
頁
）
。
生
産
力

を
起
動
力
と
し
て
の
そ
の
発
展
に
と
も
な
う
そ
れ
と
生
産
関
係
と
の
矛
盾
を
と
お
し
て
の
経
済
的
杜
会
構
成
体
の
発
展
変
化
を
基
底

に
お
い
て
の
全
杜
会
構
成
体
の
変
化
発
展
は
、
具
体
的
に
は
生
産
力
を
担
う
階
級
と
既
存
の
生
産
関
係
を
保
持
せ
ん
と
す
る
階
級
と

の
斗
争
拮
抗
と
な
っ
て
杜
会
変
革
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
が
唯
物
史
観
の
命
題
で
あ
る
。
生
産
力
と
生
産
関
係
の
矛
盾
は
経
済
の
次
元

に
お
げ
る
も
ろ
も
ろ
の
経
済
諸
形
態
と
し
て
発
現
す
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
は
階
級
闘
争
を
踏
ん
ま
え
て
政
治
の
次
元
に
お
げ
る
事
象

の
生
起
を
必
然
す
る
。
経
済
学
が
そ
の
対
象
を
生
産
関
係
－
人
問
関
係
－
階
級
関
係
と
し
て
捉
え
た
経
済
の
世
界
と
す
る
か
ぎ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

政
治
過
程
の
考
察
が
斯
学
に
入
り
こ
む
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
然
し
経
済
学
は
主
要
な
視
点
を
、
一
応
上
部
構
造
か
ら
抽
象
さ
れ
た

純
経
済
過
程
に
お
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
経
済
過
程
は
上
部
構
造
た
る
国
家
に
１
よ
っ
て
綜
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
体
系
は
一
応
国
家
を
抽
象
し
て
純
粋
に
経
済
過
程
を
、
か
ん
た
ん
た
抽
象
的
な
範
時
か
ら
徐
々
に
複
雑
な

具
体
的
範
晴
に
上
向
さ
せ
て
、
理
念
的
に
描
か
れ
た
資
本
主
義
の
全
体
的
把
握
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
上
に
、
国
家
、
さ

ら
に
ぽ
諸
国
家
の
経
済
的
相
互
関
係
の
考
察
に
う
つ
る
計
画
を
立
て
て
い
る
。
こ
う
み
て
く
る
な
ら
ば
、
方
法
と
し
て
の
唯
物
史
観

を
そ
の
基
礎
に
お
い
て
、
経
済
学
は
一
義
的
に
は
も
っ
ぱ
ら
純
経
済
過
程
を
取
り
扱
い
、
諸
経
済
形
態
の
考
察
に
重
点
を
お
く
。
か

く
の
如
く
取
り
上
げ
た
経
済
過
程
が
自
然
史
的
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
唯
物
史
観
に
い
わ
ゆ
る
杜
会
の
歴
史
過
程
が
自
然
史

　
　
　
　
『
資
本
論
』
の
周
辺
（
相
澤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
（
ご
二
孟
）
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三
〇
　
（
三
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的
過
程
で
あ
る
と
は
別
異
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
大
塚
久
雄
教
授
が
そ
の
著
『
杜
会
科
学
の
方
法
』
で
こ
の
間
題
に
こ
た
え
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
杜
会
の
特
殊
性
を
自
然
成
長
的
分
業
を

基
軸
と
し
て
の
杜
会
全
体
の
物
質
新
陳
代
謝
の
過
程
が
疎
外
さ
れ
て
い
わ
ば
第
二
の
白
然
と
な
っ
た
事
実
の
う
ち
に
見
よ
う
と
さ
れ

る
。
い
ち
お
う
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
正
し
い
と
思
う
が
、
さ
ら
に
論
を
す
す
め
て
、
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
第
二
の
自
然
に
お
け
る
行

為
主
体
は
経
済
学
的
範
晴
の
人
格
化
に
す
ぎ
た
い
外
的
－
経
済
的
た
「
階
級
」
状
況
の
も
と
に
お
け
る
主
体
と
考
え
た
の
は
一
面
的

で
あ
っ
て
、
内
的
－
人
問
的
な
利
害
状
況
の
も
と
に
お
け
る
・
い
わ
ば
「
身
分
」
的
状
況
下
の
主
体
を
看
の
が
し
て
は
な
ら
た
い
、

と
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
所
説
に
積
極
的
た
意
味
を
も
た
せ
よ
う
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
唯
物
史
観
の
曲
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

そ
の
点
、
見
田
批
判
（
見
田
石
介
．
「
『
資
本
論
』
の
立
場
と
方
法
」
．
『
経
済
』
・
五
月
臨
時
号
）
は
正
し
い
が
、
見
田
教
授
も
ま
た
自

然
史
的
過
程
の
意
味
を
も
っ
ぱ
ら
唯
物
史
観
の
見
地
か
ら
汲
み
取
っ
て
い
ら
れ
る
。
だ
か
ら
勢
い
水
掛
げ
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。
両

者
の
考
察
の
次
元
は
こ
と
た
っ
て
い
る
か
ら
。

　
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
成
立
と
共
に
経
済
学
は
科
学
と
し
て
の
市
民
権
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
杜
会

の
経
済
的
土
台
の
客
観
過
程
が
自
然
史
的
過
程
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
根
拠
は
全
面
的
た
商
品
経
済

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
い
わ
ば
商
品
の
論
理
に
お
い
て
独
自
に
展
開
す
る
運
動
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
論

理
を
展
開
さ
せ
る
法
則
が
価
値
法
則
で
あ
り
、
自
然
法
則
と
同
一
の
性
格
の
も
の
た
る
点
に
お
い
て
基
礎
法
則
で
あ
る
。
物
質
的
新

陳
代
謝
の
過
程
は
、
何
ら
の
外
圧
に
ー
よ
る
こ
と
な
く
機
構
の
具
有
す
る
基
礎
法
則
に
も
と
づ
い
て
行
た
わ
れ
る
。
封
建
制
経
済
は
、

常
に
経
済
外
的
強
制
と
し
て
知
ら
れ
る
外
圧
に
よ
っ
て
右
の
過
程
が
維
持
さ
れ
た
。
こ
こ
に
商
品
経
済
の
特
色
が
あ
る
。
自
然
経
済

の
名
に
値
い
す
る
杜
会
は
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
を
お
い
て
他
に
な
い
。
杜
会
主
義
杜
会
は
意
志
経
済
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
資
本
主
義



は
資
本
の
論
理
に
・
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
商
品
経
済
に
基
礎
を
お
く
か
ぎ
り
、
資
本
も
ま
た
商
品
と
し
て
、
資
本
の
論
理

は
商
品
の
論
理
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。
此
の
よ
う
な
考
え
方
は
修
正
主
義
に
通
じ
宇
野
理
論
に
屈
伏
す
る
も
の
と
難
ぜ
ら
れ
る
か

も
分
ら
な
い
が
、
資
本
主
義
商
品
生
産
の
杜
会
を
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
の
自
然
史
的
過
程
と
し
て
捉
え
た
宇
野
理
論
は
、
右
の

点
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
は
肯
定
さ
れ
う
る
。
　
「
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
は
あ
や
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
に
。
し
た
が
う
と
、
資
本

制
生
産
様
式
以
外
の
生
産
様
式
に
は
客
観
的
な
法
則
は
た
く
、
そ
れ
ら
は
自
然
史
的
過
程
で
は
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
た
と
え

ぼ
杜
会
的
総
生
産
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
量
的
に
規
定
さ
れ
た
杜
会
的
総
欲
望
の
各
部
門
に
照
応
し
て
国
民
に
。
ふ
り
あ
て
ら
れ
ね
ぱ
な
ら

ぬ
と
い
う
よ
う
な
経
済
の
法
則
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
ち
が
っ
た
移
態
が
と
ら
れ
る
に
し
て
も
、
ど
の
生
産
様
式
に
も
ひ
と
し
く
あ

て
は
ま
る
法
則
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
則
に
し
た
が
う
こ
と
な
し
に
ー
は
、
杜
会
は
発
展
す
る
こ
と
も
、
存
続
す
る
こ
と
さ
え
も
長
く
は

許
さ
れ
な
い
」
（
見
田
論
文
．
二
五
九
頁
）
、
と
の
見
田
教
授
の
主
張
に
は
別
段
異
議
は
な
い
。
こ
こ
に
い
う
法
則
は
文
字
通
り
自
然
原

則
で
り
、
人
類
が
彼
ら
の
杜
会
的
物
質
代
謝
過
程
を
っ
づ
げ
て
行
か
ん
と
す
る
か
ぎ
り
、
絶
対
的
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
原
則
で
あ
る

こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
ク
ー
ゲ
ル
マ
ソ
宛
の
書
簡
（
一
八
六
八
年
七
月
十
一
日
付
）
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
え
ば
ひ

と
り
経
済
生
活
の
領
域
の
み
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
生
活
領
域
は
つ
ね
に
法
則
に
従
っ
て
発
展
し
き
た
っ
た
も
の
で
あ
る
点

に
お
い
て
自
然
史
的
過
程
で
あ
る
。
第
二
次
産
業
革
命
と
い
わ
れ
る
現
時
点
の
生
産
力
の
増
大
、
技
術
革
新
、
原
子
ニ
ネ
ル
ギ
ー
の

発
明
、
こ
と
ご
と
く
は
自
然
科
学
に
依
拠
し
、
自
然
の
具
有
す
る
法
則
に
従
っ
て
人
類
が
行
な
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
人
問
杜
会

の
発
展
も
ま
た
一
つ
の
自
然
史
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
特
殊
的
に
は
生
産
力
と
生
産
関
係
の
矛
盾
を
通
お
し
て
展
開
さ
れ
る
経
済
的
杜

会
構
成
体
の
変
化
．
交
替
が
唯
物
史
観
の
次
元
に
、
お
げ
る
自
然
史
的
過
程
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
杜
会

的
物
質
代
謝
の
過
程
を
貫
く
自
然
原
則
（
あ
る
い
は
経
済
原
則
と
呼
ん
で
も
よ
か
ろ
う
）
に
ど
の
よ
う
に
従
っ
て
い
る
か
、
そ
の
従
い
方

　
　
　
　
『
資
本
論
』
の
周
辺
（
相
澤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
（
三
二
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
（
三
二
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

に
よ
っ
て
自
然
経
済
お
よ
び
意
志
経
済
と
い
う
様
相
の
特
殊
性
を
見
出
し
、
そ
れ
を
根
拠
に
経
済
過
程
の
自
然
史
的
過
程
で
あ
る
か

ど
う
か
を
見
よ
う
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。
原
則
の
命
ず
る
と
こ
ろ
を
人
間
が
意
識
し
て
対
処
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
意
志
経
済
が

成
立
し
、
原
則
の
一
方
的
作
用
に
盲
目
的
に
人
間
が
従
わ
ざ
る
を
得
ぬ
と
こ
ろ
に
自
然
経
済
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、

原
則
の
現
象
彩
式
と
し
て
の
法
則
を
人
間
が
認
識
し
意
識
し
て
い
る
か
否
か
の
問
題
で
は
な
く
、
体
制
が
法
則
を
利
用
し
え
さ
せ
る

か
否
か
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
正
に
商
品
生
産
経
済
は
、
か
か
る
法
則
の
貫
徹
を
た
だ
受
動
的
に
受
げ
う
る
の
み
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
経
済
の
客
観
過
程
は
、
国
家
の
権
力
を
以
て
し
て
も
如
何
と
も
し
え
ざ
る
第
二
の
自
然
と
し
て
人
間
に
対
立
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
自
然
史
的
過
程
と
言
わ
れ
る
所
以
が
あ
る
。
要
す
る
に
商
品
の
論
理
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
経
済
の
客
観
過
程
、
す
な
わ
ち

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
経
済
の
客
観
過
程
は
全
く
の
自
然
的
過
程
で
あ
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
に
の
み
特
有
な

も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
国
家
に
よ
る
経
済
政
策
行
為
は
、
人
間
に
盲
目
的
服
従
を
強
い
る
資
本
主
義
商
品
市
場
経
済
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
対
す
る
人
問
の
低
抗
に
他
た
ら
た
い
の
で
あ
っ
て
、
恰
も
そ
れ
は
自
然
に
た
い
す
る
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
弦
に
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ

経
済
政
策
の
限
界
が
あ
る
。
人
間
は
経
済
の
中
に
埋
没
と
れ
て
、
経
済
が
主
体
で
人
間
が
客
体
で
あ
る
と
こ
ろ
に
資
本
主
義
商
品
経

済
の
特
色
が
あ
る
。
杜
会
主
義
杜
会
に
お
い
て
の
み
人
問
は
主
人
公
と
な
り
、
経
済
を
手
段
と
し
て
人
問
は
そ
の
杜
会
的
福
祉
を
語

り
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
経
済
学
は
そ
の
性
格
を
計
画
経
済
学
に
か
え
る
。

　
ヴ
ァ
ル
ガ
は
そ
の
著
『
資
本
主
義
経
済
学
の
諸
問
題
』
に
お
い
て
『
資
本
論
』
や
『
批
判
序
説
』
か
ら
、
す
べ
て
の
生
産
様
式
に

共
通
す
る
一
般
的
法
則
を
引
き
だ
し
て
整
理
し
て
い
る
。
○
ｏ
　
人
問
生
活
の
必
要
条
件
と
し
て
の
労
働
、
吻
　
労
働
生
産
物
は
つ
ね

に
使
用
対
象
で
あ
る
、
倒
　
分
業
の
法
則
、
↑
り
　
生
活
手
段
元
本
は
常
に
労
働
者
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
、
伺
　
生
産
指
揮
の
必
要
、

側
　
消
費
手
段
の
生
産
に
比
較
し
て
生
産
手
段
の
生
産
が
よ
り
急
速
に
増
大
す
る
と
い
う
法
則
、
い
消
費
は
長
期
間
に
わ
た
っ
て
生

」
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産
を
上
ま
わ
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
（
同
書
・
一
七
－
八
頁
）
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
如

何
な
る
様
式
の
杜
会
的
生
産
も
こ
れ
ら
の
法
則
に
徒
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
過
程
が
特
に
自
然
的
過
程
で
あ
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
経
済
的
杜
会
構
造
の
発
展
過
程
が
自
然
史
的
過
程
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
一
つ
に
。
は
唯
物
史
観
の
次
元
に

お
い
て
把
ま
え
た
人
問
杜
会
の
発
展
過
程
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
資
本
主
義
商
品
経
済
体
制
が
自
然
的
過
程
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
の
み
資
本
主
義
分
析
の
経
済
学
が
実
在
科
学
た
り
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
実
在
科
学
と
い
う
の
は
客
観
的
実
在
を
対
象
と
し
て
成
立
す
る
科
学
で
あ
る
。
実
在
と
し
て
の
事
実
を
自
然
的
事
実
と
生
活
事
実
と
に
分
け
、
後
者
を
取
り

　
　
　
　
上
げ
る
学
問
は
一
般
に
社
会
科
学
で
あ
り
、
そ
の
性
格
は
自
然
科
学
の
如
く
単
な
る
認
識
科
学
で
は
あ
り
え
ず
、
了
解
科
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
所

　
　
　
　
論
も
存
在
す
る
。
此
の
点
に
関
し
、
か
つ
て
私
は
、
『
経
済
学
基
礎
理
論
』
に
お
い
て
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
大
凡
そ
次
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
た
。
因

　
　
　
　
み
に
か
か
る
所
論
は
宮
田
喜
代
藏
教
受
の
『
経
済
原
論
』
に
み
ら
れ
る
。
同
書
に
お
い
て
教
授
は
、
自
然
科
学
の
対
象
界
は
没
意
味
的
な
事
実
す
な
わ
ち
与
え

　
　
　
　
ら
れ
て
あ
る
も
の
（
所
与
件
）
で
あ
る
に
た
い
し
て
生
活
科
学
の
対
象
界
は
経
験
さ
れ
た
意
味
的
事
実
す
な
わ
ち
為
さ
れ
て
あ
る
も
の
（
所
作
件
）
で
あ
る
と

　
　
　
　
さ
れ
、
前
述
の
よ
う
な
主
張
を
さ
れ
る
。
私
が
没
意
味
的
な
事
実
と
し
て
経
済
事
実
を
取
扱
う
と
い
う
意
味
は
、
市
民
社
会
を
構
成
す
る
個
々
の
人
問
は
意
志

　
　
　
　
し
意
欲
し
行
為
す
る
主
体
と
し
て
に
ら
か
の
意
味
を
も
っ
た
生
活
を
営
み
つ
つ
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
生
活
行
為
を
介
し
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
客
観

　
　
　
　
過
程
は
、
個
々
人
の
意
志
や
意
図
と
は
無
関
係
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
没
意
味
的
な
事
実
世
界
で
あ
る
と
看
傲
す
べ
き
で
あ
る
。
と

　
　
　
　
い
う
に
あ
る
。

　
　
（
２
）
　
唯
物
史
観
の
命
題
を
確
認
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
階
級
関
係
を
無
視
し
て
の
経
済
学
的
研
究
は
成
り
立
た
な
い
。
殊
に
社
会
的
生
産
力
の
担
当
者
た
る

　
　
　
　
直
接
的
生
産
者
階
級
が
、
特
定
の
生
産
様
式
で
の
も
と
で
の
生
産
力
の
発
展
に
お
い
て
、
い
か
な
る
作
用
と
影
響
を
受
け
、
そ
れ
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
反

　
　
　
　
作
用
を
行
な
う
か
、
か
く
し
て
経
済
的
社
会
構
造
が
ど
ん
な
変
革
を
蒙
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
、
の
究
明
こ
そ
が
経
済
学
の
課
題
の
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
　
『
資

　
　
　
　
木
論
』
の
「
資
本
制
蓄
槙
の
一
般
法
則
」
は
此
の
問
の
事
情
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
資
本
制
蓄
杭
の
敵
対
的
性
格
こ
そ
、
階
級
矛
盾
を
激
化
さ

　
　
　
　
せ
、
階
級
闘
争
を
通
お
し
て
、
古
い
社
会
の
変
革
と
新
ら
し
い
社
会
の
形
成
と
が
つ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
社
会
の
発
展
・
変
革
は
、
政
治
権
力
を
捨
象
し
て

　
　
　
　
は
論
じ
え
な
い
。
資
本
の
再
生
産
過
程
は
同
時
に
生
産
関
係
Ｈ
階
級
関
係
の
再
生
産
過
程
で
あ
る
。
殊
に
は
ま
た
、
現
代
の
国
家
独
占
資
本
主
義
の
経
済
学
的

　
　
　
　
考
察
に
は
、
国
家
を
不
問
に
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
資
本
論
』
の
周
辺

（
相
澤
）

三
三
　
（
三
二
九
）



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

三
四
　
（
三
三
〇
）

二
　
労

働

　
人
問
の
生
活
は
自
然
的
環
境
の
な
か
で
自
然
に
働
き
か
け
て
生
き
て
行
く
と
い
う
形
態
を
と
る
が
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
人
問
の
物

質
代
謝
過
程
で
あ
っ
て
、
自
然
必
然
事
で
あ
る
。
物
質
代
謝
の
過
程
は
、
一
方
に
お
い
て
は
生
産
過
程
で
あ
る
と
共
に
他
方
に
お
い

て
は
消
費
過
程
で
あ
る
。
然
し
そ
の
基
本
的
な
も
の
は
生
産
過
程
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
消
費
過
程
も
ま
た
、
た
と
え
衣
．
食
．
住

の
純
消
費
過
程
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
生
産
過
程
を
遂
行
さ
せ
る
に
。
必
要
な
労
働
力
を
健
全
な
形
に
、
お
い
て
再
生
産
す
る
過
程
で
あ

る
と
い
う
意
味
で
は
生
産
過
程
で
あ
る
。
生
産
過
程
は
取
り
も
な
お
さ
ず
労
働
過
程
で
あ
り
、
経
済
の
根
本
で
あ
る
。

　
『
資
本
諭
」
は
第
一
巻
・
第
三
篇
・
第
五
章
の
第
一
節
に
お
い
て
極
め
て
抽
象
的
に
超
歴
史
的
な
物
質
代
謝
過
程
と
し
て
の
労
働

過
程
を
取
扱
い
、
つ
い
で
資
本
制
商
品
生
産
の
も
と
で
の
労
働
過
程
を
価
値
増
殖
過
程
と
し
て
そ
の
特
殊
化
さ
れ
た
形
態
に
つ
い
て

考
察
を
行
な
い
、
第
四
篇
・
「
相
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
」
で
よ
り
具
体
化
さ
れ
た
形
態
で
の
剰
余
価
値
生
産
の
過
程
を
究
明
し
て

い
る
。
こ
の
と
こ
ろ
が
い
わ
ぼ
労
働
疎
外
の
内
容
・
実
体
に
つ
い
て
の
叙
述
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
資
本
主
義
生
産
様
式
に
よ
っ
て

歪
め
ら
れ
た
労
働
過
程
が
本
来
の
姿
を
取
戻
し
、
労
働
の
権
威
が
実
証
さ
れ
る
自
然
史
的
過
程
が
、
第
七
篇
の
第
二
十
三
章
お
よ
び

な
か
ん
ず
く
第
二
十
四
章
・
第
七
節
に
。
お
い
て
論
究
さ
れ
、
進
ん
で
第
三
巻
・
第
七
篇
・
第
四
十
八
章
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
「
自

山
の
王
国
」
と
し
て
知
ら
れ
る
箇
処
で
結
語
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
古
典
学
派
た
と
え
ぼ
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
見
ら
れ
る
如
く
、
労
働
が
苦
痛
な
り
や
快
楽
な
り
や
と
い
う
設
問
が
試
み
ら
れ
た
。
も
ち

ろ
ん
こ
ん
に
ち
、
多
く
の
大
衆
は
職
場
に
お
い
て
労
働
の
苦
痛
を
感
じ
、
目
曜
大
工
の
労
働
に
。
快
楽
を
感
じ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
然
し
か
よ
う
な
資
本
主
義
的
な
労
働
疎
外
の
実
体
か
ら
人
問
が
解
放
さ
れ
た
と
き
、
労
働
の
苦
痛
も
ま
た
解
放
さ
れ
る
だ
ろ

血
“山

－

山
’一

’…
－

…｝…

＾仙
甘＾｝山



う
か
、
と
い
う
問
題
提
起
は
一
理
あ
る
が
如
く
で
あ
る
が
｛
を
得
た
も
の
で
は
た
い
。
よ
し
ん
ば
さ
よ
う
な
事
態
が
付
随
的
に
生
起

す
る
も
の
と
し
て
も
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
立
つ
労
働
本
貰
榊
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
か
く
言
え
ぱ
と
て
物
質
的
生
産
活
動

白
体
が
、
外
圧
・
強
制
も
な
く
専
ら
白
主
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
何
ほ
ど
か
の
肉
体
的
苦
痛
を
人
閉
に
も

た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
否
む
も
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ぼ
こ
そ
、
優
秀
精
巧
な
労
働
手
段
の
導
入
に
も
と
ず
く
生
産
力
の
増
大
、
そ

れ
を
基
礎
に
お
い
て
の
労
働
日
の
短
縮
を
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
理
想
と
し
た
の
で
あ
る
。
人
問
の
有
用
的
諾
労
働
も
ま
た
人
問
活
動
の

一
種
で
あ
っ
て
も
、
悦
楽
の
た
め
の
活
動
と
は
異
な
る
。
　
「
商
口
叩
の
物
神
崇
拝
性
」
を
論
ず
る
箇
処
に
お
い
て
、
ロ
ビ
ソ
ソ
ソ
は
彼

の
生
活
欲
望
充
足
の
た
め
に
、
道
旦
ハ
を
作
っ
た
り
、
家
旦
一
を
こ
し
ら
え
た
り
、
魚
貝
を
と
っ
た
り
、
色
々
の
種
類
の
有
用
労
働
を
為

さ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
、
然
し
、
　
「
祈
梼
や
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
い
、
と
い
う
わ
け
は
、
わ
が
ロ
ビ
ソ
ソ

ソ
は
そ
れ
に
悦
び
を
見
出
し
、
か
か
る
活
動
を
気
崎
ら
し
と
考
え
て
い
石
か
ら
で
あ
る
」
（
青
木
文
庫
版
．
¢
．
一
七
八
頁
）
、
と
述
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
辺
の
事
情
を
知
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
労
働
は
さ
し
あ
た
り
、
人
閉
と
白
然
と
の
…
の
一
過
租
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
お
い
て
人
閉
が
人
閉
と
〔
然
と
の
質
料
変
換
を

彼
ｎ
身
の
行
為
に
よ
っ
て
媒
介
し
・
規
伽
し
・
統
制
す
る
一
過
程
で
あ
る
…
…
。
彼
は
、
こ
の
運
動
に
よ
り
彼
の
外
部
の
〔
然
に
働

き
か
け
こ
れ
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
時
に
彼
〔
身
の
〔
然
を
変
化
さ
せ
る
」
（
同
上
・
＠
・
三
二
九
工
二
〇
頁
）
。
　
労
働
は
〕

然
を
変
え
る
と
同
時
に
ｎ
分
ｎ
身
を
作
り
か
え
る
。
客
体
的
に
も
主
体
的
に
も
変
革
を
行
な
う
の
が
労
働
で
あ
る
。
か
か
る
見
地
に

立
っ
て
こ
そ
、
物
貫
代
謝
〔
生
庶
過
程
を
軸
と
し
て
人
類
吏
の
全
体
を
白
然
史
的
過
程
と
し
て
把
ま
え
た
腔
史
概
が
成
立
す
る
。
唯

物
史
観
は
経
済
史
襯
で
は
た
い
。
右
の
よ
う
な
人
閉
概
と
労
働
観
が
基
礎
に
あ
っ
て
の
歴
史
概
で
あ
る
。

　
労
働
に
よ
っ
て
人
閉
は
白
然
を
変
え
る
と
言
っ
て
も
得
手
勝
手
に
変
え
る
も
の
で
は
淀
い
。
白
然
の
法
則
に
反
す
る
こ
と
は
で
き

　
　
　
　
『
賓
木
論
』
の
周
辺
（
相
澤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
（
三
ご
二
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
三
・
四
今
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
（
三
三
二
）

な
い
。
成
果
に
お
い
て
実
現
さ
る
べ
き
目
的
が
労
働
の
始
め
に
表
象
さ
れ
て
い
な
げ
れ
ぼ
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
そ
の
目
的
は
自
然
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

則
を
無
視
し
て
成
り
立
っ
も
の
で
は
な
い
。
労
働
主
体
と
し
て
の
人
問
は
「
自
然
的
た
も
の
の
形
態
変
化
の
み
を
生
ぜ
し
め
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

は
な
い
。
彼
は
白
然
的
な
も
の
の
う
ち
に
、
同
時
に
、
彼
の
目
的
す
な
わ
ち
彼
の
知
っ
て
い
る
・
法
則
と
し
て
彼
の
行
動
の
仕
方
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

式
を
規
定
す
る
・
そ
れ
に
彼
が
白
分
の
意
志
を
従
属
さ
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
・
彼
の
目
的
－
を
実
塊
す
る
も
の
で
あ
る
」
　
（
同
上
．
三
三

〇
頁
）
。
か
く
て
広
い
意
味
に
お
け
る
人
閉
の
生
活
が
白
然
の
法
則
か
ら
免
れ
え
な
い
か
ぎ
り
「
必
然
の
王
国
」
か
ら
脱
れ
出
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
然
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
問
は
科
学
・
技
征
の
力
に
よ
り
、
白
然
法
則
に
服
し
つ
っ
こ
れ
を
利
用
し
て
白

然
の
盲
目
的
支
配
を
克
服
し
て
一
歩
一
歩
と
「
白
由
の
王
国
」
の
建
設
へ
と
向
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
基
底
に
こ
そ
労
働
が
存
在
す
る
。

　
労
働
が
こ
の
よ
う
に
生
活
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
と
生
活
と
が
対
立
し
、
生
活
の
た
め
に
労
働
が

あ
り
、
生
活
が
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
場
面
に
あ
る
如
く
、
木
未
顛
倒
し
た
事
態
が
現
存
し
て
い
る
と
い
う
の
が
資
本
主
義
の
実
相
で

あ
る
。
質
的
に
も
量
的
に
も
疎
外
さ
れ
て
い
る
労
働
の
実
杣
こ
そ
高
次
な
杜
会
を
志
向
す
る
根
拠
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
も
と
で
は

労
働
の
白
主
性
は
な
い
。
目
的
の
定
立
も
、
そ
の
目
的
に
従
っ
て
の
労
働
過
程
の
指
揮
統
制
も
、
一
切
が
労
働
者
の
外
に
あ
る
。
か

く
て
精
神
労
働
（
資
本
家
・
径
営
者
）
と
肉
体
労
働
と
が
分
裂
し
対
立
す
る
。
労
働
過
程
は
内
容
的
に
ー
は
ま
す
ま
す
無
味
乾
燥
と
た
り

苦
痛
と
な
る
。
生
命
活
動
で
あ
る
べ
き
労
働
が
生
存
手
段
に
転
化
し
て
い
る
。
労
働
が
彼
の
生
活
を
犠
牲
に
す
る
も
の
と
し
て
現
わ

れ
て
い
る
。
か
か
る
事
態
を
打
破
し
て
真
実
な
人
問
を
取
り
も
ど
そ
う
と
す
る
の
が
『
資
本
論
』
を
貫
通
し
て
い
る
革
命
的
理
論
で

あ
る
。
　
「
労
働
が
た
ん
に
生
活
の
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、
労
働
そ
の
も
の
が
生
活
の
第
一
欲
求
と
な
っ
た
の
ち
、
個
人
の
全
面
的

な
発
展
と
と
も
に
、
生
産
力
も
増
大
し
て
、
協
同
組
合
的
富
の
あ
ら
ゆ
る
噴
水
が
あ
ふ
れ
で
る
よ
う
に
た
っ
た
の
ち
　
　
そ
の
と
き

は
じ
め
て
、
せ
ま
い
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
権
利
の
地
平
線
は
完
全
に
ふ
み
こ
え
ら
れ
、
杜
会
は
そ
の
旗
の
う
え
に
こ
う
か
く
こ
と
が
で
き



る
。
各
人
は
能
力
に
お
う
じ
て
、
各
人
は
そ
の
必
要
に
お
う
じ
て
！
」
（
『
ド
ィ
ッ
労
働
老
党
綱
領
評
註
』
・
選
集
・
第
十
二
巻
・
二
四

三
－
四
頁
）
。

　
資
本
主
義
の
客
観
過
程
は
資
本
の
再
生
産
過
程
で
あ
る
が
、
こ
の
過
程
は
価
値
と
し
て
の
資
本
の
再
生
産
過
程
で
あ
る
と
共
に
内

容
．
実
体
に
お
い
て
は
、
資
本
制
生
産
関
係
の
再
生
産
過
程
で
あ
る
。
労
働
力
の
再
生
産
は
労
働
者
の
私
的
生
活
領
域
に
ぞ
く
す
る

事
柄
で
あ
る
が
如
く
に
。
見
え
る
が
、
そ
の
実
体
に
お
い
て
は
資
本
運
動
の
一
環
を
構
成
し
て
い
な
の
で
あ
る
。
労
働
力
を
商
品
と
し

て
資
本
に
販
売
し
、
資
本
に
よ
っ
て
消
費
さ
れ
、
再
び
そ
れ
を
生
産
し
て
資
本
の
要
求
に
こ
た
え
る
よ
う
に
。
必
然
的
に
仕
組
ま
れ
て

い
る
。
こ
れ
が
資
本
主
義
の
実
相
で
あ
っ
て
、
労
働
の
本
性
は
歪
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
人
問
を
解
放
し
、
労
働
を
あ
る
べ

き
姿
に
回
復
さ
せ
ん
と
す
る
、
労
働
者
の
主
体
的
活
動
が
生
ま
れ
て
く
る
。
資
本
制
生
産
様
式
の
打
破
と
新
ら
し
い
杜
会
の
建
設
を

必
然
な
ら
し
め
る
。
と
同
時
に
資
本
の
再
生
産
過
程
の
発
展
、
蓄
積
過
程
は
、
労
働
の
杜
会
化
、
生
産
力
の
増
大
を
も
た
ら
し
て
、

新
杜
会
建
設
の
物
質
的
条
件
を
生
み
だ
す
。
　
『
資
本
論
」
・
第
三
巻
・
第
七
篇
・
第
四
十
八
章
の
「
三
位
一
体
的
範
式
」
に
お
い
て
、

エ
ソ
ゲ
ル
ス
が
「
こ
こ
か
ら
第
四
十
八
章
が
始
ま
る
」
と
脚
註
す
る
と
こ
ろ
の
・
そ
し
て
第
一
巻
・
第
七
篇
・
第
二
十
四
章
の
第
七

節
「
資
本
側
蓄
積
の
歴
史
的
傾
向
」
に
っ
づ
く
と
み
ら
れ
る
文
章
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（
青
木
文
庫
版
・
＠
一
一
五
三
頁
以
下
）
。
「
資
本

捌
的
生
座
過
程
は
、
杜
会
的
生
産
過
程
一
般
の
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
一
形
態
で
あ
る
。
こ
の
杜
会
的
生
産
過
程
は
、
人
問
生
活
の

物
賃
的
実
存
条
件
の
生
産
過
程
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
独
白
的
た
・
歴
史
的
Ｈ
経
済
的
な
・
生
産
詐
関
係
に
。
お
い
て
行
な
わ
れ
る
と

こ
ろ
の
、
こ
の
生
産
諦
関
係
そ
の
も
の
を
　
　
し
た
が
っ
て
こ
の
過
程
の
担
い
手
た
ち
を
、
彼
等
の
物
質
的
実
存
諾
条
件
お
よ
び
彼

等
の
相
互
的
諾
関
係
を
、
す
な
わ
ち
彼
等
の
規
定
さ
れ
た
経
済
的
諮
形
態
を
　
　
生
産
し
且
っ
再
生
産
す
る
一
過
程
で
あ
る
。
け
だ

し
、
そ
の
も
と
で
こ
の
生
産
の
担
い
手
た
ち
が
白
然
と
結
び
相
互
に
結
ぶ
　
　
そ
の
も
と
で
彼
等
が
生
産
す
る
　
　
こ
れ
ら
の
諾
連

　
　
　
　
『
賓
本
論
」
の
周
辺
（
相
澤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
（
三
三
三
）



　
　
　
立
命
館
径
済
学
（
箪
十
六
巻
・
靖
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
（
三
三
四
）

関
の
全
体
、
こ
の
全
体
こ
そ
が
、
杜
会
、
そ
の
経
済
的
構
造
か
ら
み
た
杜
会
だ
か
ら
で
あ
る
。
資
本
制
的
生
産
過
程
は
、
そ
の
す
べ

て
の
先
行
生
産
過
程
と
同
じ
く
、
規
定
さ
れ
た
物
質
的
諾
条
件
の
も
と
で
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
同
時
に
、

個
々
人
が
彼
等
の
生
活
再
生
産
の
過
程
に
お
い
て
取
り
結
ぶ
規
定
さ
れ
た
杜
会
的
諸
関
係
の
担
い
手
で
あ
る
。
か
の
諾
条
件
な
ら
び

に
こ
の
渚
閑
係
は
、
賞
本
制
的
生
産
過
程
の
、
一
方
で
は
前
提
で
あ
り
、
他
方
で
は
成
果
で
あ
り
創
造
物
で
あ
る
。
…
－
…
…
－
…
さ
ら

に
資
本
は
　
　
そ
し
て
資
本
家
な
る
も
の
は
人
格
化
さ
れ
た
資
本
に
他
な
ら
ず
、
生
産
過
程
で
は
資
本
の
担
い
手
と
し
て
の
み
機
能

す
る
、
　
　
だ
か
ら
資
本
は
、
そ
れ
に
。
照
応
す
る
杜
会
的
生
産
過
程
に
お
い
て
一
定
分
量
の
剰
余
労
働
を
直
接
的
生
産
老
ま
た
は
労

働
者
か
ら
汲
み
だ
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
剰
余
労
働
た
る
や
、
資
本
が
等
価
な
し
に
受
げ
と
る
の
で
あ
り
、
い
か
に
そ
れ
が
自
由
契

約
的
合
意
の
結
果
と
し
て
現
象
し
よ
う
と
も
、
そ
の
本
質
か
ら
み
れ
ば
依
然
と
し
て
常
に
強
制
労
働
で
あ
る
・
…
－
…
…
－
－
。
剰
余
労
働

一
般
は
、
与
え
ら
れ
た
欲
望
の
程
度
を
こ
え
る
労
働
と
し
て
は
、
つ
ね
に
残
存
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
資
本
主
義
制
度
に
お
い
て
は
、
奴

隷
制
度
な
ど
に
お
げ
る
と
同
じ
く
、
剰
余
労
働
は
た
だ
敵
対
的
な
一
形
態
を
と
る
の
で
あ
っ
て
、
杜
会
の
一
部
分
の
純
粋
な
無
為
従

食
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
る
。
一
定
分
量
の
剰
余
労
働
は
、
災
害
に
た
い
す
る
保
険
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
再
生
産
過
程
の
必
然
的

な
・
欲
望
の
発
展
お
よ
び
人
口
の
増
加
に
照
応
す
る
・
累
進
的
拡
張
　
　
こ
れ
は
資
本
制
的
立
場
か
ら
蓄
積
と
名
づ
け
ら
れ
る

の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
資
本
が
こ
の
剰
余
労
働
を
っ
ぎ
の
よ
う
な
様
式
お
よ
び
諸
条
件
す
な
わ
ち
、
従
来
の
奴
隷
制
、
農
奴
制
な

ど
と
い
う
諸
形
態
の
も
と
で
よ
り
も
、
生
産
諾
力
・
杜
会
的
諾
関
係
・
の
発
展
の
た
め
、
お
よ
び
、
よ
り
高
度
な
新
杜
会
の
諾
要
素

の
創
造
の
た
め
に
一
そ
う
有
利
な
諮
条
件
　
　
の
も
と
で
強
制
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
資
本
の
開
化
的
側
面
の
一
っ
で
あ
る
。
資
本

は
か
く
し
て
、
一
面
で
は
、
杜
会
の
一
部
分
に
ょ
っ
て
の
他
部
分
を
犠
牲
と
す
る
掻
制
お
よ
び
杜
会
的
発
展
（
そ
の
物
質
的
お
よ
び
知

的
諸
利
益
を
含
む
）
ｉ
の
独
占
化
が
見
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
な
一
段
階
を
招
来
す
る
の
で
あ
る
が
、
他
面
で
は
、
ご
の
独
占
化
は
、
よ

｛
＾“舳－舳

－
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り
高
堂
な
杜
八
ム
形
態
の
も
と
で
ば
二
の
剰
余
労
働
を
物
賃
”
労
働
一
般
戸
一
あ
て
ら
れ
る
時
閉
の
一
そ
う
大
き
た
制
限
と
拮
び
っ
け
る

こ
と
を
許
す
よ
う
な
、
渚
閑
係
の
た
め
の
物
質
的
手
没
お
よ
び
萌
芽
を
創
造
す
る
。
け
だ
し
剰
余
労
働
は
、
労
働
の
生
産
力
の
発
展

次
第
で
、
総
労
働
日
が
小
さ
く
て
も
大
で
あ
り
え
、
士
二
」
、
総
労
例
日
が
大
き
く
て
も
相
対
的
に
小
で
あ
〔
ノ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
…

．
…
…
：
…
ど
れ
だ
け
の
使
用
価
値
が
一
定
の
時
問
中
し
た
が
っ
て
ま
た
一
定
の
剰
余
労
働
時
間
中
に
生
産
さ
れ
る
か
は
、
労
働
の
生
産

性
に
依
存
す
る
。
だ
か
ら
、
杜
会
の
現
実
的
富
、
お
よ
び
、
杜
会
の
再
生
産
過
程
の
た
え
ざ
る
拡
大
の
可
能
性
は
、
剰
余
労
働
の
長

さ
に
依
存
す
る
の
で
は
た
く
、
剰
余
労
働
の
生
産
性
に
、
お
よ
び
、
そ
の
も
と
で
剰
余
労
働
が
行
な
わ
れ
る
生
産
諸
条
件
の
内
容
豊

富
さ
の
大
小
、
に
依
存
す
る
。
白
由
の
領
域
は
、
事
実
上
、
窮
迫
と
外
的
合
目
的
性
と
に
ー
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
労
働
が
な
く
な
る
と

こ
ろ
で
は
じ
め
て
始
ま
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
事
態
の
本
性
上
、
本
来
的
な
物
賃
的
生
産
の
部
面
の
彼
岸
に
横
た
わ
る
。
未
開
人
は

白
分
の
欲
望
を
充
た
す
た
め
、
白
分
の
生
活
を
維
持
し
再
生
産
す
る
た
め
に
白
然
と
戟
わ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
よ
う
に
・
、
文
明
人
も
か
か
る

戦
い
を
せ
ね
ぼ
な
ら
ず
、
し
か
も
ど
ん
な
杜
会
形
態
、
あ
り
う
べ
き
ど
ん
な
生
産
様
式
の
も
と
で
も
、
か
か
る
戦
い
を
せ
ね
ぼ
な
ら

ぬ
・
人
問
の
発
展
に
っ
れ
て
、
欲
望
が
拡
大
す
る
が
故
に
、
こ
の
白
然
的
必
然
の
領
域
が
拡
大
す
る
。
だ
が
同
時
に
、
こ
の
欲
望
を

充
た
す
生
産
能
力
も
拡
大
す
る
。
こ
の
領
域
内
で
の
自
由
は
、
た
だ
、
杜
会
化
さ
れ
た
人
問
．
結
合
し
た
生
産
者
た
ち
が
、
自
然
と

の
彼
等
の
質
料
変
換
に
よ
り
盲
目
的
力
に
よ
っ
て
の
如
く
支
配
さ
れ
る
代
り
に
１
、
こ
の
質
料
変
換
を
合
理
的
に
規
制
し
、
彼
等
の
共

同
的
統
制
の
も
と
に
置
く
と
い
う
点
　
　
最
小
の
力
を
充
用
し
て
、
彼
等
の
人
問
吐
に
最
も
ふ
さ
わ
し
く
最
も
適
的
な
諸
条
件
の
も

と
で
・
こ
の
質
量
変
換
を
け
な
う
と
い
う
点
　
　
に
の
み
あ
り
う
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
依
然
と
し
て
常
に
必
然
の
領
域
で
あ
る
。
必

然
の
領
域
の
彼
岸
に
お
い
て
、
〔
己
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
る
人
問
の
力
の
発
展
が
、
真
に
白
由
の
領
域
が
、
　
　
と
い
っ
て
も
、

か
の
必
然
の
領
域
を
基
礎
と
し
て
の
み
開
化
し
う
る
白
由
の
領
域
が
、
　
　
は
じ
ま
る
。
労
働
目
の
短
縮
は
根
本
条
件
で
あ
る
」
。

　
　
　
　
『
資
本
論
』
の
周
辺
（
相
澤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
（
三
三
五
）
　
　
　
．



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
．
第
三
．
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
（
三
三
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

労
働
を
欠
く
人
間
の
生
活
は
無
意
義
で
あ
り
、
無
内
容
で
あ
る
。
然
し
労
働
は
ま
た
幾
許
か
の
肉
体
的
労
苦
を
伴
な
う
こ
と
は
否
定

さ
れ
え
な
い
。
然
し
そ
の
肉
体
的
．
精
神
的
労
苦
が
、
外
圧
に
よ
り
強
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ぱ
一
段
と
酷
し
く
感
普
ら
れ
る
。

Ｊ
．
Ｓ
．
、
、
、
ル
は
機
械
の
使
用
が
ど
れ
だ
け
人
問
の
労
苦
を
軽
減
し
た
か
疑
わ
し
い
と
述
べ
た
が
、
労
働
手
段
が
必
要
労
働
を
短
縮

さ
せ
る
手
段
と
し
て
一
般
的
に
労
苦
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
資
本
の
利
益
に
奉
仕
さ
せ
る
た
め
の
、
そ
の
限
り
労

働
を
ま
す
ま
す
疎
外
さ
せ
る
手
段
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
人
類
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
は
、
客
体
的
に
は
労
働
の
生
産
性
を
高

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
肉
体
的
労
苦
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
主
体
的
に
は
労
働
を
自
発
的
た
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
的

労
働
と
肉
体
的
労
働
と
の
合
一
に
よ
っ
て
、
労
働
を
自
覚
的
な
生
活
実
体
た
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
優
秀
な
労

働
手
段
が
必
要
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
は
ぼ
む
も
の
こ
そ
、
経
済
の
体
制
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
。
　
「
資
本
主
義
制
度
の
内
部

で
は
、
労
働
の
杜
会
的
生
産
力
を
高
め
る
す
べ
て
の
方
法
は
個
々
の
労
働
老
を
犠
牲
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
生
産
を
発
展
さ

せ
る
す
べ
て
の
手
段
は
生
産
者
の
支
配
Ｈ
搾
取
手
段
に
転
変
し
、
労
働
者
を
部
分
人
間
に
不
具
化
さ
せ
、
彼
を
機
械
の
附
属
物
に
格

下
げ
し
、
彼
の
労
働
の
苦
痛
を
も
っ
て
労
働
の
内
容
を
破
壊
し
、
自
立
的
力
能
と
し
て
の
科
学
が
労
働
過
程
に
合
体
さ
れ
る
に
つ
れ

て
労
働
過
程
の
精
神
的
力
能
を
彼
か
ら
疎
外
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
方
法
・
手
段
は
、
彼
の
労
働
諸
条
件
を
ね
じ
歪
め
、
労
働

過
程
中
で
は
極
め
て
偏
狭
唾
棄
す
べ
き
専
制
支
配
に
彼
を
服
せ
し
め
、
彼
の
生
活
時
間
を
労
働
時
問
に
転
化
さ
せ
、
彼
の
妻
子
を
資

本
の
ジ
ャ
ガ
ノ
ー
ト
の
車
輪
の
も
と
に
投
げ
入
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
剰
余
価
値
生
産
の
す
べ
て
の
方
法
は
同
時
に
蓄
積
の

方
法
で
あ
り
、
蓄
積
の
あ
ら
ゆ
る
拡
大
は
逆
に
右
の
方
法
の
発
展
の
手
段
と
な
る
。
だ
か
ら
、
資
本
が
蓄
積
さ
れ
る
に
。
つ
れ
て
、
労

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
一
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

働
者
の
状
態
は
、
彼
の
給
与
が
と
う
あ
ろ
う
と
も
高
か
ろ
う
と
低
か
ろ
う
と
　
　
悪
化
せ
さ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
」

（
『
資
本
論
』
・
青
木
文
庫
本
・
＠
九
九
七
－
八
頁
）
。
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資
本
主
義
杜
会
の
成
立
と
と
も
に
労
働
主
体
の
人
格
的
隷
属
は
解
放
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
に
代
っ
て
物
的
な
依
存
関
係
が
生
ま

れ
た
。
人
格
の
独
立
性
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
物
的
依
存
性
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
労
働
は
資
本
に
支
配
さ

れ
た
労
働
と
し
て
、
質
的
に
も
量
的
に
も
、
資
本
に
縛
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
労
働
の
疎
外
、
人
問
の
非
人
問
化
が
お
こ
る
。

然
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
本
主
義
の
発
達
は
労
働
の
生
産
力
を
高
め
、
資
本
主
義
制
度
の
も
と
で
許
さ
れ
う
る
限
度
に
お
い

て
、
労
働
の
量
的
側
面
に
お
け
る
束
縛
か
ら
の
解
放
を
生
み
だ
す
。
資
本
主
義
が
止
揚
さ
れ
新
ら
し
い
杜
会
の
到
来
と
も
な
れ
ば
、

諸
個
人
の
労
働
は
共
同
的
・
杜
会
的
力
能
と
な
っ
て
全
面
的
に
発
展
し
、
は
じ
め
て
自
由
な
人
格
が
認
め
ら
れ
る
に
い
た
り
、
労
働

の
質
的
な
お
よ
び
量
的
な
束
縛
か
ら
の
解
放
が
生
じ
、
い
ま
や
高
度
に
発
展
し
た
生
産
力
の
も
と
に
お
い
て
、
豊
富
な
生
活
資
料
の

な
か
で
、
人
問
は
文
化
の
担
当
者
と
し
て
の
使
命
に
こ
た
え
る
べ
く
、
生
活
と
一
体
と
な
っ
た
労
働
を
真
剣
に
行
な
う
に
い
た
る
で

あ
ろ
う
。

三
　
体
系
と
理
論
の
発
展

　
マ
ル
ク
ス
経
済
学
体
系
は
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
生
産
関
係
の
生
成
・
発
展
・
没
落
の
過
程
を
究
明
し
た
と
こ
ろ
の
、
そ
の
か
ぎ
り
ブ
ル

ジ
ヨ
ァ
的
生
産
関
係
を
人
間
杜
会
一
般
の
自
然
的
形
態
で
あ
る
と
み
な
し
て
経
済
学
的
究
明
に
終
始
し
た
古
典
派
経
済
学
そ
の
他
の

ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
経
済
学
の
「
批
判
の
体
系
」
で
あ
る
。
一
般
に
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
と
呼
ぼ
れ
る
も
の
は
、
史
的
唯
物
論
を
骨
肢
に
し

た
経
済
学
理
論
で
あ
る
。
そ
の
点
『
資
本
論
」
は
単
な
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
杜
会
の
経
済
分
析
の
書
で
は
な
く
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
変

革
の
た
め
の
理
論
書
で
あ
り
、
革
命
的
実
践
に
た
い
し
て
の
指
導
理
論
を
提
供
し
て
い
る
書
物
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ソ
は
一
八
九
九
年

に
書
い
た
『
わ
れ
わ
れ
の
綱
領
』
に
お
い
て
、
　
「
わ
れ
わ
れ
は
完
全
に
マ
ル
ク
ス
の
理
論
の
基
盤
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
理
論
こ
そ
、

　
　
　
　
『
資
本
論
』
の
周
辺
（
相
深
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
（
三
三
七
）
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は
じ
め
て
杜
会
主
義
を
空
想
か
ら
科
学
に
か
え
、
こ
の
科
学
の
確
固
た
る
原
理
を
う
ち
立
て
、
ま
た
、
こ
の
科
学
を
さ
ら
に
発
展
さ

せ
て
、
す
べ
て
の
細
目
に
わ
た
っ
て
仕
上
げ
る
に
あ
た
り
、
す
す
む
べ
き
道
を
あ
ら
ま
し
し
め
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
労
働

老
の
雇
用
、
労
働
力
の
購
買
が
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
ひ
と
に
ぎ
り
の
資
本
家
た
ち
、
土
地
、
工
場
、
鉱
山
な
ど
の
所
有
者
た
ち
に
ょ

る
幾
百
万
の
無
産
人
民
の
奴
隷
化
を
隠
蔽
し
て
い
る
か
を
説
明
し
て
、
近
代
資
本
主
義
経
済
の
本
質
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
そ
れ
は
、

近
代
資
本
主
義
の
全
発
展
が
、
ど
の
よ
う
に
大
規
模
生
産
に
よ
る
小
規
模
生
産
の
駆
逐
に
，
む
か
っ
て
す
す
ん
で
い
る
か
、
杜
会
主
義

的
た
杜
会
制
度
を
可
能
と
し
必
要
と
す
る
諸
条
件
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
か
を
、
し
め
し
た
。
そ
れ
は
、
根
を
お
ろ
し
た
慣
習
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

政
治
的
陰
謀
や
、
錯
雑
し
た
法
律
や
、
た
く
み
に
。
編
ま
れ
た
学
説
の
か
げ
に
、
階
級
闘
争
を
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
有
産
階
級
と
無
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

大
衆
と
の
、
す
べ
て
の
無
産
者
の
先
頭
に
立
っ
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
と
の
、
闘
争
を
み
る
こ
と
を
、
お
し
え
た
。
そ
れ
は
、
革
命
的

杜
会
主
義
党
の
真
実
の
任
務
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
任
務
と
は
、
杜
会
の
改
造
計
画
を
編
み
だ
す
こ
と
で
も
、
資
本
家
や
そ
の
取

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

り
ま
き
ど
も
に
労
働
者
の
状
態
の
改
善
を
説
く
こ
と
で
も
、
陰
謀
を
た
く
ら
む
こ
と
で
も
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
階
級
闘
争

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

を
組
織
し
、
そ
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
に
よ
る
政
治
権
力
の
獲
得
と
杜
会
主
義
杜
会
の
組
織
と
を
終
局
目
標
と
す
る
こ
の
闘
争

か
掛
導
か
か
ひ
ど
で
あ
る
」
（
邦
訳
・
『
全
集
』
・
第
四
巻
・
二
二
四
－
五
頁
）
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
り
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
は
秀
れ
た
理
論
家
で
あ
っ
た
と
と
も
に
偉
大
な
る
革
命
家
・
実
践
家
で
あ
っ
た
。
　
『
資
本
論
』
理
論
は
、
　
「
厳
格
た
、
最

高
度
の
科
学
性
（
そ
れ
は
杜
会
科
学
の
最
新
の
達
成
で
あ
る
）
．
と
革
命
性
と
を
結
合
し
て
お
り
、
し
か
も
偶
然
的
に
で
は
な
く
、
た
ん
に

こ
の
学
説
の
創
始
者
が
学
者
の
資
質
と
革
命
家
の
資
質
と
を
そ
の
一
身
に
結
合
し
て
い
た
か
ら
だ
げ
で
は
な
く
、
理
論
そ
の
も
の
の

う
ち
に
、
内
的
に
、
か
つ
不
可
分
に
そ
れ
を
結
合
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
実
際
、
こ
こ
で
は
理
論
の
任
務
、
科
学
の
標
目
は
、
現

実
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
被
抑
圧
階
級
の
経
済
闘
争
に
お
い
て
彼
ら
を
助
げ
る
こ
と
に
、
は
っ
き
り
と
お
か
れ
て
い
る
」
（
『
レ
ー

山…
仙…＾

ム
山…岨

＾

血
………山…舳……



ニ
ノ
全
隼
丁
，
准
一
巻
・
一
、
西
三
－
－
－
山
頁
、
）
。

　
　
　
　
　
　
の
も
っ
意
表
に
し
て
右
に
述
べ
た
し
，
一
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
、
　
一
、
賞
木
論
」
体
系
の
な
か
で
重
要
な
部
分
は
資

本
の
生
産
辿
杵
、
な
｛
、
ん
い
一
プ
く
、
列
余
い
に
の
生
圧
イ
、
あ
ろ
う
、
「
－
－
・
…
弟
一
篇
は
主
要
た
章
、
す
な
わ
ち
資
本
に
か
ん
す
る
第
三

章
を
ま
だ
含
ん
で
い
な
い
こ
と
を
君
は
知
る
だ
ろ
う
。
僕
は
こ
れ
を
政
治
的
な
理
由
か
ら
得
策
だ
と
考
え
た
、
と
い
う
の
は
、
第
三

章
か
ら
ほ
ん
と
う
の
戦
闘
が
は
じ
ま
る
の
だ
し
、
僕
に
は
は
じ
め
か
ら
驚
か
さ
な
い
方
が
得
策
だ
と
思
わ
れ
た
か
ら
だ
・
…
－
－
」
　
（
ラ

ツ
サ
ー
ル
宛
一
八
五
九
年
三
月
二
八
日
付
手
紙
）
。
初
版
の
第
三
革
は
現
行
版
第
三
篇
の
「
絶
対
的
剰
余
価
但
の
生
産
」
に
相
当
す
る
・

資
本
制
生
産
を
特
色
づ
げ
る
も
の
は
剰
余
価
値
の
生
鹿
で
あ
り
、
労
働
力
と
い
う
概
念
を
明
確
に
し
て
、
剰
余
価
値
の
源
泉
を
科
学

的
に
解
明
し
た
と
こ
ろ
に
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
前
進
が
あ
る
。
第
一
巻
で
は
、
剰
余
価
値
生
産
の
分
析
が
中
心
的
地
位
に
あ
る
こ
と

は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
体
系
は
そ
の
珊
論
的
基
礎
と
し
て
の
商
品
論
・
価
値
論
か
ら
は
じ
ま
っ
て
貨
幣
に
い
た
り
、
自
立
し
た
価

値
を
貨
幣
に
お
い
て
捉
え
、
つ
い
で
「
貨
幣
の
賓
木
へ
の
転
化
」
を
考
察
し
、
核
心
部
分
た
る
「
剰
余
価
値
の
生
産
」
に
入
る
、
と

い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
　
「
剰
余
価
値
の
生
産
」
の
究
閉
は
も
っ
ぽ
ら
第
三
、
第
四
、
第
五
、
篇
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
・
第

六
篇
は
右
と
の
関
連
に
お
い
て
の
労
賃
論
、
そ
し
て
最
後
の
第
七
篇
は
流
通
過
程
を
捨
象
し
そ
の
か
ぎ
り
抽
象
的
次
元
に
お
い
て
で

は
あ
る
が
、
資
本
の
蓄
積
過
程
の
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。
抽
象
的
次
元
に
お
い
て
で
は
あ
る
と
は
言
え
、
歴
史
的
事
実
を
踏
ん
ま

え
て
、
か
つ
理
論
的
に
、
資
木
主
義
生
産
様
式
の
生
成
過
程
を
も
原
蓄
過
程
と
し
て
考
察
し
、
資
本
制
蓄
積
の
発
展
す
る
と
こ
ろ
、

資
本
主
義
は
如
何
様
の
運
命
を
た
ど
る
べ
き
か
を
、
史
的
唯
物
論
の
上
に
立
っ
て
、
み
ご
と
に
理
論
づ
げ
、
革
命
理
論
た
る
の
面
目

を
躍
如
た
ら
し
め
て
い
る
。
生
産
過
程
で
の
側
面
で
捉
え
ら
れ
た
資
本
士
上
義
は
第
二
巻
の
流
通
過
程
と
の
統
一
的
考
察
に
よ
っ
て
い

っ
そ
う
具
体
化
さ
れ
、
さ
ら
に
第
三
巻
の
総
過
程
の
考
察
に
お
い
て
、
総
体
と
し
て
の
資
本
主
義
生
産
の
ひ
き
お
こ
す
も
ろ
も
ろ
の

　
　
　
　
『
資
本
論
』
の
周
辺
（
相
澤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
（
三
三
九
）

■
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現
象
が
究
明
さ
れ
て
よ
り
現
実
化
さ
れ
る
、
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
第
一
巻
は
資
本
主
義
に
っ
い
て
の
一
応
の
理
論

像
を
提
供
し
て
い
る
、
と
考
え
た
い
。
従
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
体
系
は
『
資
本
論
』
全
三
巻
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
当
然
で
は
あ
る
が
、
中
心
的
な
理
論
体
系
は
第
一
巻
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
理
論
の
発
展
線
上
に
帝
国
主
義
論

や
国
家
独
占
資
木
主
義
論
は
位
置
す
べ
き
も
の
で
あ
な
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
第
一
巻
に
お
い
て
分
析
さ
れ
た
資
本
主
義
の
基

礎
的
な
運
動
過
程
が
、
よ
り
具
体
的
で
複
雑
な
運
動
彫
態
を
と
っ
て
進
行
す
る
こ
と
の
認
識
に
は
、
第
二
巻
、
第
三
巻
、
で
の
分
析

の
必
要
な
る
こ
と
を
軽
視
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
Ｒ
・
ル
ク
セ
ソ
ブ
ル
グ
の
如
く
、
第
二
巻
の
第
三
篇
を

基
軸
に
お
い
て
資
本
制
蓄
積
を
論
じ
た
や
り
方
に
は
与
み
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
理
論
と
は
何
か
、
そ
し
て
理
論
と
体
系
と
の
関
係
は
。
理
論
と
は
法
則
的
に
捉
え
た
客
観
実
在
の
認
識
像
で
あ
り
、

理
論
像
で
あ
っ
て
、
そ
の
彬
態
は
、
学
的
知
識
の
体
系
と
し
て
存
在
す
１
る
。
学
的
体
系
は
そ
の
彩
式
に
お
い
て
、
簡
単
．
抽
象
よ
り

複
雑
・
具
体
へ
と
い
う
概
念
の
論
理
的
展
開
の
構
造
で
示
さ
れ
る
。
だ
か
ら
体
系
は
、
内
的
連
関
を
辿
り
っ
つ
、
客
観
的
実
在
の
本

質
に
迫
ら
ん
と
す
る
認
識
の
た
め
の
手
段
・
方
法
で
あ
る
。
理
論
の
発
展
は
、
新
ら
し
い
現
実
に
当
面
し
て
、
旧
来
の
理
論
を
基
礎

に
し
て
の
本
質
的
認
識
へ
の
前
進
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
体
系
の
発
展
に
通
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
商
品
、
資
本
、
剰
余

価
値
の
生
産
、
資
本
の
循
環
お
よ
び
回
転
、
と
い
う
風
に
展
開
さ
れ
た
『
資
本
論
』
の
体
系
の
論
理
的
展
開
の
延
長
線
上
に
、
帝
国

主
義
論
や
国
家
独
占
資
本
主
義
論
が
位
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
の
発
展
が
あ
る
、
　
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
　
周
知
の
如
く
、

『
資
本
論
」
は
一
八
六
〇
年
代
の
、
独
占
段
階
以
前
の
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
を
敢
り
上
げ
て
構
築
し
た
理
論
体
系
で
あ
っ
て
、
資

本
主
義
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
　
　
こ
の
構
造
の
解
明
が
い
わ
ゆ
る
経
済
学
的
範
醇
の
論
理
的
展
開
と
し
て
体
系
づ
げ
ら
れ

て
い
る
　
　
そ
の
中
を
貫
通
す
る
運
動
法
則
を
捉
え
て
つ
く
り
あ
げ
た
理
論
像
で
あ
り
、
そ
の
運
動
法
則
の
展
開
過
程
に
お
い
て
新



ら
た
な
段
階
の
資
本
主
義
、
さ
ら
に
は
そ
れ
の
行
き
っ
く
過
程
、
を
理
論
的
に
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
開
か
れ
た
体
系
の
意
味

は
、
理
論
的
に
発
展
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
論
理
的
上
向
が
「
資
本
一
般
の
珊
論
」
と
し
て
完
結
し
て
い
る
こ
と
と

は
何
ら
矛
盾
し
な
い
。
　
『
資
本
論
」
の
篇
別
構
成
の
形
に
お
い
て
諭
理
的
上
向
の
形
式
に
あ
る
経
済
学
体
系
は
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お

い
て
内
的
連
関
を
辿
っ
て
資
本
主
義
の
本
質
に
迫
っ
た
理
論
体
系
、
築
言
す
れ
ぼ
資
本
主
義
の
内
的
組
織
を
諾
概
念
の
連
関
に
お
い

て
描
き
だ
し
た
も
の
、
で
あ
っ
て
、
資
木
主
義
そ
の
も
の
の
認
識
像
を
与
え
て
い
る
点
に
お
い
て
一
応
完
結
し
て
い
る
。
然
し
な
が

ら
、
資
本
主
義
を
そ
の
内
部
組
織
に
お
い
て
概
念
的
に
把
握
し
た
理
論
像
は
、
同
時
に
ま
た
、
資
木
主
義
の
運
動
・
移
行
の
法
則
を

明
確
に
し
た
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
理
論
像
は
現
実
の
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
変
化
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
完
結

し
た
体
系
で
あ
る
も
の
が
同
時
に
開
か
れ
た
体
系
た
ら
ざ
る
を
得
ぬ
理
由
が
あ
る
。

　
杜
会
生
活
の
基
礎
は
白
然
と
の
物
質
代
謝
の
過
程
で
あ
っ
て
、
此
の
過
程
が
、
商
品
の
論
理
と
、
そ
れ
に
基
礎
づ
げ
ら
れ
て
の
資

本
の
論
理
と
、
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
資
本
主
義
生
産
様
式
が
成
立
す
る
。
経
済
学
の
究
明
は
ま
さ
に
こ
の
世
界

に
向
げ
ら
れ
る
。
私
見
に
よ
れ
ぼ
、
も
ろ
も
ろ
の
経
済
現
象
は
右
の
二
っ
の
論
理
の
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
な
か
を

貫
通
す
る
運
動
法
則
に
ょ
っ
て
、
資
本
主
義
は
現
実
的
に
運
動
す
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
資
本
主
義
を
捉
え
た
理
論
体
系
は
必
然

的
に
発
展
、
が
期
待
さ
れ
る
。

　
　
『
経
済
学
批
判
』
．
序
言
に
依
拠
し
て
マ
ル
ク
ス
の
体
系
プ
ラ
ソ
を
窺
え
ぼ
、
○
ｏ
　
資
本
、
ｏ
　
土
地
所
有
、
閉
　
賃
労
働
、

↑
ｏ
　
国
家
、
伺
　
外
国
貿
易
、
ゆ
　
世
界
市
場
、
と
た
っ
て
お
り
、
は
じ
め
の
三
項
目
で
、
「
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
杜
会
が
わ
か
れ
て
い

る
三
大
階
級
の
経
済
的
生
活
条
件
を
研
究
す
る
」
、
　
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
生
産
関
係
は
階
級
関
係
で
あ
り
、
従
っ
て
政
治

関
係
、
そ
れ
故
に
・
上
部
構
造
た
る
国
家
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
資
本
主
義
と
し
て
成
立
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
経
済
杜
会
は

　
　
　
　
『
資
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国
家
を
空
洞
化
さ
せ
つ
つ
も
そ
の
も
と
に
綜
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
み
え
た
い
の
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
経
済
学
的
研
究
は
純
経
済

過
程
の
み
を
問
題
に
し
て
足
れ
り
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
然
し
一
義
的
に
は
先
ず
以
て
、
上
都
構
造
を
捨
象
し
た
経
済
的
土
台
に
。

分
析
究
明
の
メ
ス
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
れ
が
、
○
Ｄ
乃
至
倒
の
項
目
に
相
当
す
る
。
も
ち
ろ
ん
此
の
場
合
と
て
、
現

に
『
資
本
論
』
が
取
り
上
げ
て
い
る
「
労
働
目
」
の
と
こ
ろ
に
。
せ
よ
、
　
「
機
械
お
よ
び
大
工
業
」
の
と
こ
ろ
に
せ
よ
、
国
家
を
不
問

に
付
し
て
は
い
な
い
が
、
純
経
済
学
理
論
と
し
て
み
れ
ぱ
一
応
、
純
経
済
過
程
に
対
応
す
る
と
看
傲
し
て
支
障
な
か
ろ
う
。
そ
れ
故

に
体
系
プ
ラ
ソ
↑
ｏ
以
下
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
、
諸
国
家
相
互
の
経
済
交
渉
を
考
察
し
て
、
少
く
と
も
一
八
六
〇
年
代
の
時
点

に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
を
見
本
と
し
て
、
資
本
主
義
の
包
括
的
な
理
論
像
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
を
志
し
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
研
究
の
時
点
が
一
八
六
〇
年
代
で
な
く
一
九
六
〇
年
代
で
あ
っ
た
と
せ
ぱ
、
体
系
プ
ラ
ソ
が
如
何
様
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う

こ
と
が
、
同
時
に
『
資
本
論
』
と
帝
国
主
義
論
や
国
家
独
占
資
本
主
義
論
と
の
関
連
を
問
う
こ
と
に
も
な
り
、
体
系
と
理
論
の
発
展
、

に
も
通
ず
る
こ
と
と
な
る
。

　
一
九
六
〇
年
代
の
資
本
主
義
は
帝
国
主
義
段
階
の
資
本
主
義
で
あ
り
、
国
家
独
占
資
本
主
義
段
階
の
そ
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
研
究

の
出
発
点
は
ま
さ
に
帝
国
主
義
段
階
の
資
本
主
義
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
方
法
論
に
ー
し
て
妥
当
た
も
の
で
あ
る
と
せ
ば
、
マ
ル
ク
ス

は
此
の
現
実
に
当
面
し
て
、
分
析
抽
象
化
の
研
究
過
程
を
基
礎
に
し
て
抽
象
よ
り
具
体
へ
、
簡
単
か
ら
複
雑
へ
の
、
科
学
の
方
法
に

従
っ
て
、
先
ず
資
本
主
義
一
般
の
理
論
像
を
画
き
だ
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
、
帝
国
主
義
段
階
の
資
本
主
義
の
究
明
に
・
迫
っ
た
で

あ
ろ
う
・
従
っ
て
、
資
本
主
義
一
般
の
理
論
像
を
画
く
た
め
の
彼
の
体
系
プ
ラ
ソ
に
は
本
質
的
に
変
更
が
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
考

え
る
・
す
な
わ
ち
、
○
Ｕ
乃
至
側
に
，
お
い
て
、
国
家
に
１
よ
る
綜
括
を
捨
象
し
て
純
経
済
的
に
下
部
構
造
を
解
明
し
、
っ
い
で
上
部
構
造

た
る
国
家
を
究
明
し
て
、
下
部
構
造
と
の
関
係
を
、
自
由
資
本
主
義
段
階
の
時
点
に
お
い
て
把
え
、
つ
い
で
世
界
的
関
連
に
お
い
て

血
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諸
資
本
主
義
国
の
相
互
関
係
・
相
互
作
用
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
一
般
を
よ
り
具
体
的
に
把
握
し
、
そ
の
中
に
お
い
て
、

資
本
主
義
発
展
の
も
ろ
も
ろ
の
運
動
を
貫
く
法
則
を
樹
立
し
て
、
そ
の
資
本
主
義
解
明
の
理
論
を
打
ち
立
て
る
。
そ
の
上
に
立
っ
て
、

独
占
資
本
主
義
の
発
展
を
歴
史
的
且
つ
理
諭
的
に
追
究
し
て
行
っ
て
、
帝
国
主
義
理
論
と
し
て
完
成
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
、
プ
ラ
ソ
に
お
け
る
、
側
の
あ
と
に
い
と
し
て
帝
国
主
義
が
位
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
○
ｏ
乃
至
側
の
過
程
に
お
い
て
資
本
主
義

一
般
に
関
す
る
、
而
か
も
資
木
主
義
が
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
理
論
も
ま
た
発
展
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
性
格
を

も
っ
て
の
理
論
が
構
築
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
か
か
る
理
論
と
現
実
の
帝
国
主
義
段
階
へ
の
資
本
主
義
の
歩
み
と
が
、
相
互

制
約
し
合
っ
て
、
理
論
の
発
展
を
み
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
現
行
『
資
本
論
』
は
主
と
し
て
プ
ラ
ソ
の
…
乃
至
閉
を
主
要
な
も
の
と

さ
れ
て
い
て
、
↑
ｏ
乃
至
側
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
は
触
れ
て
い
て
も
、
全
面
的
に
取
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
。
而
か
も
此

れ
ら
の
項
目
は
、
帝
国
主
義
段
階
に
お
い
て
は
重
要
な
契
機
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
在
の
時
点
に
お
け
る
『
資
本
論
』
は
、
こ
れ
ら

の
項
目
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
一
八
六
〇
年
代
当
時
の
構
想
と
は
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ
の
と
こ
ろ
に
こ
そ
ま
さ
に
、

『
資
本
論
」
の
理
論
的
継
承
・
発
展
の
関
係
に
お
け
る
『
帝
国
主
義
論
』
と
し
て
の
『
資
本
論
』
が
で
き
上
っ
た
で
あ
ろ
う
、
婁
言

す
れ
は
、
資
本
主
義
の
歴
史
的
運
動
の
一
般
的
解
明
　
　
こ
れ
が
『
資
本
論
』
の
理
論
的
内
容
て
あ
る
　
　
を
基
礎
に
お
い
て
、
資

本
主
義
の
変
革
と
新
ら
し
い
杜
会
制
度
の
確
立
の
錐
を
、
具
体
的
に
分
析
し
た
も
の
と
し
て
の
理
論
体
系
が
展
開
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
理
論
の
発
展
を
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
之
を
要
す
る
に
私
見
の
結
び
は
次
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。
一
八
六
〇
年
代
の
資
本
主
義
を
対
、
象
と
し
て
咳
立
し
た
『
資
本
論
』
体

系
と
一
九
六
〇
年
の
現
代
資
本
士
上
義
を
対
象
と
し
て
成
立
す
る
「
国
家
独
占
資
木
王
義
論
」
体
一
、
ポ
と
の
閑
斥
　
　
事
室
、
的
に
は
『
資

本
論
』
と
レ
ー
ニ
ソ
の
『
帝
国
主
義
論
』
と
の
関
係
と
言
っ
で
、
も
よ
か
ろ
う
　
　
は
と
う
あ
る
へ
き
か
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て
、
後
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、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

者
が
前
者
の
理
論
的
発
展
・
継
承
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
見
解
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
点
、
或
い
は
歴
史
主
義
の
偏
向
に
陥
い
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

い
る
と
い
う
批
難
を
受
げ
る
か
も
知
ら
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス
体
系
プ
ラ
ソ
の
上
向
線
上
に
後
者
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
論
理
主
義

に
多
く
反
携
を
感
ず
る
。
然
し
私
の
歴
史
主
義
は
い
わ
ゆ
る
論
理
Ｈ
歴
史
説
で
は
な
い
っ
も
り
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
経
済
学
理
論
に

よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
資
本
主
義
一
般
の
認
識
像
な
く
し
て
現
代
資
本
主
義
の
辿
っ
て
き
た
過
程
な
り
、
現
実
の
相
な
り
、
は
理
解
で

き
な
い
と
考
え
る
。
資
本
主
義
の
本
質
を
歴
史
的
・
理
論
的
に
究
明
し
て
の
み
は
じ
め
て
現
代
資
本
主
義
へ
の
必
然
性
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
現
代
資
本
主
義
の
本
質
が
解
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
こ
そ
理
論
の

継
承
・
発
展
が
み
ら
れ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ど
こ
ど
こ
ま
で
も
理
論
の
発
展
で
あ
っ
て
も
、
体
系
の
論
理
的
上
向
の
展
開

で
は
た
い
。




