
書
評手

島
正
毅
教
授
著
「
日
木
国
家
独
占
資
本
主
義
論
」

豊

崎
　
　
　
稔

　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
立
命
燃
大
学
杜
涼
学
全
は
私
一
」
、
工
・
ら
共
拉
の
一
一
Ｅ
本
国
啄
独
占
貨
本

主
表
論
』
を
論
許
す
る
文
を
書
け
と
い
う
こ
と
た
っ
た
、
地
弥
の
つ
も

り
千
、
仙
｝
坦
∴
」
引
斥
人
じ
り
人
」
、
ぶ
パ
、
　
共
。
い
ギ
似
の
一
』
の
サ
イ
ノ
ほ
…
け
↓
勾
｝
一
二
・
力
二
一
〒
〕
ハ
、
　
　
一

亘
の
字
蚊
九
一
八
宇
で
先
づ
篶
的
に
大
変
ユ
、
土
．
篶
物
で
あ
り
、
円
次
を
見

る
と
｝
人
早
に
仏
｝
ま
り
、
〃
ゴ
十
－
五
ｔ
の
↓
、
仏
か
に
一
円
｛
ダ
〃
卜
口
杵
一
人
十
よ
六
の
一

般
的
理
論
的
研
先
を
｝
、
４
か
ら
篶
丁
★
壬
で
論
じ
、
篶
六
阜
か
ら
…
木

を
・
甲
心
と
ふ
５
る
同
一
〃
小
灼
川
上
〕
汽
・
不
十
÷
、
”
を
ー
ハ
伏
げ
～
“
脈
｝
八
的
に
一
分
｝
州
し
て
い

る
ｃ
そ
Ｌ
て
仏
｝
十
で
も
、
　
一
肌
的
．
珊
ツ
一
一
…
～
、
肌
川
究
で
取
柵
一
に
れ
な
か
っ
た

し
か
も
因
宗
独
ヒ
ロ
仔
一
木
キ
共
＾
篶
で
、
亙
要
な
理
論
灼
閉
煙
が
胆
所
に
、
に
討

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
汽
、
的
一
」
又
大
変
な
寿
約
で
あ
る
。

　
　
　
　
手
島
正
毅
教
授
著
『
日
本
国
家
独
占
資
本
主
義
論
』
（
豊
崎
）

　
そ
の
た
め
に
、
一
度
は
簡
単
に
引
受
け
た
が
、
読
み
だ
す
と
質
量
的

に
私
に
と
っ
て
容
場
な
仕
事
で
な
い
こ
と
、
が
わ
か
っ
た
。
然
し
「
承
諾

の
責
任
」
は
果
さ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
私
は
「
私
な
り
の
責
任
」

を
果
た
す
蛍
悟
を
頭
の
な
か
で
定
め
て
論
評
を
書
く
こ
と
に
し
た
。

「
私
な
り
」
と
い
う
の
は
篶
一
に
こ
の
著
の
後
半
の
著
者
の
い
う
歴
吏

的
具
体
的
研
冗
に
就
て
は
必
吏
な
股
り
詐
詐
す
る
に
－
一
し
ど
め
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
一
一
こ
れ
は
こ
の
著
の
論
評
と
し
て
著
者
に
失
礼
な
熊
度
で

あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
～
故
な
ら
仙
考
讐
の
腫
目
が
『
口
木
国
ウ
孤
独
占
資

木
・
手
．
な
讐
で
あ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
然
し
私
は
乎
島
教
扱
が
立
命
館
大

学
げ
」
未
征
す
る
廿
か
ら
口
木
因
宋
独
占
貴
木
主
義
に
枕
て
綿
密
な
分
析

を
し
て
い
た
の
を
淋
字
で
見
で
、
い
て
、
個
別
の
項
目
で
は
十
分
に
納
得

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
又
〈
、
の
私
の
休
力
で
は
〉
、
れ
迄
一
々
論
評
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
　
（
四
七
七
）



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

余
裕
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
先
に
も
断
わ
っ
た
如
く
全
然
論
評
し

な
い
訳
で
は
な
い
。
私
の
「
必
要
と
す
る
限
り
」
論
評
す
る
っ
も
り
で

あ
る
。

　
こ
の
著
書
を
章
を
追
う
て
著
老
の
見
解
を
精
細
に
評
価
す
る
の
が
、

論
評
の
普
通
の
方
式
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
　
「
私
な
り
」
の
策

二
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
の
杜
会
科
学
的
た
分
析
上
閉
題
に
な
る
と

私
が
考
え
て
い
る
点
を
挙
げ
て
そ
の
点
に
就
て
の
著
者
の
見
解
を
た
づ

ね
る
と
い
う
方
式
を
と
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
私
は
何
時
で
も

「
他
人
の
著
書
を
読
む
時
は
白
分
の
立
場
を
忘
れ
、
著
者
の
立
場
で
読

め
」
と
薦
め
、
又
私
白
身
も
実
行
し
て
い
る
が
、
論
評
は
学
問
研
究
の

進
歩
の
道
程
で
あ
り
、
私
の
研
究
の
前
進
に
役
立
て
ね
ぼ
な
ら
な
い
か

ら
、
そ
し
て
こ
の
著
書
は
公
刊
誌
に
既
に
紹
介
済
み
で
あ
る
か
ら
、
敢

て
私
は
右
に
述
べ
た
よ
う
た
方
式
で
論
評
し
て
見
た
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
私
の
論
評
を
読
む
読
者
は
先
づ
手
島
教
授
の
『
日
本
国
家
独
占
資

本
主
義
論
』
を
購
入
し
、
私
が
薦
め
た
方
式
で
先
ず
読
了
し
て
貰
い
た

い
の
で
あ
る
。
私
の
論
評
で
手
島
教
授
の
『
日
本
国
家
独
占
資
本
主
義

論
』
の
内
容
を
わ
か
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
非
学
問
的
心
が
げ
は
棄
て
て

貰
い
た
い
の
で
あ
る
。

一
八
二
　
（
四
七
八
）

二
　
国
家
独
占
資
本
主
義
論
の
方
法
論

　
私
の
最
初
に
論
評
し
た
い
問
題
は
国
家
独
占
資
本
主
義
論
と
は
経
済

学
上
ど
ん
な
地
位
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
明

確
に
そ
し
て
積
極
的
に
い
え
ぼ
、
国
家
独
占
資
本
主
義
そ
の
も
の
が
現

在
の
経
済
学
の
対
象
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と

い
う
問
腫
で
あ
る
。
磐
言
す
る
と
国
家
独
占
資
本
主
義
論
こ
そ
が
現
代

の
「
政
治
経
済
学
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
ん
な
間
題
は
問

題
に
な
ら
な
い
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
独
占
な
ど
と
い
う
現
象

は
不
純
な
現
象
だ
と
考
え
て
い
る
経
済
学
者
が
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
経
済
学
者
は
国
家
独
占
資
本
主
義
か
ら
そ
の
必
然
的
法
則
を
析

出
す
る
こ
と
な
ど
出
来
な
い
と
考
え
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

又
そ
う
で
な
い
経
済
学
者
の
な
か
に
も
国
家
独
占
資
本
主
義
論
は
現
代

の
「
政
治
経
済
学
」
の
な
か
に
包
含
さ
れ
る
が
、
そ
の
総
て
で
は
な
い

と
考
え
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
考
え
方
の
学
者
は
方
法
的

に
は
『
資
本
論
』
の
産
業
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
下
で
析
出
し
た
命

題
そ
の
も
の
を
積
み
あ
げ
積
み
重
ね
る
だ
げ
で
国
家
独
占
資
本
主
義
の

特
殊
の
必
然
的
法
則
を
作
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
今
少
し
具
体
的
に
い

え
ば
『
資
木
論
』
の
命
題
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学



批
判
の
体
系
の
所
謂
計
南
の
最
後
の
章
に
国
家
独
占
資
本
主
義
論
を
付

加
す
る
の
で
あ
る
。

　
勿
論
後
の
考
え
方
は
．
研
の
考
え
方
の
よ
う
に
独
占
、
田
家
独
｛
を
不

純
な
も
の
と
は
見
て
い
な
い
。
必
然
的
な
も
の
と
考
え
て
い
る
点
で
本

質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
然
し
囚
家
独
占
費
本
主
表
論
即
岨
代
の
『
政

治
経
済
学
』
と
い
う
考
え
方
と
も
違
っ
て
い
る
。
そ
の
差
異
は
ど
こ
に

あ
る
か
と
い
う
と
『
資
本
論
」
の
命
題
を
積
蒐
ね
る
方
ま
で
は
本
当
の

意
味
の
国
家
独
占
資
本
主
棄
の
必
然
的
法
則
を
演
澤
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
と
い
う
占
一
で
あ
る
。
そ
の
実
例
は
嘗
っ
て
私
が
指
摘
し
た
（
拙
稿

『
戦
後
産
業
循
環
と
恐
慌
』
「
現
代
資
本
主
義
講
座
」
第
一
巻
所
載
、
拙
著
「
現

代
資
本
主
義
論
』
第
三
章
箪
二
節
参
照
）
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問

題
は
昨
秋
か
ら
日
ソ
の
国
家
独
占
資
本
主
義
論
の
専
門
学
者
の
問
で
討

論
さ
れ
っ
っ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
私
が
国
家
独
占
資
本
士
士
表

論
即
現
代
の
政
治
経
済
学
と
い
う
訳
は
、
経
験
的
杜
会
科
学
と
し
て
の

政
治
経
済
学
の
研
究
方
法
は
国
家
独
占
資
本
主
義
（
こ
の
概
念
に
就
て

も
後
に
論
評
す
る
が
）
た
る
現
代
の
杜
会
的
生
産
様
式
の
政
治
経
済
現

象
を
出
発
点
と
し
て
そ
れ
を
生
成
企
展
消
減
せ
し
め
る
原
理
的
な
る
関

係
に
迄
下
向
分
析
し
、
し
か
る
後
に
下
向
分
析
過
程
で
一
応
捨
象
し
た

も
の
を
上
向
綜
合
す
る
方
法
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

　
　
　
手
島
正
毅
教
授
著
『
日
本
国
家
独
占
資
本
主
義
論
』
（
豊
崎
）

し
て
こ
の
方
法
こ
そ
が
マ
ル
ク
ス
が
涯
済
学
の
方
法
と
し
て
使
用
し
た

・
も
の
で
↓
め
る
。

　
私
は
篶
一
の
問
煙
点
一
」
虻
て
紙
面
を
使
い
過
ぎ
た
か
も
わ
か
ら
な

い
。
然
し
こ
の
問
腫
点
は
国
家
独
占
資
本
主
義
論
の
性
格
は
勿
論
内
容

論
埋
ま
で
決
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
重
要
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
点
に
っ

い
て
手
島
敦
授
の
『
日
本
国
家
独
占
賞
本
主
義
論
』
は
ど
う
で
あ
る

か
。
先
ぎ
に
も
触
れ
た
如
く
こ
の
著
の
前
半
は
国
家
独
占
資
本
主
義
の

一
般
灼
埋
論
的
研
究
で
あ
り
（
２
頁
）
、
後
半
は
そ
の
具
体
的
適
用
で
あ

る
（
３
頁
）
。
こ
こ
で
論
及
す
べ
き
問
題
は
こ
の
著
の
前
半
の
方
法
論
で

あ
る
。
教
授
は
一
般
的
理
論
的
研
究
の
当
面
の
課
題
と
し
て
第
一
に
私

的
独
占
が
固
家
独
占
に
成
長
転
化
す
る
法
則
的
必
然
性
の
論
証
、
第
二

に
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
国
家
独
占
機
構
の
内
的
連
関
の
解

閉
、
第
三
に
炊
後
資
木
主
表
の
掃
済
的
政
治
灼
発
展
の
不
均
等
性
の
解

閉
を
あ
げ
で
、
い
る
（
３
頁
）
。
そ
し
て
こ
の
筑
一
の
課
題
の
解
答
と
し

て
著
者
は
従
未
の
諾
学
説
を
検
討
し
た
（
第
－
章
）
後
、
「
私
的
独
占
が

同
宗
独
占
に
移
行
す
る
に
あ
た
っ
て
作
用
す
る
ラ
ィ
ト
・
モ
テ
ィ
ー
フ

は
独
占
利
澗
の
法
則
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
中
心
法
則
は
利

潤
率
傾
向
的
低
落
の
法
則
で
あ
る
」
（
１
６
頁
）
と
し
、
そ
の
法
則
の
作
用

を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
全
般
危
機
を
媒
介
と
す
る
国
家
独
占
体
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三
　
（
四
七
九
）

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

の
成
立
を
説
明
す
る
。
そ
れ
ら
の
説
明
に
第
一
章
か
ら
第
四
章
迄
費
し

て
い
る
。

　
著
者
の
国
家
独
占
資
本
主
義
へ
の
移
行
の
必
然
性
に
就
て
の
論
証
内

容
に
対
し
て
は
、
著
者
の
引
用
（
８
４
頁
）
に
よ
れ
ぼ
、
海
道
氏
の
○
Ｏ
論

証
方
法
が
「
二
元
論
的
で
あ
る
、
閉
利
潤
率
低
下
法
則
は
質
本
主
義
の

一
般
的
法
則
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
国
独
資
の
必
然
性
の
論
証
に
は
な
ら

な
い
、
倒
国
独
資
の
必
然
性
は
、
そ
れ
た
く
し
て
は
資
本
主
義
的
拡
張

再
生
産
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
、
国
家
的
経
済
活
動
の
質
的
特
殊
性

の
解
明
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
と
い
う
様
な
批
評
が
あ
る
が
、
し
ば

ら
く
こ
の
問
題
は
お
い
て
お
き
、
私
白
身
は
著
者
の
論
証
内
容
か
ら
私

が
第
一
の
問
題
点
と
し
た
点
に
就
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
手
島
教

授
は
国
家
独
占
資
本
主
義
の
運
動
の
法
則
を
究
明
し
よ
う
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
、
教
授
の
方
法
論
的
立
場
は
国
家
独
占
主
義
論
を
段
階
論
的

な
も
の
と
考
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
し
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
著
書
の
後

半
の
教
授
の
い
う
一
般
理
論
の
日
本
へ
の
具
体
的
適
用
の
と
こ
ろ
で
も

時
に
所
謂
段
階
論
的
分
析
に
終
っ
て
い
る
点
が
た
く
は
な
い
が
、
日
本

国
家
独
占
資
本
主
義
の
運
動
の
方
向
を
析
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
了

承
出
来
る
。

　
然
し
間
題
は
国
家
独
占
資
本
主
義
論
を
、
『
資
本
論
』
『
帝
国
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四
　
（
四
八
○
）

論
』
の
命
題
を
積
重
ね
る
方
式
の
分
析
方
法
を
と
る
か
、
そ
う
で
た
く

て
私
が
提
唱
す
る
よ
う
な
方
法
を
と
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。
そ
の
詮
索

は
容
易
で
は
な
い
。
何
故
た
ら
分
析
の
方
法
と
そ
の
結
果
の
記
述
の
方

式
と
は
同
一
で
た
い
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
私
の
提
唱
す
る
方
法
を
と
れ

ぼ
記
述
の
場
合
に
も
国
家
独
占
資
本
主
義
の
生
産
様
式
の
規
定
か
ら
始

め
、
そ
れ
に
続
い
て
そ
の
必
然
性
を
分
析
す
る
順
序
を
と
る
の
が
適
当

で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
げ
れ
ば
た
ら
ぬ
理
由
は
な
い
。
手

島
教
授
は
第
一
章
で
国
家
独
占
資
本
主
義
論
に
就
て
の
論
争
を
と
り
あ

げ
て
、
国
家
独
占
資
本
主
義
の
生
産
様
式
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
就
て

分
析
し
て
、
従
来
の
理
論
が
生
産
関
係
に
つ
い
て
混
乱
し
て
お
り
、

「
国
家
の
経
済
的
土
台
へ
の
反
作
用
に
よ
っ
て
、
競
争
と
生
産
の
無
政

府
性
の
法
則
の
作
用
を
一
時
的
に
制
限
す
る
と
い
う
、
連
鎖
の
環
に
っ

い
て
」
何
等
論
証
し
て
い
な
い
と
結
論
す
る
（
９
頁
）
。
そ
し
て
国
家
独

占
資
本
主
義
の
本
質
規
定
に
あ
た
っ
て
薯
者
は
「
国
家
独
占
が
そ
の
も

の
と
し
て
、
い
か
に
私
的
独
占
か
ら
必
然
的
に
発
生
す
る
か
と
い
う
法

則
性
の
解
明
」
を
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
解
明
は
従
来
国
家
独

占
資
本
主
義
論
者
が
「
白
明
の
問
題
」
（
１
１
頁
）
と
し
て
不
問
に
付
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
私
の
推
測
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
解
明
を
通
じ

て
著
者
は
「
国
家
に
よ
る
競
争
と
生
産
の
無
政
府
性
の
法
則
の
作
用
制

　
’
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限
」
の
必
然
性
、
従
っ
て
国
家
独
占
資
本
主
義
の
必
然
性
、
が
論
証
し
得

る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
手
島
教
、
授
は
右
の
よ
う
な
見
地
が
ら
、
先
き
に
一
寸
触
れ
た
、
か
、
利

潤
率
傾
向
的
低
落
の
法
川
を
吟
味
し
、
そ
の
法
川
の
阻
止
要
囚
と
し
て

の
私
的
独
十
口
の
形
成
を
考
え
、
（
第
二
土
し
続
い
で
、
独
占
資
本
主
養
に
お

け
る
価
格
形
成
法
則
を
諭
じ
、
　
「
他
の
生
座
剖
面
の
平
均
利
潤
か
ら
分

配
替
さ
れ
た
」
「
平
均
利
澗
の
超
過
分
で
あ
り
、
さ
ら
に
同
一
生
産
諸

面
に
お
げ
る
平
均
利
潤
か
ら
の
趨
逃
分
ｉ
一
し
し
て
独
占
利
潤
」
を
理
解
す

る
。
そ
し
て
著
者
は
「
独
ト
ロ
利
潤
の
法
則
と
平
均
利
潤
の
の
法
則
は
同

一
生
産
都
門
で
も
異
種
生
産
部
門
問
に
お
い
て
も
併
存
し
、
独
占
商
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
あ
っ
イ
）
は
、
平
均
利
澗
は
、
独
占
価
格
に
よ
っ
て
た
え
ざ
る
否
定
を

う
げ
て
ポ
テ
ン
シ
ヤ
ル
な
も
の
｝
」
な
り
、
生
産
価
格
で
独
占
に
よ
っ
て

修
正
を
う
け
て
顕
在
化
す
る
」
（
６
７
頁
）
と
し
て
い
る
、
し
か
も
教
授
に

よ
れ
ぼ
こ
の
独
占
利
潤
に
も
利
潤
求
傾
向
的
低
落
の
法
則
が
存
続
す
る
。

何
故
な
ら
一
方
資
本
の
有
機
灼
構
成
の
内
皮
化
、
他
方
「
杜
会
的
総
資

本
・
総
商
品
生
産
に
占
め
る
非
独
占
詰
要
素
の
比
乖
の
低
下
、
す
な
わ

ち
独
占
的
利
潤
の
漁
炎
と
し
て
の
平
均
利
潤
の
総
一
額
の
梢
対
的
液
少
、

労
働
者
階
級
に
よ
る
杜
会
的
抵
抗
の
強
化
、
か
お
こ
る
」
か
ら
と
教
授
は

説
明
す
る
。
（
７
２
頁
）
そ
し
て
、
こ
の
一
．
利
潤
率
低
下
の
阻
止
要
因
と
し

　
　
　
　
手
島
正
毅
教
授
著
『
日
本
国
家
独
占
賞
本
主
義
論
』
（
豊
崎
）

て
の
、
高
い
独
占
利
潤
を
独
占
体
に
保
証
す
る
た
め
に
は
、
」
「
も
は
や

私
的
独
占
の
手
に
お
え
な
く
な
っ
た
、
祉
会
的
総
賓
本
の
蓄
積
と
拡
大

再
隼
産
の
、
管
一
理
続
側
を
囚
家
の
干
渉
に
よ
っ
て
維
持
し
な
げ
れ
ぼ
な

ら
な
く
な
る
」
（
７
６
頁
）
と
い
う
の
、
か
私
的
独
占
資
木
主
義
の
国
家
独
占

資
本
主
義
へ
の
移
行
の
必
然
性
の
論
控
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
の
問
、
煙
は
こ
こ
で
や
や
詳
細
に
引
用
し
た
教
授
の

論
証
の
内
容
で
は
な
く
、
論
江
の
方
法
で
あ
る
。
　
（
勿
論
こ
の
方
法
が

内
容
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
し
ぼ
ら
く
措
く
。
）
結
論
か
ら

い
う
と
手
島
教
授
の
国
家
独
占
食
本
主
義
論
の
定
立
の
仕
方
は
『
資
本

論
』
に
『
帝
国
主
義
論
』
を
積
重
ね
て
ゆ
く
方
法
を
と
っ
て
い
る
よ
う

に
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
証
拠
は
今
迄
一
」
引
用
し
た
と
こ
ろ
か
ら

い
へ
ぼ
教
授
の
独
占
利
潤
論
に
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
、
一
即
ち
手
島
教
授
の
論
証
方
法
を
見
る
と
国
家

と
融
着
し
て
い
る
巨
大
企
業
の
利
潤
を
説
明
す
る
際
「
国
家
独
占
が
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

占
的
趨
過
利
潤
の
か
く
と
く
に
直
接
む
き
だ
し
の
か
た
ち
で
寄
与
す
る

の
は
術
格
差
補
給
金
と
助
成
金
の
給
付
で
あ
る
。
資
本
集
積
の
面
で
は

云
々
」
（
７
８
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
が
、
問
題
は
単
な
る
説
明
・
記
述
の

順
序
で
た
く
、
分
析
も
前
記
企
業
の
利
潤
、
資
本
の
運
励
過
程
を
逆
に

現
実
的
な
る
も
の
か
ら
原
理
的
た
も
の
へ
下
向
分
析
し
て
い
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
　
（
四
八
一
）



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

を
示
す
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
私
の
方
法
を
と
っ
て
い
れ
ぼ
、
若
し
国

家
と
融
着
せ
る
巨
大
企
業
が
国
家
よ
り
助
成
金
を
独
占
資
本
の
流
通
行

程
で
獲
得
す
れ
ぼ
、
そ
れ
を
生
産
資
本
化
し
剰
余
価
値
を
よ
り
多
く
創

出
す
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
結
局
よ
り
多
く
の
独
占
利
潤
か
く
と
く

に
な
る
と
説
明
せ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
著
者
の
こ
の
と
こ
ろ
の
説
明
（
国

家
独
占
が
独
占
的
超
過
利
潤
か
く
と
く
に
直
接
む
き
だ
し
の
か
た
ち
で

寄
与
す
る
云
々
）
が
私
に
は
明
確
に
理
解
し
得
な
い
か
ら
、
右
の
判
断

は
私
が
問
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
然
し
手
島
教
授
が
、
国
家
の

経
済
へ
の
干
渉
、
そ
の
限
界
性
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
　
「
国
家
独

占
が
杜
会
的
総
資
本
の
再
生
産
と
流
通
の
総
過
程
に
、
一
定
の
限
度
で

調
整
的
役
割
を
は
た
し
う
る
の
は
、
国
有
企
業
、
因
家
消
費
市
場
、
国

家
資
本
の
経
済
的
範
囲
内
で
あ
っ
て
」
（
８
１
頁
）
と
指
摘
す
る
場
合
、
私

に
は
手
島
教
授
が
国
家
独
占
資
本
主
義
の
総
生
産
過
程
の
分
析
を
媒
介

と
せ
ず
し
て
、
た
だ
積
重
ね
方
式
的
分
析
で
立
論
し
て
い
る
と
し
か
考

え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
勿
論
手
島
教
授
の
因
家
独
占
費
本
主
義
論
の
方
法
論
の
彩
式
は
従
来

プ
ル
ク
ス
主
義
的
方
法
論
を
と
る
経
済
学
者
の
多
く
が
採
用
し
て
き
た

方
法
形
式
で
あ
る
。
然
し
そ
の
方
法
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
事
実
が
生

じ
た
と
こ
ろ
に
、
例
へ
ぼ
恐
慌
の
分
析
を
契
機
に
ラ
ム
ゼ
イ
の
国
家
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
六
　
（
四
八
二
）

占
資
本
主
義
生
産
様
式
の
再
生
産
論
の
提
立
の
主
張
や
、
バ
ラ
ン
・
ス

ゥ
ィ
ー
ジ
ー
の
レ
ー
ニ
ン
の
『
帝
国
主
義
論
』
的
生
産
様
式
を
基
底
と

す
る
独
占
資
本
の
再
生
産
の
理
論
（
『
独
占
資
本
』
）
の
展
開
、
ツ
ィ
シ

ャ
ソ
ク
等
の
国
家
独
占
賓
本
主
義
に
お
げ
る
国
家
経
済
政
策
と
再
生
産

過
程
の
理
論
的
分
析
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
手
島
教
授
は
こ
の
著

書
で
こ
う
し
た
方
法
論
反
省
に
関
係
あ
る
学
者
の
国
家
独
占
資
本
主
義

論
に
論
及
し
て
い
る
が
、
方
法
論
的
反
省
に
就
て
は
全
然
関
説
し
て
い

な
い
、
そ
こ
に
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
根
本
な
問
題
が
残
る
の
で
あ

る
。　

　
四
　
国
家
独
占
資
本
主
義
論
の
内
容

　
手
島
教
授
は
、
先
き
に
も
引
用
し
た
が
、
多
く
の
国
家
独
占
資
本
主

義
論
者
の
所
説
を
検
討
し
て
、
そ
れ
に
は
国
家
独
占
資
本
主
義
を
自
明

の
も
の
と
し
て
前
提
し
て
い
る
と
論
じ
、
こ
の
著
書
の
前
半
の
一
般
論

的
理
論
的
研
究
の
分
野
を
国
家
独
占
資
木
主
義
の
生
成
の
必
然
性
の
論

証
に
あ
て
て
い
る
。
そ
こ
で
先
づ
と
り
あ
げ
た
い
点
は
教
授
の
立
論
の

仕
方
が
二
元
論
的
な
解
釈
を
産
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
尖
鋭
な
る
表
言

は
教
授
が
「
国
家
独
占
は
ま
た
、
頑
強
な
必
然
性
を
も
っ
て
貫
徹
す

る
、
こ
の
中
心
法
則
（
－
利
潤
率
傾
向
的
低
落
の
法
則
－
筆
者
註
）
に
た
い



す
る
独
占
資
木
の
最
後
の
、
か
っ
理
み
た
き
抵
抗
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ

　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

、
か
、
そ
の
歴
史
的
過
程
と
は
区
別
さ
れ
た
、
資
本
十
工
表
禿
展
の
白
伏
一
吏

、
　
　
、
　
　
、

的
過
程
な
の
で
あ
る
」
（
７
２
頁
）
と
述
べ
て
い
る
点
で
、
あ
る
。
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

な
発
言
は
諸
所
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
歴
史
的
過
だ
が
著
老
に
お
い
て

は
資
本
斗
幸
我
の
矛
盾
の
発
展
の
必
然
的
産
物
と
さ
れ
な
が
ら
、
著
者
の

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

い
う
口
然
史
過
程
の
対
立
物
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
教
授
の
一
一
一
兄
茱
を
使

へ
ば
「
法
則
作
用
の
阻
害
要
丙
」
で
あ
り
、
又
－
矛
口
の
調
搾
物
」

．
（
諾
所
）
で
あ
る
。
極
端
な
表
言
を
使
へ
ぼ
白
然
史
的
過
程
で
他
の
原

因
か
ら
生
ず
る
も
の
と
解
釈
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
理
解
は
私
的
独
占
や
同
家
独
占
（
こ
こ
で
著
者
が
国
家
独
占
を

国
有
企
業
の
音
一
味
に
使
っ
た
り
、
困
家
独
占
資
本
主
義
の
な
味
に
使
っ

た
り
す
る
混
雑
が
あ
る
こ
と
を
指
納
し
て
お
き
た
い
。
）
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
資
本
主
義
に
お
け
る
資
本
の
利
潤
棚
殖
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と

と
も
に
そ
れ
故
に
矛
盾
の
激
発
物
で
あ
る
こ
と
が
、
逆
に
矛
盾
の
調
整

物
と
矛
乃
の
激
発
物
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
り
、
国
家
独
占
の

均
衡
調
整
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
。
、
石
も
著
者
は
「
同
家
独
占
の
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

的
独
占
に
た
い
す
る
…
…
補
強
が
、
け
っ
き
よ
く
ゆ
き
つ
く
帰
結
は
－

－
た
ん
に
利
潤
率
低
下
を
緩
和
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
」
（
８
４
頁
）
を
理

解
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
か
、
近
代
経
済
学
者
的
均
衡
論
灼
考
え
方
が
ひ

　
　
　
　
手
島
正
毅
教
授
著
『
日
本
国
家
独
占
資
木
主
義
論
』
（
豊
崎
）

そ
む
よ
う
な
発
言
が
あ
る
の
で
あ
る
。
手
島
教
授
は
教
授
の
国
家
独
占

資
木
主
義
論
、
が
以
上
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
心
外
と
す
る
で
あ

ろ
う
。
私
的
独
占
も
同
家
独
占
も
利
潤
の
傾
向
的
低
落
の
法
則
の
必
然

的
序
物
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
　
二
兀
論
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る

と
考
え
て
お
ら
れ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
然
し
、
そ
う
で
あ
れ
ぼ
私
的

独
占
・
同
家
独
占
が
歴
史
的
過
程
で
低
落
の
法
則
、
が
自
然
史
的
過
程
で

あ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
恵
味
で
あ
ろ
う
か
。
手
島
教
授
。
か
一
方
を

歴
史
的
過
程
、
他
方
を
自
然
史
的
過
程
と
峻
別
す
る
の
は
、
教
授
の
論

理
の
組
立
方
、
が
資
本
論
の
命
題
を
絶
対
視
し
そ
の
理
論
の
上
に
私
的
独

占
・
困
家
独
占
を
上
積
す
る
形
式
論
理
に
終
始
し
て
い
る
結
果
と
し
か

考
え
ら
れ
な
い
。
又
手
島
教
授
が
因
家
独
占
の
生
戊
の
必
然
性
を
論
証

す
る
場
合
特
に
私
の
気
に
な
る
点
は
籔
本
の
運
動
法
川
を
某
点
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
の
点
で
あ
る
。
な
る
程
資
本
、
か
剰
余
価

値
上
昇
の
絶
対
原
則
に
も
と
づ
い
て
有
機
的
構
成
を
高
め
る
こ
と
は
記

述
し
て
あ
る
。
そ
れ
に
基
い
て
諸
資
木
の
競
争
を
媒
介
と
し
て
利
潤
率

の
傾
向
的
低
落
法
則
が
作
用
す
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
作
用
の
措
害
要

囚
と
し
て
私
的
独
占
・
困
家
独
占
を
手
島
教
授
は
考
え
る
よ
う
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
本
質
的
に
は
資
本
の
剰
余
価
値
率
引
上
げ
の
運
動
過
程
で

あ
る
こ
と
は
教
授
白
身
十
分
理
解
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
に
も
拘
は
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七
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三
）
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ず
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落
法
則
を
白
然
史
的
過
程
と
し
、
私
的
独
占
を

歴
史
的
過
程
等
と
区
別
す
る
の
は
、
教
授
の
分
析
が
弁
証
法
の
論
理
に

徹
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を
私
は
い
だ
く
の

で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
教
授
が
独
占
価
格
、
独
占
利
潤
を
分
析
す
る
場
所
を
読
む

時
特
に
感
ず
る
の
で
あ
る
。
な
る
程
第
三
章
は
極
め
て
理
論
的
に
整
頓

さ
れ
て
い
る
。
然
し
私
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ぱ
、
少
数
の
独
占
資
本
が

競
争
す
る
生
産
様
式
し
か
も
教
授
の
所
謂
国
家
独
占
を
融
着
支
配
す
る

独
占
資
本
問
の
競
争
で
成
立
す
る
市
場
価
格
を
前
提
し
て
分
析
し
て
貰

い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
私
の
考
え
方
は
バ
ラ
ン
・
ス
ウ
ィ

ー
ジ
ー
が
そ
の
『
独
占
資
本
』
の
第
三
章
で
提
示
し
て
い
る
よ
う
な
余

剰
理
論
の
展
開
の
仕
方
を
意
味
す
る
訳
で
は
な
い
。
　
『
独
占
資
本
』
の

著
者
達
は
価
値
論
的
分
析
を
し
て
い
な
い
。
又
意
識
し
て
資
本
の
直
接

生
産
行
程
を
分
析
し
て
い
な
い
。
そ
の
為
め
に
余
剰
が
杜
会
的
に
如
何

な
る
意
味
（
剰
余
価
値
）
を
も
つ
か
は
勿
論
、
国
家
独
占
資
本
主
義
の

イ
ソ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
理
解
し
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点

で
手
島
教
授
の
分
析
は
価
値
論
を
基
礎
に
置
い
て
い
る
。

　
然
し
木
稿
第
二
節
で
述
べ
た
手
島
教
授
の
分
析
技
術
様
式
か
ら
し

て
、
教
授
は
完
全
競
争
に
お
け
る
価
値
・
価
格
彫
成
機
構
を
基
礎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八
　
（
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八
四
）

し
、
独
占
の
成
立
に
よ
る
不
完
全
競
争
条
件
に
よ
っ
て
修
正
加
補
す
る

と
い
う
順
序
を
と
っ
て
い
る
。
私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
独
占
資
本
主

義
、
更
に
進
ん
で
国
家
独
占
資
本
主
義
に
お
け
る
価
値
価
格
を
観
定
す

る
競
争
条
件
を
教
授
の
よ
う
な
方
式
で
解
明
し
得
る
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
別
の
言
葉
で
い
え
ば
独
資
・
国
独
資
の
生
産
様
式
に
お
げ
る
競
争

条
件
を
如
何
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
手
島
教

授
の
考
え
方
を
見
究
め
る
の
に
は
第
三
章
を
読
む
だ
け
で
は
不
十
分
の

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
は
暫
く
措
い
て
、
第
三
章
乃
至

第
四
章
迄
の
論
証
の
運
び
方
か
ら
私
の
理
解
し
得
る
処
で
は
、
独
資
・

国
独
資
の
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
様
式
に
お
け
る
競
争
機
構
に
就
て
必
ず
し

も
精
密
な
分
析
を
し
て
い
る
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
レ
ー
ニ
ソ
の

『
帝
国
主
義
論
』
に
あ
る
「
独
占
の
支
配
す
る
生
産
様
式
で
も
競
争
が

あ
る
」
と
い
う
命
題
の
引
用
に
就
て
も
、
そ
の
競
争
を
完
全
自
由
競
争

と
同
視
し
、
そ
れ
が
や
が
て
教
授
に
お
い
て
は
「
独
占
利
潤
の
法
則

と
平
均
利
潤
の
法
則
の
併
存
」
（
６
０
頁
）
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
に
っ
な

が
る
よ
う
で
あ
る
。
又
私
は
未
見
で
高
須
賀
氏
の
独
占
価
格
論
に
つ
い

て
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
手
島
教
授
が
引
用
す
る
限
り

に
お
い
て
教
授
が
高
匁
貨
氏
に
捉
示
す
る
（
６
０
頁
）
疑
問
の
多
く
は
、

手
鼻
教
授
が
独
占
価
格
独
占
利
潤
の
成
立
を
完
全
競
争
の
措
害
条
件
と

一
一
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し
て
独
占
を
措
定
す
る
考
え
方
か
ら
起
る
よ
う
に
思
は
れ
る
。
換
一
一
一
口
す

れ
ぼ
独
占
資
本
主
義
の
生
皮
様
式
が
完
全
に
韮
脹
し
た
競
争
検
構
を
想

定
し
て
独
占
倣
格
、
独
占
利
潤
を
解
閉
す
る
方
法
を
と
ら
な
い
と
こ
ろ

か
ら
起
る
の
で
あ
る
。
尤
も
教
扱
は
「
独
占
段
階
に
お
い
て
も
新
旧
ウ

ク
ラ
ー
ド
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
涯
済
法
則
を
も
っ
て
併
存
し
で
、
い

る
の
で
あ
る
」
（
６
８
頁
）
と
も
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
方
に
教
授
の

見
解
の
特
頁
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
し
私
の
考
え
方
か
ら

す
れ
ぼ
、
独
占
資
本
主
義
で
も
非
独
占
貰
本
は
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
反

に
そ
う
だ
と
Ｌ
て
も
独
占
資
本
は
非
独
占
資
本
を
支
配
し
で
、
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
非
独
占
費
本
に
平
均
利
潤
の
法
則
が
そ
の
純
粋
な
形
で
作

用
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
手
島
教
授
は
独
占
利
潤
に
利
潤
率
傾
向
的
低
下
の
法
則
が
作
用
す
る

こ
と
を
旺
明
す
る
た
め
、
　
「
一
方
で
は
資
木
の
集
積
集
巾
に
よ
る
有
機

的
構
成
の
飛
躍
的
高
度
化
が
行
は
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
他
方
で
は
可

変
資
本
の
構
成
比
の
不
断
の
低
下
に
と
も
な
う
剰
余
価
値
量
の
相
対
的

低
下
、
お
よ
び
杜
会
的
総
資
本
の
総
商
品
生
産
に
し
め
る
非
独
占
諸
要

素
の
比
重
の
不
断
の
低
下
、
す
な
わ
ち
、
独
占
的
超
過
利
潤
（
利
潤
率

低
下
の
阻
止
要
囚
）
の
源
泉
と
し
て
の
平
均
利
澗
総
額
の
相
対
的
減
少
、

労
働
者
階
級
に
よ
る
杜
会
的
抵
抗
の
強
化
が
お
こ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

　
　
　
　
手
島
正
毅
教
授
著
『
日
木
国
家
独
占
資
本
主
義
論
』
（
豊
崎
）

は
、
総
じ
て
長
期
変
動
の
な
か
で
、
不
可
遊
的
に
独
占
利
潤
率
の
低
下

を
も
た
ら
す
、
一
利
潤
率
煩
向
的
低
落
の
法
川
は
、
独
占
股
階
に
お
い
て

も
止
揚
さ
れ
な
い
で
存
続
す
る
」
（
７
２
頁
）
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
の
場

合
非
独
占
汽
木
が
概
淵
に
少
な
く
な
る
場
合
、
独
占
的
超
過
利
潤
は
零

に
な
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
独
占
利
澗
は
加
河
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
か
よ
う
な
疑
問
の
お
こ
ら
な
い
よ
う
に
一
干
島
教
授
は
第
三
章
第
三
節

で
「
心
高
品
生
産
は
二
力
で
は
解
体
の
方
向
へ
み
ち
び
か
れ
る
し
し
同
時

に
、
他
方
で
は
現
｛
一
バ
に
拡
大
再
生
産
さ
れ
る
」
（
６
０
頁
）
と
い
っ
て
い
る

の
か
も
知
れ
な
い
。
拡
大
再
生
産
さ
れ
る
の
な
ら
、
独
占
的
超
過
利
潤

の
源
泉
は
低
下
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
問
題
よ
り
も
私
が
こ
こ
で

間
題
に
し
た
い
の
は
独
占
利
潤
に
利
潤
率
低
下
の
法
則
が
「
総
じ
で
長

期
変
動
の
な
か
で
」
あ
ら
わ
れ
る
と
の
表
現
で
あ
る
。
私
に
は
こ
の
長

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

期
的
変
動
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。

ス
ゥ
ィ
ー
ジ
ｉ
の
余
剰
概
念
が
手
島
教
授
の
独
占
利
澗
概
念
と
実
際
に

お
い
て
一
致
す
る
か
否
か
は
祭
問
だ
が
、
ス
ウ
ィ
ー
ジ
ー
は
『
独
占
資

本
』
で
余
剰
増
大
の
傾
向
を
諭
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
直
接
手
島
教
授
へ

の
反
論
に
は
な
ら
な
い
が
、
教
授
自
身
も
技
術
革
新
に
よ
る
剰
余
価
値

生
産
の
増
大
一
」
触
れ
て
い
る
（
刑
頁
）
。
絶
対
的
剰
余
胴
値
率
は
別
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
　
（
四
八
五
）
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し
て
、
相
対
的
剰
余
価
値
率
の
上
昇
を
認
め
る
（
捌
頁
）
立
場
か
ら
見

て
、
低
落
傾
向
法
則
が
長
期
変
動
に
具
象
し
得
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
手
島
教
授
は
非
独
占
資
本
の
利
潤
か
ら
収
取
す
る
独
占
資
本

の
超
過
利
潤
を
独
占
利
潤
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
分
に
も
利
潤
率
傾

向
低
落
法
則
が
長
期
変
動
に
具
体
化
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
非
独
占
資
本
の
利
潤
率
の
低
落
と
独
占
資
本
の
非
独
占
資
本
の
利

潤
か
ら
の
収
取
率
と
は
必
ず
し
も
密
接
な
関
係
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
教
授
の
独
占
利
潤
の
概
念
の
正
否
が
問
題
に
な
る
の
だ
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
で
の
問
題
は
傾
向
的
低
落
法
則
が
長
期
変
動
に
具
象
化
す
る
と
い
う

点
で
あ
る
。

　
卒
直
に
私
の
見
解
を
い
え
ば
長
期
変
動
に
も
具
象
化
し
な
い
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
傾
向
の
法
則
の
作
用
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
具
象
化
を
教
授
は
強

調
す
る
訳
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
表
言
は
国
独
資
が
経

済
的
に
機
械
的
に
行
詰
る
と
い
う
考
え
方
が
教
授
の
頭
脳
の
奥
底
に
ひ

そ
む
の
で
は
な
い
か
の
誤
解
を
産
む
の
で
あ
る
。

五
　
続
国
家
独
占
資
本
主
義
論
の
内
容

　
こ
こ
ら
で
も
う
少
し
手
島
教
授
の
国
家
独
占
資
本
主
義
論
を
内
容
的

に
検
討
し
て
み
よ
う
。
教
授
に
よ
れ
ぱ
「
独
占
利
潤
率
も
…
…
傾
向
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
〇
　
（
四
八
六
）

低
落
の
法
則
に
し
た
が
は
ざ
る
を
得
な
い
」
。
「
利
潤
率
低
下
の
阻
止
要

因
と
し
て
」
「
私
的
独
占
が
そ
の
た
め
に
形
成
さ
れ
る
、
「
し
か
し
、
私

的
独
占
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
る
」
。
第
一
に
、
資
本
の
集
積
は
、
私

的
独
占
の
せ
ま
い
蓄
積
源
泉
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
資
本
の
集
中
は
資

本
参
加
の
限
度
と
証
券
市
場
で
の
利
子
率
に
制
限
さ
れ
る
。
ま
た
低
利

潤
率
企
業
を
、
み
ず
か
ら
の
負
担
で
維
持
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
第

二
に
、
独
占
資
本
は
、
第
一
の
前
提
に
制
約
さ
れ
た
、
商
品
生
産
と
流

通
の
わ
く
内
で
の
み
、
独
占
的
超
過
利
潤
を
実
現
し
う
る
に
過
ぎ
な

い
。
さ
ら
に
私
的
独
占
問
の
カ
ル
テ
ル
・
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
は
競
争
と
生

産
の
無
政
府
性
の
法
則
に
支
配
さ
れ
て
、
き
わ
め
て
不
安
定
で
あ
る
。

第
三
に
資
本
主
義
的
ク
リ
ー
ゼ
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
多
く
発
現
す
る

恐
慌
に
た
い
し
て
、
私
的
独
占
は
、
杜
会
的
総
資
本
の
蓄
積
と
拡
大
再

生
産
の
総
過
程
に
関
与
し
、
こ
れ
を
統
制
し
、
調
整
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
」
（
７
５
頁
）
「
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
制
限
を
突
破
す
る
た
め
に
、

国
家
独
占
は
、
資
本
と
商
品
生
産
流
通
の
諸
部
面
を
基
礎
と
し
な
が
ら

も
、
か
っ
て
の
私
的
独
占
問
の
局
部
的
協
定
に
か
わ
っ
て
、
杜
会
的
総

資
本
の
再
生
産
と
流
通
の
総
過
程
に
関
与
し
、
そ
の
な
か
で
、
独
占
体

の
集
積
集
中
を
た
す
げ
、
さ
ら
に
ま
た
、
商
品
生
産
と
流
通
の
総
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
た
い
す
る
調
整
の
機
能
を
は
た
し
な
が
ら
、
究
極
に
お
い
て
独
占
的



超
過
利
潤
の
か
く
と
く
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
に
、
私
的
独
占
と
は
ち
が

っ
た
特
質
が
あ
る
」
（
７
７
頁
）
の
で
あ
る
。

　
手
島
教
授
の
こ
の
考
え
方
に
色
々
の
誤
解
が
生
じ
る
こ
と
は
先
き
に

も
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
繰
り
返
す
つ
も
り
は
な
い
。
然

し
一
、
二
論
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
国
家
独
占
の
成
立
を

教
授
は
私
的
独
占
の
限
界
か
ら
説
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
限
界
と

し
て
第
二
の
後
半
、
第
三
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
私
的
独
占
が
成

立
す
る
以
前
の
産
業
資
本
主
義
段
階
に
も
あ
っ
た
し
、
或
は
独
占
賓
本

主
義
段
階
よ
り
も
よ
り
一
層
破
壌
的
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
方
も
あ

る
。
一
層
は
か
い
的
だ
っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
何
故
産
業
資
本
主

義
が
独
占
資
本
主
義
に
移
行
す
る
階
梯
で
国
家
独
占
が
成
立
し
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
階
梯
で
国
家
機
関
は
資
本
の
要
請
に
よ
り
保

護
貿
易
政
策
や
植
民
地
市
場
の
確
保
を
し
た
の
み
で
あ
り
、
独
占
資
本

は
総
体
と
し
て
国
家
独
占
の
成
立
を
要
請
す
る
と
こ
ろ
ま
で
到
っ
て
い

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
。
こ
の
点
を
理
論
的
に
解
明
せ

ね
ぼ
、
手
島
教
授
の
私
的
独
占
限
界
論
は
近
代
経
済
学
者
の
複
合
経
済

成
立
論
と
同
床
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
で
手
島
教
授
は
従
来
の
戦
後
資
本
主
義
の
一
般
的
危
機
に
よ

る
国
家
独
占
資
本
主
義
の
成
立
の
説
明
を
資
本
主
義
発
展
の
内
的
法
則

　
　
　
　
手
島
正
毅
教
授
著
『
目
本
国
家
独
占
資
本
主
義
論
』
（
豊
崎
）

か
ら
論
証
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
為
め
に
は
独
占
資

本
主
義
の
生
産
様
式
の
再
生
産
行
程
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
独
占
利
澗
の
傾
向
的
低
落
法
則
が
私
的
独
占
の
競
争
に
よ

っ
て
再
生
座
行
程
に
如
何
に
作
用
す
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
出
来
た

筈
で
あ
る
。
手
島
教
授
が
引
用
す
る
海
逝
氏
の
手
島
批
判
の
一
っ
は
こ

の
こ
と
を
主
張
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
そ
れ
だ
け
で
問
題
は
片

付
か
な
い
。
海
道
氏
の
よ
う
に
「
独
占
資
本
主
義
に
お
い
て
拡
大
再
生

産
が
不
可
能
で
あ
る
」
と
は
私
は
考
え
な
い
が
、
右
の
点
を
塀
明
し
て

も
、
私
的
独
占
資
本
が
国
家
機
関
を
融
着
支
配
す
る
に
い
た
る
か
の
説

明
は
出
来
な
い
。
こ
こ
で
総
資
本
と
国
家
機
関
と
の
関
係
が
産
業
資
本

の
段
階
か
ら
独
占
資
本
の
段
階
へ
、
そ
の
段
階
の
発
展
過
程
で
如
何
に

変
容
す
る
か
を
見
究
め
る
必
要
が
あ
る
。
換
一
言
す
れ
ぼ
ヱ
ソ
ゲ
ル
ス
の

所
謂
総
資
本
（
そ
れ
は
総
産
業
資
木
で
あ
る
）
が
手
島
教
授
の
総
独
占

資
本
に
な
る
時
何
故
に
同
家
機
関
が
私
的
独
占
体
の
総
生
産
行
程
に
直

接
介
入
し
得
る
よ
う
に
独
ト
ロ
蛮
本
が
支
配
し
得
る
の
か
。
総
産
業
資
本

と
総
独
占
資
本
と
の
構
造
上
の
差
異
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
平
均

的
資
本
力
を
持
つ
多
数
の
産
業
資
木
は
性
格
上
利
潤
源
泉
を
直
接
生
産

行
程
に
求
め
る
の
に
対
し
、
巨
大
資
本
力
を
持
つ
少
数
の
独
占
資
本
は

直
接
生
産
行
程
の
み
な
ら
ず
、
流
通
行
程
で
も
利
潤
を
吸
収
す
る
。
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
　
（
四
八
七
）
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っ
て
総
産
業
資
本
の
国
家
機
関
を
支
配
す
る
方
式
に
較
べ
て
、
総
独
占

資
本
の
国
家
機
関
を
支
配
す
る
方
式
は
総
独
占
資
本
が
少
数
で
あ
り
、

そ
の
性
格
か
ら
直
接
的
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
独
資
更
に

は
国
独
資
の
生
産
様
式
を
明
確
に
す
れ
ぼ
白
ら
明
瞭
な
こ
と
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
間
題
は
手
島
教
授
の
国
家
独
占
な
る
概
念
で
あ
る
。
国

家
独
占
な
る
言
葉
が
時
に
国
家
独
占
賓
本
主
義
と
同
義
に
使
は
れ
て
い

る
こ
と
は
先
き
に
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
の
問
廼
は
手
島
教
授
が
国
家
独

占
と
い
う
と
き
、
国
家
独
占
資
本
主
義
に
お
げ
る
独
占
資
本
そ
の
も
の

で
な
く
、
国
家
独
占
と
い
う
独
占
資
本
と
は
別
な
独
立
主
体
と
し
た
も

の
が
存
在
す
る
よ
う
な
錯
覚
に
私
は
お
ち
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
教
授

が
国
家
独
占
が
杜
会
的
資
総
本
の
再
生
産
と
流
通
の
総
過
程
に
一
定
の

限
度
で
調
整
的
役
割
を
は
た
し
う
る
の
は
国
有
企
業
、
国
家
消
費
市

場
、
国
家
資
本
市
場
の
経
済
的
範
囲
内
で
あ
っ
て
…
・
：
」
（
８
０
頁
）
と
い

う
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
又
国
家
独
占
の
役
割
が
「
独
占
体
の
独
占
利

潤
の
か
く
と
く
に
規
制
さ
れ
る
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
の
限
り
に
お

い
て
は
教
授
の
い
う
国
家
独
占
は
国
家
機
関
を
支
配
す
る
独
占
資
木
で

は
な
い
。
勿
論
私
も
教
授
と
同
じ
く
国
家
機
関
の
相
対
的
独
白
性
を
認

め
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
国
家
独
占
資
本
主
義
の
本
賃
機
構
を
分
析
す

る
場
合
問
題
に
な
る
の
は
国
家
機
関
を
支
配
融
着
す
る
独
占
資
本
の
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二
　
（
四
八
八
）

動
法
則
で
あ
り
、
独
占
資
本
に
支
配
さ
れ
る
国
家
機
関
の
相
対
的
独
白

性
を
持
つ
作
用
で
あ
る
。
手
島
教
授
は
国
家
独
占
の
作
用
は
独
占
資
本

に
規
制
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
慶
々
又
国
家
独
占
の
基
体
は
国
家

所
有
企
業
で
あ
る
と
い
う
表
言
を
使
っ
て
、
こ
の
書
を
読
む
も
の
に
手

島
教
授
の
見
解
が
二
元
論
的
で
あ
る
と
の
批
評
を
お
こ
す
の
で
あ
る
。

　
従
来
国
家
独
占
資
本
主
義
論
の
研
究
者
の
な
か
に
は
、
国
家
を
経
済

の
上
部
構
造
と
し
て
理
解
す
る
も
の
が
、
国
家
機
関
を
独
占
資
本
の
利

潤
増
殖
の
た
め
の
総
資
本
的
機
関
と
し
な
が
ら
、
因
家
機
関
が
相
対
的

独
自
性
を
持
つ
こ
と
を
看
過
す
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
手
島
教
授

は
こ
の
相
対
的
独
自
性
に
注
意
し
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
国
家
機
関

が
独
占
資
本
に
よ
っ
て
支
配
融
着
さ
れ
て
い
る
構
造
の
分
析
が
な
さ
れ

ず
、
た
だ
従
来
の
抽
象
的
な
上
部
構
造
論
を
前
提
し
国
家
機
関
の
持
つ

国
有
企
業
等
々
を
国
家
機
関
の
作
用
の
基
体
と
す
る
よ
う
な
説
明
に
終

始
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
手
島
教
授
は
国
家
機
関
の
「
作
用
の
限
界
」

（
８
０
頁
）
を
述
べ
て
、
例
へ
ば
「
国
家
市
場
は
私
的
独
占
体
の
目
的
に

し
た
が
っ
て
、
一
定
の
限
度
で
、
生
産
の
調
整
と
需
要
の
創
出
、
お
よ

び
連
鎖
反
応
の
局
部
的
中
断
、
し
た
が
っ
て
古
典
的
循
環
形
態
の
変
彩

に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
新
た
な
る
恐
慌
発

生
の
た
め
の
矛
盾
を
未
解
決
の
ま
ま
集
積
す
る
」
（
８
２
頁
）
と
し
て
お
り
、

山…１

～
’巾’

＾帖山
｛

－“
■“

一
｛－～｛山

ユ…

＾ｕ＾
“

山
」

…



又
「
国
家
独
占
の
私
的
独
占
に
た
い
す
る
こ
れ
ら
の
補
強
（
策
者
註
、

手
島
教
授
は
８
２
頁
で
た
と
え
ば
、
商
品
市
場
を
迂
回
す
る
国
民
所
得
の
経
済
外

的
吸
収
、
貸
幣
資
本
の
市
場
利
子
率
の
抑
制
、
国
家
消
費
市
場
の
形
成
、
独
占

価
格
の
形
態
変
化
（
公
定
価
格
体
系
、
低
い
国
家
独
占
価
格
）
等
々
」
挙
を
げ

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

て
い
る
）
が
、
げ
っ
き
よ
く
の
と
こ
ろ
ゆ
き
っ
く
帰
結
は
、
っ
ぎ
の
ご

と
き
も
の
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
、
国
家
独
占
は
、
国
家
所
有
、
因
家
市

場
を
つ
う
じ
て
、
私
的
独
占
に
お
い
て
す
で
に
は
ら
ん
で
い
た
独
占
利

潤
率
低
下
の
阻
止
要
因
と
促
進
要
因
と
の
二
者
対
抗
性
を
、
よ
り
高
い

次
元
１
１
最
後
の
次
元
で
、
拡
大
再
生
産
す
る
に
す
ぎ
な
い
…
－
」
（
８
４
頁
）

と
し
て
手
島
教
授
は
国
宗
独
占
の
作
用
の
限
界
、
さ
ら
に
は
国
家
独
占

が
恐
慌
発
生
の
た
め
の
矛
盾
を
未
解
決
の
ま
ま
集
積
す
る
、
独
占
利
澗

率
低
下
の
促
進
要
因
に
も
な
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
然
し
そ
れ
ら

の
理
諭
的
説
明
も
余
り
な
さ
れ
て
い
な
い
し
、
先
き
に
も
ふ
れ
た
が
、

国
家
独
占
の
作
用
限
界
の
説
明
も
そ
の
作
用
が
私
的
独
占
の
資
本
の
運

動
を
補
強
（
従
っ
て
剰
余
価
他
乃
至
価
値
率
の
上
昇
、
そ
の
杜
会
的
総

生
産
の
拡
大
に
な
る
）
す
る
分
析
つ
ま
り
国
家
独
占
資
本
の
総
過
程
の

分
析
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
、
種
々
の
疑
問
が
起
る
訳
で
あ
る
。

六
　
し
め
く
く
り

手
島
正
毅
教
授
著
『
目
本
因
家
独
占
資
木
主
義
論
』
（
豊
崎
）

　
手
島
教
授
の
国
家
独
占
費
木
主
義
論
に
つ
い
て
は
ま
だ
独
｛
利
澗
午

い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
論
評
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
然
し
そ
れ
に

は
く
１
迄
以
上
の
紙
面
を
使
う
の
で
次
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
て
こ
こ

ら
で
終
り
た
い
と
思
う
。
私
は
勿
論
教
授
の
具
体
的
歴
史
的
分
析
の
部

分
は
最
初
お
断
り
し
た
如
く
こ
こ
で
は
論
評
し
た
か
っ
た
。
そ
れ
は
私

が
手
島
教
授
の
方
法
論
に
興
味
を
い
だ
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
し
て

私
の
論
評
は
或
は
「
舌
足
ら
ず
」
で
教
授
に
礼
を
失
し
た
か
も
知
れ
な

い
。
教
授
が
『
日
本
国
家
独
占
資
木
主
義
論
』
で
マ
ル
ク
ス
が
『
資
木

論
』
で
提
示
し
た
「
利
潤
率
低
落
傾
向
の
法
則
」
が
国
家
独
占
資
木
主

義
を
必
然
化
し
、
ま
た
そ
こ
で
厳
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
を
論
江
し
よ

う
と
す
る
企
て
は
、
私
も
ま
た
そ
れ
が
内
的
法
則
的
に
論
江
し
よ
う
と

す
る
点
で
正
し
い
方
向
だ
と
思
っ
て
い
る
。
国
家
独
占
資
木
主
義
の
必

然
性
を
た
だ
独
占
資
本
主
義
の
拡
大
再
生
産
の
困
難
（
不
可
能
で
は
な

い
）
だ
け
で
説
明
す
る
試
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
点
で
教
授
の

試
み
は
国
家
独
占
資
本
主
義
論
と
し
て
荊
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
私

は
思
っ
て
い
る
。

　
た
だ
本
論
の
ｏ
で
私
が
閉
腫
と
し
た
よ
う
に
手
島
教
授
の
よ
う
な
分

析
様
式
で
は
或
は
二
元
論
的
な
論
瑚
と
し
て
誤
解
さ
れ
る
恐
れ
が
生
じ

た
り
、
又
国
家
独
占
の
作
用
が
単
純
に
国
家
独
占
資
本
主
義
の
矛
朽
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
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九
）
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四
合
併
号
）

調
整
要
囚
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
表
現
形
式
を
と
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。
実
際
後
半
の
具
体
的
歴
史
的
分
析
の
な
か
に
も
マ
ル

ク
ス
の
『
資
木
論
』
の
命
題
が
苓
る
と
こ
ろ
に
引
用
さ
れ
、
　
『
確
江
さ

れ
た
』
と
暫
言
す
る
筒
所
が
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
経
済

学
の
方
法
論
を
と
る
経
済
学
者
が
展
々
利
用
す
る
仕
方
で
あ
る
が
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

般
に
国
家
独
占
資
本
主
義
杜
会
に
マ
ル
ク
ス
の
命
題
が
純
粋
な
型
で
あ

ら
わ
れ
る
筈
は
な
い
。
産
業
資
本
主
義
と
国
家
独
占
資
本
主
義
と
は
同

一
の
生
産
関
係
に
立
脚
し
て
い
て
も
異
っ
た
生
産
様
式
の
経
済
杜
会
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
又
況
ん
や
日
本
経
済
と
い
う
特
殊
領
域
に
純
粋
に

あ
ら
わ
れ
る
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。
何
等
か
の
変
様
を
う
け
て
あ
ら
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
手
島
教
授
は
日
本
資
本
主
義
分
析
で
卓

越
し
た
能
力
を
も
つ
学
者
と
し
て
十
分
な
理
解
を
持
っ
て
い
ら
れ
る
筈

で
あ
る
が
、
右
に
指
摘
し
た
奉
言
に
出
く
わ
す
と
誤
解
す
る
も
の
は
理

論
を
手
引
き
に
、
し
て
現
実
分
析
し
た
の
で
な
く
、
考
え
方
に
適
合
す
る

資
料
を
集
め
た
と
判
断
す
る
恐
も
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
独
占
資
木
主
義
に
お
け
る
独
占
資
本
の
利
潤
、
更
に
は
国

家
独
占
資
本
主
義
に
お
け
る
独
占
資
本
の
利
潤
の
源
泉
、
そ
れ
が
国
家

独
占
賓
本
主
義
の
生
産
様
式
の
も
と
で
如
何
な
る
運
動
と
す
る
か
に
。
つ

い
て
の
私
の
見
解
を
拠
示
し
て
壬
・
島
教
授
の
考
え
方
と
対
置
す
る
こ
と
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九
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〇
）

が
出
来
な
か
っ
た
し
、
又
手
島
教
授
の
よ
う
な
分
析
方
式
（
理
論
内
容

で
は
な
い
）
が
わ
が
国
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
一
般
の
方
法
で
あ
る
か

ら
、
私
の
論
評
は
教
授
の
理
解
に
■
ま
で
達
し
な
い
か
も
わ
か
ら
な
い
。

　
今
年
は
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
第
一
巻
が
出
版
さ
れ
て
百
年
に
な

る
。
私
に
は
百
年
だ
か
ら
ど
う
だ
と
い
う
感
慨
は
な
い
。
然
し
研
究
室

の
書
架
に
は
デ
ィ
ー
ツ
版
資
本
論
が
あ
る
。
白
宅
に
は
ア
ド
ラ
ッ
キ
ー

版
が
あ
る
。
そ
し
て
時
折
書
架
か
ら
引
出
し
て
読
む
の
は
『
資
本
論
』

の
な
か
の
マ
ル
ク
ス
自
身
の
書
い
た
「
序
文
」
で
あ
る
。
殊
に
第
二
版

の
序
文
で
あ
る
。
か
っ
て
私
は
経
済
学
研
究
者
の
精
神
に
就
て
書
い
た

こ
と
が
あ
る
が
、
研
究
方
法
に
。
つ
い
て
は
こ
の
「
序
文
」
は
私
の
心
の

灯
火
で
あ
る
。
こ
の
論
評
で
い
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
「
序
文
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
を
国
家
独
占
資
木
主
義
杜
会
に
生
き
る
私
な
り
に
解

釈
し
て
論
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
勿
論
『
資
本
論
』
の
権
威
等
借
り

よ
う
と
す
る
卑
屈
な
考
え
は
な
い
。
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