
河
上
・
経
済
学
の
今
日
的
意
義

相
　
澤

秀

　
河
上
肇
は
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
三
代
を
通
じ
て
、
日
本
の
思
想
界
に
お
い
て
、
常
に
先
端
的
役
割
を
演
じ
た
学
者
・
忠
想
家

で
あ
る
。
思
想
家
と
し
て
は
、
は
じ
め
は
、
人
道
主
義
・
改
良
主
義
の
持
主
と
し
て
、
す
た
わ
ち
『
貧
乏
物
語
」
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
者
と
し
て
出
発
し
、
最
後
に
は
『
第
二
貧
乏
物
語
」
の
著
者
に
転
身
し
た
。
経
済
学
者
と
し
て
は
、
『
日
本
尊
農
論
」
、
『
日

本
農
政
学
」
、
あ
る
い
は
『
日
本
経
済
新
誌
」
掲
載
の
諸
論
文
に
。
み
る
如
く
、
反
杜
会
主
義
的
と
い
う
か
、
杜
会
主
義
に
無
理
解

な
或
る
意
味
で
の
国
家
主
義
的
な
経
済
学
者
と
し
て
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
経
済
学
の
研
究
か
ら
出
発
し
、
つ
い
に
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学

者
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
河
上
・
経
済
学
を
い
う
場
合
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
を
指
す
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
故
に
、

河
上
．
経
済
学
の
今
日
的
意
義
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
言
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
今
日
的
意
義
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
論
題
限
定
の
意
味
は
な
い
。
私
が
こ
こ
で
取
り
扱
お
う
と
し
た
内
容
は
、
河
上
の
経
済
学
は
今
〕
如
何

に
評
価
さ
る
べ
き
か
と
い
う
課
題
を
中
心
に
、
彼
の
講
義
を
直
接
に
聴
い
た
人
問
と
し
て
彼
の
学
問
研
究
・
真
実
追
求
に
た
い
す

る
態
度
に
言
及
し
、
若
い
世
代
へ
の
参
考
資
料
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
執
筆
の
動
機
は
京
都
大
学
の
学
｛
に
招
か

れ
て
六
月
六
日
、
　
「
河
上
祭
」
で
一
場
の
講
演
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
、
そ
の
時
話
し
た
内
容
を
記
憶
を
た
ど
っ
て
文

章
化
し
た
も
の
が
此
の
一
文
　
　
敢
て
論
文
と
は
言
わ
な
い
　
　
で
あ
る
。
学
術
論
文
を
内
容
と
し
て
い
る
本
誌
に
は
梢
々
に
不

　
　
河
し
上
．
経
済
学
の
八
、
口
的
息
漉
へ
椚
澤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
（
　
　
一
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
樽
ト
八
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
（
　
　
二
）

相
応
匁
も
の
で
た
い
か
と
懸
念
す
る
。
が
、
時
に
こ
う
し
た
小
文
も
本
誌
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
忠

っ
て
、
先
鞭
を
つ
げ
る
意
味
に
お
い
て
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　
河
上
肇
・
『
経
済
学
大
綱
』
は
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
度
の
京
都
帝
国
大
学
経
済
学
部
の
経
済
原
論
の
講
義
で
あ
る
。
週
三
回

六
時
問
の
通
年
講
義
で
あ
る
。
そ
し
て
此
れ
が
彼
の
京
大
で
の
経
済
原
論
の
最
終
講
義
で
あ
り
、
本
と
し
て
世
に
出
た
の
は
昭
和
三

（
一
九
二
八
）
年
十
月
、
改
造
杜
・
『
経
済
学
全
集
』
の
第
一
巻
と
し
て
で
あ
る
。
本
書
の
刊
行
に
先
き
立
っ
て
河
上
は
京
大
を
去
り
、

野
に
下
っ
て
マ
ル
キ
ス
ト
と
し
て
理
論
・
実
践
の
世
界
に
ー
入
り
、
行
き
っ
く
と
こ
ろ
日
本
共
産
党
員
と
し
て
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
て

三
年
九
ヵ
月
の
獄
中
生
活
を
送
る
こ
と
と
な
る
。
彼
の
こ
こ
に
い
た
る
は
決
し
て
偶
然
事
で
は
な
く
、
す
で
に
本
書
刊
行
時
に
そ
の

決
意
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
主
観
的
に
は
私
は
努
め
て
大
学
教
授
た
る
の
地
位
を
辱
し
め
ざ
ら
ん
こ
と
を
志
し
た
の
で
あ

る
が
、
客
観
的
に
は
そ
の
た
め
に
大
学
教
授
た
り
え
ざ
る
も
の
に
転
化
し
了
へ
た
の
で
あ
る
。
大
学
教
授
な
る
外
被
は
、
私
の
研
究

の
よ
り
以
上
の
発
展
と
両
立
し
が
た
き
点
に
達
し
た
。
職
を
退
く
こ
と
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
も
、
矛
盾
の
一
解
決
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
私
は
久
し
く
重
荷
を
負
う
て
阪
遣
を
登
り
っ
っ
あ
る
心
地
が
し
て
ゐ
た
。
大
学
を
退
い
た
と
き
、
私
は
こ
の
重
荷
を
肩
か
ら

お
ろ
し
て
、
し
ぼ
ら
く
峠
の
茶
屋
で
一
服
し
て
ゐ
る
か
に
感
じ
た
。
最
近
公
け
に
し
た
『
経
済
学
大
綱
』
は
、
こ
の
茶
屋
で
の
休
息

中
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
書
は
、
今
や
印
刷
製
本
を
終
へ
ら
れ
て
、
私
の
前
に
存
在
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
私
に
向
っ
て
、

も
は
や
峠
の
茶
屋
を
立
ち
出
づ
べ
き
時
機
の
到
来
し
た
こ
と
を
、
騒
け
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
」
（
『
杜
会
問
題
研
究
』
．
第
八
十
一
冊
．

ご
丁
四
頁
）
。
河
上
の
実
践
へ
の
決
意
・
覚
悟
、
す
な
わ
ち
マ
ル
キ
ス
ト
か
ら
コ
ソ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
ヘ
の
転
身
の
覚
悟
、
は
す
で
に
哲
学

研
究
に
取
り
組
も
う
と
し
て
「
新
た
な
る
旅
」
へ
と
歩
き
は
じ
め
ん
と
し
た
一
九
二
四
年
に
さ
だ
ま
っ
て
い
る
。
　
『
臼
叙
伝
』
は
語



っ
て
い
る
　
　
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
経
済
学
を
真
に
理
解
し
よ
う
と
思
へ
ば
、
ど
う
し
て
も
其
の
哲
学
的
基
礎
と
な
っ
て
ゐ
る
唯
物

弁
証
法
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
避
け
て
ゐ
る
か
ぎ
り
、
私
は
『
資
本
論
」
そ
の
も
の
の
本
当
の
理
解
を
永
久
に
断
念
せ
ね

は
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
た
席
惰
か
、
学
問
の
問
口
の
狭
い
私
を
し
て
、
　
　
精
力
の
放
故
を
固
く
警
戒
し
て
ゐ
る
私
を
駆
っ
て
、

新
た
に
哲
学
の
研
究
に
志
す
に
至
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
…
・
・
…
と
こ
ろ
で
、
そ
の
哲
学
的
基
礎
に
ま
で
遡
り
、
本
当
に
マ
ル
ク
ス
主

義
全
体
を
理
解
せ
ね
ぱ
止
ま
な
い
、
と
い
う
決
意
は
、
結
局
、
白
分
を
本
当
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
仕
上
げ
よ
う
と
い
う
決
意
な
の

で
あ
る
。
・
…
－
－
一
身
を
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
仕
上
げ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
た
だ
大
学
教
授
を
や
め
る
と
い
う
位
の
覚
悟
だ
げ

で
は
、
問
に
合
わ
な
か
っ
た
。
将
来
ど
ん
た
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
ど
ん
な
目
に
逢
っ
た
と
て
仕
方
が
な
い
。
一
切
は
成

行
に
任
せ
て
、
一
身
の
利
害
得
喪
は
顧
慮
し
な
い
こ
と
に
１
し
よ
う
。
こ
う
い
う
の
が
、
学
問
的
に
前
進
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た

生
活
上
の
姿
勢
で
あ
っ
た
」
（
一
。
河
上
肇
著
作
集
」
塘
六
巻
．
一
二
六
－
七
頁
）
。
若
き
口
の
人
道
主
義
的
な
実
践
と
言
い
、
後
年
の
革
命

的
な
実
践
と
い
い
、
彼
の
思
想
・
理
論
は
終
局
的
に
は
実
践
と
結
び
っ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
若
き
日
の
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

動
を
狂
気
と
観
、
後
年
の
実
践
活
動
を
分
を
弁
え
ぬ
思
い
上
り
で
あ
る
、
と
難
ず
る
の
は
あ
た
ら
な
い
。
河
上
は
評
論
家
で
は
な
い
。

真
実
追
求
に
一
生
を
か
け
た
学
者
で
あ
り
研
究
老
で
あ
る
。
最
後
ま
で
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ソ
主
義
者
と
し
て
の
白
己
を
、
獄
中
に

お
い
て
も
、
戦
時
中
も
、
戦
後
も
、
変
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
　
『
経
済
学
大
綱
」
は
立
派
な
本
格
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学

の
講
義
で
あ
る
。
当
時
の
野
蛮
な
天
皇
制
日
本
の
国
立
大
学
の
講
壇
で
、
か
よ
う
た
講
義
を
な
す
と
い
う
こ
と
に
は
、
強
固
な
覚
悟

と
決
意
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
実
践
を
は
な
れ
て
の
単
な
る
理
論
と
し
て
の
経
済
原
論
は
な
い
。
理
論
と
実
践
と
の
統
一
は

彼
の
立
場
の
う
ち
に
あ
っ
た
。

　
『
経
済
学
大
綱
」
は
京
都
大
学
教
授
と
し
て
の
最
後
の
講
義
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
講
義
内
容
に
到
達
す
る
過
程
は
文
字
ど
お
り

　
　
　
河
上
・
経
済
字
の
へ
１
Ｈ
的
芯
一
、
荻
（
相
澤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
一
（
　
　
三
）



　
　
　
立
命
館
絡
済
学
（
犯
十
八
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
（
　
四
）

絆
余
曲
折
の
道
程
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
あ
る
い
は
俗
流
的
経
済
学
か
ら
入
っ
て
つ
い
に
こ
こ
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
経
済

原
論
の
実
質
的
な
処
女
作
と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
一
九
〇
五
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
経
済
学
原
論
』
上
巻
の
篇
別
構
成
は
、
第
一

章
経
済
上
の
欲
望
・
第
二
章
財
物
・
第
三
章
経
済
行
為
・
第
四
章
経
済
・
第
五
章
経
済
学
、
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
一
九
一
〇
年
刊

行
の
『
経
済
学
の
根
本
概
念
」
は
、
第
一
章
財
及
び
経
済
財
・
第
二
章
労
働
及
び
経
済
労
働
・
第
三
章
経
済
及
び
国
民
経
済
・
第
四

章
現
象
及
び
経
済
現
象
・
第
五
章
学
及
び
経
済
学
、
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
欲
望
を
起
点
と
し
て
経
済
学
の
体
系
化
を
行
た
う

独
乙
流
の
俗
流
経
済
学
に
依
拠
す
る
事
情
が
窺
わ
れ
る
。
事
実
彼
は
、
一
九
〇
六
年
に
『
ワ
グ
ナ
ー
氏
経
済
学
原
論
』
上
巻
、
と
題

す
る
解
説
本
を
上
梓
し
て
い
る
。
彼
が
白
ら
を
マ
ル
ク
ス
主
義
者
、
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ら
ん
と
す
る
者
、
と
確
信
し
た

一
九
二
四
年
に
先
き
立
っ
数
年
問
、
す
で
に
そ
の
問
マ
ル
ク
ス
経
済
学
を
研
究
し
て
い
た
　
　
と
言
う
の
は
、
た
と
え
は
彼
は
一
九

一
八
年
八
月
六
日
夜
、
京
都
帝
国
大
学
夏
期
講
習
会
の
科
外
講
演
と
し
て
約
二
時
問
に
わ
た
っ
て
、
　
『
マ
ル
ク
ス
杜
会
主
義
の
理
論

体
系
」
と
題
し
て
の
講
義
を
行
な
っ
て
い
る
　
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
で
の
講
義
に
。
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
も
の
を
窺
い
え
な

い
。
一
九
ニ
ハ
年
か
ら
一
七
年
に
か
け
て
の
分
配
論
の
講
義
で
は
、
バ
ヴ
ェ
ル
ク
、
タ
ウ
シ
ッ
グ
、
ク
ラ
ー
ク
、
カ
ー
バ
ー
、
フ
ィ

ヅ
シ
ャ
ー
、
ヵ
ム
マ
ソ
ズ
、
等
の
紹
介
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
一
九
二
一
二
年
度
の
経
済
原
論
の
講
義
体
系
は
、
　
『
経
済
学
大
綱
』
と
は

大
い
に
ー
異
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
真
実
追
求
に
き
び
し
い
河
上
が
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
た
い
す
る
不
動
の
確
信
を
も
た
ざ

る
か
ぎ
り
、
彼
の
原
論
講
義
を
根
本
的
に
改
善
す
る
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
経
済
学
大
綱
』
は
そ
の
意
味
に
お
い

て
彼
の
大
学
教
授
と
し
て
到
達
し
た
最
後
の
・
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
た
い
す
る
不
動
の
確
信
の
も
と
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
　
『
経
済
学
大
綱
』
は
内
容
的
に
は
『
資
本
論
」
の
祖
述
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
後
に
お
げ
る
日
本
で
の
『
資
本
論
』
研

究
も
進
ん
で
い
る
。
殊
に
、
　
『
資
本
論
』
成
立
へ
の
思
想
史
的
研
究
の
た
め
の
資
料
に
は
制
約
が
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
・
エ
ソ
ゲ
ル



ス
全
集
の
第
一
部
第
一
巻
の
刊
行
は
一
九
二
七
年
、
　
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
、
『
ド
イ
ツ
．
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
全
文
、
が
公
刊
さ

れ
た
の
は
一
九
三
二
年
、
『
直
接
的
生
産
過
程
の
諸
結
果
』
、
「
要
綱
』
、
は
そ
れ
以
後
で
あ
る
。
此
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
、
河
上

の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
解
釈
に
お
い
て
不
充
分
の
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
。
然
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
経
済
学
大
綱
」
は
、
経
済

原
論
の
講
義
と
し
て
、
ア
ヵ
デ
ミ
ヅ
ク
・
ヵ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
枠
内
に
お
け
る
講
義
と
し
て
、
今
ｎ
口
的
に
み
て
水
準
の
高
い
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
私
自
身
こ
の
年
令
に
な
っ
て
、
大
学
に
お
い
て
経
済
原
論
を
講
ず
る
こ
と
多
年
に
及
ぶ
も
、
四
十
九
才
の
河
上

の
講
義
の
足
も
と
に
も
及
び
え
な
い
非
才
を
つ
く
づ
く
感
じ
て
い
る
。

　
先
き
に
私
は
河
上
の
辿
り
来
っ
た
思
想
・
理
論
上
の
、
ま
た
実
践
上
の
、
遍
歴
道
程
は
粁
余
曲
折
の
過
程
で
あ
つ
た
と
一
一
一
一
口
つ
た
が
、

壁
に
，
ぶ
つ
か
り
、
そ
の
壁
が
誤
ま
り
か
ら
き
て
い
る
こ
と
が
分
れ
ぼ
大
胆
に
〕
己
批
判
し
て
誤
ま
り
を
克
服
し
前
進
し
た
の
で
あ
る
。

然
し
こ
の
こ
と
は
・
現
象
的
に
は
極
端
か
ら
極
端
に
走
る
、
節
操
の
な
い
忠
想
家
．
理
論
家
の
如
く
映
写
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
た

め
に
酷
し
い
非
難
．
批
判
を
も
受
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
を
一
貫
す
る
河
上
の
す
じ
が
ね
は
「
真
実
を
求
め
る
柔
軟
な
心
」
で

あ
っ
た
・
「
っ
ま
り
、
本
当
の
こ
と
、
真
実
を
求
め
て
や
ま
な
い
心
が
っ
ら
ぬ
い
て
い
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
真
実
を
求
め
て
あ
ち
ら

に
ぶ
っ
か
り
、
し
払
レ
に
ぶ
っ
か
っ
て
、
極
端
か
ら
極
端
へ
走
っ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
わ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
そ
の
よ
う
に
真
実
’
を
求
め
て
学
問
の
上
で
最
後
に
到
達
し
た
の
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
経
済
学
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
す
・
し
か
し
、
さ
ら
に
二
歩
進
ん
で
、
何
故
に
真
実
を
求
め
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
私
は
、
結
局
、
河
上
に
は
『
人

問
を
愛
す
る
純
真
な
気
持
ち
』
が
い
っ
も
た
え
ず
動
い
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
河
上
を
批
評
す
る
人
た
ち

が
・
河
上
を
人
道
主
義
者
だ
と
か
宗
教
的
な
道
を
求
め
る
求
道
者
だ
と
か
い
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
面
で
当
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

…
．
．
…
」
（
一
九
六
四
年
六
月
一
五
日
大
阪
で
の
河
上
肇
著
作
集
刊
行
記
念
講
演
会
に
お
げ
る
末
川
博
氏
の
メ
ツ
セ
ー
ジ
、
か
ら
）
。

　
　
　
　
河
上
．
経
済
学
の
今
日
的
意
義
（
刷
澤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
（
　
　
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
箪
十
八
巻
．
策
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
（
　
　
六
）

　
個
人
雑
誌
で
あ
る
『
杜
会
問
題
研
究
』
の
第
一
冊
が
出
さ
れ
た
の
は
、
一
九
一
九
年
一
月
で
あ
る
。
杜
会
問
題
に
対
す
る
関
心
、

そ
の
考
え
方
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
此
の
段
階
で
は
人
道
主
義
的
な
、
し
た
が
っ
て
非
階
級
的
な
見
地
に
立
っ
て
い
る
も
の
の
一

白
己
の
考
え
方
の
反
体
制
的
で
あ
る
こ
と
は
充
分
承
知
し
て
い
た
。
　
「
余
の
思
想
は
、
仮
ひ
杜
会
の
或
一
部
の
人
々
の
利
益
の
為
に

危
険
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
杜
会
全
体
の
利
益
の
為
に
決
し
て
危
険
な
る
も
の
で
無
い
と
確
信
し
て
糾
る
。
否
な
余
は
、
常

に
杜
会
全
体
の
利
益
を
以
て
其
中
心
の
標
準
と
な
す
こ
と
に
依
り
、
或
事
を
主
張
し
或
事
に
反
対
し
て
居
る
積
り
で
あ
る
」
（
舳
掲
・

三
頁
）
。
一
九
一
九
年
、
二
〇
年
、
二
一
年
、
こ
ろ
に
は
、
此
の
雑
誌
の
上
で
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
説
、
唯
物
史
観
、
に
つ
い
て
の
解

説
を
行
な
い
、
ま
た
『
賃
労
働
と
資
本
』
を
訳
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
関
心
と
研
究
意
欲
が
昂
ま
り

つ
つ
あ
っ
光
こ
と
は
充
分
に
看
取
さ
れ
る
。
白
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
確
信
し
た
の
は
前
述
の
如
く
一
九
二
四
年
頃
で
あ
る
。

怜
も
私
の
書
斎
の
壁
に
懸
っ
て
い
る
雲
版
に
河
上
の
筆
に
な
る
三
首
の
短
歌
の
書
か
れ
て
あ
る
色
紙
が
あ
る
が
、
そ
の
為
書
に
・
「
辛

巳
正
月
別
れ
に
臨
み
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
の
私
の
半
生
の
歌
を
録
し
て
相
澤
君
に
贈
る
」
、
と
し
て
書
か
れ
て
あ
る
短
歌
は
次

ぎ
の
如
く
で
あ
る
。
ｏ
ｏ
　
旅
ご
ろ
も
は
ら
ひ
も
あ
へ
ぬ
我
な
が
ら
ま
た
新
た
な
る
旅
に
立
っ
か
な
　
似
　
た
ど
り
っ
き
ふ
り
か
へ
り

み
れ
ぼ
山
川
を
越
え
て
は
越
え
て
来
つ
る
も
の
か
な
　
閉
　
我
も
ま
た
深
山
の
奥
の
苔
清
水
あ
る
か
な
き
か
の
か
そ
け
さ
に
、
生
く
。

吻
は
一
九
三
二
年
八
月
、
日
本
共
産
党
に
入
党
し
た
と
き
の
ｈ
小
し
狐
、
感
慨
を
う
た
っ
た
も
の
、
倒
は
一
九
三
七
年
六
月
十
五
日
・

出
獄
の
日
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
の
生
涯
の
出
発
点
と
な
る
　
○
ｏ
の
歌
は
一
九
二

四
年
、
病
ん
で
新
和
歌
の
浦
に
・
静
養
し
っ
っ
あ
っ
た
と
き
、
そ
し
て
同
年
七
月
号
の
雑
誌
『
改
造
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
杜
会
主
義
は

闇
に
面
す
る
か
光
に
面
す
る
か
」
と
い
う
、
そ
の
前
年
に
公
刊
さ
れ
た
河
上
の
『
資
本
主
義
経
済
学
の
史
的
発
展
』
の
書
評
を
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
す
る
櫛
田
民
蔵
の
論
文
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
よ
り
厳
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
の
研
究
に
入
る
こ
と
を
決
意
し
た
こ
と



の
表
白
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
素
直
に
此
の
年
代
を
以
て
マ
ル
ク
ス
主
義
老
河
上
の
生
涯
の
始
ま
り
と
考
え
た
い
。
「
経
済
学
大
綱
』

以
後
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
基
礎
理
論
』
、
『
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
』
、
『
第
二
貧
乏
物
語
』
、
そ
し
て
最
後
の
『
資
本
論
入

門
』
、
が
主
要
な
業
績
で
あ
る
。
殊
に
一
九
三
二
年
に
出
さ
れ
た
『
資
本
論
入
門
』
に
ー
っ
い
て
彼
白
ら
次
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
こ
の
著
書
は
私
が
公
に
し
得
た
最
後
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
半
生
に
わ
た
る
私
の
ふ
っ
っ
か
な
が
ら
も
懸
命
に
や
っ
て
来
た
研
究

の
結
果
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
書
の
公
刊
さ
れ
た
昭
和
七
年
十
一
月
に
は
私
は
已
に
ｎ
□
本
共
産
党
員
と
し
て
地
下

に
潜
伏
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
私
が
意
を
決
し
て
党
員
と
な
り
得
た
時
の
思
想
上
の
姿
と
も
云
へ
る
。
…
…
と
の
書

の
発
売
と
同
時
に
頒
布
を
禁
畦
ら
れ
た
の
で
、
恐
ら
く
極
め
て
僅
か
な
部
数
し
か
世
に
残
っ
て
は
屠
ま
い
か
と
思
ふ
、
、
、
私
は
こ

の
一
冊
の
木
が
大
切
に
保
存
さ
れ
ん
こ
と
を
希
望
し
て
や
ま
な
い
。
昭
和
十
四
年
六
月
二
十
六
日
　
河
上
肇
識
」
。

　
『
資
本
主
義
経
済
学
の
史
的
発
展
」
は
初
版
を
一
九
二
二
年
八
月
に
出
し
て
、
私
の
手
に
す
る
一
九
二
七
年
版
は
二
十
六
版
で
あ

る
。
菊
版
六
二
七
頁
に
及
ぶ
老
大
な
も
の
で
あ
っ
て
、
第
；
早
ア
ダ
ム
・
ス
、
・
・
ス
の
先
駆
者
．
第
二
章
ア
ダ
ム
．
ス
、
、
、
ス
．
第
三
章

マ
ル
サ
ス
及
び
リ
カ
ア
ド
・
第
四
章
ベ
ソ
タ
ム
及
び
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ミ
ル
・
第
五
章
ジ
ヨ
ソ
．
ス
チ
ュ
ア
ト
．
、
、
、
ル
、
付
り
、
カ
ァ

ラ
イ
ル
及
び
ラ
ス
キ
ソ
、
を
そ
の
内
容
と
す
る
。
一
九
二
五
年
の
第
二
十
一
版
の
序
文
に
、
前
掲
櫛
田
民
蔵
の
批
判
論
文
に
若
千
答

え
る
と
こ
ろ
あ
る
も
、
そ
の
故
に
本
書
の
改
訂
は
行
た
わ
れ
て
い
な
い
。
河
上
に
１
よ
れ
ぼ
、
資
本
主
義
経
済
は
必
然
に
利
己
的
沽
動

是
認
の
埋
論
を
生
む
。
各
個
人
が
経
済
上
に
お
い
て
遺
憾
な
く
自
己
の
利
益
を
追
求
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
期
せ
ず
し
て
杜
会
全
体

の
経
済
的
繁
栄
室
質
ら
す
に
い
た
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
理
論
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
資
本
主
義
経
済
学
の
任
務
な
の
で
あ

っ
て
、
経
済
学
史
は
こ
の
よ
う
な
資
本
主
義
経
済
学
理
論
の
歴
史
的
発
展
を
取
扱
う
も
の
だ
と
説
く
。
そ
の
立
場
は
当
然
に
ー
唯
物
史

概
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
が
、
果
し
て
そ
の
立
場
が
守
り
と
お
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
っ
て
、
依
然
と
し
て
色
濃
く
人
道
主
義

　
　
　
河
Ｌ
Ｌ
・
経
済
学
の
今
日
的
意
義
（
相
澤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
（
　
　
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
．
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
（
　
八
）

的
見
地
が
た
だ
よ
う
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
え
な
い
。
だ
か
ら
、
思
想
史
の
取
扱
方
は
唯
物
史
観
把
持
者
の
河
上
と
し
て
は
甚
だ
不

徹
底
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
櫛
田
に
よ
る
批
判
の
骨
肢
で
あ
る
。
櫛
田
に
よ
れ
ぼ
唯
物
史
観
に
お
い
て
経
済
的
意
識
形
態
た
る
経
済

思
想
あ
る
い
は
経
済
学
説
は
諾
他
の
意
識
形
態
と
異
っ
た
地
位
に
あ
る
。
こ
の
史
観
の
立
場
に
お
い
て
は
、
　
「
経
済
史
は
、
そ
の
職

分
と
し
て
、
生
産
関
係
並
に
そ
れ
よ
り
必
然
に
発
生
す
る
階
級
闘
争
の
史
実
を
明
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
経
済
学
史
は
、

事
実
と
し
て
の
思
想
そ
の
も
の
の
内
容
の
探
究
以
外
、
更
に
進
ん
で
論
理
的
に
も
亦
歴
史
的
に
も
そ
れ
が
階
級
意
識
の
表
現
と
し
て

の
発
展
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
経
済
の
学
史
は
通
常
云
は
る
る
や
う
に
、
経
済

史
実
と
照
応
し
て
始
め
て
理
解
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
は
勿
論
、
常
に
、
各
時
代
の
階
級
闘
争
の
事
実
を
前
提
し
て
説
明
せ
ら
る

る
か
、
又
そ
れ
そ
れ
の
学
説
に
於
げ
る
主
要
な
範
晴
や
法
則
や
の
理
論
的
分
析
か
ら
一
定
の
階
級
闘
争
の
反
射
と
し
て
の
階
級
意
識

の
存
在
を
見
出
す
こ
と
に
依
っ
て
、
如
何
に
そ
れ
等
の
学
説
が
そ
の
時
代
の
階
級
意
識
の
表
は
れ
で
あ
り
又
そ
れ
の
発
展
で
あ
る
か

を
明
か
に
す
べ
き
も
の
の
や
う
に
思
ふ
」
（
『
改
造
』
・
六
頁
）
。
然
る
に
河
上
は
経
済
学
の
発
展
に
っ
い
て
、
経
済
事
実
を
軽
視
し
て
、

そ
の
時
代
の
道
徳
論
、
哲
学
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
重
大
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
し
か
も
そ
の
道
徳
論
は
秀
れ
た
特
定
の
思

想
家
個
人
の
占
有
物
と
し
て
歴
史
的
に
継
承
さ
れ
る
と
い
う
関
係
で
あ
っ
て
、
恰
も
思
想
の
弁
証
法
的
発
展
を
そ
の
よ
う
な
関
係
と

し
て
み
る
。
だ
か
ら
マ
ソ
ダ
ヴ
ィ
ル
に
は
じ
ま
る
利
己
的
な
暗
い
人
問
性
是
認
の
思
想
が
ラ
ス
キ
ソ
に
い
た
っ
て
明
る
い
人
問
性
を

強
調
す
る
反
対
物
に
転
化
し
た
。
「
大
胆
に
唯
を
か
か
げ
よ
、
光
に
面
せ
！
」
、
の
句
で
『
資
本
主
義
経
済
学
の
史
的
発
展
」
を
結
ん

で
い
る
が
、
も
と
も
と
ヵ
ー
ラ
イ
ル
や
ラ
ス
キ
ソ
の
思
想
は
貴
族
主
義
で
あ
っ
て
反
動
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
が
杜
会
主
義
に
通
ず
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
上
、
両
者
は
功
利
主
義
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
。
資
本
主
義
の
打
倒
者
は
そ
の
邪
悪
な
る
も
の
に
面

し
て
の
み
生
ま
れ
る
。
　
「
杜
会
主
義
は
闇
に
生
れ
る
が
故
に
の
み
光
を
産
む
の
で
あ
っ
て
、
光
に
面
す
る
が
故
に
光
を
産
む
の
で
は



な
い
。
む
し
ろ
そ
の
わ
ヅ
多
く
闇
に
面
す
る
に
，
依
っ
て
よ
り
１
多
く
光
に
面
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
」
二
改
迫
』
．
一
一
一
八
皇
、
と

櫛
田
は
結
語
に
言
う
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
河
上
は
櫛
田
の
批
判
を
契
機
に
、
後
ち
に
は
ま
た
福
本
和
夫
氏
の
批
判
を
受
け
て
、
マ
ル

ク
ス
主
義
哲
学
の
研
究
に
精
力
的
に
突
入
す
る
。
　
『
唯
物
史
観
に
閑
す
る
白
己
清
算
は
』
一
九
二
七
年
か
ら
始
ま
る
、
、

　
『
経
済
学
大
綱
』
を
大
学
の
経
済
原
論
講
義
と
す
る
こ
と
は
到
吹
許
さ
れ
ぬ
情
勢
で
あ
り
、
す
で
に
・
此
れ
が
京
都
大
学
で
の
、
国

立
大
学
教
授
と
し
て
到
達
し
え
た
ぎ
り
ぎ
り
の
限
界
で
あ
っ
た
こ
と
は
河
上
の
白
覚
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
大
学
を
去
っ
た
彼
の

身
辺
は
急
に
あ
わ
た
だ
し
さ
を
加
え
る
。
峠
の
茶
屋
で
一
服
し
お
え
た
彼
は
、
決
然
と
し
て
荒
洪
口
同
い
大
海
に
環
り
だ
し
て
行
く
。

マ
ル
キ
ス
ト
学
者
と
し
て
の
決
意
は
、
此
れ
ま
で
個
人
雑
誌
で
あ
っ
た
『
杜
会
問
題
研
究
』
の
変
革
に
っ
い
て
読
者
に
訴
え
る
の
一

文
（
第
八
十
九
冊
・
一
九
二
九
年
一
月
二
十
一
Ｈ
）
に
窺
い
う
る
。
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
取
り
ま
く
内
外
情
勢
を
語
っ
て
、
本
誌

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

の
任
務
を
説
く
。
　
「
か
か
る
現
実
が
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
・
マ
ル
キ
ス
ト
の
任
務
は
、
第
一
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
、
．
ト
の
階
級
意
識

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

の
啓
発
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
組
織
化
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
」
。

　
『
資
本
論
』
の
性
格
は
、
第
一
に
は
階
級
闘
争
の
理
論
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
即
ぢ
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
経
済
学
に
た
い
す
る
ブ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
の
側
か
ら
の
批
判
毒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
塘
二
に
は
、
唯
物
弁
証
法
の
立
場
を
以
て
資
本
主
義
を
分
析
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
資
本
主
義
変
椎
の
卒
命
環
論
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
笏
三
に
は
、
理
論
と
宋
賎
と
の
統

一
が
、
経
済
学
と
哲
学
と
の
統
一
の
形
に
お
い
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Ｃ
河
上
の
『
資
木
論
入
門
』
は
正
し

く
此
の
性
格
規
定
を
受
げ
つ
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
此
の
書
に
お
い
て
革
命
家
と
し
て
の
立
場
を
堅
持
し
、
実
践
的
意
欲

を
そ
の
内
に
蔵
し
つ
つ
、
彼
の
三
十
年
間
に
わ
た
る
経
済
学
研
究
の
成
果
を
集
大
成
し
た
の
で
あ
る
。
　
『
資
木
論
」
に
た
い
し
て
謙

虚
に
取
り
組
ん
で
正
し
く
そ
れ
を
理
解
し
解
説
し
よ
う
と
努
力
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
此
の
研
究
態
度
は
今
日
の
我
々
も
亦
学
ぼ
ね

　
　
　
河
上
・
経
済
学
の
今
日
的
意
義
（
相
澤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
（
　
九
）



　
　
　
立
命
館
緑
済
学
（
雌
十
八
巻
．
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
（
　
一
〇
）

ぼ
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
こ
の
書
物
は
今
日
の
高
い
水
準
の
『
資
本
論
』
研
究
の
日
本
の
学
界
に
あ
っ
て
、
不
減
の

光
を
放
っ
て
い
る
も
の
と
思
う
。
河
上
は
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
三
代
に
わ
た
っ
て
、
日
本
の
思
想
界
の
先
端
を
歩
み
つ
づ
げ
、
大

き
な
進
歩
的
た
影
響
を
与
え
た
。
　
『
貧
乏
物
語
』
と
『
第
二
貧
乏
物
語
』
と
の
問
に
み
ら
れ
る
が
如
く
、
最
初
は
人
道
主
義
的
・
改

良
主
義
的
思
想
家
と
し
て
登
場
し
、
最
後
に
は
革
命
的
な
　
。
マ
ル
ク
ス
思
想
家
に
転
身
し
た
が
、
此
れ
こ
そ
「
真
実
を
求
め
て
止
ま

ぬ
」
思
想
家
の
成
長
の
姿
で
あ
っ
て
、
何
ら
難
ず
べ
き
余
地
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
河
上
が
そ
の
経
済
学
研
究
の
途
上
に
お
い
て
労
働
に
関
心
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
着
想
で
あ
る
。
蓋
し
杜
会
生
活
の
基

礎
た
る
物
質
的
生
産
及
び
再
生
産
は
労
働
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
な
い
。
経
済
と
労
働
は
切
り
離
さ
れ
得
な
い
。
　
「
人
問
は
覇
権
を
争

っ
た
り
、
政
治
、
宗
教
、
哲
学
等
に
従
事
し
う
る
前
に
、
何
よ
り
も
先
ず
飲
食
し
居
住
し
着
衣
し
、
従
っ
て
労
働
し
な
け
れ
ぼ
な
ら

な
い
」
。
二
年
と
一
一
一
口
わ
ず
た
だ
の
一
、
二
週
間
で
も
労
働
が
停
止
さ
れ
る
な
ら
ぼ
、
如
何
な
る
国
民
で
も
野
た
れ
死
に
し
て
し
ま
う

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ど
ん
な
子
供
で
も
知
っ
て
い
る
。
種
々
の
欲
望
に
相
応
し
た
額
の
諾
生
産
物
は
杜
会
的
総
労
働
の
う
ち
の
種
々

の
か
つ
量
的
に
一
定
し
た
額
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
同
様
に
分
り
切
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
杜
会
的
労
働
が
一
定
比
率
に
お

い
て
配
分
さ
れ
る
こ
と
の
こ
の
よ
う
な
必
然
性
は
、
決
し
て
杜
会
的
生
産
の
一
定
形
態
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
た
だ

そ
の
現
象
様
式
が
変
化
し
う
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
白
明
で
あ
る
』
。
『
労
働
は
あ
ら
ゆ
る
杜
会
形
態
か
ら
独
立
な
、
人
間

の
生
存
条
件
で
あ
り
、
人
問
生
活
を
媒
介
す
る
た
め
の
永
遠
の
自
然
的
必
然
で
あ
る
』
。
『
労
働
の
時
問
は
交
換
価
値
が
廃
棄
さ
れ

よ
う
と
も
、
依
然
と
し
て
富
の
創
造
的
実
体
で
あ
り
、
富
の
生
産
が
必
要
と
す
る
費
用
の
尺
度
で
あ
る
」
。

　
以
上
の
文
一
一
貢
よ
り
労
働
が
人
問
生
活
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
素
で
あ
り
、
同
時
に
労
働
の
合
理
的
管
理
が
経
済
の
基
本
で
あ
る
こ

と
を
教
え
る
。
河
上
の
労
働
に
関
す
る
見
解
は
、
古
く
は
『
経
済
学
の
根
本
概
念
』
（
一
九
一
〇
年
）
、
『
経
済
と
人
生
」
（
一
九
一
一
年
）
、



・
ぽ
、
　
　
　
…

『
労
働
の
苦
痛
に
関
す
る
一
考
察
』
（
一
九
二
一
午
『
杜
会
閉
題
俳
先
』
．
二
一
二
、
二
四
冊
）
一
九
二
一
二
年
度
の
『
経
済
原
論
講
義
録
』
、
『
資

本
論
入
門
』
・
第
十
五
章
箪
四
節
、
等
に
克
ら
れ
る
。
河
上
の
労
働
観
に
つ
い
て
は
杉
原
四
郎
氏
が
詳
し
く
考
察
し
て
い
る
、
１

一
河
上
博
士
の
労
働
観
』
・
「
経
済
評
論
」
∴
九
五
六
叶
二
月
。
ヶ
　
Ｃ
私
は
Ａ
、
そ
れ
に
駄
足
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
た
い
。

か
ね
て
私
は
人
問
生
活
の
根
幹
た
る
労
働
が
、
賃
的
に
も
量
的
に
。
も
疎
外
さ
れ
た
資
本
主
義
杜
会
に
、
お
い
て
は
苦
痛
た
る
こ
と
は
当

然
な
る
も
、
杜
会
主
義
杜
会
に
お
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
が
、
河
上
の
問
題
も
ま
た
そ
こ

に
あ
っ
た
と
い
う
べ
く
、
従
っ
て
此
の
問
題
を
ど
う
解
決
し
て
い
る
か
を
、
少
し
く
考
察
し
た
い
と
い
う
の
が
私
の
意
図
で
あ
る
。

　
経
済
は
杜
会
内
諦
個
人
の
生
産
活
動
を
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
。
人
閉
生
活
の
必
要
物
は
梅
限
的
に
は
衣
食
住
に
関
す
る
生
活
資

料
で
あ
る
が
、
か
か
る
使
用
伽
倣
の
生
産
が
杜
会
的
分
茉
体
糸
の
も
と
で
杜
会
的
生
産
と
し
て
け
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一

般
的
に
言
っ
て
そ
こ
で
重
要
た
こ
と
は
、
計
画
的
と
無
計
画
的
た
る
と
を
問
わ
ず
、
杜
会
的
労
働
の
各
生
産
部
門
へ
の
合
環
的
配
分

と
能
率
的
効
果
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
た
と
え
生
産
物
が
曹
叩
形
態
を
と
ら
ず
従
っ
て
交
換
価
値
は
喀
止
さ
れ
て
い
る

と
し
て
も
、
労
働
が
生
産
物
創
造
の
た
め
に
必
要
な
費
用
の
尺
度
で
あ
る
か
ぎ
り
、
使
用
伽
値
に
杜
会
的
労
働
時
閉
が
対
象
化
さ
れ

て
い
る
と
い
う
認
繊
に
も
と
づ
い
て
、
杜
会
的
労
働
時
問
の
合
理
的
な
配
分
と
節
約
Ｈ
能
率
的
効
果
と
い
う
認
織
が
出
て
く
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
か
跡
齢
の
問
題
意
識
に
通
ず
る
。
労
働
は
壬
・
足
筋
肉
の
活
動
で
あ
る
か
ぎ
り
、
而
か
も
そ
れ
が
一
定
限
度
を

超
え
る
か
ぎ
り
尚
更
に
、
肉
体
的
に
苦
痛
を
齋
ら
す
。
か
つ
て
経
済
学
が
労
働
と
遊
戯
と
の
異
同
を
論
じ
て
、
目
的
在
外
活
動
が
苦

痛
を
と
も
な
う
も
目
的
在
内
活
動
は
苦
痛
を
も
た
ら
さ
た
い
、
な
ど
主
張
し
、
河
上
も
こ
の
論
議
に
仲
閉
入
り
し
て
い
る
が
此
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

企
く
無
意
義
で
あ
る
。
強
い
て
生
か
し
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
何
物
か
の
坐
産
と
い
う
目
的
在
外
活
動
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
活
動
白

体
が
労
働
主
体
の
ｎ
覚
に
お
い
て
、
白
主
的
白
発
的
な
も
の
と
し
て
そ
れ
白
体
が
怜
も
〔
的
在
内
的
沽
動
の
如
く
に
受
げ
取
ら
れ
る

　
　
　
河
上
・
経
済
学
の
今
日
的
意
義
（
相
澤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
（
　
一
一
）



　
　
　
立
命
館
締
済
学
（
箪
十
八
巻
．
策
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
（
　
一
二
）

よ
う
に
な
っ
た
ら
、
肉
体
的
苦
痛
は
主
観
に
お
い
て
軽
減
さ
れ
、
否
、
そ
の
う
ち
に
働
く
こ
と
の
悦
び
を
す
ら
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

　
『
杜
会
間
題
研
究
」
、
第
十
冊
の
「
断
片
」
に
一
一
胃
う
　
　
「
労
働
時
問
制
限
の
問
題
が
、
現
代
杜
会
の
文
化
問
題
と
し
て
、
重
要

な
る
意
義
を
有
す
る
所
以
の
一
は
、
所
謂
賃
傭
労
働
者
の
労
働
が
、
　
マ
ル
ク
ス
の
言
へ
る
如
く
、
ｏ
庄
－
ｇ
ｇ
。
。
ｏ
豪
け
と
為
り
得
ず

し
て
、
。
一
、
○
貝
、
、
。
。
。
一
箏
。
。
。
－
。
げ
。
、
。
。
た
る
が
為
で
あ
る
。
此
意
味
に
於
て
、
或
種
の
精
神
労
働
は
、
全
く
労
働
時
問
制
限
問
題
の
範

囲
外
に
属
す
る
」
（
八
頁
）
、
と
し
て
ス
マ
ー
ト
か
ら
引
用
し
て
（
『
経
済
学
者
の
第
二
思
想
』
一
九
ニ
ハ
年
）
教
職
業
労
働
を
あ
げ
て
い

る
。
多
く
の
人
の
経
験
す
る
如
く
、
強
制
さ
れ
ざ
る
自
発
的
な
研
究
活
動
自
体
は
、
時
問
を
超
越
し
て
、
そ
の
労
働
白
体
が
生
命
又

は
生
活
の
犠
牲
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
生
命
ま
た
は
生
活
そ
の
も
の
で
あ
る
。
河
上
に
お
い
て
も
亦
こ
の
よ
う
な
認
識
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
れ
ぼ
こ
そ
、
「
労
働
の
苦
痛
に
関
す
る
一
考
察
」
な
る
論
文
に
お
い
て
、
賃
傭
労
働
は
全
く
彼
ら
の
生
命
を

犠
牲
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
生
命
の
犠
牲
の
減
少
を
要
求
す
る
も
の
と
し
て
の
労
働
時
問
の
短
縮
は
文
化
的
意
義
を
有

す
る
、
と
な
し
、
而
か
も
そ
れ
を
以
て
問
題
が
根
本
的
に
解
決
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
新
杜
会
の
到
来
に
ま
つ
以
外
に
途
は
な
い
、

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

と
ほ
の
か
に
感
得
し
て
い
る
。
彼
の
考
え
た
解
決
策
は
何
か
。
職
業
選
択
の
白
由
と
生
活
の
保
障
で
あ
る
。
　
「
如
何
な
る
仕
事
に
従

事
し
て
も
、
生
活
に
差
支
え
な
い
と
云
ふ
こ
と
に
為
っ
て
、
始
め
て
各
人
は
其
の
目
的
と
す
る
仕
事
に
全
力
を
献
げ
得
る
。
と
こ
ろ

が
各
人
の
生
活
を
保
証
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
杜
会
の
物
質
的
生
産
力
が
或
る
程
度
以
上
の
発
展
を
為
し
遂
げ
た
後
、
始
め
て
実
現

せ
ら
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
。
…
生
産
力
の
発
展
　
　
斯
う
い
ふ
物
質
的
条
件
の
具
は
る
こ
と
が
、
吾
々
の
理
想
実
現
の
前
提
で
あ

る
」
。
（
一
一
－
二
頁
）
。
つ
い
で
続
く
「
労
働
論
を
試
み
た
る
後
の
問
答
」
に
お
い
て
、
共
産
主
義
杜
会
に
触
れ
て
い
る
が
も
と
よ
り

十
分
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
所
論
の
う
ち
に
、
生
産
力
の
増
進
を
基
礎
に
お
い
て
、
労
働
の
資
本
制
的
疎
外
か
ら
の
脱

却
、
職
業
選
択
の
自
由
と
生
活
保
証
、
労
働
時
問
の
短
縮
、
人
問
生
活
の
全
面
的
な
開
花
、
そ
う
い
う
期
待
と
展
望
が
見
ら
れ
る
の



で
あ
っ
て
・
　
『
入
門
』
の
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
五
篇
第
十
五
章
第
四
節
の
解
説
に
・
お
い
て
、
右
の
見
解
は
結
実
す
る
。
河
上
は
や

は
昌
本
思
想
界
の
秀
れ
た
先
駆
者
で
あ
る
。
兜
ｇ
宗
労
働
を
穴
讐
な
労
働
に
苧
兄
る
、
そ
し
て
そ
の
白
分
は
共
同

体
と
同
一
人
格
に
お
け
る
鼻
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
・
皇
、
こ
う
し
た
こ
と
は
資
本
制
様
式
を
止
揚
し
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
。

「
杜
会
主
義
杜
会
で
生
産
力
の
発
展
を
力
づ
よ
く
推
進
す
る
決
定
的
な
要
因
は
、
人
び
と
の
高
い
革
命
的
熱
意
で
あ
り
ま
す
。
杜
会

主
義
制
度
の
本
質
的
な
優
越
性
は
、
搾
取
と
抑
圧
か
ら
解
放
さ
れ
た
勤
労
者
が
祖
国
と
人
民
の
た
め
、
杜
会
と
集
団
の
た
め
、
白
分

白
身
の
幸
福
の
た
め
に
白
覚
的
熱
意
と
創
造
的
積
極
性
を
発
搾
し
て
働
く
こ
と
に
・
あ
り
ま
す
。
資
本
主
義
杜
会
で
は
、
勤
労
者
は
失

業
と
飢
餓
の
脅
威
に
か
て
ず
、
し
か
た
な
し
に
ー
は
た
ら
く
た
め
、
生
産
の
発
展
や
技
術
の
発
展
に
た
ん
ら
の
利
害
関
係
を
も
た
な
い

け
れ
ど
も
・
杜
会
主
義
杜
会
で
は
、
勤
労
者
は
労
働
の
結
果
が
白
分
自
身
と
白
国
人
民
、
自
分
の
祖
国
の
た
め
に
ふ
り
む
け
ら
れ
る

こ
と
を
ふ
か
く
さ
と
っ
て
い
る
の
で
、
生
産
を
売
展
さ
せ
る
た
め
、
熱
意
を
も
っ
て
は
た
ら
く
よ
う
に
な
る
の
で
す
」
（
金
日
成
．

「
杜
会
主
義
経
済
の
い
く
つ
か
の
理
論
的
問
題
一
」
つ
い
て
」
．
『
世
界
政
治
貨
料
』
．
三
〇
七
号
）
。

　
こ
の
小
論
は
河
上
の
『
経
済
学
大
綱
」
か
ら
書
き
始
め
た
が
、
こ
の
京
都
大
学
で
の
一
九
二
七
年
度
の
経
済
原
論
の
講
莚
に
私
も

ま
た
列
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
恩
師
河
上
の
講
義
の
姿
が
今
も
伽
佛
と
し
て
眼
前
に
浮
ん
で
く
る
。
今
、
大
学
紛
争
の
最
中
に
あ
っ

て
・
大
学
の
在
り
方
、
大
学
教
授
の
在
り
方
、
教
師
・
学
生
相
互
問
の
在
り
方
、
な
ど
反
省
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
き
、
私
た
ち

の
学
生
時
代
を
想
い
起
こ
し
、
若
干
の
参
考
に
供
し
た
い
。
今
日
の
大
学
が
大
衆
化
し
大
量
化
し
た
こ
と
に
つ
れ
て
、
そ
の
こ
と
白

体
は
目
本
の
杜
会
発
展
の
た
め
に
慶
ぶ
べ
き
こ
と
な
が
ら
、
他
面
マ
ス
プ
ロ
講
義
が
一
般
化
し
、
教
師
．
学
生
の
対
話
は
な
く
、
相

互
不
信
の
感
情
が
深
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
切
り
に
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
故
大
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
事
情
を
考
慮
し
て
、
或

い
は
演
習
の
強
化
、
小
集
団
教
育
の
充
実
、
と
い
う
教
学
方
針
の
も
と
で
マ
ス
プ
ロ
教
育
の
弊
害
を
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。

　
　
　
　
河
上
．
経
済
学
の
今
日
的
意
義
（
椙
深
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
　
二
一
一
）



　
　
　
　
、
止
命
館
経
済
学
（
第
十
八
巻
．
栴
一
ロ
ワ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
（
　
一
四
）

私
も
亦
そ
の
こ
と
の
持
っ
意
義
黍
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
形
だ
け
の
小
集
団
教
育
、
学
問
へ
の
情
熱
も
な
い
小
集
団
で
の
対

話
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
全
く
空
し
い
二
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
マ
ス
プ
ロ
講
義
は
杜
会
科
学
部
門
に
お
い
て
は
今
に
始
っ
た
こ
と

で
は
な
い
。
今
日
流
に
一
一
一
一
。
え
ば
、
河
上
の
講
義
は
正
に
マ
ス
ブ
ロ
講
義
で
あ
る
。
そ
の
授
業
の
様
相
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
に
・

教
室
は
文
字
通
り
立
錘
の
余
地
な
い
有
様
で
、
通
路
に
坐
っ
て
い
る
も
の
、
廊
下
か
ら
窓
越
し
に
聴
講
一
す
る
学
生
も
あ
る
と
い
う
ほ

ど
の
マ
ス
プ
ロ
講
義
で
あ
っ
た
。
然
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
教
師
・
学
生
と
の
疎
遠
が
生
じ
、
研
究
・
教
育
の
効
果
が
失
わ
れ
た
と

は
考
え
な
い
。
大
学
は
学
問
を
通
お
し
て
教
育
を
行
な
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
学
生
が
白
ら
学
問
研
究
の
意
欲
を
も
ち
・
学
問
研
究
を

と
お
し
て
自
ら
の
人
問
形
成
に
つ
と
め
る
の
を
援
助
指
導
す
る
の
が
大
学
の
役
目
で
あ
る
。
学
生
の
学
問
へ
の
情
熱
、
そ
れ
な
く
ん

ぼ
ど
ん
な
彩
態
の
授
業
で
あ
つ
て
も
無
内
容
空
虚
で
あ
る
。
然
し
学
生
に
た
い
し
学
問
へ
の
情
熱
を
湧
か
さ
す
こ
と
は
教
師
の
責
務

で
あ
る
。
河
上
は
、
　
「
隔
日
に
講
義
を
受
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
（
原
論
の
講
義
は
週
三
回
で
あ
っ
た
１
相
澤
）
、
い
つ
も
そ
の
前
目
の

少
か
ら
ざ
る
部
分
を
翌
日
の
講
義
の
準
備
に
費
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
た
と
ひ
内
容
に
変
化
を
加
へ
な
い
部
分
で
も
・

新
た
に
そ
れ
を
書
き
直
し
て
、
ノ
ー
ト
の
イ
ソ
キ
が
鮮
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
、
私
は
講
壇
で
元
気
よ
く
講
義
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
」
（
『
杜
会
問
題
研
究
』
第
八
十
八
冊
．
一
、
１
二
頁
）
、
と
言
っ
て
い
る
が
、
彼
が
講
義
に
－
た
い
し
て
如
何
に
誠
実
で
あ

つ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
知
り
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
学
問
に
た
い
す
る
情
熱
、
学
問
研
究
の
前
に
は
何
者
に
も
怖

れ
ず
、
勇
気
と
情
熱
を
以
て
臨
ま
れ
た
こ
と
、
学
問
の
尊
厳
さ
姦
え
ら
れ
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
偉
大
な
学
問
的
教
育
の
効
果
で

あ
つ
た
こ
と
を
し
み
じ
み
と
想
い
だ
す
。
私
は
さ
い
き
ん
、
　
『
経
済
』
　
・
七
月
号
の
「
ず
い
そ
う
欄
」
に
、
　
「
学
問
と
大
学
」
と
い

う
一
文
を
書
い
て
お
い
た
が
、
委
曲
は
そ
れ
を
読
ん
で
い
た
だ
く
と
し
て
、
教
学
の
中
心
は
学
問
の
研
究
・
そ
れ
を
と
お
し
て
の
教

育
、
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。
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一
九
六
九
・
六
・
八
）


