
研
　
　
　
究

ジ
ョ
ン

●

ロ
ッ
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と
そ
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問
題
提
起

『
利
子
論
草
稿
』
に
お
げ
る
ロ
ッ
ク
の
分
析
（
以
上
前
号
）

『
統
治
論
』
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
原
理
的
展
開
（
以
下
本
号
）

『
利
子
・
貨
幣
論
』
Ｈ
「
利
子
論
部
分
」
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
展
開

若
干
の
結
論

　
皿
　
統
治
論
に
お
げ
る
ロ
ヅ
ク
の
原
理
的
展
開

　
わ
れ
わ
れ
は
、
　
『
利
子
論
草
稿
』
の
検
討
を
通
し
て
次
の
諾
点
を
明

ら
か
に
し
て
き
た
。

い
ロ
ッ
ク
は
、
　
『
利
子
論
草
稿
』
で
の
経
済
理
論
の
展
開
に
お
い
て
、

流
通
世
界
の
視
点
（
貨
幣
１
１
分
析
基
軸
）
か
ら
の
分
析
と
、
生
産
世
界
の

視
点
（
労
働
い
分
析
基
軸
）
か
ら
の
分
析
と
い
う
二
重
の
理
論
分
析
を
お

こ
な
っ
た
。
ｏ
こ
う
し
た
二
重
の
理
論
分
析
に
と
も
た
い
、
貨
幣
機
能

　
　
　
　
ジ
ョ
ソ
・
ロ
ッ
ク
の
経
済
理
論
と
そ
の
体
系
性
下
（
稲
村
）

も
ま
た
、
前
者
に
お
い
て
は
「
担
保
」
と
し
て
の
貨
幣
（
”
蓄
蔵
貨
幣
）

が
重
視
さ
れ
、
後
者
に
お
い
て
は
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
が
重
視
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
臼
『
利
子
論
草
稿
』
に
お
け
る
二
重
の
経
済
理

論
は
、
帰
納
的
分
析
法
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に

お
い
て
、
統
一
的
理
論
体
系
と
し
て
止
揚
さ
れ
え
ず
、
次
元
を
こ
と
に

し
っ
つ
も
併
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
次
の
課
題
は
、
『
利
子
論
草
稿
』
に
お
け
る

ロ
ッ
ク
経
済
理
論
の
二
重
性
が
、
い
か
に
し
て
止
揚
さ
れ
、
統
一
的
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
　
（
四
九
三
）



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

系
性
を
も
っ
た
経
済
理
論
と
し
て
生
成
し
て
ゆ
く
か
を
『
統
治
論
』
お

よ
び
『
利
子
・
貨
幣
論
」
Ｈ
「
利
子
論
部
分
」
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
、
さ

し
あ
た
り
本
章
で
は
、
　
『
統
治
論
』
に
お
け
る
彼
の
経
済
理
論
を
検
討

し
、
彼
の
経
済
理
論
が
統
一
的
体
系
性
を
も
ち
う
る
た
め
の
原
理
は
何

で
あ
り
、
ま
た
統
一
的
体
系
性
を
可
能
に
す
る
骨
格
的
論
理
が
如
何
な

る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
こ
う
。

　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
ロ
ッ
ク
経
済
理
論
の
方
法
的
前
提
と
し

て
の
自
然
法
思
想
の
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
十
七
世
紀
は
自
然
法
に
と
っ
て
、
ス
ト
ア
哲
学
、
キ
リ

ス
ト
教
、
ロ
ー
マ
法
と
い
っ
た
従
来
の
「
伝
統
的
自
然
法
」
に
た
い

し
、
　
「
神
の
法
」
を
想
定
し
な
が
ら
も
「
神
の
法
」
そ
の
も
の
を
白
然

化
し
て
ゆ
こ
う
と
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
神
の
創
造
し
た
自
然
の
研
究

を
通
し
て
、
自
然
そ
の
も
の
の
科
学
的
研
究
を
正
当
化
し
、
神
の
自
然

的
秩
序
で
あ
る
自
然
法
じ
し
ん
を
理
性
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
方
向

が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
自
然
法
は
、
自
然
法
思
想
と
近
代
白
然

科
学
と
い
う
一
見
対
立
し
あ
う
も
の
の
結
合
を
つ
う
じ
て
、
　
「
近
代
自

然
法
」
へ
と
自
已
を
転
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
後
の
「
近
代
自
然
法
」

の
展
開
過
程
は
、
こ
の
一
見
対
立
し
あ
う
「
神
の
法
」
Ｈ
「
超
越
的
秩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八
　
（
四
九
四
）

序
」
と
自
然
科
学
１
１
「
人
問
的
秩
序
」
と
の
相
克
の
過
程
に
ほ
か
た
ら

ず
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
古
典
派
の
経
済
学
体
系
に
お
い
て
「
人
間
的
秩

序
」
そ
の
も
の
の
た
か
に
法
則
性
が
確
立
さ
れ
、
自
然
法
そ
の
も
の
が

「
自
然
法
則
」
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ぼ
白
已
否
定
的
に
完

結
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
自
然
法
の
こ
う
し
た
展
開
過
程
に
お
け
る
ロ

ヅ
ク
自
然
法
思
想
の
位
置
と
そ
の
特
殊
性
を
ホ
ッ
ブ
ス
と
の
対
比
に
お

い
て
見
て
ゆ
一
亡
）
。

　
ホ
ヅ
ブ
ス
の
場
合
に
は
、
自
然
法
思
想
と
近
代
自
然
科
学
と
の
関
係

は
、
自
然
権
と
自
然
法
と
の
対
立
的
把
握
の
も
と
に
「
白
然
状
態
」
と

「
国
家
８
旨
冒
旨
考
＄
Ｈ
艘
」
と
の
外
的
な
結
合
関
係
に
お
い
て
具
体

的
に
示
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
ホ
ヅ
ブ
ス
は
、
人
問
ひ
と
り
ひ
と
り

を
、
「
自
己
保
存
の
た
め
に
す
べ
て
を
た
し
う
る
白
由
・
権
利
」
つ
ま
り

「
自
然
権
」
を
も
つ
「
白
然
人
」
と
規
定
し
な
が
ら
、
他
方
、
こ
の
よ

う
た
「
自
然
人
」
は
そ
の
ま
ま
で
は
相
互
に
対
立
し
て
「
戦
争
状
態
」

１
－
「
自
然
状
態
」
に
お
ち
い
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
人
問
の
自
已
否
定
を

帰
結
し
て
し
ま
う
、
そ
こ
で
「
白
然
権
」
の
相
互
的
移
譲
Ｈ
「
杜
会
契

約
」
を
つ
う
じ
て
自
已
の
無
隈
の
権
利
を
制
限
し
、
単
一
の
主
体
の
も

と
に
「
国
家
」
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
法
が
実
現
さ
れ
る
と



Ｌ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
あ
っ
て
は
、
白
然
権
と
白
然
法
と

が
対
血
的
関
係
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
う
え
で
外
的
に
結
合
さ
れ
、
前

者
は
、
現
実
の
秩
序
の
法
と
し
て
示
さ
れ
る
後
老
の
背
後
に
位
耐
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
こ
れ
に
た
い
し
ロ
ッ
ク
は
、
白
然
権
と
白
然
法
と
を
内
的
に
結
合
す

る
こ
と
を
も
っ
て
自
己
の
白
然
法
思
想
の
出
発
点
と
し
た
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。
　
「
自
然
状
態
に
は
、
そ
れ
を
支
配
す
る

白
然
法
外
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
は
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
。
そ
し
て
理

性
こ
そ
、
そ
の
法
た
の
だ
が
、
す
べ
て
の
人
は
理
性
に
た
ず
ね
て
み
さ
え

す
れ
ぼ
、
す
べ
て
平
等
で
独
立
た
の
だ
か
ら
、
だ
れ
も
他
人
の
生
命
、

健
康
、
白
由
あ
る
い
は
所
有
物
を
傷
つ
げ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
た
ら
人
問
は
す
べ
て
唯
一
全
能
で
こ
の

う
え
な
く
賢
明
な
造
物
主
の
作
品
で
あ
り
、
最
高
の
主
の
命
に
、
よ
っ
て

主
の
業
を
な
す
た
め
に
地
上
へ
お
く
ら
れ
た
そ
の
召
使
で
あ
り
、
神
の

所
有
物
、
神
の
作
品
で
あ
っ
て
人
問
相
互
の
勝
手
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
抑
の
意
の
ま
ま
に
生
存
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

わ
れ
わ
れ
は
同
じ
能
力
を
与
え
ら
れ
、
す
べ
て
一
つ
の
白
然
共
同
体
一
」

加
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
下
等
動
物
が
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
つ
く
ら

れ
て
い
る
の
と
同
じ
く
わ
れ
わ
れ
も
他
人
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
ジ
ヨ
ソ
・
ロ
ッ
ク
の
経
済
理
論
と
そ
の
体
系
性
下
（
稲
村
）

か
の
よ
う
に
、
お
た
が
い
に
殺
し
あ
う
権
利
が
あ
る
と
す
る
従
属
関
係

を
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
で
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
浜
林
正
夫
訳

『
統
治
論
』
、
　
『
世
界
思
想
教
養
全
集
６
』
河
出
書
房
新
社
、
三
七
ぺ
ー
ジ
、
以

下
『
統
治
論
』
か
ら
の
引
用
は
上
掲
の
ぺ
ー
ジ
で
示
す
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ロ
ヅ
ク
に
お
い
て
は
人
問
は
神
の
創
造
物
、
所
有
物

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
問
ひ
と
り
ひ
と
り
の
「
白
然
権
」
を
神
か

ら
与
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
人
間
が
神
の
創
造
物
、
所
有
物
で

あ
る
か
ぎ
り
、
人
問
は
相
互
に
自
由
・
平
等
な
も
の
と
し
て
存
在
さ
せ

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
人
問
が
自
由
・
平
等
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
各
人
の
白
由
は
他
の
人
々
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
か
ぎ
り

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

で
成
立
す
る
も
の
と
し
て
、
人
問
相
互
の
支
配
１
１
服
従
関
係
を
否
定
す

る
。
こ
の
こ
と
は
、
　
「
自
然
権
」
を
与
え
ら
れ
た
諸
個
人
の
構
成
す
る

「
白
然
状
態
」
が
本
来
的
に
一
つ
の
秩
序
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
　
「
白
一

然
状
態
」
に
お
け
る
諾
個
人
は
相
互
に
他
人
の
存
在
を
前
提
し
あ
っ
た

諾
個
人
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
し
て
、
ロ
ヅ

ク
の
「
自
然
状
態
」
は
一
つ
の
「
共
同
体
」
と
し
て
の
杜
会
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
（
２
）

そ
こ
で
の
諸
個
人
は
杜
会
的
諾
個
人
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
よ
う
な
「
自
然
状
態
」
Ｈ
「
共
同
体
」
に
お
い

て
、
「
自
然
権
」
の
実
現
　
　
白
已
の
生
命
と
生
存
と
を
維
持
す
る
欲
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
九
　
（
四
九
五
）



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

の
実
現
　
　
の
た
め
に
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
共
有
財
産
で
あ
る
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、

ろ
の
白
然
と
関
係
す
る
。
こ
れ
が
、
ロ
ヅ
ク
に
お
げ
る
「
所
有
権
」
の
生

成
因
で
あ
る
。
ロ
ヅ
ク
は
い
う
。
　
「
神
は
世
界
を
人
類
の
共
有
物
と
し

て
与
え
た
の
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
世
界
を
生
活
と
便
宜
の
た
め
に

も
っ
と
も
よ
く
利
用
す
る
よ
う
に
、
理
性
を
も
与
え
た
。
大
地
と
そ
こ

に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
人
間
の
生
存
を
維
持
し
快
適
に
す
る
た
め

に
人
類
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
（
四
八
ぺ
ー
ジ
）
。
「
土
地
や
す
べ

て
の
人
間
以
下
の
被
造
物
は
す
べ
て
の
人
の
共
有
物
で
あ
る
が
、
し
か

し
す
べ
て
の
人
は
白
分
白
身
の
身
体
と
い
う
所
有
物
を
も
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
自
分
以
外
の
だ
れ
も
、
ど
ん
な
権
利
も
も
っ
て
い
た

い
。
か
れ
の
身
体
の
労
働
と
、
そ
の
手
の
働
き
は
、
ま
さ
し
く
か
れ
の

も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
、
自
然
が
与
え
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お

い
た
状
態
か
ら
か
れ
が
と
り
だ
」
た
も
の
は
何
で
あ
っ
て
も
、
か
れ
は

そ
こ
で
労
働
を
そ
れ
に
っ
け
加
え
て
、
そ
れ
を
白
分
の
所
有
物
と
す
る

の
で
あ
る
。
そ
の
も
の
は
自
然
の
ま
ま
の
共
有
の
状
態
か
ら
、
か
れ
に

よ
っ
て
と
り
だ
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
労
働
に
よ
っ
て
他
人
の
共
有

権
を
排
除
す
る
何
か
が
っ
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
」
（
四
九
ぺ
－
ジ
）
。

す
な
わ
ち
ロ
ヅ
ク
は
、
労
働
そ
の
も
の
の
所
有
権
か
ら
労
働
に
よ
る
共

有
財
産
１
１
自
然
へ
の
働
き
か
げ
の
成
果
の
所
有
権
と
い
う
論
理
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
　
（
四
九
六
）

て
、
自
已
労
働
に
も
と
づ
く
生
産
物
の
私
的
所
有
を
、
白
然
法
の
貫
徹

し
た
正
当
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ

は
、
ロ
ッ
ク
の
「
白
然
状
態
」
な
る
も
の
は
「
自
然
権
」
の
中
心
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

す
「
所
有
権
」
が
実
現
さ
れ
る
場
と
し
て
、
労
働
に
よ
る
私
的
所
有
を

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

そ
の
原
理
と
す
る
よ
う
な
共
同
体
杜
会
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
か
か
る
も
の
と
し
て
の
「
白
然
状
態
」
に
お
け
る
秩
序
と

は
、
諸
個
人
が
自
己
労
働
に
も
と
づ
く
労
働
生
産
物
の
私
的
所
有
を
柵

互
に
み
と
め
あ
う
と
い
う
秩
序
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て

そ
れ
は
、
労
働
に
よ
る
私
的
所
有
が
必
然
的
に
要
請
し
展
開
す
る
秩
序

だ
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
と
す
れ
ぼ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ロ
ッ
ク
の
「
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

状
態
」
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
一
つ
の
自
律
的
な
「
経
済
杜
会
」
だ
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
「
白
然
状
態
」
を
た
ん
に
原
始

的
た
歴
史
段
階
に
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
所
有
権
を
さ

だ
め
る
た
め
の
成
文
法
を
つ
く
り
、
ふ
や
し
て
き
た
人
々
の
あ
い
だ
で

も
、
共
有
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
所
有
権
が
は
じ
ま
る
こ
の
本
源
的
た
白

然
法
は
、
な
お
効
力
を
も
ち
っ
づ
け
て
い
る
」
（
五
〇
ぺ
－
ジ
）
と
す
る
。

い
い
か
え
れ
ぼ
、
か
れ
は
「
白
然
状
態
」
を
十
七
世
紀
後
半
の
ロ
ヅ
ク
的

現
実
に
お
け
る
市
民
杜
会
の
基
礎
を
た
す
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ



る
。
つ
ま
り
、
ロ
ヅ
ク
に
あ
っ
て
は
、
右
に
み
た
よ
う
な
「
自
然
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

態
（
い
自
律
的
た
経
済
杜
会
）
」
が
、
　
そ
の
市
民
杜
会
分
析
の
出
発
点
に
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

た
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
っ
う
じ
て
・
刀
れ
わ
れ
は
、
ロ
ヅ
ク
の

「
白
然
状
態
」
が
労
働
に
よ
る
私
的
所
有
を
原
理
と
す
る
一
つ
の
白
律

的
な
「
経
済
杜
会
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
点
、
そ
し
て
彼
は
そ
う

し
た
「
自
然
状
態
」
を
そ
の
市
民
杜
会
分
析
の
起
点
に
据
、
げ
ん
る
こ
と
に

よ
っ
て
一
自
然
法
を
自
然
法
則
へ
と
転
化
し
て
ゆ
く
方
向
性
を
示
し
は

じ
め
て
い
る
と
い
う
点
を
、
い
ち
お
う
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で

つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
ロ
ツ
ク
白
身
の
所
説
に
そ
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

て
も
っ
と
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

　
ホ
ッ
ブ
ス
の
自
然
法
思
想
に
っ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、

さ
し
あ
た
り
、
水
田
洋
『
近
代
人
の
形
成
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
五
四
年
）
、
太
田
可
夫
「
ホ
ツ
ブ
ス
と
白
然
法
思
想
」
　
（
二
橋
論

叢
』
第
二
三
巻
・
第
六
号
）
等
参
照
。

　
浜
林
正
夫
「
ロ
ツ
ク
経
済
論
を
支
え
る
も
の
」
（
『
商
学
討
究
』
第

一
巻
・
第
一
号
）
参
照
。

　
マ
ル
ク
ス
は
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
の
べ

て
い
る
。
「
ロ
ッ
ク
の
見
塀
が
い
っ
そ
う
重
要
で
あ
る
理
巾
は
、
そ

れ
が
封
建
社
会
に
。
対
立
す
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
社
会
の
法
律
的
表
象
の
古

ジ
ョ
ソ
・
ロ
ツ
ク
の
経
済
理
論
と
そ
の
体
系
性
げ
（
稲
村
）

口

　
典
的
表
現
で
あ
り
、
し
か
も
か
れ
の
哲
学
は
、
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス

　
経
済
学
全
体
に
と
っ
て
そ
の
す
べ
て
の
表
象
の
某
礎
と
し
て
役
立
っ

　
　
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
『
剰
余
価
値
学
泌
史
』
困
民
文
庫
版
、
第

　
　
三
分
冊
、
二
二
〇
ぺ
ー
ジ
）
。

（
４
）
　
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
の
思
想
に
か
ん
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
鈴
木
秀

　
　
切
「
ロ
ッ
ク
白
然
法
の
性
格
」
（
二
橋
論
叢
』
第
二
三
巻
．
第
六
号
）
、

　
　
巾
村
恒
矩
「
ロ
ッ
ク
初
期
思
楓
形
成
に
つ
い
て
」
（
二
橋
論
叢
』
第

　
　
四
巻
・
第
三
号
）
、
平
井
俊
彦
『
ロ
ツ
ク
に
お
け
る
人
間
と
杜
会
』

　
　
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
六
四
年
）
、
旧
中
正
司
『
ジ
ヨ
ン
．
ロ

　
　
ッ
ク
の
研
先
』
（
未
来
杜
、
一
九
六
八
年
）
な
ど
参
照
。
ま
た
、
ロ
ツ

　
　
ク
の
自
然
法
思
想
と
ホ
ツ
ブ
ス
の
そ
れ
と
の
閑
係
を
問
題
に
し
た
も

　
　
の
と
し
て
は
梯
明
秀
『
杜
会
科
学
の
学
問
的
構
遣
』
（
雄
浬
杜
、
一

　
　
九
六
六
年
）
、
田
中
吉
六
『
ス
ミ
ス
と
マ
ル
ク
ス
』
（
真
薪
美
社
、
一

　
　
九
四
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。
た
お
そ
の
ほ
か
に
、
ロ
ツ
ク
自
然
法
思

　
　
楓
と
古
典
派
経
済
学
と
の
関
連
を
問
題
に
し
た
も
の
と
し
て
は
弄

　
　
ｏ
ｏ
け
冒
ぎ
Ｈ
ざ
ま
§
一
さ
§
§
、
ざ
§
ミ
§
ｏ
§
ま
ｏ
§
§
恩
“
・
宕
お
・

　
　
９
Ｈ
旨
胃
旨
旨
窪
ピ
『
ざ
曽
Ｎ
“
淳
邑
“
一
§
§
こ
ミ
ざ
皆
ｅ
～
Ｎ
忌
ミ
、
ミ
、
県

　
　
ｏ
８
８
邑
ｏ
艘
８
ｑ
一
馬
場
啓
之
功
『
経
済
学
の
哲
学
的
背
景
』
（
同

　
　
文
舘
、
一
九
五
一
年
）
た
ど
が
あ
り
、
ロ
ツ
ク
の
所
有
概
念
を
思
想

　
　
吏
的
系
譜
に
お
い
て
あ
つ
か
つ
た
も
の
と
し
て
は
雲
。
｝
リ
、
｛
ｏ
○
。
｝
．

　
　
憂
ｑ
９
専
ざ
き
淳
ｇ
ミ
一
ざ
お
胃
が
あ
る
。

二

ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一

「
白
然
の
ま
ま
の
陸
物
に
手

（
四
九
七
）



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

を
加
え
、
何
ら
か
の
労
働
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
然
の
ま
ま
の

状
態
か
ら
い
く
ら
か
で
も
変
え
た
人
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

に
対
す
る
所
有
権
を
獲
得
し
た
」
（
五
五
ぺ
ー
ジ
）
。
　
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ

ク
は
、
自
然
と
労
働
と
の
物
質
代
謝
過
程
つ
ま
り
労
働
過
程
を
、
共
有

財
産
と
し
て
の
自
然
に
た
い
す
る
私
的
所
有
の
過
程
と
解
し
、
か
つ
、

そ
れ
を
「
白
然
状
態
」
の
原
理
的
位
置
に
設
定
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
ロ
ヅ
ク
は
、
こ
の
場
合
の
労
働
の
性
格
を
問
題
に
し
な
が

ら
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
「
パ
ン
が
ど
ん
ぐ
り
に
く
ら
べ
、
ブ
ド
ー
酒
が

水
に
く
ら
べ
、
毛
織
物
や
絹
が
木
の
葉
や
皮
や
苔
に
く
ら
べ
て
価
値
が

多
い
の
は
一
に
ま
っ
た
く
、
労
働
と
勤
勉
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
　
一

方
は
白
然
の
ま
ま
で
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
食
料
、
衣
類
で
あ
り
、

他
方
は
わ
れ
わ
れ
の
勤
勉
と
苦
労
が
っ
く
り
だ
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

後
者
が
前
者
よ
り
ど
の
く
ら
い
価
値
が
多
い
か
を
計
算
し
て
み
る
と
、

わ
れ
わ
れ
が
こ
の
世
の
中
で
享
受
し
て
い
る
も
の
の
価
値
の
大
部
分
が

い
か
に
労
働
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
」

（
五
八
ぺ
ー
ジ
）
。
「
小
麦
や
大
麦
を
蒔
い
て
あ
る
一
エ
ー
カ
ー
の
土
地

と
、
何
も
耕
さ
れ
ず
に
共
有
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
一
工
－
カ
ー
の
土

地
と
の
あ
い
だ
に
、
ど
ん
な
違
い
が
あ
る
か
を
考
え
て
み
る
が
よ
い
。

そ
う
す
れ
ぼ
労
働
に
よ
る
改
良
が
価
値
の
大
部
分
を
構
成
し
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二
　
（
四
九
八
）

い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
　
わ
た
く
し
は
、
人
間
の
生
活
に
。
有

用
な
土
地
生
産
物
の
う
ち
、
十
分
の
九
は
労
働
の
結
果
で
あ
る
と
い

っ
て
も
、
　
そ
れ
は
き
わ
め
て
控
え
目
な
計
算
で
あ
る
と
思
う
」
　
（
五
七

ぺ
ー
ジ
）
。

　
み
ら
れ
る
と
お
り
ロ
ッ
ク
は
、
労
働
こ
そ
が
す
べ
て
の
も
の
に
「
価

値
の
差
」
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

場
合
の
「
価
値
」
と
は
「
人
間
の
生
存
に
有
用
な
」
も
の
と
し
て
の
使

用
価
値
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
差
」
と
は
有
用
性
の
「
差
」
あ
る
い

は
使
用
価
値
の
大
小
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ロ
ッ
ク
は
、

有
用
性
の
「
差
」
を
も
た
ら
す
原
因
と
し
て
、
労
働
の
投
下
と
い
う
事

実
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
か
ぎ
り
で
、
こ
こ
で
の
労
働

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

は
、
使
用
価
値
を
っ
く
る
具
体
的
・
有
用
的
労
働
を
さ
す
も
の
と
解
す

　
　
　
　
（
１
）

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
ロ
ヅ
ク
は
、
労
働
に
よ
る
共
有
財
産
１
１
白
然
へ
の
働
き
か

け
の
成
果
の
私
的
所
有
を
か
れ
の
「
自
然
状
態
」
の
端
緒
的
原
理
に
据

え
る
が
、
前
櫛
で
み
た
よ
う
に
、
こ
の
「
自
然
状
態
」
に
お
け
る
諸
個

人
は
神
か
ら
「
白
然
権
」
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
相
互
に
「
自

由
」
．
「
平
等
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
に
よ
る
私
的
所
有
の

原
理
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
き
、
こ
の
「
自
由
」
・
「
平
等
」
と
は
、



労
働
に
。
よ
る
私
的
所
有
の
「
自
由
」
で
あ
り
「
平
等
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ぼ
、
諸
個
人
の
労
働
に
よ
る
私
的
所
有
の
白
由

が
、
同
時
に
。
労
働
に
よ
る
私
的
所
有
の
平
等
で
あ
る
こ
と
が
い
か
に
し

て
可
能
で
あ
る
か
が
間
題
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
ロ
ッ
ク
は

次
の
よ
う
に
考
え
る
。
　
「
わ
れ
わ
れ
に
所
有
権
を
与
え
て
い
る
そ
の
同

じ
白
然
法
が
、
同
時
に
所
有
権
に
限
界
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
：

…
人
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
が
い
た
ん
で
し
ま
わ
た
い
う
ち
に

生
活
の
た
め
に
有
利
に
利
用
し
う
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
人
は
労
－

働
に
よ
っ
て
所
有
権
を
確
立
し
う
る
。
そ
れ
以
上
の
も
の
は
自
分
の
と

り
分
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
他
人
の
も
の
で
あ
る
。
何
も
の
も
神
は

く
さ
ら
せ
た
り
駄
目
に
し
た
り
す
る
た
め
に
人
問
に
与
え
た
の
で
は
な

い
」
（
五
一
ぺ
ー
ジ
）
。

　
こ
う
し
て
ロ
ヅ
ク
は
、
所
有
の
「
平
等
」
の
問
題
を
自
然
法
に
よ
る

止
当
た
所
有
権
の
「
限
界
」
の
問
題
と
し
て
設
定
し
た
。
そ
し
て
彼
は

こ
の
「
限
界
」
を
、
諸
個
人
が
腐
ら
せ
る
こ
と
た
く
「
生
活
の
た
め
に

有
利
に
利
用
し
う
る
か
ぎ
り
」
の
も
の
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

も
ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
「
限
界
」
性
は
、
い
わ
ぱ
白
然
必
然
的
に
。

貨
徹
さ
れ
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
か
れ
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
　
　
「
と
ん
な
人
の
労
働
も
、
す
べ
て
の
土
地
を
征

　
　
　
　
ジ
ョ
ソ
・
ロ
ッ
ク
の
経
済
理
論
と
そ
の
体
系
性
下
（
稲
村
）

服
し
た
り
占
有
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
ま
た
か
れ
の

享
有
に
よ
っ
て
も
ご
く
一
部
分
し
か
消
費
し
え
な
か
っ
た
か
ら
、
、
何
人

も
こ
う
い
う
や
り
方
で
は
他
人
の
権
利
を
侵
害
し
た
り
、
あ
る
い
は
隣

人
に
損
害
を
与
え
る
は
ど
に
１
は
白
分
で
所
有
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
」
（
五
三
ぺ
ー
ジ
）
。

　
そ
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
こ
う
し
た
労
働
に
よ
る
私
的
所
有
の
「
白
由
」
・

「
平
等
」
も
ま
た
、
　
「
白
然
状
態
」
そ
の
も
の
と
同
様
、
た
ん
に
「
世

界
の
初
め
の
時
代
」
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
「
現
在
の
世
界
」
に
お
い

て
も
依
然
と
し
て
貫
徹
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
　
　
「
世
界
の
ひ
ら

け
は
じ
め
の
こ
ろ
に
は
、
す
べ
て
の
人
の
所
有
物
は
以
上
の
よ
う
た
尺

度
に
よ
っ
て
、
た
い
へ
ん
さ
さ
や
か
な
も
の
に
、
だ
れ
を
も
傷
つ
け
る
こ

と
な
し
に
占
有
し
う
る
も
の
に
、
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
う
い
う
尺
度
は
、
世
界
が
満
員
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
今

日
で
も
、
だ
れ
を
も
傷
っ
け
る
こ
と
な
く
、
た
お
認
め
ら
れ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
…
…
世
界
中
に
は
な
お
現
在
の
二
倍
の
住
民
に
十
分
た
ほ
ど

の
土
地
が
あ
る
の
だ
か
ら
」
（
五
四
ぺ
ー
ジ
）
。

　
次
に
ロ
ヅ
ク
は
、
労
働
に
よ
る
私
的
所
有
の
原
理
か
ら
土
地
の
私
的

所
有
を
展
開
す
る
。
　
　
「
人
か
耕
し
、
植
え
、
改
良
し
、
栽
培
し
、

そ
し
て
そ
の
作
物
を
利
用
し
う
る
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
だ
け
の
土
地
が
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
　
（
四
九
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
糖
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れ
の
所
有
物
と
た
る
。
か
れ
は
そ
の
労
働
に
よ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
の
土

地
を
共
有
地
か
ら
い
わ
ぼ
囲
込
む
の
で
あ
る
。
…
・
－
神
と
か
れ
の
理
性

と
は
土
地
を
征
服
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
生
活
に
役
だ
つ
よ
う
に
土

地
を
改
良
し
、
そ
こ
に
か
れ
白
身
の
も
の
で
あ
る
労
働
を
投
下
す
る
こ

と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
神
の
命
に
し
た
が
っ
た
人
問
は
、
そ
の

一
部
を
き
り
ひ
ら
き
、
耕
し
、
種
を
ま
き
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

か
れ
の
所
有
物
で
あ
る
何
も
の
か
を
そ
こ
に
、
つ
け
加
え
た
。
こ
れ
に
対

し
て
は
他
人
は
何
の
権
利
も
た
く
、
ま
た
危
害
を
加
え
る
こ
と
な
し
に

は
こ
れ
を
か
れ
か
ら
奪
う
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
（
五
二
ぺ
ー
ジ
）
。

つ
ま
り
、
白
分
の
用
に
供
し
う
る
だ
け
の
生
産
物
を
つ
く
り
出
す
土
地

は
私
的
に
所
有
し
う
る
。
　
　
こ
れ
が
ロ
ヅ
ク
の
主
張
で
あ
る
。
こ
う

し
て
土
地
の
私
的
所
有
を
正
当
な
も
の
（
１
１
自
然
法
の
貫
徹
）
と
し
て
示
１

し
た
う
え
で
、
ロ
ヅ
ク
は
こ
ん
ど
は
土
地
の
私
的
所
有
の
限
界
を
問
題

に
し
て
、
　
「
か
れ
の
囲
込
み
地
の
草
が
刈
り
と
ら
ぬ
う
ち
に
枯
れ
た

り
、
か
れ
が
植
え
た
果
実
が
と
り
い
れ
や
貯
蔵
を
す
る
前
に
く
さ
っ
た

と
す
れ
ぼ
、
　
こ
の
土
地
が
か
れ
の
囲
込
ん
だ
土
地
で
あ
っ
て
も
、
　
や

は
り
荒
無
地
と
み
な
さ
れ
、
　
ほ
か
の
だ
れ
か
が
所
有
し
て
も
よ
い
」

（
五
六
ぺ
ー
ジ
）
と
し
た
。
　
し
か
し
土
地
の
私
的
所
有
は
、
　
と
う
ぜ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

土
地
の
改
良
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
農
業
に
お
け
る
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四
　
（
五
〇
〇
）

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
生
産
性
は
次
第
に
高
ま
っ
て
ゆ
く
。
　
そ
う
な
る
と
、
　
生
産
者
自
身

に
よ
っ
て
は
消
費
さ
れ
え
た
い
、
そ
の
ま
ま
で
は
無
用
に
減
失
し
て
し

ま
う
生
産
物
が
生
み
だ
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
た
る
。
そ
こ
で
ロ
ッ
ク
は

い
・
）
。
　
　
「
白
分
の
正
当
た
所
有
の
限
界
を
こ
え
る
の
は
、
か
れ
の

財
産
が
大
き
い
と
き
で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
の
一
部
が
無
駄
に
く
さ
る

と
き
」
（
六
一
ぺ
－
ジ
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
も
し
そ
の
一
部
を
だ

れ
か
他
の
人
に
ゆ
ず
っ
て
や
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
分
は
か
れ
の
手
中
で

空
し
く
く
さ
る
こ
と
も
な
く
、
か
れ
は
そ
の
分
も
ま
た
利
用
し
た
こ
と

に
な
る
。
ま
た
も
し
、
か
れ
が
一
週
間
で
く
さ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
プ

ラ
ム
を
、
一
年
問
も
く
さ
ら
ず
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
な
ク
ル
ミ
と
交
換

す
れ
ば
、
　
か
れ
は
だ
れ
に
も
害
を
与
え
ず
、
　
共
有
の
資
産
を
浪
費
せ

ず
、
そ
し
て
か
れ
の
手
中
で
無
駄
に
く
さ
っ
て
し
ま
う
も
の
が
な
い
か

ぎ
り
、
他
人
の
わ
け
ま
え
で
あ
る
財
産
を
少
し
も
お
か
さ
な
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
も
し
か
れ
が
そ
の
ク
ル
ミ
を
、
一
片
の
金
属
の
色

が
気
に
い
っ
て
、
そ
れ
と
交
換
し
た
り
、
あ
る
い
は
羊
と
貝
殻
を
交
換

し
た
り
、
羊
毛
を
キ
ラ
キ
ラ
光
る
小
石
や
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
と
交
換
し
て
、

こ
う
い
う
も
の
を
一
生
そ
の
手
も
と
に
保
存
し
た
と
し
て
も
、
　
か
れ

は
他
人
の
権
利
を
侵
害
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
う
い
う
耐
久
性
の
あ

る
品
物
を
好
き
な
だ
け
た
く
さ
ん
貯
め
こ
ん
で
も
よ
い
の
で
あ
る
」



（
六
一
ぺ
ー
ジ
）
。

　
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
、
正
当
な
所
有
権
の
限
界
を
、
な
に
か
が
無

用
に
滅
失
し
た
か
否
か
に
求
め
な
が
ら
、
交
換
を
つ
う
じ
て
、
の
他
人
の

生
産
物
の
所
有
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
か
れ
は
、
自
己
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

労
働
に
も
と
づ
く
生
産
物
の
私
有
の
み
た
ら
ず
、
他
人
の
労
働
に
も
と

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

づ
く
生
産
物
の
、
交
換
を
つ
う
じ
て
の
私
有
を
も
正
当
な
も
の
（
自
然

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

法
の
貫
徹
）
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
っ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
は
『
統
治
論
』
に
お
げ
る
ロ
ヅ
ク
の
貨
幣

把
握
を
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ぼ
、
交
換
の
出
現
は

「
も
と
も
と
人
問
生
活
へ
の
有
用
性
と
い
う
こ
と
の
み
に
も
と
づ
い
て

い
た
物
の
内
在
的
価
値
」
（
五
四
ぺ
ｉ
ジ
）
を
変
え
て
し
ま
う
。
す
な
わ

ち
、
労
働
生
産
物
は
「
内
在
的
価
値
」
Ｈ
使
用
価
値
の
ほ
か
に
新
た
に

、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

価
値
Ｈ
交
換
価
値
を
も
っ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
新
た
な

価
値
１
１
交
換
価
値
を
生
成
せ
し
め
る
交
換
の
展
開
に
よ
っ
て
、
　
「
滅
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

た
り
腐
っ
た
り
せ
ず
に
永
持
ち
す
る
小
さ
な
黄
色
の
金
属
片
が
、
大
き

た
肉
の
か
た
ま
り
や
山
の
よ
う
な
穀
物
よ
り
も
値
打
ち
が
あ
ろ
と
、
皆

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

が
一
致
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
る
」
（
五
五
ぺ
ー
ジ
、
傍
点
は
著
者
）
。
こ

こ
に
ロ
ヅ
ク
は
貨
幣
の
生
成
因
を
み
る
。
か
く
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
貨
幣

を
「
い
た
ま
ず
に
保
存
し
う
る
耐
久
性
の
あ
る
も
の
で
、
人
々
が
生
活

　
　
　
　
ジ
ョ
ン
．
ロ
ッ
ク
の
経
済
理
論
と
そ
の
体
系
性
下
（
稲
村
）

に
ほ
ん
と
う
に
役
に
は
た
っ
が
し
か
し
い
た
み
や
す
い
も
の
と
交
換
し

よ
う
と
、
相
互
に
同
意
し
た
も
の
で
あ
る
」
（
六
一
ぺ
ー
ジ
）
と
規
定
し
、

さ
ら
に
貨
幣
の
価
値
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
　
「
金
や
銀
は
、

食
物
、
衣
服
、
車
に
く
ら
べ
る
と
、
人
問
生
活
に
は
ほ
と
ん
ど
役
に
た

た
ず
、
た
だ
人
々
の
同
意
に
よ
っ
て
の
み
価
値
を
も
つ
。
た
だ
し
こ
の

場
合
で
も
労
働
が
主
と
し
て
そ
の
価
値
の
基
準
と
な
る
の
だ
が
」
（
六

ニ
ペ
ー
ジ
）
。

　
こ
こ
で
ロ
ヅ
ク
は
、
貨
幣
価
値
を
「
人
々
の
同
意
に
よ
っ
て
の
み
」

え
ら
れ
る
「
価
値
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
人
々
」
と
は
、

交
換
の
当
事
者
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
交
換
関
係
の
人
的
表
現
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
同
意
」
と
は
、
交
換
関
係
の
成
立
を
意
味
す
る

も
の
と
し
て
、
交
換
当
事
者
た
ち
の
意
志
的
表
現
と
考
え
て
よ
い
で
あ

（
２
）

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ロ
ッ
ク
の
場
合
、
貨
幣
価
値
は
結
局
の
と
こ
ろ
需

給
関
係
に
－
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
右
に
引
用
し
た
一
文
に
お
い
て
ロ

ヅ
ク
が
、
貨
幣
価
値
の
規
定
に
さ
い
し
て
「
た
だ
し
こ
の
場
合
で
も
労

働
が
主
と
し
て
そ
の
基
準
と
な
る
の
だ
が
」
と
付
記
し
て
い
る
点
に
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
ぼ
あ
い
「
価
値
」
と
は
金
、
銀
の
使
用
価

値
（
”
「
内
在
的
価
値
」
）
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
　
（
五
〇
一
）
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「
労
働
」
も
ま
た
、
金
、
銀
の
使
用
価
値
を
つ
く
る
具
体
的
・
有
用
的

労
働
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
ロ
ッ
ク
が
、
貨
幣
価
値

を
「
人
々
の
同
意
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
も
の
」
と
規
定
す
る
と
同

時
に
右
の
よ
う
に
付
記
し
て
い
る
の
は
特
徴
的
で
あ
る
。
ロ
ヅ
ク
は
こ

の
場
合
、
貨
幣
が
「
価
値
」
（
「
内
在
的
価
値
」
１
１
使
用
価
値
）
を
も
っ
た
め

に
は
金
、
銀
を
生
産
す
る
具
体
的
・
有
用
的
労
働
が
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
こ
れ
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
　
「
人
々
の
同
意
」
に
よ
る
貨
幣
価
値

（
交
換
価
値
）
が
成
立
し
う
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
す
た
わ
ち
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ツ
ク
に
お
い
て
は
、
貨
幣
の
価
値
１
１
交
換
価
値
は
直
接
的
に
は
労
働
に
１

よ
っ
て
実
体
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
　
し
か
し
、
　
貨
幣
価

値
が
具
体
的
労
働
に
よ
っ
て
移
成
さ
れ
る
金
銀
の
使
用
価
値
を
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

と
し
て
成
立
す
る
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
は
問
接
的
に
労
働
に
よ
っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
規
制
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
ま
さ
に
，
こ
の
点
に
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
価
値
１
－
交
換
価
値
と

労
働
と
の
独
自
な
関
連
性
を
見
る
。
そ
し
て
、
こ
の
独
白
な
関
連
性

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

　
　
労
働
に
よ
る
価
値
の
問
接
的
規
制
構
造
　
　
は
、
ひ
ろ
く
ロ
ッ
ク

経
済
理
論
の
全
体
に
か
か
わ
っ
て
は
、
生
産
世
界
に
よ
る
流
通
世
界
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

問
接
的
規
制
構
造
と
し
て
貫
徹
す
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
問
接
的
規

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

制
構
造
こ
そ
、
ロ
ッ
ク
経
済
理
論
に
一
種
独
特
な
体
系
性
を
あ
た
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六
　
（
五
〇
二
）

、
、
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ロ
ヅ
ク
は
、
正
当
な
所
有
権
の
限
界
を
諸
個
人
が
「
生
活

の
役
に
１
立
て
う
る
だ
け
の
も
の
」
と
規
定
し
た
が
ら
、
自
分
の
用
に
供

し
う
る
だ
け
の
生
産
物
を
つ
く
り
だ
す
土
地
は
私
的
に
所
有
さ
れ
う
る

と
し
て
い
た
。
し
か
る
に
、
い
ま
や
か
れ
は
、
こ
う
し
た
平
等
な
土
地

私
有
は
貨
幣
に
媒
介
さ
れ
る
交
換
の
出
現
と
と
も
に
不
平
等
な
土
地
私

有
に
転
化
す
る
と
説
く
。
　
　
「
人
六
は
、
金
や
銀
の
よ
う
に
、
も
っ

て
い
て
も
い
た
ん
だ
り
く
さ
っ
た
り
し
た
い
た
め
に
、
他
人
を
害
す
る

こ
と
な
く
貯
蔵
し
う
る
も
の
と
、
余
分
の
も
の
と
を
取
り
か
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
生
産
物
を
利
用
し
う
る
以
上
の
土
地
を
正
当
に
所
有

す
る
方
法
を
、
暗
黙
の
自
発
的
な
同
意
に
よ
っ
て
発
見
し
た
の
で
あ

る
」
（
六
ニ
ペ
ー
ジ
）
。
　
「
耐
久
性
が
あ
り
稀
少
性
が
あ
っ
て
、
　
蓄
積
す

る
ほ
ど
の
価
値
の
あ
る
も
の
が
何
も
な
げ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
肥
沃
で

も
、
ど
ん
た
に
自
由
に
手
に
入
る
に
し
て
も
、
人
々
は
そ
の
土
地
所
有

を
拡
大
し
ょ
う
と
い
う
気
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
六
一
ぺ
ー
ジ
）
。

っ
ま
り
ロ
ッ
ク
は
、
貨
幣
に
よ
る
交
換
の
出
現
と
と
も
に
生
じ
て
く
る

土
地
私
有
の
不
平
等
を
、
貨
幣
Ｈ
金
銀
は
「
も
っ
て
い
て
も
い
た
ん
だ

り
く
さ
っ
た
り
し
た
い
た
め
に
、
他
人
を
害
す
る
こ
と
な
く
貯
蔵
し
う

る
も
の
」
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
法
に
か
な
っ
た
正
当
た
も



の
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

　
こ
の
点
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
　
「
こ
の
ば
あ
い
価
値
と
は
使
用

価
値
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
労
働
は
具
体
的
労
働
と
し
て
理
解
さ
れ
、

量
と
し
て
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
」
（
『
剰
余
価
値
学
説
吏
』
国
民
文

庫
版
、
第
三
分
冊
、
二
一
八
ぺ
－
ジ
）
と
い
っ
て
い
る
。

　
「
人
々
の
同
意
」
と
い
う
ば
あ
い
の
「
同
惹
」
は
「
政
治
的
力
」

（
平
井
俊
彦
『
ロ
ッ
ク
に
お
げ
る
人
閉
と
社
会
』
一
六
六
ぺ
ー
ジ
）

の
こ
と
だ
と
す
る
の
が
通
説
の
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
通
説
的
解
釈
に
た
い
し
て
は
、
本
文
で
述
べ
た
見
地
か
ら
し

て
疑
問
を
も
た
ざ
る
を
え
た
い
。

　
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ロ
ッ
ク
の
経
済
理
論
に
独
自
な
休
系
性
を

あ
た
え
て
い
る
の
は
こ
の
問
接
的
規
制
構
造
だ
と
す
る
見
地
か
ら
、

（
古
典
派
）
労
働
価
値
説
の
生
成
過
程
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
価
値
論

の
位
泄
に
っ
い
て
基
本
的
な
論
点
を
示
し
て
お
こ
う
。

　
従
来
の
諸
研
究
に
お
い
て
は
、
　
（
古
典
派
）
労
働
価
位
説
は
ペ
テ

ィ
に
お
い
て
生
誕
す
る
も
の
と
さ
れ
、
ロ
ッ
ク
に
た
い
し
て
は
消
極

的
評
価
し
か
あ
た
え
な
い
（
少
く
と
も
ペ
テ
ィ
以
上
の
評
価
は
あ
た

え
た
い
）
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ぼ
、
浜
林
正
夫
氏
や
白
杉

庄
一
郎
氏
は
、
ロ
ッ
ク
の
価
値
論
と
（
古
典
派
）
労
働
価
値
説
と
の

関
連
を
『
統
治
論
』
に
お
け
る
労
働
に
よ
る
私
的
所
有
の
規
定
と
か

か
わ
ら
せ
て
問
題
に
し
て
、
　
「
モ
ー
ラ
ル
た
意
義
は
極
め
て
重
要
」

（
浜
林
正
夫
「
ジ
ヨ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
経
済
論
」
　
『
商
学
討
究
』
第
二

巻
・
第
二
号
、
三
四
一
ぺ
ー
ジ
）
と
し
た
が
ら
、
し
か
し
価
値
規
定

の
点
で
は
ロ
ッ
ク
の
場
合
、
価
値
は
「
人
々
の
同
意
」
Ｈ
需
給
関
係

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
経
済
理
論
と
そ
の
体
系
性
下
（
稲
村
）

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
し
て
、
消
極
的
に
し

か
評
価
し
て
お
ら
れ
な
い
。
ま
た
羽
鳥
卓
也
氏
と
田
巾
正
司
氏
は
、

ロ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
社
会
的
分
業
は
把
握
さ
れ
て
い
る
が
工
場
内
分

業
が
把
握
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
に
か
れ
が
労
働
価
値
説
に
ま
で
達

し
え
な
か
っ
た
理
芭
が
あ
る
と
し
て
、
ロ
ッ
ク
価
値
論
に
否
定
的
な

評
価
を
お
こ
な
っ
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
平
井
俊
彦
氏
は
、
社

会
的
分
業
が
た
ん
に
表
象
と
し
て
つ
か
ま
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
点

に
ロ
ッ
ク
価
位
論
の
限
界
を
求
め
て
お
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
従
来
の
諸
研
究
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
価
値
論
が
こ
の
よ
う

に
消
極
灼
否
定
的
た
評
価
を
あ
た
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
私
見
に
よ

れ
ぼ
、
ロ
ッ
ク
の
価
値
論
の
研
究
に
さ
い
し
て
具
体
的
・
有
用
的
労

働
と
「
人
々
の
同
怠
」
に
よ
る
価
値
Ｈ
交
換
価
値
と
が
完
全
に
切
り

は
な
さ
れ
て
把
握
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
に
も
と
づ
い
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
ロ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、
価
値
は
直
接
的
に
は

労
働
に
よ
っ
て
某
礎
づ
げ
ら
れ
て
い
な
い
（
そ
れ
は
抽
象
的
労
働
の

把
握
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
）
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
の
場
合
、
価

値
は
使
用
価
値
を
媒
介
と
し
て
具
休
的
・
有
用
的
労
働
に
関
連
づ
げ

ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
具
休
的
労
働
は
価
値
生
成
の
い
わ
ば
母

休
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
か
れ
に
ー
お
い
て
は
価
値
は
問

接
的
に
労
働
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、
規
制
さ
れ
る
構
造
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
門
の
事
情
を
シ
ェ
マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に

示
せ
ぼ
、
次
頁
の
図
式
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
　
こ
う
し
た
構
造
を
も
つ
ロ
ッ
ク
価
値
論
と

ペ
テ
ィ
の
価
値
論
と
が
（
古
典
派
）
労
働
価
値
説
の
生
成
過
程
に
お

い
て
占
め
る
位
世
に
か
ん
し
て
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

一
四
七
　
（
五
〇
三
）
．
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」意同の
　
　
　
　
）

　
　
　
　
的

　々
　
　
　
体

人
「
　
値
　
具

昌
　
価
　
（

値
↑
用
↑
働

価
　
使
　
労

ル

「
１
■
１
■
■
－
「
■
■
■
■
１
』

界世通流

界世産生

ロ
ッ
ク
価
値
論
は
、

た
い
し
労
働
の
い
わ
ば
源
泉
的
把
握
を
た
し
た
も
の
と
し
て
ペ
テ
ィ

段
階
を
止
揚
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、

こ
の
源
泉
的
把
握
は
ま
だ
間
接
的
な
も
の
に
す
ぎ
た
い
。
（
古
典
派
）

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

労
働
価
値
説
は
、
ロ
ッ
ク
の
こ
う
し
た
間
接
的
源
泉
把
握
を
止
揚
し

て
直
接
的
な
源
泉
把
握
（
し
た
が
っ
て
ま
た
、
労
働
一
般
の
発
見
）

を
た
す
段
階
、
つ
ま
り
ス
ミ
ス
段
階
に
お
い
て
生
成
す
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
の
価
値
論
は
ペ
テ
ィ
段
階
と
ス
ミ
ス
段
階
と
を

つ
た
ぐ
過
渡
的
位
置
に
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し

て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
た
理
解
に
た
つ
か
ぎ
り
で
、
従
来
の
諸

研
究
に
お
げ
る
ロ
ッ
ク
価
値
論
の
評
価
と
そ
の
位
置
づ
げ
に
た
い
し

て
は
根
本
的
な
疑
問
を
も
つ
の
で
あ
る
。

－
ペ
テ
ィ
に
お
い
て
は
労
働
が
基
本
的
に
は

価
値
尺
度
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
の
に
た
い
し
、
ロ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
労
働

が
価
値
生
成
の
母
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
ぱ
あ
い
の
労
働
は
抽
象
的
労

働
で
は
な
く
て
具
体
的
労
働
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
こ
の
具
体
的
労
働
を
基
礎
と
し
て
は
じ
め

て
「
人
々
の
同
意
」
に
よ
る
価
値
Ｈ
交
換
価
値

が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
、
ロ
ッ
ク
に

お
い
て
は
価
値
は
間
接
的
に
で
は
あ
れ
労
働
か

ら
の
規
制
を
う
げ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

ペ
テ
ィ
に
お
げ
る
労
働
の
価
値
尺
度
的
把
握
に

三

一
四
八
　
（
五
〇
四
）

　
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
本
章
で
の
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
た
っ
た
諾
点
を
要
約
し
て
お
こ
う
。
　
　
い
ロ
ヅ
ク
は
、
労
働
そ

の
も
の
の
私
的
所
有
権
↓
労
働
に
よ
る
共
有
財
産
１
１
自
然
へ
の
働
き
か

け
の
成
果
の
私
的
所
有
権
、
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
自
已
労
働
に
も
と

づ
く
生
産
物
の
私
的
所
有
を
、
自
然
法
の
貫
徹
し
た
正
当
な
も
の
と
見

な
し
、
か
つ
、
こ
の
労
働
に
よ
る
私
的
所
有
を
彼
の
「
自
然
状
態
」
の

原
理
と
し
た
。
ｏ
ロ
ヅ
ク
は
、
所
有
の
平
等
の
問
題
を
自
然
法
に
よ
る

所
有
権
の
「
限
界
」
の
間
題
と
し
て
と
り
あ
げ
、
正
当
な
所
有
権
の
限

界
を
、
諸
個
人
が
腐
ら
せ
る
こ
と
た
く
「
生
活
の
役
に
立
て
う
る
だ
げ

の
も
の
」
と
い
う
ふ
う
に
規
定
し
た
。
　
嘗
ロ
ヅ
ク
は
、
労
働
に
よ
る

私
的
所
有
の
原
理
か
ら
土
地
の
私
的
所
有
を
展
開
し
、
　
「
そ
の
産
物
を

使
用
し
う
る
だ
け
の
土
地
」
は
私
的
に
所
有
し
う
る
と
し
た
。
閥
ロ
ッ

ク
は
、
正
当
な
所
有
権
の
限
界
の
視
点
か
ら
、
交
換
を
つ
う
じ
て
の
他

人
の
生
産
物
の
私
的
所
有
を
是
認
し
、
自
已
の
労
働
に
も
と
づ
く
生
産

物
の
私
有
の
み
な
ら
ず
、
他
人
の
労
働
に
も
と
づ
く
生
産
物
、
交
換
を

つ
う
じ
て
の
私
有
を
も
、
自
然
法
に
か
な
っ
た
正
当
な
も
の
と
解
し

た
。
的
ロ
ヅ
ク
は
、
交
換
の
出
現
と
と
も
に
労
働
生
産
物
は
「
本
来
の



価
値
」
Ｈ
使
用
価
値
の
ほ
か
に
交
換
価
値
を
も
つ
こ
と
に
・
な
る
と
考

え
、
か
つ
、
貨
幣
の
価
値
を
「
人
々
の
同
意
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る

も
の
」
と
し
て
事
実
上
、
需
給
関
係
に
よ
っ
て
規
定
し
た
。
内
ロ
ツ
ク

の
場
合
、
貨
幣
の
価
値
は
直
接
的
に
は
労
働
に
よ
っ
て
実
体
的
に
、
基
礎

づ
け
ら
れ
て
い
た
い
が
、
し
か
し
、
貨
幣
は
金
銀
を
生
産
す
る
具
体
的

労
働
を
基
礎
と
し
て
は
じ
め
て
「
人
々
の
同
意
」
に
よ
る
価
値
を
も
ち

う
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
彼
に
お
い
て
は
貨
幣
価
値
は
間
接
的

に
。
労
働
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
規
制
さ
れ
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
。

崎
こ
う
し
た
問
接
的
規
制
構
造
は
、
ひ
ろ
く
ロ
ツ
ク
経
済
理
論
の
全
体

に
か
か
わ
っ
て
は
、
生
産
世
界
に
よ
る
流
通
世
界
の
問
接
的
規
制
構
造

と
し
て
貫
徹
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
、
ロ
ツ
ク
の
経
済
理
論
に
一

種
独
特
な
体
系
性
を
あ
た
え
て
い
る
当
の
も
の
で
あ
る
。
　
ケ
つ
ロ
ツ
ク

は
、
貨
幣
に
よ
る
交
換
の
出
現
と
と
も
げ
」
平
等
な
土
地
所
有
は
必
然
的

に
不
平
等
な
そ
れ
に
転
化
す
る
と
説
き
、
か
つ
、
貨
幣
を
何
人
に
も
不

法
を
く
わ
え
な
い
で
「
蓄
積
さ
れ
う
る
も
の
」
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
不
平
等
な
土
地
所
有
を
正
当
な
も
の
（
Ｈ
自
然
法
の
貫
徹
）
と
Ｌ
た
。

　
要
す
る
に
、
　
『
統
治
論
』
に
お
け
る
ロ
ヅ
ク
は
、
そ
の
市
民
杜
会
分

析
に
あ
た
っ
て
、
「
自
然
権
」
を
与
え
ら
れ
た
諸
個
人
の
構
成
す
る

　
「
自
然
状
態
」
を
想
定
し
、
こ
の
「
自
然
状
態
」
に
お
け
る
諸
現
象
Ｈ

　
　
　
　
ジ
ョ
ソ
・
ロ
ッ
ク
の
経
済
理
論
と
そ
の
体
系
性
げ
（
稲
村
）

諸
範
瞬
を
、
労
働
に
。
よ
る
私
的
所
有
を
原
理
と
し
て
演
緯
的
に
，
展
開
し

な
が
ら
、
生
産
世
界
と
流
通
世
界
と
の
関
係
を
、
前
者
が
後
者
を
問
接

的
に
規
制
す
る
構
造
（
い
重
層
構
造
）
に
１
あ
る
も
の
と
し
て
示
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
『
統
治
論
』
に
た
い
す
る
考
察
を
ふ
ま

え
て
一
　
『
利
子
論
草
稿
』
と
『
統
治
論
』
と
の
関
連
を
問
題
に
す
る
と

き
・
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
た
点
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
一
に
、
『
利
子
論
草
稿
』
に
お
い
て
ロ
ツ
ク
が
生
産
世
界
の
視
点

か
ら
の
分
析
基
軸
と
し
て
抽
出
し
た
労
働
は
、
　
『
統
治
論
』
に
お
い
て

は
・
労
働
に
よ
る
私
的
所
有
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
自
然
状
態
」
（
自
律
的
た
経
済
社
会
）
の
原
理
と
し
て
措
定
さ
れ
た
。

　
第
二
に
、
　
『
利
子
論
草
稿
』
に
。
お
け
る
も
う
一
つ
の
分
析
基
軸
を
な

し
て
い
た
貨
幣
に
つ
い
て
い
え
ぱ
、
そ
こ
で
の
「
担
保
」
と
し
て
の
貨

幣
１
１
蓄
蔵
貨
幣
、
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
が
『
統
治
論
』
で
の
自
然

法
思
想
を
基
礎
と
し
た
貨
幣
把
握
に
よ
っ
て
再
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
価
値
は
た
に
よ
り
も
ま
ず
労
働
に
よ
る
間
接
的
規
制
を
う

寸
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
第
三
に
、
　
『
利
子
論
草
稿
』
に
お
け
る
流
通
世
界
の
視
点
（
貨
幣
－

分
析
基
軸
）
か
ら
の
分
析
と
生
産
世
界
の
視
点
（
労
働
Ｈ
分
析
基
軸
）
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
　
（
五
〇
五
）
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ら
の
分
析
と
い
う
二
つ
の
経
済
理
論
の
併
存
と
い
う
関
係
は
、
　
『
統
治

論
』
で
は
生
産
世
界
に
よ
る
流
通
世
界
の
問
接
的
規
制
と
い
う
論
理
の

提
示
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
、
こ
う
し
て
ロ
ツ
ク
経
済
理
論
に
独
白
の
統

一
的
体
系
性
を
与
え
る
基
礎
視
角
が
確
立
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

　
第
四
に
、
　
『
利
子
論
草
稿
』
と
『
統
治
論
』
の
全
体
的
関
連
性
を
み

る
と
、
一
方
で
『
利
子
論
草
稿
』
で
の
分
析
が
『
統
治
論
』
で
の
「
白

然
状
態
」
の
規
定
、
そ
の
内
容
的
展
開
に
と
っ
て
不
可
欠
の
前
提
で
あ

っ
た
と
い
う
関
連
性
を
も
ち
つ
つ
、
し
か
し
、
ひ
と
た
び
こ
う
し
た
関

連
性
を
も
っ
て
白
然
法
思
想
を
基
礎
と
し
て
規
定
、
展
開
さ
れ
た
『
統

治
論
』
に
お
げ
る
「
自
然
状
態
」
　
（
１
１
自
律
的
な
経
済
社
会
）
は
、
　
『
利

子
論
草
稿
』
で
の
現
実
の
経
済
杜
会
の
分
析
を
自
然
法
思
想
の
面
か
ら

裏
付
け
、
さ
ら
に
、
そ
の
内
容
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
種

独
特
な
体
系
性
を
も
っ
た
骨
格
的
論
理
構
造
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。Ｖ

　
『
利
子
・
貨
幣
論
』
］
「
利
子
論
部
分
」
に

　
　
　
　
　
お
げ
る
展
開

　
　
　
　
　
　
　
一

本
章
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
課
題
は
、

『
統
治
論
』
で
明
ら
か
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇
　
（
五
〇
六
）

っ
た
、
生
産
世
界
に
よ
る
流
通
世
界
の
問
接
的
規
制
の
論
理
を
枢
軸
と

し
て
一
種
独
特
な
体
系
性
を
具
備
す
る
に
い
た
っ
た
ロ
ヅ
ク
経
済
理
論

を
内
容
的
に
吟
味
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
・
そ

の
内
容
を
ロ
ヅ
ク
の
『
利
子
・
貨
幣
論
』
Ｈ
「
利
子
論
部
分
」
に
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
　
「
利
子
論
部
分
」
に
お
い
て
ロ
ツ
ク
が
、
一
国

の
経
済
の
内
的
構
造
を
問
題
に
す
る
ば
あ
い
、
そ
の
基
礎
を
農
業
坐
あ

に
お
い
て
い
る
点
か
ら
考
察
し
て
ゆ
こ
う
。

　
ロ
ヅ
ク
は
『
利
子
論
草
稿
』
に
お
い
て
す
で
に
、
一
国
の
経
済
構
造

を
「
土
地
保
有
者
」
、
「
労
働
者
」
、
「
仲
介
人
」
と
い
う
三
者
の
相
互
関

係
に
お
い
て
問
題
に
し
、
　
と
り
わ
げ
「
土
地
保
有
老
」
Ｈ
農
業
生
産
に

中
心
的
な
位
置
を
あ
た
え
て
い
た
。
　
「
利
子
論
部
分
」
に
お
い
て
も
ロ

ツ
ク
は
、
　
「
か
れ
の
土
地
が
諸
原
料
を
産
出
す
る
土
地
保
有
者
」
（
皇
¢

考
。
、
斤
乙
。
。
ｈ
－
。
ば
。
ピ
。
。
ざ
一
く
◎
－
Ｈ
Ｈ
ミ
崖
、
　
二
一
〇
ぺ
ー
ジ
。
　
　
以
下
、

指
示
ぺ
ー
ジ
は
す
べ
て
同
じ
）
、
「
そ
れ
ら
を
加
工
す
る
労
働
者
」
（
二
一
ぺ

－
ジ
）
、
そ
し
て
「
仲
介
業
者
、
っ
ま
り
商
人
と
小
売
店
主
」
（
二
一
ぺ
ー

ジ
）
と
い
う
三
者
の
関
係
に
お
い
て
一
国
の
経
済
構
造
を
問
題
に
し
な

が
ら
、
　
こ
れ
ら
三
者
の
な
か
で
の
中
心
１
１
一
国
の
経
済
構
造
の
基
礎

を
「
土
地
保
有
者
」
Ｈ
農
業
生
産
に
お
き
、
こ
れ
を
「
掛
↓
小
生
あ
春
」



（
三
六
ぺ
ー
ジ
）
と
し
て
規
定
し
た
。
　
ロ
ッ
ク
は
こ
う
し
た
農
業
生
産
の

一
国
経
済
構
造
に
お
け
る
基
礎
性
を
租
税
の
源
泉
の
問
題
と
か
か
わ
ら

せ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
　
「
租
税
は
い
か
に
、
工
夫
さ
れ
よ
う
と
、

ま
た
直
接
に
だ
れ
の
手
か
ら
取
ら
れ
よ
う
と
、
大
き
な
財
産
が
土
地
に

あ
る
国
で
は
、
結
局
土
地
に
か
か
っ
て
く
る
」
（
二
七
ぺ
ー
ジ
）
。
す
な
わ

ち
、
商
人
・
仲
介
人
が
租
税
を
「
負
担
す
る
能
力
も
意
志
も
な
い
こ
と
は

あ
き
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
か
れ
が
支
払
っ
て
い
た
よ
り
も

四
分
の
二
局
い
価
格
を
商
品
の
た
め
に
支
払
う
な
ら
、
そ
れ
に
比
例
し

た
価
格
で
売
る
」
（
二
八
ぺ
ー
ジ
）
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
「
貧
し
い
労
働

者
や
職
人
も
負
担
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
か
れ
ら
は
ま
っ
た
く
手
か
ら

ロ
ヘ
の
生
活
を
し
て
お
り
、
も
し
食
料
、
衣
服
お
よ
び
家
具
の
す
べ
て

が
以
前
よ
り
四
分
の
一
も
高
く
な
っ
た
ら
、
生
存
す
る
た
め
に
、
賃
金

が
物
価
に
、
つ
れ
て
高
く
な
ら
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
　
さ
も
な
け
れ
ぼ
、
　
労

働
で
自
分
や
家
族
を
維
持
で
き
な
い
か
ら
、
破
減
す
る
こ
と
に
た
ろ
う

（
二
八
ぺ
ー
ジ
）
。
　
こ
れ
に
た
い
し
「
土
地
に
課
さ
れ
た
租
税
は
土
地
保

有
者
に
と
っ
て
目
に
見
え
て
か
れ
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
そ
れ
だ
け
の
貨
幣

が
出
て
い
く
も
の
だ
か
ら
、
っ
ら
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

か
れ
は
自
分
の
負
担
を
軽
く
す
る
た
め
に
、
い
つ
も
そ
れ
を
商
品
に
転

化
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
…
…
租
税
を
他
人
に
転
化
す
れ
ば
、
た
し
か

　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
経
済
理
論
と
そ
の
体
系
性
下
（
稲
村
）

に
租
税
は
直
接
か
れ
自
身
の
財
布
か
ら
支
払
わ
れ
な
く
て
も
よ
い
の
だ

が
、
か
れ
の
財
布
は
そ
の
年
の
終
り
に
は
収
入
以
上
に
■
貨
幣
の
欠
乏
に

見
ま
わ
れ
る
」
（
二
七
ぺ
ー
ジ
）
。
　
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
土
地
へ
の
直

接
税
の
必
要
性
を
し
め
し
た
上
で
、
結
局
、
　
「
土
地
保
有
者
は
国
家
の

負
担
の
大
部
分
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
最
大
の
配
慮
を
う
げ

る
べ
き
で
あ
り
…
…
法
の
恩
恵
が
与
え
る
か
ぎ
り
の
特
権
と
富
を
享
受

す
べ
き
で
あ
る
」
（
ご
ニ
ペ
ー
ジ
）
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
の
ロ
ヅ
ク
の
展
開
は
、
あ
き
ら
か
に
農
業
生
産
こ
そ
が
一
国

の
経
済
に
お
い
て
独
自
の
生
産
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
一
国
経
済

の
基
礎
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
し
め
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
、
一
国
の
経
済
構
造
の
基
礎
を
農
業
生
産
に

お
い
た
の
で
あ
る
が
、
で
は
こ
う
し
た
農
業
生
産
の
主
体
を
い
か
な
る

も
の
と
し
て
か
れ
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ク
が
こ
こ
で

想
定
し
て
い
た
農
業
生
産
の
主
体
は
「
土
地
の
産
物
の
上
に
怠
惰
に
暮

し
て
い
る
」
地
主
で
は
な
く
、
白
ら
の
土
地
を
も
ち
、
労
働
者
を
雇
っ

て
こ
れ
を
耕
作
す
る
「
勤
勉
た
」
「
土
地
保
有
者
－
彗
争
◎
巨
零
」
で
あ

り
、
ま
た
、
「
地
主
－
彗
昌
ｏ
＆
」
か
ら
土
地
を
借
り
、
労
働
者
を
雇
っ

て
耕
作
す
る
「
借
地
人
（
｛
胃
Ｂ
胃
）
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ロ
ッ
ク

は
、
こ
の
よ
う
た
農
業
生
産
の
主
体
で
あ
る
「
土
地
保
有
者
」
、
　
「
借

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一
　
（
五
〇
七
）



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

地
人
」
は
「
か
れ
の
土
地
と
勤
労
が
か
れ
に
与
え
る
だ
げ
の
商
品

普
通
の
知
ら
れ
て
い
る
物
　
　
を
市
場
に
も
た
ら
し
」
（
二
九
ぺ
ー
ジ
）
、

そ
れ
を
「
売
る
こ
と
の
で
き
る
か
ぎ
り
で
の
価
格
て
売
る
」
（
二
九
ぺ
ー

ジ
）
こ
と
に
よ
り
、
　
利
益
を
取
得
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
「
土

地
と
と
も
に
っ
づ
い
て
ゆ
く
利
潤
で
あ
る
」
（
＝
ニ
ペ
ー
ジ
）
と
規
定
し

た
。
か
く
し
て
ロ
ッ
ク
の
「
土
地
保
有
老
」
、
「
借
地
人
」
は
、
な
に
よ

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

り
も
生
産
老
て
あ
り
、
　
　
か
れ
自
身
の
言
葉
で
い
え
は
　
　
「
第
一

の
生
産
者
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
当
時
の
農
業
に
お
け

る
資
本
主
義
生
産
の
生
成
期
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
ロ
ッ
ク
の
立

場
は
こ
う
し
た
生
成
期
の
農
業
資
本
主
義
の
生
産
主
体
に
立
脚
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ
た
「
土
地
保
有
者
」
Ｈ

「
第
一
の
生
産
者
」
と
い
う
把
握
を
可
能
に
し
た
原
理
的
基
礎
を
考
え

る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
『
統
治
論
』
で
の
展
開
に
み
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ヅ
ク
は
『
統
治
論
』
の
「
自
然
状
態
」

の
展
開
に
お
い
て
、
労
働
に
。
よ
る
私
的
所
有
の
原
理
か
ら
、
貨
幣
を
媒

介
と
し
て
土
地
私
有
の
不
平
等
の
生
成
・
展
開
を
し
め
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
結
果
と
し
て
の
土
地
私
有
の
主
体
こ
そ
「
土
地
保
有
者
」
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

た
の
で
あ
る
。
　
ロ
ヅ
ク
は
『
統
治
論
』
で
土
地
私
有
の
主
体
（
独
立
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二
　
（
五
〇
八
）

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

生
産
者
）
を
「
自
然
状
態
」
の
展
開
の
基
礎
に
設
定
し
え
て
い
た
が
ゆ

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

え
に
、
　
「
利
子
論
部
分
」
に
お
い
て
「
土
地
保
有
者
」
を
「
第
一
の
生

産
老
」
と
し
て
↓
酢
小
齢
浄
小
基
路
い
か
わ
か
ひ
ど
か
小
卦
わ
の
で
あ

る
。

　
以
上
の
展
開
の
上
に
た
っ
て
、
ロ
ッ
ク
は
一
国
経
済
の
内
的
構
造
を
、

農
業
生
産
が
基
軸
と
な
り
、
貨
幣
が
、
「
土
地
保
有
者
」
「
労
働
者
」
、

「
仲
介
人
」
と
い
う
「
三
種
の
人
々
」
が
「
産
業
の
車
輸
を
動
か
す
」

（
二
一
ぺ
ー
ジ
）
さ
い
の
媒
介
老
と
な
る
よ
う
な
構
造
と
し
て
把
握
し
た

　
　
（
２
）

の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は
富
の
究
極
的
源
泉
を
農
業
生
産
を
中
心
と
す
る

生
産
世
界
に
も
と
め
、
貨
幣
の
本
質
的
機
能
を
流
通
手
段
に
み
い
だ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
と
に
よ
り
、
貨
幣
を
富
の
分
配
の
手
段
と
し
て
把
握
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
、
生
産
力
的
観
点
か
ら
の
富
把
握
と
も
い
う

べ
き
こ
う
し
た
ロ
ツ
ク
の
把
握
を
さ
ら
に
検
討
す
る
と
き
、
次
の
よ
う

な
点
に
注
目
し
な
げ
れ
ば
な
ら
た
い
。

　
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
『
統
治
論
』
の
考
察
に
お
い
て
、
ロ
ッ
ク
の
労

働
が
使
用
価
値
を
っ
く
る
具
体
的
・
有
用
的
労
働
で
あ
り
、
そ
れ
は
直

接
的
に
は
価
値
Ｈ
交
換
価
値
を
つ
く
る
労
働
で
は
な
く
、
価
値
Ｈ
交
換

価
値
を
問
接
的
に
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
◎
し



た
が
っ
て
、
　
「
第
一
の
生
産
者
」
の
「
勤
勉
な
」
労
働
も
、
そ
の
も
の

と
し
て
は
具
体
的
・
有
用
的
労
働
で
あ
り
、
そ
の
成
果
と
し
て
の
生
産

物
も
使
用
価
値
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
ロ
ッ
ク
が
生
産
力
的
に
把
握

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

す
る
と
き
の
富
と
は
、
質
料
的
富
１
１
使
用
価
値
で
あ
り
、
国
富
の
増
大

は
か
れ
に
と
っ
て
は
質
料
的
富
の
増
大
を
い
み
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
次
に
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
杜
会
的
富
１
１
交
換
価
値
、
さ
ら
に
－

質
料
的
富
と
杜
会
的
富
の
関
連
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
の
検
討
を
「
利
子
論
部
分
」
で
の
ロ
ッ
ク
の
貨
幣

規
定
を
み
る
こ
と
か
ら
じ
め
よ
う
。
　
ロ
ッ
ク
は
い
う
。
　
　
「
人
類
は

金
や
銀
に
、
そ
れ
ら
の
耐
久
性
、
稀
少
性
、
偽
造
さ
れ
に
く
い
と
い
う

理
由
か
ら
、
想
像
的
価
値
（
－
昌
晶
－
量
ｑ
く
巴
毒
）
を
あ
た
え
た
。

そ
こ
で
人
類
は
貨
幣
を
、
　
一
般
的
同
意
（
。
・
竃
撃
巴
８
易
彗
け
）
に
よ

り
、
人
々
が
そ
れ
と
交
換
に
そ
れ
に
奪
し
い
価
値
物
を
確
実
に
手
に
入

れ
る
こ
と
の
で
き
る
共
通
の
担
保
（
８
昌
旨
旨
ｏ
Ｈ
ｏ
尉
¢
）
、
さ
ら
に
は

こ
れ
ら
の
金
属
の
あ
る
量
と
引
き
か
え
に
人
々
の
手
離
す
物
に
対
す
る

共
通
の
担
保
と
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
み
る
と
、
共
通
の
交

換
物
で
あ
る
と
さ
れ
た
そ
の
金
属
の
た
か
に
存
在
す
る
と
み
ら
れ
る
内

在
的
価
値
（
９
巨
易
一
〇
く
巴
毒
）
ぱ
、
人
々
が
与
え
た
り
受
取
る
金

属
の
数
量
い
が
い
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
た
る
だ
ろ

　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
経
済
理
論
と
そ
の
体
系
性
下
（
稲
村
）

う
。
と
い
う
の
は
、
金
属
は
人
が
必
需
品
や
欲
求
物
を
手
に
入
れ
る
担

保
の
ほ
か
に
、
貨
幣
と
し
て
な
ん
の
役
に
ー
も
立
た
ず
、
そ
の
量
の
み
に

よ
っ
て
我
々
の
必
需
品
や
欲
求
物
を
手
に
入
れ
る
の
だ
か
ら
、
商
業
で

用
い
ら
れ
る
金
銀
の
内
在
的
価
値
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
量
に
１
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
る
」
（
二
一
ぺ
ー
ジ
）
。
要
す
る
に
１
、
　
ロ
ッ
ク
の
ぼ
あ
い
、

貨
幣
は
流
通
世
界
に
お
い
て
、
　
「
人
問
の
一
般
的
同
意
」
に
よ
り
生
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

す
る
「
共
通
の
担
保
」
、
「
共
通
の
交
換
物
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
一
般

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

的
等
価
彩
態
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
貨

幣
価
値
の
質
的
規
定
を
こ
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
ぎ
り
で
、
ロ
ヅ
ク
は

貨
幣
価
値
の
量
的
規
定
に
か
ん
し
て
は
、
貨
幣
と
し
て
の
金
銀
の
内
在

的
価
値
は
、
そ
の
量
と
し
て
の
み
意
味
を
も
つ
と
し
、
貨
幣
価
値
量
Ｈ

金
銀
の
量
と
し
て
把
握
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ロ
ツ
ク
の
貨
幣
規

定
を
み
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
か
れ
が
『
利
子
論
草
稿
』
で
し
め
し

て
い
た
貨
幣
数
量
説
的
視
点
が
よ
り
整
理
さ
れ
明
確
化
さ
れ
て
き
て
い

る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ロ
ヅ
ク
は
、
こ
の
よ
う
た
貨
幣
規

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

定
に
立
ち
な
が
ら
、
貨
幣
の
本
質
的
機
能
を
な
に
よ
り
、
流
通
手
段
と

し
て
把
握
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ロ
ッ
ク
は
、
さ
ら
に
貨
幣
の
必
要
性
を
間
題
に
し
て
次
の

よ
う
に
い
う
。
　
　
　
一
商
品
を
生
産
す
る
土
地
保
有
者
と
こ
れ
を
消
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
　
（
五
〇
九
）



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

す
る
最
終
購
入
者
と
は
、
商
業
に
お
け
る
両
極
で
あ
る
。
土
地
保
有
者

の
手
に
す
る
ど
の
商
品
が
下
落
し
て
も
、
仲
介
の
ブ
ロ
ー
ヵ
ー
や
買
占

人
が
術
を
ろ
う
し
て
白
分
の
利
益
の
た
め
に
価
格
を
維
持
す
る
か
ら
、

最
終
消
費
者
に
は
下
落
と
は
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
消
費
者
が
貨
幣

不
足
に
お
ち
い
る
か
、
欲
望
を
あ
ま
り
お
こ
さ
な
け
れ
ぼ
い
つ
で
も
、

そ
し
て
両
者
の
問
に
そ
れ
を
っ
り
あ
げ
て
お
く
こ
と
を
利
益
と
す
る
人

が
い
た
い
と
価
格
は
下
が
り
、
そ
の
影
響
は
た
だ
ち
に
第
一
の
生
産
者

に
お
よ
ぶ
の
で
あ
る
」
（
三
六
ぺ
ー
ジ
）
。
　
要
す
る
に
こ
こ
で
、
ロ
ッ
ク

は
貨
幣
の
不
足
が
か
な
ら
ず
第
一
の
生
産
者
と
し
て
の
「
土
地
保
有

者
」
に
損
失
を
も
た
ら
し
、
し
た
が
っ
て
産
業
そ
の
も
の
の
停
滞
を
も

た
ら
す
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
、
こ

う
し
た
主
張
を
と
お
し
て
、
産
業
の
運
営
に
と
っ
て
必
然
的
に
一
定
の

貨
幣
量
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
　
「
土
地
保
有
者
」
、
「
労
働
者
」
、
「
伸
介

人
」
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
最
低
必
要
貨
幣
量
を
提
示
し
た
。
そ
こ

で
、
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
必
要
貨
幣
量
が
い
か
に
し
て
獲
得
さ
れ

る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
今
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
、
ロ

ヅ
ク
に
あ
っ
て
は
貨
幣
価
値
が
労
働
に
よ
っ
て
直
接
的
に
は
規
定
さ
れ

て
お
ら
ず
、
貨
幣
価
値
そ
の
も
の
は
流
通
世
界
に
お
け
る
「
人
々
の
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四
　
（
五
一
〇
）

意
」
に
よ
っ
て
生
成
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

き
た
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ヅ
ク
に
あ
っ
て
は
、
貨
幣
は
生
産
世
界
か
ら
内
的
・

必
然
的
に
生
成
す
る
も
の
と
し
て
は
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
と

す
れ
ば
ロ
ッ
は
、
貨
幣
の
生
成
・
獲
得
の
間
題
を
流
通
世
界
次
元
で
解

決
し
な
げ
れ
は
な
ら
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
　
「
土

地
保
有
者
の
真
の
利
益
は
、
彼
の
穀
物
や
肉
や
羊
毛
が
よ
く
売
れ
、
高

値
を
よ
ぶ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
土
地
の
所
有
者
に
利
益
を

あ
た
え
、
土
地
と
と
も
に
つ
づ
い
て
ゆ
く
利
潤
で
あ
る
。
…
…
そ
し
て

こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
富
を
増
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
ヘ
よ
り
多
く
の

貨
幣
を
ひ
き
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
」
（
三

一
ぺ
－
ジ
）
。
す
な
わ
ち
ロ
ヅ
ク
に
お
い
て
は
、
必
要
貨
幣
量
の
獲
得
を

世
界
市
場
で
の
貿
易
差
額
に
も
と
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
貨

幣
を
も
っ
て
一
国
経
済
の
中
核
で
あ
る
「
第
一
の
生
産
者
」
は
そ
の
生

産
し
た
生
産
物
（
１
１
質
料
堕
。
囲
）
を
、
市
場
に
お
い
て
杜
会
的
富
に
転
化

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
か
れ
の
場
合
、
杜
会
的
富

（
１
１
交
換
価
値
）
は
貨
幣
－
金
銀
量
と
し
て
玩
わ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
鄭

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

幣
は
杜
会
的
富
の
現
象
形
態
を
な
す
の
で
あ
る
。
ロ
ヅ
ク
は
い
う
。

「
金
や
銀
は
ご
く
わ
ず
か
の
人
に
し
か
役
立
た
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ

ら
は
あ
ら
ゆ
る
生
活
の
便
宜
品
を
支
配
す
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
豊
富
さ



が
、
す
な
わ
ち
富
で
あ
る
」
（
七
ぺ
ー
ジ
）
。
　
す
な
わ
ち
ロ
ッ
ク
の
場

合
、
貨
幣
金
銀
が
杜
会
的
宙
（
Ｈ
交
換
価
値
）
の
理
象
形
態
を
と
る
と
し

て
も
、
富
１
－
金
・
銀
と
い
う
重
金
主
義
的
見
解
は
否
定
さ
れ
て
お
り
、

貨
幣
が
杜
会
的
富
の
現
象
形
態
た
り
う
る
の
も
、
た
だ
貨
幣
が
流
通
手

段
を
そ
の
本
来
的
機
能
と
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
　
要
す
る

に
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
杜
会
的
富
は
生
産
を
基
礎
と
し
、
し
た
が

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

っ
て
そ
の
増
大
は
生
産
力
の
上
昇
を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
生
産

力
の
上
昇
は
直
接
的
に
杜
会
的
富
の
増
大
を
規
制
せ
ず
、
そ
れ
は
直
接

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

的
に
は
質
料
的
富
（
１
１
使
用
価
値
）
の
増
大
を
規
制
し
、
そ
れ
を
通
し
て

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

流
通
世
界
で
生
成
す
る
杜
会
的
富
（
Ｈ
交
換
価
値
）
の
増
大
を
問
接
的
に

規
制
す
る
の
で
あ
る
。
　
富
の
質
料
的
富
と
杜
会
的
富
へ
の
分
離
の
上

に
、
生
産
力
の
上
昇
↓
質
料
的
富
の
増
大
↓
杜
会
的
富
の
瑚
大
と
し
て
、

こ
の
関
連
を
生
産
世
界
と
流
通
世
界
の
重
層
構
造
の
中
に
と
ら
え
る
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

に
こ
そ
ロ
ッ
ク
の
富
規
定
の
独
白
性
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
今
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
一
国
内
の
経
済

構
造
を
問
題
に
し
て
、
そ
れ
を
基
本
的
に
は
、
中
核
と
し
て
の
「
第
一

の
生
産
老
」
Ｈ
「
土
地
保
有
者
」
の
生
産
が
問
接
的
に
富
（
社
会
的
富
）
Ｈ

貨
幣
の
増
大
を
規
制
す
る
構
造
（
生
産
世
界
が
流
通
世
界
を
問
接
的
に
規
制

す
る
構
造
）
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
次
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ロ
ッ

　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
経
済
理
論
と
そ
の
体
系
性
下
（
稲
村
）

ク
が
世
界
市
場
に
お
け
る
貨
幣
の
問
題
と
の
関
連
で
、
一
国
の
経
済
構

造
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
を
見
る
こ
と
に
Ｌ
よ
う
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

　
租
漱
茂
「
ジ
ヨ
ン
・
ロ
ッ
ク
に
よ
る
経
済
の
構
造
的
把
握
」
（
『
一

橋
論
叢
」
第
三
五
巻
・
第
二
号
）
参
照
。

　
こ
の
点
は
、
ロ
ッ
ク
が
一
国
経
済
の
内
的
構
造
を
実
貫
的
に
止
産

賞
本
循
環
の
方
向
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
二
小
す

も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
な
お
枢
淑
茂
氏
は
こ
の
点

を
「
ケ
ネ
ｉ
の
経
済
表
の
先
駆
」
と
い
う
点
か
ら
評
価
さ
れ
て
い

る
。
（
前
提
書
、
三
四
ぺ
ー
ジ
）

　
羽
鳥
卓
也
氏
は
、
ロ
ッ
ク
の
宿
机
定
の
「
併
存
」
を
主
張
さ
れ
る

（
ロ
ッ
ク
の
経
済
理
論
の
構
成
」
『
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
論
』
御
茶
の

水
書
房
、
一
九
五
五
年
所
収
、
二
一
二
～
二
二
四
ぺ
ー
ジ
）
。
し
か
し

問
題
は
、
ロ
ッ
ク
の
富
姐
定
の
重
層
的
構
造
把
握
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。　

　
　
　
；

　
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
　
ロ
ヅ
ク
に
お
い
て
は
、
富
ｎ
金
・
銀
と

す
る
視
点
は
止
揚
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
が
、
ロ

ヅ
ク
は
こ
の
点
を
貿
場
差
額
と
の
関
連
で
次
の
よ
う
に
の
べ
る
。

「
ス
ペ
イ
ソ
で
は
貨
幣
を
輸
出
す
る
と
死
刑
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
か
れ
ら
は
世
界
に
金
銀
を
供
給
し
て
い
る
の
に
、
自
分
達
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
　
（
五
一
一
）
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は
ど
こ
よ
り
も
少
な
く
し
か
そ
れ
を
も
っ
て
い
な
い
。
か
れ
ら
が
金
銀

を
保
持
し
よ
う
と
し
て
ど
ん
な
に
人
為
的
、
強
制
的
に
努
め
て
も
、
交

易
は
そ
れ
を
あ
の
怠
惰
で
貧
困
た
国
民
か
ら
奪
い
さ
っ
て
ゆ
く
。
金
銀

は
厳
し
い
法
律
に
背
い
て
交
易
に
従
う
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
外
国
の

商
品
を
必
要
と
し
て
い
る
た
め
に
、
金
銀
は
白
昼
公
然
と
運
び
さ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
自
然
は
世
界
の
数
ケ
所
に
鉱
山
を
あ
た
え
た
。
し
か
し

富
は
勤
勉
で
質
素
た
人
々
の
も
の
で
あ
る
。
金
銀
は
だ
れ
の
と
こ
ろ
に

廻
っ
て
こ
よ
う
と
も
、
た
だ
勤
勉
で
慎
し
み
ぶ
か
い
人
の
所
に
の
み
止

ま
っ
て
い
る
。
費
用
を
か
け
て
外
国
の
虚
栄
的
な
著
修
品
を
お
い
ま
わ

さ
ず
、
国
産
の
目
常
品
に
満
足
す
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
美
徳

と
慎
し
み
ぶ
か
い
生
活
態
度
と
が
、
も
し
ふ
た
た
び
わ
れ
わ
れ
の
問
で

広
く
お
こ
な
わ
れ
奨
励
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ら
、
た
だ
そ
の
こ
と
の

み
が
、
利
子
や
貨
幣
や
貴
金
属
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
論
争
以
上
に
、

わ
れ
わ
れ
の
富
を
保
ち
増
加
せ
し
め
、
わ
れ
わ
れ
の
土
地
を
豊
か
に
す

る
の
に
は
る
か
に
役
立
っ
で
あ
ろ
う
」
（
三
五
ぺ
ー
ジ
）
。
す
た
わ
ち
ロ

ッ
ク
は
、
金
銀
の
鉱
山
を
も
つ
こ
と
が
国
富
の
増
大
を
い
み
す
る
も
の

で
は
な
く
、
交
易
に
お
け
る
貿
場
差
額
を
と
お
し
て
の
貨
幣
（
Ｈ
金
銀
）

の
獲
得
こ
そ
が
国
富
の
増
大
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
彼
は
こ
う
し
た
貿
場
差
額
に
よ
る
貨
幣
Ｈ
金
銀
の
獲
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六
　
（
五
一
二
）

を
問
題
に
し
て
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
の
べ
る
。
　
　
「
富
は
多
く
の
金

銀
を
も
つ
こ
と
に
あ
る
の
で
は
た
く
、
世
界
の
他
の
国
々
、
ま
た
は
隣

国
に
比
し
て
よ
り
多
く
も
つ
こ
と
に
ー
あ
る
」
（
七
ぺ
ー
ジ
）
。
つ
ま
り
ロ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ク
は
、
貨
幣
１
１
金
銀
の
相
対
的
豊
富
さ
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
で
は
、
な
笹
ロ
ヅ
ク
は
貨
幣
１
１
金
銀
の
相
対
的
豊
富
さ
を
間
題
に

し
た
の
か
。
そ
れ
は
ロ
ッ
ク
が
、
貿
場
差
額
に
よ
る
貨
幣
１
１
金
銀
の

獲
得
の
基
礎
を
外
国
貿
易
に
お
け
る
各
国
相
互
間
の
価
格
の
均
衡
、
貨

幣
価
格
の
均
衡
に
お
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
い
う
。

「
世
界
と
の
通
商
に
門
戸
を
開
き
、
諸
国
と
同
じ
物
資
で
で
き
て
い
る

貨
幣
を
使
用
し
て
い
る
国
で
は
、
そ
の
貨
幣
の
任
意
の
数
量
が
任
意
量

の
交
易
を
動
か
す
の
で
は
な
く
、
貨
幣
と
交
易
と
の
問
に
は
一
定
の
比

率
が
存
在
し
な
げ
れ
ば
な
ら
た
い
。
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
損
を
す
る
こ
と
な
く
交
易
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
あ
な
た
が

た
の
国
に
あ
る
商
品
は
他
の
国
に
あ
る
同
種
の
商
品
が
も
っ
て
い
る
価

格
に
同
じ
か
、
少
く
と
も
近
似
的
な
も
の
に
維
持
し
な
け
れ
ば
た
ら
な

い
。
も
し
も
貨
幣
が
他
国
に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
い
な
ら
ぱ
、

そ
の
価
格
を
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
貨
幣
の

豊
富
さ
、
し
た
が
っ
て
貨
幣
の
低
い
価
値
が
他
国
で
商
品
に
も
た
ら
す

価
格
で
、
そ
の
商
品
（
人
手
の
移
動
に
さ
い
し
て
）
に
支
払
う
だ
け
の
貨



幣
が
、
そ
の
因
に
は
な
い
か
ら
、
あ
な
た
の
商
品
は
非
常
に
安
く
売

ら
れ
ね
ぼ
た
ら
な
い
か
、
さ
も
な
く
ぱ
大
部
分
の
交
屠
は
休
止
し
た
け

れ
ぼ
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
的
な
貨
幣
の
価
値
は
世

界
の
全
産
業
に
比
し
て
の
世
界
の
全
貨
幣
の
数
量
な
の
で
あ
る
」
（
二
四

ぺ
ー
ジ
）
。
こ
う
し
た
ロ
ッ
ク
の
主
張
を
ふ
ま
え
て
、
世
界
市
場
に
お
け

る
貨
幣
に
か
ん
す
る
ロ
ッ
ク
の
見
解
を
全
体
的
に
み
る
と
、
そ
れ
は
、

世
異
貨
幣
の
具
体
的
諸
機
能
の
う
ち
支
払
手
段
、
蓄
蔵
貨
幣
の
機
能
を

と
く
に
重
視
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
ロ
ッ
ク
の
こ
う
し
た
世

界
貨
幣
把
握
は
、
国
内
経
済
の
構
造
の
考
察
に
さ
い
し
て
か
れ
が
貨
幣

の
本
質
的
機
能
を
流
通
手
段
と
し
て
把
握
し
て
い
た
こ
と
と
密
接
に
。
関

連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
の

貨
幣
把
握
は
、
実
質
的
に
流
通
手
段
↓
世
界
貨
幣
と
い
う
機
能
を
一
本

の
線
と
し
て
貫
ぬ
か
せ
、
そ
の
上
に
富
１
１
杜
会
的
富
の
現
象
形
態
と
し

て
の
規
定
を
付
加
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
は
今
や
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
全
体
と
し
て
集
約
し
、
ロ

ッ
ク
経
済
理
論
の
基
本
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
段
階
に
き
た
。
ロ
ッ

ク
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
　
「
交
易
は
富
の
生
産
の
た
め
に
必
要
で

あ
り
、
貨
幣
は
交
易
の
進
行
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
」
（
七
ぺ
ー
ジ
）
。

こ
こ
で
「
交
易
」
と
い
う
言
葉
に
は
生
産
か
ら
貿
易
ま
で
が
含
め
ら
れ

　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
経
済
理
論
と
そ
の
体
系
性
下
（
稲
村
）

て
い
る
。
そ
し
て
ロ
ッ
ク
は
「
交
易
」
の
中
心
を
「
第
一
の
生
産
者
」

に
よ
る
農
業
生
産
と
し
て
把
撞
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
に
示

さ
れ
た
ロ
ッ
ク
の
規
定
を
再
構
成
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
構
造
と
し

て
示
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
ロ
ッ
ク
は
、
な
に
ょ
り
も
ま
ず
一
国

の
経
済
構
造
の
中
核
で
あ
る
「
第
一
の
生
産
者
」
Ｈ
土
地
保
有
者
の
生

産
を
問
題
に
し
、
貨
幣
に
媒
介
さ
れ
た
、
農
業
生
産
を
中
心
と
し
て
の

再
生
産
過
程
の
中
に
国
富
Ｈ
質
料
的
富
の
増
大
の
基
礎
を
み
い
だ
す
。

し
か
し
、
そ
の
生
産
物
そ
の
も
の
は
単
に
使
用
怖
値
１
１
質
料
的
富
に
す

ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ロ
ヅ
ク
に
お
い
て
は
、
労
働
は
価
値
”
交
換
価
値

を
直
接
的
に
規
定
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
交
換
価
値
は
流
通
世
界
に
お
い

て
生
成
す
る
も
の
と
し
て
生
産
世
界
に
た
い
し
て
一
定
の
相
対
的
自
律

性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
貨
幣
も
ま
た
流
通
世
界
に
お

い
て
生
成
す
る
も
の
と
し
て
、
生
産
世
界
か
ら
の
直
接
的
規
制
を
う
け

ず
生
産
世
界
に
と
っ
て
外
的
な
形
で
生
成
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

貨
幣
の
媒
介
に
よ
っ
て
の
み
質
料
的
富
の
増
大
も
可
能
な
の
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
質
料
的
富
Ｈ
使
用
価
値
が
貨
幣
と
交
換
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
自
己
を
杜
会
的
當
（
Ｈ
交
換
価
値
）
に
転
化
す
る
こ
と
を
い

み
す
る
。
ま
た
、
又
そ
の
か
ぎ
り
で
貨
幣
は
杜
会
的
富
と
し
て
現
わ
れ

る
こ
と
に
た
る
。
か
く
て
、
こ
こ
に
交
易
ｎ
貿
易
を
通
し
て
貨
幣
の
獲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
　
（
五
二
二
）



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

得
が
間
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
獲
得
さ
れ
た
貨
幣

は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
（
金
銀
と
し
て
は
）
富
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

生
産
世
界
か
ら
の
質
料
的
富
１
－
使
用
価
値
と
交
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
杜
会
的
富
ｕ
交
換
価
値
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
ロ
ッ
ク
の
経
済
理
論
は
、
生
産
世
界
で
の
使
用
価
値
の
生

産
、
流
通
世
界
で
の
交
換
価
値
の
生
成
と
い
う
形
で
使
用
価
値
と
交
換

価
値
が
分
裂
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
富
も
ま
た
質
料
的
富

と
杜
会
的
富
に
分
離
さ
れ
、
し
か
も
常
に
生
産
世
界
が
流
通
世
界
の
基

礎
に
あ
る
も
の
と
し
て
問
接
的
に
で
は
あ
れ
規
制
し
て
い
る
と
い
う
構

造
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
と
も
た

っ
て
、
ロ
ッ
ク
は
貨
幣
の
機
能
に
か
ん
し
て
は
、
流
通
手
段
と
し
て
の

機
能
を
本
質
的
機
能
と
し
な
が
ら
、
世
界
貨
幣
の
具
体
的
諾
機
能
の
う

ち
手
払
手
段
、
蓄
積
貨
幣
の
機
能
を
と
く
に
重
視
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
展
開
を
可
能
に
し
た
の
が
問
接
的
規
制
の
論
理

で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
た
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
が
、
そ
う
し

た
展
開
は
ま
た
、
　
『
利
子
論
草
稿
』
に
お
け
る
二
つ
の
経
済
理
論
が
こ

こ
に
統
一
的
体
系
性
を
な
す
も
の
と
し
て
止
揚
さ
れ
、
内
容
上
も
発
展

的
に
再
構
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
、
以
上
の
よ
う
な
ロ
ッ
ク
経
済
理
論
の
過
渡
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八
　
（
五
一
四
）

性
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
こ
の
問
接
的
規
制
の
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

理
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
た
ロ
ヅ
ク
の
理
論
が
、
全
体
と
し
て
過
渡
期
性

、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
示
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
古
典
派
的
側
面
と
重
商
主
義

的
側
面
が
、
併
存
す
る
と
か
、
後
者
の
中
に
前
老
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る

と
か
い
っ
た
関
係
で
は
な
く
、
互
い
に
他
を
不
可
欠
の
要
因
と
し
つ
つ

も
、
前
者
の
側
面
（
生
産
世
界
と
し
て
の
）
が
後
者
の
側
面
（
流
通
世
界
と

し
て
の
）
を
問
接
的
に
規
制
す
る
と
い
っ
た
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

Ｖ
　
若
干
の
結
論

　
わ
れ
わ
れ
は
、
ロ
ヅ
ク
の
『
利
子
論
草
稿
』
　
　
『
統
治
論
』
　
　
『
利

子
・
貨
幣
論
』
Ｈ
「
利
子
論
部
分
」
と
い
う
三
論
文
を
考
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ロ
ッ
ク
経
済
理
論
が
ラ
セ
ン
的
展
開
の
な
か
で
独
白
の
統
一

的
体
系
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
最

後
に
第
一
章
で
の
問
題
設
定
に
そ
っ
て
若
干
の
結
論
を
し
め
し
、
こ
の

小
論
を
終
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
第
一
に
、
ロ
ヅ
ク
の
経
済
理
論
は
、
ニ
ハ
六
八
－
七
四
年
に
書
か
れ

た
『
利
子
論
草
稿
』
で
の
ロ
ッ
ク
的
現
実
の
経
済
杜
会
へ
の
帰
納
的
分

析
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
た
二
っ
の
基
軸
（
貨
幣
基
軸
と
労
働
基
軸
）
の
併

存
。
お
よ
び
、
そ
れ
に
と
も
な
う
経
済
理
論
の
二
面
性
が
、
一
六
九
〇



　
　
　
　
　
年
制
　
　
　
　
　
年
に
出
版
さ
れ
た
『
統
治
論
』
に
お
い

　
　
　
　
　
９
０
治

　
　
　
　
　
１
６
統
　
　
　
　
　
　
て
白
然
法
思
想
を
基
礎
と
し
た
、
労
働

＼
、
／
打
パ
ギ
汽
篶

　
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』

撫
　
　
蕪
拷
揚
構
造
一
、
骨
格
的
論
理
一
の
形

著
、
、
　
篶
成
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
一
て
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
６
利

　
麻
　
　
　
　
　
　
　
『
　
六
九
二
年
に
出
版
さ
れ
た
『
利
子
・
貨

幣
論
』
１
１
「
利
子
論
部
分
」
で
は
発
展
的
に
止
揚
さ
れ
、
こ
う
し
て
独
白

な
統
一
的
体
系
性
を
も
っ
た
経
済
理
論
と
し
て
生
成
し
た
。

　
第
二
に
、
ロ
ヅ
ク
経
済
理
論
は
、
労
働
に
よ
る
私
的
所
有
を
原
理
と

し
た
生
産
世
界
の
流
通
世
界
へ
の
問
接
的
規
制
構
造
（
重
層
構
造
）
を
骨

格
的
論
理
構
造
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
統

一
的
体
系
性
を
有
し
て
い
る
。

　
第
三
に
、
こ
う
し
た
生
産
世
界
に
よ
る
流
通
世
界
の
間
接
的
規
制
を

骨
格
と
し
て
統
一
的
体
系
性
に
お
い
て
し
め
さ
れ
た
ロ
ツ
ク
の
経
済
理

論
が
全
体
と
し
て
過
渡
的
性
格
を
し
め
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
重
商
主

義
的
側
面
と
古
典
派
的
側
面
の
併
存
、
も
し
く
は
前
者
に
お
け
る
後
者

の
萌
芽
の
存
在
と
い
っ
た
観
点
か
ら
ロ
ツ
ク
経
済
理
論
の
過
渡
的
性
格

を
問
題
に
す
る
の
は
誤
ま
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
ジ
ヨ
ン
．
ロ
ッ
ク
の
経
済
理
論
と
そ
の
体
系
性
下
（
稲
村
）

一
五
九
　
（
五
一
五
）




