
新
古
典
派
成
長
論
の
政
策
的
含
意

置
　
塩

信

雄

　
ケ
イ
ソ
ズ
の
「
一
般
理
論
」
の
出
現
以
来
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
経
済
学
は
い
ち
じ
る
し
く
そ
の
影
響
を
う
け
た
。
資
本
家
を
自
由
放
任

す
れ
ば
、
　
「
見
え
ざ
る
手
」
に
ょ
っ
て
生
産
物
需
給
一
致
、
完
全
展
用
の
状
態
が
お
の
ず
か
ら
成
立
す
る
と
い
う
確
信
は
崩
壊
し
た
。

そ
の
緒
果
、
完
全
雇
用
を
は
じ
め
か
ら
前
提
し
て
か
か
る
よ
う
な
理
論
は
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
経
済
学
者
か
ら
も
時
代
遅
れ
な
も
の
と
し
て

醐
笑
さ
れ
る
よ
う
な
風
潮
を
生
じ
た
。
そ
し
て
、
ケ
ィ
ソ
ズ
の
方
向
に
そ
っ
て
、
資
本
家
の
新
投
資
需
要
や
政
府
支
出
の
水
準
が
い

か
に
雇
用
量
に
作
用
す
る
か
を
論
じ
る
理
論
が
流
行
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
五
五
年
頃
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
て
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
経
済
学
内
部
に
か
な
り
顕
著
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
　
「
完
全
展
用
」
を
は
じ
め
か
ら
前
提
し
て
資
本
制
に
お
げ
る
蓄
積
径
路
を
論
ず
る
よ
う
な
理
論
が
次
第
に
広
が
り
、
ブ

ル
ジ
ョ
ァ
経
済
学
老
た
ち
の
か
た
り
の
部
分
が
こ
れ
を
奇
異
に
感
じ
な
い
と
い
う
風
潮
が
生
じ
て
き
た
。
ア
メ
リ
ヵ
の
Ｒ
．
ソ
ロ
ー
、

Ｐ
・
サ
ム
ェ
ル
ソ
ソ
た
ど
を
代
表
と
す
る
「
新
古
典
派
成
長
理
論
」
が
そ
の
中
心
で
あ
り
、
ヶ
イ
ソ
ズ
派
と
自
称
す
る
Ｎ
．
カ
ル
ド

ア
（
オ
・
冒
豪
Ｈ
）
の
理
論
等
も
そ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
経
済
学
内
部
に
お
げ
る
変
化
は
、
た
に
に
ー
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
戦
後
に
お
げ

　
　
　
新
古
典
派
成
長
論
の
政
策
的
含
意
（
置
塩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
（
二
七
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
二
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
（
二
七
六
）

る
杜
会
主
義
世
界
体
制
の
出
現
、
植
民
地
体
制
の
危
機
と
民
族
独
立
闘
争
の
画
期
的
前
進
に
た
い
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
経
済
学
の
対
応

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
杜
会
主
義
は
、
帝
国
主
義
の
封
鎖
を
破
っ
て
、
ア
ジ
ァ
、
ヨ
ー
盾
ツ
バ
、
ラ
テ
ソ
ァ
メ
リ
ヵ
に
拡
大
し
、
そ

の
建
設
の
速
度
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
こ
と
に
、
ア
ジ
ァ
に
お
い
て
、
半
封
建
制
の
く
び
き
を
打
破
っ
て
杜
会
主
義
建
設
の

途
を
切
り
ひ
ら
い
た
中
国
革
命
は
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ラ
テ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
地
域
の
民
族
独
立
闘
争
に
い
ち
じ
る
し
い
影
響
を

与
え
、
こ
れ
ら
の
闘
争
と
杜
会
主
義
へ
の
た
た
か
い
の
結
合
を
促
進
し
た
。
こ
の
帝
国
主
義
の
基
礎
を
ゆ
す
ぶ
る
危
機
に
た
い
し
て
、

ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
階
級
は
こ
れ
ら
の
た
た
か
い
を
資
本
制
の
方
向
へ
そ
ら
せ
る
た
め
に
力
を
つ
く
し
、
そ
の
理
論
的
武
器
の
一
つ
と
し
て
、

「
成
長
論
」
が
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
資
本
制
の
も
と
に
お
い
て
、
完
全
雇
用
を
保
証
し
っ
っ
、
高
率
の
成
長
を

均
衡
的
に
お
こ
な
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
「
証
明
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
第
二
の
理
由
は
、
戦
後
資
本
主
義
の
蓄
積
過
程
に
お
い
て
、
日
本
、
西
ド
イ
ツ
等
が
い
ち
じ
る
し
く
高
い
資
本
蓄
積
率
を
示

し
、
一
部
の
国
で
は
あ
る
種
別
の
労
働
力
の
需
給
が
緊
迫
す
る
と
い
う
状
態
を
生
じ
た
こ
と
に
幻
惑
さ
れ
て
、
資
本
制
に
お
げ
る
失

業
の
問
題
は
い
ま
や
解
決
さ
れ
存
在
し
な
い
と
み
な
し
た
点
に
あ
る
。
戦
後
の
一
定
時
期
に
お
げ
る
蓄
積
過
程
の
特
殊
性
を
追
求
し
、

そ
れ
が
永
続
可
能
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
手
順
を
踏
む
こ
と
た
し
に
、
い
き
な
り
そ
こ
か
ら
資
本
制
に
関
す
る
一
般
的
モ
デ
ル

や
理
論
を
引
き
出
す
と
い
う
の
は
極
め
て
非
科
学
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
本
稿
の
目
的
は
ｏ
ｏ
新
古
典
派
成
長
論
の
骨
子
を
数
学
を
用
い
ず
に
で
き
る
だ
げ
簡
潔
に
示
す
こ
と
、
働
新
古
典
派
成
長
論
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
、
政
策
的
含
意
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
新
古
典
派
成
長
論
の
理
論
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
新

古
典
派
成
長
論
批
判
」
（
「
経
済
評
論
」
昭
和
四
十
年
四
月
）
お
よ
び
、
「
新
古
典
派
成
長
論
の
検
討
」
（
「
国
民
経
済
雑
誌
」
昭
和
四
十
九
年

二
月
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。



　
　
　
　
　
一
、
新
古
典
派
成
長
論
の
骨
子

　
資
本
主
義
杜
会
に
お
い
て
、
均
衡
成
長
が
可
能
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
均
衡
成
長
が
安
定
的
で
あ
る
こ
と
を
「
論
証
」
す
る
こ
と

が
、
こ
の
理
論
の
主
要
な
ね
ら
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
こ
こ
で
「
均
衝
成
長
」
と
い
う
の
は
、
経
済
が
毎
期
、
次
の
四
条
件
を
充
た
し
な
が
ら
進
行
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
の
一
定
の

成
長
率
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
ｏ
労
働
市
場
で
の
需
給
が
一
致
し
、
完
全
雇
用
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
い
商
品
市
場
で
需

給
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
。
↑
資
本
家
の
所
有
す
る
生
産
諾
設
備
は
正
常
に
稼
働
し
、
遊
休
設
備
な
ど
が
な
い
こ
と
。

　
ま
た
、
こ
の
均
衡
成
長
が
史
忠
弥
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
経
済
が
こ
の
均
衡
成
長
か
ら
離
れ
て
い
た
と
し
で
も
、
均
衡
成
長
へ
経

済
を
導
い
て
ゆ
く
諸
力
が
絶
え
ず
働
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
こ
の
理
論
は
、
身
衡
成
長
の
可
能
性
と
安
定
性
を
示
そ
う
と
す
る
ば
か
り
で
た
く
、
そ
こ
に
お
い
て
、
労
働
者
階
級
の
失
業
が
な

い
（
完
全
雇
用
）
だ
け
で
は
た
く
、
実
質
賃
金
率
は
労
働
生
産
性
の
上
昇
率
と
同
一
率
で
上
昇
し
て
ゆ
く
こ
と
を
「
論
証
」
し
よ
う
と

す
る
。

　
こ
の
理
論
が
ど
の
し
う
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
論
証
」
を
行
た
う
か
、
そ
の
骨
子
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
際
、
い
く
っ
か

の
術
語
や
、
若
干
の
数
学
的
方
法
が
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
辞
易
し
て
は
い
け
な
い
。
難
解
か
つ
「
科
学
的
」
に
み
え
る
道
具
立

て
の
裏
面
で
ど
の
よ
う
た
論
理
が
運
ん
で
い
る
か
、
そ
の
科
学
性
、
階
級
性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
把
み
出
す
能
力
を
も
っ
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
０
Ｄ
　
労
働
め
完
全
雇
用
・
資
本
の
正
常
稼
働

　
　
　
新
古
典
派
成
長
論
の
政
策
的
含
意
（
置
塩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
（
二
七
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
二
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
（
二
七
八
）

　
い
ま
、
労
働
市
場
に
お
い
て
労
働
供
給
が
刷
だ
げ
あ
り
、
資
本
が
杜
会
全
体
で
ｍ
だ
け
存
在
し
て
い
る
と
し
よ
う
・
も
し
、
資
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

家
が
採
用
し
て
い
る
生
産
技
術
が
、
資
本
ｍ
に
対
し
て
、
労
働
５
だ
げ
を
必
要
と
す
る
よ
う
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
資
本
の
存

　
　
　
０

在
量
は
ｏ
ｏ
で
あ
る
か
ら
、
労
働
に
対
す
る
需
要
は

　
　
　
２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
切

　
　
　
　
　
　
心
◎
◎
◎
Ｘ
　
　
　
Ｈ
］
１
◎
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
◎
◎

と
な
り
、
労
働
供
給
は
５
０
で
あ
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
　
　
　
　
Ｈ
蜆
◎
Ｉ
Ｈ
◎
◎
ｎ
切
◎

だ
げ
の
失
業
が
生
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
率
　
　
　
　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
失
業
は
次
の
よ
う
な
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
消
滅
す
る
と
主
張
す
る
。
５
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
賃
　
　
　
の
失
業
が
あ
れ
ば
、
労
働
市
場
で
超
過
供
給
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
金
率
は
下
落
す
る
。
賃

Ａ

図－第

金
率
が
下
落
す
る
と
、
資
本
家
に
と
っ
て
は
、
一
定
の
資
本
に
対
し
て
、
よ
り
多
く
の
労
働
を
結

合
さ
せ
る
生
産
技
術
が
、
よ
り
有
利
な
も
の
と
た
る
。
だ
か
ら
、
賃
金
率
が
下
落
す
る
と
、
資
本

家
は
、
よ
り
多
く
労
働
を
結
合
さ
せ
る
生
産
技
術
に
移
っ
て
ゆ
く
結
果
、
労
働
の
需
要
は
増
大
し

て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
労
働
市
場
で
、
労
働
需
給
が
一
致
し
、
失
業
が
消
減
し
、
完
全
雇

用
が
成
立
す
る
ま
で
、
賃
金
率
の
下
落
が
っ
づ
く
。
そ
の
結
果
、
資
本
家
が
採
用
す
る
生
産
技
術

　
　
　
　
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

は
、
資
本
１
０
に
対
し
て
、
労
働
を
７
・
だ
げ
結
合
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
と
な
り
、
資
本
量
が
Ｏ
Ｏ
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

る
か
ら
、
労
働
に
対
す
る
需
要
は
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
．
閉

　
　
　
　
　
　
Ｎ
Ｏ
◎
◎
×
　
　
　
　
　
Ｈ
Ｈ
切
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｈ
◎
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
○

と
な
り
、
労
働
供
給
１
５
と
一
致
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

　
第
一
図
で
い
え
ぼ
、
労
働
の
完
全
雇
用
、
資
本
の
完
全
稼
働
を
保
証
す
る
た
め
の
労
働
と
資
本
の
比
率
Ｂ
（
わ
れ
わ
れ
の
例
で
は
７
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

％
）
を
も
っ
、
生
産
技
術
を
資
本
家
が
採
用
す
る
こ
と
が
有
利
だ
と
判
断
す
る
に
ー
は
、
賃
金
率
は
五
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働

・
賢
本
蛤
率
が
３
よ
り
低
げ
れ
ば
、
失
業
が
生
じ
る
か
ら
、
賃
金
率
は
下
落
し
、
五
に
接
近
す
る
。
ま
た
逆
に
、
労
働
．
資
本
率
が

Ｂ
よ
り
高
げ
れ
ば
、
労
働
市
場
で
は
超
過
需
要
が
生
じ
、
賃
金
率
は
上
昇
し
、
こ
れ
ま
た
五
に
接
近
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
賃

金
率
は
、
ち
よ
う
ど
労
働
の
完
全
雇
用
を
保
証
す
る
水
準
に
お
ち
っ
き
、
生
産
技
術
は
、
労
働
．
資
本
比
率
が
ち
ょ
う
ど
完
全
雇
用

を
保
証
す
る
高
さ
に
た
る
と
主
張
す
る
。

　
　
　
　
＠
商
品
の
完
全
販
売

さ
て
・
上
述
の
よ
う
な
メ
ヵ
一
ズ
ム
が
働
い
た
結
果
、
資
本
ｍ
と
労
働
票
結
合
し
て
、
生
産
を
行
い
純
生
産
物
が
饗
げ
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

さ
れ
た
と
し
よ
う
。
も
し
、
杜
会
全
体
で
消
費
需
要
が
伽
（
ヶ
イ
ソ
ズ
式
に
い
え
ぱ
消
費
性
向
が
６
０
％
）
で
あ
り
、
資
本
家
の
新
投
資
需

要
が
ｍ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
純
生
産
物
に
対
す
る
需
要
総
計
偽
と
書
、
純
生
産
物
の
生
産
額
は
ｍ
で
あ
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
切
◎
◎
－
仁
◎
Ｏ
Ｈ
Ｈ
Ｏ
◎

だ
げ
の
商
品
は
販
売
不
可
能
と
な
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
た
事
態
は
、
次
の
よ
う
な
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
消
減
し
、
商
品
の
完
全
販
売
が
保
証
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。

純
生
産
額
一
国
民
所
得
一
蒜
で
膏
、
消
費
支
出
蒜
で
あ
れ
ば
、
杜
会
全
体
の
貯
蓄
額
銑
差
る
。
と
こ
ろ
が
、
新
投
資
需
要

　
　
　
新
古
典
派
成
長
論
の
政
策
的
含
意
（
置
塩
）
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
（
二
七
九
）



　
　
　
　
立
命
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済
学
（
第
二
十
二
巻
．
第
三
．
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
（
二
八
○
）

が
ｍ
で
あ
れ
ば
、
貯
蓄
の
方
が
新
投
資
よ
り
ｍ
だ
げ
超
過
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
金
融
市
場
に
お
い
て
資
金
の
供
給
が
需

要
を
超
過
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
貯
蓄
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
額
だ
げ
、
杜
債
、
株
券
、
貸
附
、
預
金
な
ど
の
保
有

を
増
加
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
の
に
、
新
投
資
の
た
め
の
杜
債
、
株
式
発
行
や
借
入
増
加
が
こ
れ
に
伴
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

商
品
市
場
で
超
過
供
給
が
あ
る
結
果
、
商
品
の
価
格
は
下
落
し
、
一
般
物
価
水
準
は
低
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
手
元
に
お
い
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
現
金
の
必
要
額
は
減
少
す
る
の
で
、
そ
の
分
だ
げ
、
杜
債
・
株
券
・
貸
附
な
ど
に
対
す
る
需
要
が
ふ
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
金
融
市
場
に
お
い
て
、
資
金
供
給
が
需
要
を
超
過
す
れ
ば
市
場
利
子
率
は
下
落
す
る
。
市
場
利
子
率
は
、
新
投
資
を

行
な
お
う
と
す
る
資
本
家
に
と
っ
て
有
利
な
条
件
と
な
る
。
そ
こ
で
資
本
家
の
新
投
資
需
要
が
増
大
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
商
品
に

対
す
る
需
要
が
増
加
し
、
商
品
の
完
全
販
売
が
保
証
さ
れ
る
と
す
る
。

　
し
か
し
、
新
古
典
派
成
長
論
を
主
張
す
る
人
た
ち
も
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
全
幅
的
な
信
頼
を
お
い
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
。
す

で
に
、
ケ
イ
ソ
ズ
自
身
「
一
般
理
論
」
第
士
二
章
に
お
い
て
、
こ
の
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
の
有
効
性
に
疑
間
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
疑
間

の
要
点
は
、
の
利
子
率
の
下
落
に
限
界
が
あ
る
こ
と
。
ｏ
利
子
率
が
下
落
し
た
と
し
て
も
資
本
家
の
新
投
資
需
要
は
増
大
す
る
と
は

限
ら
ぬ
こ
と
の
二
点
で
あ
っ
た
。

　
新
古
典
派
成
長
論
は
、
こ
の
ケ
ィ
ソ
ズ
の
疑
問
を
考
え
に
入
れ
て
、
上
述
の
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
が
う
ま
く
作
用
し
な
い
場
合
に
は
、
国

家
が
適
切
な
施
策
（
利
子
率
の
引
下
げ
、
課
税
引
下
げ
、
補
給
金
支
給
、
国
家
支
出
の
増
大
等
）
に
よ
っ
て
、
有
効
需
要
の
補
強
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
商
品
に
対
す
る
販
路
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

　
わ
力
わ
れ
の
例
に
戻
る
と
、
こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
く
結
果
、
資
本
家
の
新
投
資
需
要
は
舳
と
な
り
、
消
費
需
要
伽
と
合

し
て
、
純
生
産
物
舳
に
対
し
て
、
総
需
要
は
舳
と
な
り
、
商
品
の
完
全
販
売
が
保
証
さ
れ
る
◎



　
　
　
　
働
資
本
の
蓄
積

　
さ
て
・
Ｌ
述
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
作
用
の
結
果
、
資
本
家
の
行
な
う
新
投
資
需
要
が
舳
と
な
り
、
商
品
の
完
全
販
売
が
保
証
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

と
し
よ
う
。
す
る
と
、
新
投
資
需
要
は
資
本
を
増
加
さ
せ
る
か
ら
、
前
期
に
、
ｏ
ｏ
で
あ
っ
た
資
本
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

　
　
　
　
　
　
ド
◎
ｏ
◎
十
８
◎
１
ー
ド
８
ｏ

と
な
り
・
１
０
劣
の
増
加
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
い
ま
労
歓
除
給
旦
封
心
不
変
で
、
前
期
と
同
工
く
、
捌
で
あ
っ
た
と
し
よ
う
。

　
す
る
と
・
も
し
・
資
本
家
の
採
用
す
る
生
産
技
術
が
前
期
と
同
じ
で
、
労
働
・
資
本
比
率
が
Ｈ
％
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
労
働
に
・

対
す
る
需
要
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
．
蜆

　
　
　
　
　
　
ド
８
◎
×
　
　
“
Ｈ
竃
Ｖ
旨
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｈ
◎
◎

と
た
り
、
労
働
の
需
要
は
、
労
働
の
供
給
を
１
５
だ
け
超
過
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結
果
、
Ｃ
○
で
み
た
よ
う
に
賃
金
率
が
上
昇
を
は

じ
め
、
資
本
家
は
、
よ
り
低
い
労
働
・
資
本
比
率
を
も
つ
生
産
技
術
へ
の
転
換
を
は
か
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
労
働
の
需
給
が

一
致
す
る
ま
で
続
く
。
労
働
需
要
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
◎
◎
Ｈ

　
　
　
　
　
　
ド
Ｎ
◎
◎
×
　
　
　
　
１
１
旨
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｈ
◎
Ｏ

と
た
っ
て
、
労
動
供
給
捌
と
一
致
し
、
労
働
・
資
本
比
率
が
約
舳
％
と
な
っ
て
、
労
働
の
完
全
雇
用
．
資
本
の
完
全
稼
働
が
成
立
す

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
資
本
蓄
積
が
行
な
わ
れ
、
資
本
は
増
加
し
て
ゆ
く
の
に
、
労
働
供
給
が
一
定
で
あ
る
場
合
に
は
、
労
働
．
資
本
比
率
は
、
毎
期
減

　
　
　
新
古
典
派
成
長
論
の
政
策
的
含
意
（
置
塩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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、少
し
て
ゆ
く
。
上
例
で
は
、
前
期
の
“
％
か
ら
約
胴
％
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。

　
ま
た
、
資
本
が
増
加
し
て
ゆ
く
の
に
、
労
動
供
給
が
一
定
で
あ
る
場
合
に
は
、
労
働
者
の
受
取
る
魚
金
奉
は
毎
斯
確
実
に
上
恥
し

て
ゆ
く
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
。

　
で
は
、
資
本
が
増
加
し
て
ゆ
く
の
に
、
労
働
供
給
が
一
定
で
あ
る
場
合
、
資
本
家
の
朴
瀞
率
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
と
考
え

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
み
る
た
め
に
、
ち
ょ
っ
と
、
廻
り
道
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

）４（
純
生
産
物
・
資
本
比
率
（
生
産
技
術
知
識
一
定
の
場
合
）

　
労
動
供
給
が
一
定
で
あ
る
場
合
、
資
本
が
増
加
し
て
ゆ
げ
ば
、
労
働
・
資
本
比
率
は
減
少
す
る
。
生
産
技
術
に
っ
い
て
の
知
齢
汰

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

態
が
一
定
で
あ
る
場
合
に
は
、
労
働
．
資
本
比
率
が
減
少
す
れ
ば
、
一
定
の
資
本
に
対
す
る
純
生
産
物
の
大
き
さ
は
同
じ
く
減
少
す

る
。　

こ
こ
で
生
産
技
術
に
っ
い
て
の
知
識
状
態
が
一
定
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
資
本
家
が
採
用
可
能
な
も
の
と
し
て
知
っ
て
い
る
生
産

技
術
の
集
合
（
ヵ
タ
ロ
グ
集
）
が
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
い
ま
ま
で
採
思
可
能
で

な
か
っ
た
生
産
技
術
が
新
た
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
革
新
的
な
技
術
開
発
な
ど
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
・

　
一
定
の
資
本
に
対
す
る
純
生
産
物
の
大
き
さ
は
、
絡
生
蕗
伽
・
賢
本
加
率
と
か
賢
本
蕗
肝
愉
数
と
か
乎
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

逆
数
、
す
な
わ
ち
、
一
定
の
純
生
産
物
に
対
す
る
資
本
の
大
き
さ
は
、
賢
本
侭
数
と
呼
ば
れ
て
い
る
◎

　
さ
て
、
生
産
技
術
に
っ
い
て
の
知
識
状
態
が
一
定
で
あ
る
と
き
、
労
働
・
資
本
比
率
が
減
少
す
れ
ば
、
純
生
産
物
・
資
本
比
率
も

減
少
す
る
と
い
う
根
拠
は
何
で
あ
ろ
う
か
。



　
い
ま
次
の
よ
う
た
Ａ
，
Ｂ
の
二
つ
の
生
産
技
術
が
あ
る
と
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
二
む
ド
竺
驚
・

　
　
　
　
二
む
ド
竺
驚
・
・

Ａ
と
Ｂ
を
比
べ
て
み
る
と
・
労
働
・
資
本
比
率
は
・
の
場
倉
は
サ
で
、
・
の
場
合
潅
約
留
で
、
・
の
方
が
・
に
比
し
て
、

労
働
一
資
本
比
率
が
大
で
あ
る
。
次
に
Ａ
と
Ｂ
の
純
生
産
物
・
資
本
比
率
を
比
べ
て
み
る
と
、
Ａ
の
場
合
は
２
５
％
、
Ｂ
の
場
合
は
約

２
７
％
で
、
Ｂ
の
方
が
大
で
あ
る
。

　
Ｂ
は
Ａ
に
比
べ
て
・
労
働
・
資
本
比
率
が
減
少
し
て
い
る
の
に
、
純
生
産
物
・
資
本
比
率
は
増
大
し
て
い
る
。
前
期
に
お
い
て
、

生
産
技
術
Ａ
を
資
本
家
が
採
用
し
て
お
り
、
今
期
、
資
本
家
が
生
産
技
術
Ｂ
を
採
用
し
た
と
す
れ
ば
、
前
期
と
今
期
の
間
に
生
産
技

術
に
関
す
る
資
本
家
の
知
識
状
態
が
変
化
し
、
器
跡
象
寮
が
導
入
さ
れ
た
と
考
え
淳
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
何
故
な
ら
ば
、
Ａ
，
Ｂ
に
つ
い
て
純
生
産
物
一
単
位
当
り
必
要
た
資
本
と
労
働
の
大
き
さ
は

　
　
　
　
§
鳩
料
杜
　
　
峡
璽
ミ
８
１
１
◎
』

　
　
　
　
豆
踊
斜
曼
ｏ
廿
。
。
．
べ
峡
璽
ミ
８
１
１
◎
．
旨

で
・
Ｂ
は
Ａ
に
１
比
し
て
、
資
本
、
労
働
と
も
に
必
要
量
が
小
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
も
し
、
Ｂ
が
前
期
に
お
い
て
も
資
本
家
に
よ
っ
て

知
ら
れ
て
お
り
・
採
用
可
能
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
前
期
に
お
い
て
Ａ
で
は
な
く
Ｂ
が
採
用
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
た
の
に
、

前
期
に
Ａ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
前
期
に
お
い
て
は
Ｂ
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、
採
用
可
能
で
な
か
っ
た
か
で
あ
る
に
違

　
　
　
　
新
古
典
派
成
長
論
の
政
策
的
含
意
（
置
塩
）
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（
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八
三
）
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い
な
い
。

　
そ
れ
故
、
生
産
技
術
人
つ
い
て
の
資
本
家
の
知
識
状
態
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、
前
期
に
は
Ａ
を
、
今
期
に
は
Ｂ
を
採
用
す
る
と
い

う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
前
期
に
Ａ
が
採
用
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
知
識
状
態
が
変
わ
ら
な
い
場
合
、
今
期
採
用
さ
れ
る
技
術
は
・

　
　
　
　
一
雫
一
錆
ド
竺
蘇
婁
・

の
よ
う
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
こ
の
場
合
、
Ｒ
の
純
生
産
物
・
資
本
比
率
は
Ａ
に
比
し
て
妙
か
小
と
た
る
。

　
　
　
　
旬
　
利
潤
率
の
運
動
（
労
働
供
給
一
定
、
生
産
技
術
知
識
一
定
の
場
合
）

　
労
働
供
給
一
定
の
も
と
で
、
資
本
蓄
積
に
よ
っ
て
資
本
が
増
加
し
て
ゆ
く
と
、
既
に
み
た
よ
う
に
労
働
・
資
本
比
率
は
毎
期
・
減

少
し
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
が
、
の
で
み
た
よ
う
に
、
資
本
家
の
生
産
技
術
に
関
す
る
技
術
知
識
が
一
定
で
あ
る
場
合
に
は
労
働
・
資
本

比
率
の
減
少
に
っ
れ
て
、
純
生
産
物
．
資
本
比
率
も
ま
た
毎
期
泳
少
し
て
ゆ
く
。
こ
の
と
き
、
利
潤
率
は
ど
の
よ
う
に
運
動
す
る
で

あ
ろ
う
か
。
労
働
供
給
が
不
変
で
あ
り
、
生
産
技
術
に
つ
い
て
の
知
識
状
態
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、
利
潤
率
は
、
毎
期
淋
久
し
て
ゆ

き
、
Ｏ
に
近
づ
い
て
ゆ
く
。
こ
の
根
拠
を
み
ょ
う
。

　
利
潤
率
は
、
資
本
に
対
す
る
利
潤
の
比
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
き
憩
機
１
１
酋
撞
＼
蹄
料

と
こ
ろ
で
、
利
潤
は
、

　
　
　
　
　
き
麓
１
－
詮
昨
腺
－
城
紛



で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
議
昨
蹄
－
鵬
紛

営
態
樹
１
１

　
　
　
　
　
　
踊
料

と
な
る
。
だ
か
ら
、

　
　
　
　
　
註
撞
樹
く
詳
峠
蹄
鳶
＼
踊
針

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

と
い
う
関
係
が
成
ｔ
す
る
。
っ
ま
り
、
利
潤
率
は
、
純
生
産
物
・
資
本
比
率
よ
り
必
ず
小
さ
い
。
と
い
う
の
は
、
利
潤
率
は
、
資
本

に
対
す
る
利
潤
の
比
で
あ
る
が
、
利
潤
は
純
生
産
物
か
ら
賃
金
を
差
引
い
た
残
額
で
あ
る
か
ら
、
利
潤
は
純
生
産
物
よ
り
小
で
あ
る

た
め
、
利
潤
率
は
、
資
本
に
対
す
る
純
生
産
物
の
比
よ
り
小
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
労
動
供
給
が
不
変
で
あ
り
、
生
産
技
術
に
つ
い
て
の
知
識
状
態
が
変
化
し
な
い
限
り
、
資
本
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
　
　
　
　
対
す
る
純
生
産
物
の
比
率
、
す
た
わ
ち
純
生
産
物
．
資
本
比
率
は
資
本
蓄
積
の
結
果
、
毎
期
減

図２第

少
し
て
ゆ
く
。
利
潤
率
は
、
純
生
産
物
・
資
本
比
率
を
越
え
る
こ
と
が
決
し
て
出
来
な
い
か

ら
、
利
潤
率
も
ま
た
低
下
し
て
ゆ
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
第
２
図
は
時
間
が
経
過
し
て
ゆ
く
と
き

の
、
純
生
産
物
・
資
本
比
率
・
利
潤
率
の
運
動
の
仕
方
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
利
潤
率
が
低
下
し
て
ゆ
く
と
き
、
資
本
蓄
積
の
テ
ソ
ポ
を
示
す
資
本
の
増
加
率
も
ま
た
低
下

し
て
ゆ
く
。
と
い
う
の
は
、

　
　
　
　
喋
賠
踊
Ｈ
講
肝
隅
薄
×
箪
瞭
栂

で
あ
る
か
ら
、

新
古
典
派
成
長
論
の
政
策
的
含
意
（
置
塩
）

二
二
　
（
二
八
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
二
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
（
二
八
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喋
津
蛾
－
講
肝
蹄
鳶

　
　
　
　
　
鳩
料
遠
旨
栂
１
１
　
　
－
　
　
　
ｘ
事
鵬
樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
踊
料
　
　
　
踊
料

と
な
る
が
、
貯
蓄
率
は
１
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、

　
　
　
　
　
蛾
料
遠
誉
樹
く
書
肝
蹄
蒔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
踊
斜

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
利
潤
率
の
場
合
と
同
じ
論
法
で
、
純
生
産
物
・
資
本
比
率
が
減
少
し
て
ゆ
く
と
き
、
資
本
増
加
率
も
ま
た

低
下
し
て
ゆ
か
ね
ば
汰
ら
な
い
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
。
資
本
増
加
率
は
次
第
に
低
下
し
て
ゆ
き
、
利
潤
率
と
同
様
に
Ｏ
に
接
近
し
て

ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

）６（

労
働
供
給
増
加

　
労
働
供
給
量
が
変
化
せ
ず
、
生
産
技
術
に
っ
い
て
の
知
識
が
一
定
で
あ
れ
ば
、
利
潤
率
は
低
下
し
て
ゆ
き
、
資
本
蓄
積
の
テ
ソ
ポ

も
低
下
し
、
遂
に
は
、
利
潤
率
も
資
本
増
加
率
も
と
も
に
Ｏ
に
接
近
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
を
避
げ
る
た
め
に
は
、
労
働
供
給
の
増
加
か
、

生
産
技
術
に
つ
い
て
の
知
識
状
態
の
変
化
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
。

　
で
は
、
生
産
技
術
の
知
識
状
態
は
や
は
り
一
定
で
あ
る
と
し
て
、
労
跡
除
絆
登
が
毎
期
一
忠
率
で
掛
か
す
る
と
き
、
上
述
の
諸
結

果
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
新
古
典
派
成
長
論
の
見
解
を
み
て
み
よ
う
。

　
既
に
み
た
よ
う
に
、
新
古
典
派
成
長
論
は
、
資
本
主
義
経
済
に
完
全
雇
用
と
完
全
販
売
を
保
証
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
用
し
て
い

る
と
考
え
て
い
る
。
商
品
が
完
全
に
販
売
さ
れ
る
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
講
昨
蹄
薄
Ｈ
董
鳩
十
蝉
熊
嘩



と
な
る
か
ら
、
純
生
産
物
に
占
め
る
貯
蓄
の
比
、
貯
蓄
率
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
肝
蹄
鳶
－
董
蝿

　
　
　
　
　
事
鵬
畿
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詳
昧
腺
薄

と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
　
　
噂
熊
鳩
１
１
議
峠
蹄
薄
×
事
鵬
樹

と
な
る
。
新
投
資
は
、
資
本
を
増
加
さ
せ
る
か
ら
、
資
本
増
加
率
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詳
肝
腺
き

　
　
　
　
　
域
料
遠
誉
樹
１
１
　
　
　
　
　
×
昂
嚇
栂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域
斜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
　
　
　
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
既
に
↑
ｏ
で
み
た
よ
う
に
、
生
産
技
術
知
識
が
一
定
で
あ
る
場
合
、
労
働

　
　
率

　
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
資

　
　
渤
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
・
資
本
比
率
が
減
少
す
れ
ば
、
純
生
産
物
・
資
本
比
率
も
減
少
す
る
。
だ
か
ら
、
杜
会
の
貯
蓄

　
　
本
　
　
　
　
　
　
優

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
労
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
資
　
　
　
　
　
　
　
　
　
率
が
一
定
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
労
働
・
資
本
比
率
が
減
少
す
る
と
、
資
本
増
加
率
も
減
少
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
こ
の
関
連
を
図
示
す
る
と
、
第
３
図
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
図
　
　
い
ま
、
第
３
図
で
、
労
働
・
資
本
比
率
が
Ｐ
点
（
そ
こ
で
は
資
本
増
加
率
は
労
働
供
給
増
加
率
に

　
　
　
　
　
　
　
　
３

　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
等
し
い
。
）
よ
り
右
側
に
（
大
で
）
あ
る
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
そ
こ
で
は
、
資
本
の
増
加
率
は
、

　
　
　
　
　
－
｝
　
　
　
労
働
供
給
増
加
率
よ
り
も
大
き
い
。
す
る
と
、
労
働
の
完
全
雇
用
、
資
本
の
完
全
利
用
を
前
提

　
率

加
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
限
り
、
労
働
・
資
本
比
率
は
減
少
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
は
ｐ
点
の
方
向
へ
移
動
す

　
増

　
給

供
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
動

劣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
逆
に
、
労
働
・
資
本
比
率
が
ｐ
点
よ
り
左
側
に
（
小
で
）
あ
る
と
し
よ
う
。
す
る
と
資
本
増
加

新
古
典
派
成
長
論
の
政
策
的
含
意
（
置
塩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
（
二
八
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
二
巻
．
第
三
．
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
　
（
二
八
八
）

率
は
労
働
供
給
増
加
率
よ
り
小
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
労
働
の
完
全
雇
用
、
資
本
の
完
全
雇
用
を
前
提
す
る
限
り
、
労
働
・
資
本
比
率

は
増
大
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
・
資
本
比
率
は
ｐ
の
方
向
へ
移
動
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
労
働
・
資
本
比
率
は
資
本
増
加
率
と
労
働
供
給
増
加
率
と
が
等
し
く
た
る
ｐ
の
水
準
に
接
近
し
て
ゆ
く
。
労

働
・
資
本
比
率
が
ｐ
で
あ
る
と
き
に
は
、
労
働
・
資
本
比
率
は
変
化
し
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
新
古
典
派
成
長
論
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
生
産
技
術
に
っ
い
て
そ
の
知
識
が
不
変
で
、
，
労
働
供
給
増
加

率
が
一
定
で
正
の
値
を
と
る
場
合
に
は
、
資
本
主
義
経
済
の
資
本
蓄
積
テ
ン
ポ
ー
１
資
本
増
加
率
は
労
働
供
給
増
加
率
と
等
し
く
な
る

メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
経
済
の
成
長
率
は
、
労
働
供
給
増
加
率
に
等
し
く
、
利
潤
率
も
一
定
の
正
の
値

を
と
り
つ
づ
げ
る
。

　
　
　
　
帥
　
生
産
。
技
術
知
識
の
変
化

　
新
古
典
派
成
長
論
に
よ
る
と
、
労
働
供
給
も
生
産
技
術
知
識
も
変
化
し
な
い
場
合
に
は
、
拡
大
再
生
産
は
早
晩
不
可
能
と
な
り
、

利
潤
率
も
Ｏ
と
な
る
。
労
働
供
給
の
増
加
が
あ
る
と
き
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
最
終
状
態
」
に
陥
込
む
こ
と
な
く
、
一
定
率
の
拡
大

再
生
産
を
行
た
う
こ
と
が
で
き
、
利
潤
率
も
正
の
一
定
値
を
と
り
っ
づ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
生
産
技
術
知
識
が
不
変
な

場
合
に
は
、
資
本
増
加
率
、
経
済
の
成
長
率
は
い
ず
れ
も
労
働
供
給
増
加
率
に
お
そ
か
れ
は
や
か
れ
等
し
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
こ
と
は
資
本
主
義
経
済
の
成
長
、
蓄
積
テ
ソ
ポ
、
利
潤
率
た
ど
が
、
労
働
の
供
給
増
加
率
に
絶
対
的
に
制
隈
さ
れ
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
こ
の
制
限
を
脱
し
て
、
経
済
の
成
長
、
蓄
積
テ
ソ
ポ
、
利
潤
率
を
高
め
る
に
は
生
産
技
術
知
識
の
変
化
が
ど
う
し
て
も
必

要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
友
る
。
そ
こ
で
、
生
産
技
術
に
っ
い
て
の
知
識
の
変
化
す
る
場
合
に
っ
い
て
の
、
新
古
典
派
成
長
論
の
骨



本資－物産生純

１

本資〃

　
子
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
既
に
↑
Ｄ
で
み
た
よ
う
に
、
生
産
技
術
に
っ
い
て
の
知
識
状
態
が
変
化
し
な
い
場
合
に
は
、
労
働

　
・
資
本
比
率
が
変
化
す
る
と
、
純
生
産
物
・
資
本
比
率
は
同
じ
方
向
に
変
化
す
る
。
第
４
図
で
、

図
た
と
え
ぼ
曲
線
ユ
は
、
あ
る
一
定
の
技
術
知
識
の
状
態
を
示
し
て
い
る
。
生
産
技
術
に
つ
い
て
の

４第
知
識
が
変
化
し
て
、
一
定
の
純
生
産
物
を
よ
り
少
な
い
労
働
と
資
本
で
生
産
で
き
る
よ
う
に
な
れ

　
ぱ
、
技
術
知
識
の
状
態
は
、
第
四
図
で
、
曲
線
１
で
示
さ
れ
る
も
の
か
ら
曲
線
２
で
示
さ
れ
る
も

　
の
に
変
る
。
曲
線
２
の
う
え
の
点
で
示
さ
れ
る
生
産
技
術
は
、
曲
線
１
で
示
さ
れ
る
生
産
技
術
と

　
比
べ
て
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
さ
て
、
毎
期
、
生
産
技
術
に
，
つ
い
て
の
知
識
状
態
が
変
化
し
て
ゆ
く
と
、
資
本
蓄

　
鉢
　
　
　
　
積
の
径
路
は
ど
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
間
題
を
き
わ
立
た
せ
る

　
、
重

２３４

図５第

新
古
典
派
成
長
論
の
政
策
的
含
意
（
置
塩
）

た
め
、
こ
こ
で
は
労
働
の
供
給
増
加
は
た
く
、
労
働
供
給
は
毎
期
一
定
で
あ
る
と
想

定
し
よ
う
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
杜
会
の
貯
蓄
率
を
一
定
と
す
る
と
、
資
本
の
増
加

率
は
、
純
生
産
物
・
資
本
比
率
に
比
例
す
る
か
ら
、
生
産
技
術
知
識
状
態
が
第
４
図

の
曲
線
１
で
与
え
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
資
本
増
加
率
と
労
働
・
資
本
比
率
の
関

係
は
第
５
図
の
１
で
示
さ
れ
る
。

　
い
ま
、
第
－
期
に
お
い
て
、
労
働
・
資
本
比
率
が
第
５
図
の
横
軸
の
１
で
示
さ
れ

る
値
を
と
り
、
こ
の
期
の
技
術
知
識
の
状
態
に
対
応
し
て
き
ま
る
資
本
増
加
率
の
曲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
（
二
八
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
二
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
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線
が
第
５
図
の
曲
線
１
で
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
資
本
増
加
率
は
、
第
５
図
で
１
～
１
の
長
さ
で
示
さ
れ
る
。
と
こ

ろ
で
、
い
ま
は
労
働
供
給
は
不
変
で
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
か
ら
、
労
働
の
完
全
雇
用
、
資
本
の
完
全
稼
働
を
考
え
る
と
、
労
働
は

不
変
で
、
資
本
は
第
５
図
の
１
～
１
で
示
さ
れ
る
大
き
さ
に
増
加
す
る
か
ら
、
次
期
（
第
２
期
）
に
お
げ
る
労
働
・
資
本
比
率
は
、
第

－
期
に
比
べ
て
減
少
す
る
。
そ
の
結
果
、
第
５
図
に
お
い
て
、
第
２
期
で
の
労
働
・
資
本
比
率
は
横
軸
の
２
で
示
さ
れ
る
値
を
と
る
。

　
第
２
期
に
お
げ
る
生
産
技
術
知
識
状
態
が
第
－
期
に
比
べ
て
変
化
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
き
ま
る
資
本
増
加
率
の
曲
線
が
第
５
図

の
曲
線
２
で
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
第
２
期
で
の
資
本
増
加
率
は
、
第
５
図
で
２
１
２
の
長
さ
で
示
さ
れ
る
。

　
以
下
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
次
々
に
毎
期
の
生
産
技
術
の
知
識
状
態
が
曲
線
１
↓
２
↓
３
↓
４
↓
…
…
と
変
化
し
て
ゆ
く
と
す
れ

ば
、
各
期
に
お
げ
る
労
働
・
資
本
比
率
は
第
５
図
の
横
軸
で
１
↓
２
↓
３
↓
４
↓
…
…
・
と
減
少
し
て
ゆ
き
、
各
期
の
資
本
増
加
率
は

第
５
図
で
－
－
・
喜
線
で
示
し
た
よ
う
に
１
↓
２
↓
３
↓
４
↓
－
…
・
と
変
化
し
て
ゆ
く
。

）８（
資
本
増
加
率
・
利
潤
率
の
運
動
（
生
産
技
術
知
識
が
変
化
す
る
場
合
）

　
以
上
み
た
よ
う
に
、
生
産
技
術
に
つ
い
て
の
知
識
状
態
に
変
化
が
あ
る
場
合
に
は
、
仮
り
に
労
動
供
給
が
不
変
で
あ
っ
た
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

も
、
資
本
増
加
率
が
毎
期
減
少
し
て
、
０
に
接
近
し
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
脱
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
新
古
典
派
成
長
論
は
考
え
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
第
５
図
を
ち
ょ
っ
と
注
意
し
て
み
れ
ば
分
る
よ
う
に
、
各
期
の
資
本
増
加
率
が
ど
の
よ
う
な
運
動
径
路
を
た
ど
る
か

は
、
各
期
に
行
わ
れ
て
る
生
産
技
術
に
っ
い
て
の
知
識
状
態
の
変
化
の
仕
方
に
依
存
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
三
っ
の
図
を
比
べ

て
み
れ
ば
直
ち
に
分
る
。
第
６
図
蜘
の
場
合
は
、
資
本
増
加
率
は
毎
期
上
昇
し
て
い
る
。
ま
え
に
み
た
よ
う
に
、
資
本
増
加
率
は
純

生
産
物
・
資
本
比
率
に
貯
蓄
率
を
掛
げ
た
も
の
に
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
純
生
産
物
・
資
本
比
率
も
上
昇
し
て
い
る
。
そ
の
逆
数



本資／

本資／

１

１

木資／

５

レ
↓図６第

２３４５

）喧図６第

本資

第
６
図
Ｏ
の
場
合
に
は
、
資
本
増
加
率
、
純
生
産
物
・
資
本
比
率
は
毎
期
減
少
し
、

　
資
本
主
義
の
蓄
積
過
程
が
調
和
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
「
論
証
」

っ
い
て
の
知
識
状
態
の
変
化
は
、
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
が
、

向
の
如
何
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
調
和
的
な
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

そ
こ
で
は
毎
期
、
生
産
技
術
知
識
の
革
新
的
変
化
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
本
増
加
率
、

し
つ
づ
げ
る
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
純
生
産
物
・
資
本
比
率
が
減
少
し
つ
づ
け
る
場
合
に
は
、

な
い
。
こ
れ
は
、
労
働
供
給
が
一
定
で
、
生
産
技
術
知
識
が
不
変
の
場
合
の
結
論
と
同
一
で
あ
る
。

　
　
　
新
古
典
派
成
長
論
の
政
策
的
含
意
（
置
塩
）

テ
・
・

払
「

叩ノ

雌
】

五本資

５

）ｃ図６第

で
あ
る
資
本
係

数
は
減
少
し
て

い
る
。
第
６
図

回
の
場
合
は
、

資
本
増
加
率
、

純
生
産
物
・
資

本
比
率
は
毎
期
、

一
定
値
を
維
持

し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
資
本
係
数
は
毎
期
増
大
し
て
い
る
。

し
よ
う
と
す
る
新
古
典
派
成
長
論
に
と
っ
て
、
生
産
技
術
に

　
　
　
　
　
生
産
技
術
知
識
の
革
新
的
変
化
も
そ
の
変
化
動

　
　
　
　
　
第
６
図
Ｏ
の
場
合
を
み
れ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
純
生
産
物
・
資
本
比
率
は
毎
期
減
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
利
潤
率
も
ま
た
、
減
少
せ
ざ
る
を
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
産
技
術
知
識
が
毎
期
革
新
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
（
二
九
一
）

‘



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
二
巻
・
第
三
・
四
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
（
二
九
二
）

に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
場
合
、
た
だ
、
資
本
増
加
率
や
利
潤
率
の
低
下
の
速
度
を
圧
え
る
作
用
を
す
る
に
過
ぎ
た
い
の

で
あ
る
。

　
新
古
典
派
成
長
論
の
立
場
に
立
っ
経
済
学
者
ら
の
一
部
も
こ
れ
に
気
附
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
彼
等
は
、
生
産
技
術
に
関
す
る
知

識
状
態
の
変
化
の
仕
方
に
っ
い
て
、
ど
の
よ
う
た
限
定
を
与
え
れ
ば
、
第
６
図
回
の
よ
う
な
垣
常
的
成
長
径
路
（
罫
一
彗
ｏ
＆
宵
婁
亭

喀
亭
）
と
な
る
か
に
注
意
を
集
中
し
て
い
る
。

）９（
経
済
成
長
と
労
働
者

　
新
古
典
派
成
長
論
は
以
上
の
よ
う
な
議
論
の
う
え
に
立
っ
て
、
資
本
主
義
に
お
げ
る
蓄
積
過
程
で
の
労
働
者
階
級
の
状
態
に
っ
い

て
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
下
す
。

　
彼
等
が
想
定
す
る
蓄
積
径
路
の
う
え
で
は
、
労
働
市
場
で
の
需
給
一
致
１
１
労
働
の
完
全
雇
用
は
っ
ね
に
充
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

失
業
は
一
切
生
じ
な
い
。
新
し
い
生
産
技
術
が
導
入
さ
れ
、
旧
い
生
産
技
術
が
廃
棄
さ
れ
て
も
、
旧
い
生
産
技
術
の
も
と
で
労
働
し

て
い
た
労
働
者
は
、
直
ち
に
新
し
い
生
産
技
術
の
も
と
で
の
生
産
の
た
め
に
雇
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
商
品
に
対
す
る
需
要
が
不
足
し

て
、
生
産
諾
設
備
が
そ
の
た
め
に
遊
休
し
て
、
失
業
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
も
た
い
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
諸
商
品
に
対
す
る
需
要

は
っ
ね
に
過
不
足
た
く
保
証
さ
れ
る
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
が
資
本
主
義
杜
会
に
は
存
在
す
る
と
彼
等
は
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
ま
た
彼
等
が
想
定
す
る
蓄
積
径
賂
の
う
え
で
は
、
労
働
者
の
実
質
賃
金
は
毎
期
上
昇
し
て
ゆ
く
。
と
い
う
の
は
、
労
働
供
給
が
一

定
の
も
と
で
、
資
本
の
蓄
積
が
行
わ
れ
、
資
本
が
増
加
し
て
ゆ
く
と
、
従
来
の
生
産
技
術
を
維
持
す
る
限
り
、
労
働
供
給
に
対
し
て

労
働
需
要
が
超
過
す
る
。
す
る
と
、
労
働
市
場
に
お
い
て
賃
金
率
が
上
昇
し
、
資
本
家
た
ち
は
、
そ
の
結
果
、
よ
り
労
働
・
資
本
比



率
の
低
い
生
産
技
術
へ
の
転
換
を
決
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
作
用
を
も
つ
と
考
え
る
た
め
に
は
、
労
働
需
要
超
過
の
結
果
生
じ
る
の

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
、
単
な
る
貨
幣
賃
金
率
の
上
昇
で
は
な
く
て
、
諸
商
品
に
１
比
較
し
て
の
賃
金
上
昇
、
す
な
わ
ち
実
質
賃
金
の
上
昇
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
彼
等
が
想
定
す
る
蓄
積
径
路
の
う
え
で
は
、
．
労
働
者
の
状
態
は
、
極
め
て
快
適
な
も
の
で
あ
る
。
失
業
は
一
切
な

く
、
実
質
賃
金
は
毎
期
上
昇
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
殊
に
、
倒
で
の
第
６
図
回
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
恒
常
的
成
長
径
路
の
う
え
で
は
、
労
働
者
階
級
の
相
対
的
な
と
り
前
（
邑
き
き

。
。
事
♂
）
は
毎
期
一
定
と
な
る
こ
と
が
「
証
明
」
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ト
」
と
は
、
実
質
賃
金
率
が
、
労
働
生
産
性
と
同
一
率
で
上
昇
し

て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
単
に
実
質
賃
金
率
が
毎
期
上
昇
す
る
だ
げ
で
な
く
、
労
働
生
産
性
の
上
昇
率
と

同
じ
率
で
上
昇
す
る
と
い
う
わ
げ
で
あ
る
。

　
　
　
　
二
　
新
古
典
派
成
長
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
・
政
策
的
含
意

　
極
め
て
抽
象
的
た
ス
タ
イ
ル
を
も
っ
た
新
古
典
派
成
長
論
は
、
一
見
す
る
と
、
そ
の
検
討
・
批
判
は
極
く
一
部
の
人
た
ち
に
委
ね

て
お
け
ば
よ
い
単
な
る
「
空
論
」
、
「
モ
デ
ル
い
じ
り
」
の
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、
果
し
て
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
新
古
典
派
成
長

は
、
一
見
、
無
色
な
抽
象
的
な
モ
デ
ル
展
開
の
よ
う
に
み
え
ゐ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
基
礎
を
お
い
て
展
開
さ
れ
る
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
的

主
張
や
、
政
策
体
係
は
、
労
働
者
階
級
を
中
心
と
す
る
国
民
一
般
に
大
き
た
影
響
を
も
つ
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

新
古
典
派
成
長
論
が
ど
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
合
意
を
も
つ
か
（
○
ｏ
～
倒
）
。
ま
た
新
古
典
派
成
長
論
が
ど
の
よ
う
な
政
策
体
係

を
基
礎
づ
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
（
↑
ｏ
～
ゆ
）
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
是
非
必
要
と
な
る
。

　
　
　
新
古
典
派
成
長
論
の
政
策
的
含
意
（
置
塩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
（
二
九
三
）



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

二
二
　
（
二
九
四
）

）１（

「
自
由
放
任
」
と
調
和

　
私
的
資
本
家
が
利
潤
追
求
の
た
め
に
行
な
う
諸
活
動
を
制
限
せ
ず
、
自
由
に
放
任
し
て
、
経
済
を
そ
の
諾
活
動
の
合
成
的
結
果
に

ゆ
だ
ね
て
お
げ
ば
、
一
見
、
無
政
府
的
に
み
え
て
も
、
諸
価
格
、
賃
金
率
、
利
子
率
た
ど
の
調
節
機
能
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
経
済

は
自
動
的
に
調
和
的
な
均
衝
を
達
成
す
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
観
念
は
、
既
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
資
本
主
義
経

済
に
お
げ
る
「
見
え
ざ
る
手
」
（
ま
ま
乙
。
曇
¢
罫
邑
）
の
導
き
に
ょ
る
杜
会
均
衡
の
成
立
が
「
論
証
」
さ
れ
て
い
る
。
十
九
世
紀
の
末

に
は
、
こ
の
観
念
は
、
更
に
精
級
に
仕
上
げ
ら
れ
、
例
え
ぱ
レ
ォ
ソ
・
ワ
ル
ラ
ス
は
、
諸
市
場
の
関
連
、
諸
市
場
の
均
衡
（
一
般
均
衡
）

を
連
立
方
程
式
を
用
い
て
示
し
、
自
由
競
争
が
均
衡
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
、
そ
の
均
衡
の
性
質
な
ど
を
示
し
た
。

　
自
由
競
争
が
放
任
さ
れ
て
い
れ
ば
、
労
働
市
場
、
諸
商
品
市
場
、
金
融
市
場
で
需
給
一
致
が
自
動
的
に
成
立
す
る
と
い
う
見
解
が
、

理
論
的
、
実
際
的
に
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
一
九
二
九
年
の
「
大
恐
焼
」
の
現
実
に
よ
っ
て
完
全
に
証
明
さ
れ

た
。
大
量
で
長
期
の
失
業
、
過
剰
生
産
、
遊
休
設
備
の
発
生
に
よ
っ
て
、
私
的
資
本
家
が
行
な
う
利
潤
追
求
の
諾
活
動
の
結
果
が
何

を
も
た
ら
す
か
が
、
誰
の
眼
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
経
済
学
の
こ
の
破
局
を
補
修
す
る
仕
事
を
ひ
き
う
け
た
の
は
ジ
ヨ
ソ
・
メ
ー
ナ
ー
ド
・
ヶ
イ
ソ
ズ
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

私
的
資
本
家
の
自
由
競
争
に
委
ね
る
だ
げ
で
は
、
労
働
の
完
全
雇
用
、
資
本
の
正
常
稼
働
は
総
需
要
の
過
不
足
の
た
め
に
保
証
さ
れ

な
い
と
考
え
た
。
総
需
要
を
均
衡
（
労
働
市
場
．
商
品
市
場
の
）
を
保
証
す
る
水
準
に
保
っ
た
め
に
は
、
国
家
が
そ
の
た
め
の
諾
政
策
を

行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
国
家
独
占
資
本
主
義
の
政
策
に
「
理
論
的
基
礎
」
を
与
え
た
。

　
私
的
資
本
を
自
由
放
任
し
て
お
い
て
は
、
杜
会
に
お
げ
る
均
衡
は
達
成
さ
れ
え
な
い
と
い
う
事
実
を
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
経
済
学
が
公
式



に
承
認
し
た
こ
と
は
、
資
本
主
義
体
制
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
体
係
に
重
大
な
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
た
。
私
的
資
本
の
自
由
な
活
動

↓
杜
会
的
均
衡
と
い
う
図
式
は
、
資
本
主
義
の
弁
護
論
に
と
っ
て
必
須
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
新
古
典
派
成
長
論
は
、
こ
の
図
式
を
再
建
す
る
と
い
う
仕
事
に
と
り
か
か
っ
た
。
そ
の
見
解
の
骨
子
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
み
た

よ
う
に
、
労
働
市
場
で
の
不
均
衡
は
賃
金
率
の
変
動
に
よ
っ
て
、
商
品
市
場
で
の
不
均
衡
は
諸
価
格
や
利
子
率
の
変
動
に
よ
っ
て
解

消
さ
れ
る
と
い
う
、
諾
価
格
、
賃
金
率
、
利
子
率
の
均
衝
恢
復
作
用
に
対
す
る
「
信
仰
」
を
理
論
的
に
基
礎
づ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
点
で
は
、
新
古
典
派
成
長
論
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
経
済
学
の
ケ
イ
ソ
ズ
以
前
の
理
論
の
復
活
を
行
っ
て
い
る
。
異
な
る
点
は
、

ケ
イ
ソ
ズ
以
前
の
「
均
衡
論
」
を
経
済
成
長
の
間
題
、
資
本
蓄
積
過
程
の
間
題
に
ま
で
拡
張
し
て
、
毎
期
、
均
衡
が
維
持
さ
れ
て
ゆ

く
と
い
う
、
い
わ
ぼ
動
的
均
衡
論
で
あ
る
点
で
あ
る
。
私
的
資
本
の
利
潤
追
求
の
た
め
の
諾
活
動
の
合
成
結
果
と
し
て
、
あ
る
一
時

点
に
お
げ
る
均
衡
の
達
成
の
み
た
ら
ず
、
毎
期
ひ
き
つ
づ
く
均
衡
成
長
が
達
成
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

）２（

国
家
介
入
の
基
礎
づ
げ

　
新
古
典
派
成
長
論
は
、
ケ
イ
ソ
ズ
以
前
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
経
済
学
の
「
動
態
的
」
な
復
活
で
あ
る
と
の
べ
た
。
た
し
か
に
、
私
的
資

本
の
自
由
活
動
を
弁
護
し
美
化
す
る
点
で
こ
の
確
認
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
に
ヶ
イ
ソ
ズ
以
前
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
経
済

学
の
復
活
と
い
う
面
だ
げ
を
み
た
の
で
は
、
こ
の
理
論
の
重
要
な
性
格
を
見
落
す
こ
と
に
た
る
。
こ
の
理
論
は
一
面
で
は
、
私
的
資

本
の
自
由
活
動
の
弁
護
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面
で
は
、
国
家
が
私
的
資
本
、
殊
に
独
占
資
本
の
た
め
に
積
極
的
に
経
済
の
多
く

の
部
面
に
介
入
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
弁
護
す
る
国
家
独
占
資
本
主
義
の
た
め
の
基
礎
づ
げ
を
行
う
理
論
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
も

っ
て
い
る
。
こ
の
後
者
の
側
面
の
立
入
っ
た
説
明
は
本
節
で
の
後
段
で
行
う
が
、
既
に
み
た
骨
子
の
説
明
か
ら
だ
げ
で
も
、
次
の
こ
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と
が
い
え
る
。
私
的
資
本
に
ゆ
だ
ね
て
い
て
、
総
需
要
が
不
足
す
る
と
き
に
は
、
国
家
が
有
効
需
要
政
策
を
行
っ
て
、
需
要
創
造
を

行
う
こ
と
を
、
新
古
典
派
成
長
論
は
否
認
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
ケ
イ
ソ
ズ
の
理
論
を
内
蔵
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
理
論
は
、

経
済
成
長
を
観
定
す
る
決
定
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
労
働
供
給
と
技
術
革
新
を
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
経
済
を
私
的
資
本
に
ゆ
だ

ね
た
と
き
、
高
蓄
積
、
高
利
潤
に
ふ
さ
わ
し
い
動
き
を
こ
れ
ら
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
当
然
行
う
も
の
と
考
え
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ

の
二
っ
の
決
定
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
を
独
－
占
資
本
に
と
っ
て
望
ま
し
い
方
向
へ
動
か
す
こ
と
が
国
家
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ち
ょ
っ
と
考
え
る
と
、
一
方
で
は
私
的
資
本
の
自
由
放
任
を
弁
護
し
た
が
ら
、
他
方
で
は
国
家
の
介
入
を
要
求
し
、
弁
護
す
る
と

い
う
こ
と
は
両
立
し
が
た
い
こ
と
の
よ
う
に
み
え
る
。
Ｌ
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
二
面
は
、
独
占
資
本
の
利
益
と
い
う

点
で
は
、
立
派
に
両
立
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
、
国
家
の
介
入
と
い
う
点
を
正
面
に
も
ち
出
し
た
ケ
イ
ソ
ズ
理
論
の
場
合
で
も
同
じ
で
あ
る
。
ケ
イ
ソ
ズ
は
、
国
家
が

政
府
需
要
、
低
金
利
政
策
、
独
占
へ
の
補
助
政
策
な
ど
の
有
効
需
要
政
策
を
と
る
こ
と
を
要
求
し
、
弁
護
し
た
。
だ
が
反
面
、
彼
は

私
的
資
本
、
た
か
ん
づ
く
独
占
資
本
が
行
う
利
潤
追
求
の
た
め
の
諾
決
定
、
そ
こ
に
も
と
づ
く
諾
行
為
に
対
し
て
、
国
家
や
労
働
運

動
が
介
入
、
干
渉
、
統
制
を
行
な
う
こ
と
を
、
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
臥
、
ヶ
イ
ソ
ズ
が
貨
幣
数
量
や

利
子
率
な
ど
は
統
制
可
能
な
変
数
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
総
供
給
関
数
、
な
ど
を
所
与
と
し
て
、
理
論
を
組
立
て
て
い
る
こ
と
に
現

れ
て
い
る
。
総
供
給
関
数
は
資
本
家
の
利
潤
要
求
態
度
を
あ
ら
わ
し
、
消
費
関
数
は
杜
会
に
お
げ
る
階
級
問
の
分
配
関
係
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
（
新
野
．
置
塩
「
ヶ
イ
ソ
ズ
経
済
学
」
ご
二
書
房
、
昭
和
三
二
年
参
照
）
。
　
こ
れ
ら
を
所
与
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
資
本

家
の
利
潤
要
求
、
階
級
間
の
分
配
関
係
に
は
一
切
手
を
触
れ
ず
「
自
由
放
任
」
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
独
占
資

本
に
対
し
て
人
民
的
統
制
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雇
用
や
生
産
の
増
加
を
低
利
潤
の
下
で
行
わ
し
め
る
と
い
う
途
を
全
く
否
定



し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
で
、
新
古
典
派
成
長
論
は
ケ
イ
ソ
ズ
以
上
で
あ
る
。
第
一
に
こ
の
理
論
は
、
ケ
イ
ソ
ズ
と
反
対
に
強
調
点
を
国
家
の
介
入

の
面
よ
り
は
、
自
由
競
争
の
弁
護
に
お
い
て
い
る
。
第
二
に
こ
の
理
論
は
、
ケ
イ
ソ
ズ
が
主
と
し
て
国
家
の
介
入
を
需
要
追
加
と
い

う
市
場
問
題
に
限
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
も
っ
と
広
く
、
労
働
力
供
給
、
生
産
技
術
開
発
な
ど
の
よ
り
広
汎
な
分
野
へ
の
国
家
介

入
を
弁
護
し
正
当
化
し
て
い
る
点
。
こ
れ
ら
の
諸
点
か
ら
、
新
古
典
派
成
長
論
は
ヶ
イ
ソ
ズ
理
論
よ
ゲ
強
い
意
味
で
国
家
独
占
資
本

主
義
の
段
階
に
お
げ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
の
基
礎
理
論
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

）３（
技
術
革
新
へ
の
幻
想

　
新
古
典
派
成
長
論
に
１
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
杜
会
に
お
げ
る
拡
大
再
生
産
の
テ
ソ
ポ
、
労
働
者
の
生
活
向
上
の
速
度
、
利
潤
率
の
動

向
た
ど
を
究
局
的
に
規
定
す
る
も
の
は
、
労
働
力
供
給
の
状
態
、
生
産
技
術
に
っ
い
て
の
知
識
の
革
新
的
変
化
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二

っ
の
要
因
の
う
ち
ぺ
最
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
要
因
は
後
者
、
す
な
わ
ち
、
生
産
技
術
の
革
新
的
変
化
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

踊
生
産
技
術
が
、
著
し
い
速
度
で
革
新
的
変
化
を
継
続
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
さ
え
す
れ
ほ
、
労
働
供
給
が
増
加
し
な
く
て
も
資
本

増
加
率
は
時
問
の
経
過
と
と
も
に
逓
減
し
て
ゆ
く
こ
と
な
く
、
一
定
率
さ
ら
に
は
増
大
を
っ
づ
げ
て
ゆ
く
こ
と
さ
え
で
き
る
。
ま
た
、

労
働
生
産
性
の
上
昇
率
が
高
げ
れ
ば
、
労
働
者
の
実
質
賃
金
率
も
ま
た
大
き
い
速
度
で
上
昇
し
て
ゆ
く
し
、
労
働
生
産
性
の
上
昇
に
１

よ
っ
て
失
業
が
生
じ
る
こ
と
も
な
い
。
労
働
生
産
性
が
上
昇
し
、
し
か
も
純
生
産
物
・
資
本
比
率
が
高
ま
っ
て
ゆ
く
よ
う
た
（
資
本

係
数
の
低
ま
る
よ
う
な
）
生
産
技
術
の
革
新
が
行
わ
れ
て
ゆ
け
ぼ
、
実
質
賃
金
率
が
労
働
生
産
性
と
同
率
で
上
昇
し
て
も
、
利
潤
率

は
低
下
せ
ず
、
更
に
上
昇
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。
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そ
れ
故
、
生
産
技
術
の
革
新
的
変
化
が
大
き
な
速
度
で
継
続
し
て
行
わ
れ
れ
ば
、
経
済
は
高
速
度
で
発
展
し
、
労
働
者
階
級
の
生

活
向
上
も
速
度
を
増
し
、
し
か
も
、
利
潤
率
も
低
下
し
な
い
か
ら
、
階
級
対
立
も
緩
和
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
結
論
が
従

う
こ
と
に
な
る
。
生
産
技
術
の
革
新
さ
え
あ
れ
ば
、
全
て
の
間
題
は
解
消
す
る
の
だ
。
こ
れ
が
新
古
典
派
成
長
論
の
基
礎
に
あ
る
考

え
方
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
考
え
方
で
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
出
さ
れ
る
若
干
の
異
論
に
対
す
る
新
古
典
派
成
長
論
の
対
応
を
み
て
お
こ
う
。
第
一
の
異
論
。
生

産
技
術
の
革
新
的
変
化
が
行
わ
れ
れ
ば
、
旧
来
の
生
産
技
術
の
も
と
で
の
生
産
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
労
働
者
は
失
業
す
る
こ
と
に
な

る
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
対
す
る
こ
の
理
論
の
返
答
は
こ
う
で
あ
る
。
旧
来
の
生
産
技
術
の
も
と
で
雇
用
さ
れ
て
い
た
労
働
者
は
、

遅
怠
な
く
、
新
生
産
技
術
に
よ
る
生
産
、
あ
る
い
は
そ
の
関
連
生
産
で
再
雇
用
さ
れ
る
。

　
第
二
の
異
論
。
生
産
技
術
の
革
新
的
変
化
に
よ
っ
て
、
生
産
能
力
が
著
し
く
高
ま
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
吸
収
す
る
だ
げ
の
市
場
が

存
在
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
す
る
と
、
遊
休
能
力
、
失
業
が
発
生
す
る
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
対
す
る
理
論
の
返
答
は
こ
う
で
あ

る
。
諸
価
格
、
利
子
率
が
伸
縮
的
に
動
く
な
ら
ば
、
生
産
能
力
に
見
合
う
総
需
要
が
自
動
的
に
発
生
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
も
し
、

そ
れ
が
う
ま
く
ゆ
か
た
い
と
き
に
は
、
国
家
が
適
切
な
有
効
需
要
政
策
を
行
っ
て
、
総
需
要
を
均
衡
的
た
水
準
に
保
証
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
第
三
の
異
論
。
生
産
技
術
の
革
新
的
変
化
に
よ
っ
て
、
労
働
生
産
性
が
上
昇
し
た
と
し
て
、
労
働
者
の
実
質
賃
金
率
が
こ
れ
に
つ

れ
て
上
昇
す
る
と
い
う
保
証
は
何
も
な
い
で
は
た
い
か
。
こ
れ
に
対
す
る
こ
の
理
論
の
返
答
は
こ
う
で
あ
る
。
資
本
の
蓄
積
が
旺
盛

に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
労
働
市
場
で
は
、
供
給
に
比
し
て
、
需
要
が
超
過
状
態
に
あ
り
、
そ
の
結
果
、
実
質
賃
金
率
は
上
昇
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
資
本
家
が
新
生
産
技
術
の
導
入
に
追
い
立
て
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
実
質
賃
金
率
の
上
昇
に
よ
る
の
で
あ
る
。



　
こ
の
よ
う
な
新
古
典
派
成
長
論
の
返
答
の
検
討
に
っ
い
て
は
拙
稿
「
新
古
典
派
成
長
論
の
検
討
」
（
「
国
民
経
済
雑
誌
」
昭
和
三
九
年

二
月
）
を
み
ら
れ
た
い
。
と
も
あ
れ
、
新
古
典
派
成
長
論
は
、
生
産
技
術
の
革
新
が
一
切
の
矛
盾
を
解
決
す
る
と
い
う
幻
想
を
ま
き

散
ら
す
た
め
の
理
論
的
「
基
礎
」
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

↑
り
　
企
業
「
自
由
」

確
保
の
要
求

　
既
に
み
た
よ
う
に
、
新
古
典
派
成
長
論
は
一
方
で
は
私
的
資
本
の
利
潤
追
求
の
た
め
の
自
由
な
活
動
の
保
証
を
要
求
し
な
が
ら
、

他
方
で
は
、
資
本
、
殊
に
独
占
資
本
の
た
め
に
国
家
が
広
汎
な
分
野
に
わ
た
っ
て
介
入
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

　
こ
の
理
論
が
、
自
由
競
争
は
均
衡
を
自
動
的
に
も
た
ら
し
、
資
源
配
分
の
合
理
性
を
保
証
す
る
と
い
う
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
の
、

政
策
的
な
含
意
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
私
的
資
本
の
利
潤
追
求
の
た
め
の
諾
活
動
を
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
と
要
求
し
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
私
的
資
本
の
自
由
な
経
済
活
動
を
国
家
に
ょ
る
規
制
や
、
労
働
運
動
な
ど
に
よ
っ
て
制
約
す
る
こ
と
は
、
経

済
の
均
衡
達
成
を
阻
げ
、
資
源
配
分
の
合
理
性
を
害
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
的
資
本
の
活
動
を
自
由
に
－
行
わ
せ
る
と
い
う

こ
と
は
、
き
わ
だ
っ
て
巨
大
な
資
本
を
集
積
・
集
中
し
、
生
産
技
術
、
販
売
、
金
融
の
各
面
に
お
い
て
大
き
な
優
越
し
た
力
を
も
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

そ
れ
に
よ
っ
て
市
場
に
対
し
て
独
占
力
を
も
っ
独
占
資
本
の
自
由
な
活
動
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、

独
占
資
本
が
そ
の
独
占
力
を
用
い
て
、
中
小
資
本
、
非
独
占
資
本
を
収
奪
し
、
労
働
者
、
農
民
の
搾
取
を
無
制
限
に
行
う
こ
と
を
認

め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
か
っ
て
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
な
ど
の
古
典
派
経
済
学
者
た
ち
が
、
自
由
放
任
↓
均
衡
成
立
と
い
う
理
論
を
根
拠
に
し
て
、
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
の
諾
活
動
の
制
限
の
排
除
を
要
求
し
た
の
と
、
現
在
、
新
古
典
派
成
長
論
が
行
っ
て
い
る
私
的
資
本
の
諸
活
動
の
自
由
の
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要
求
と
は
、
そ
の
歴
史
的
・
杜
会
的
意
義
が
全
く
違
う
こ
と
に
注
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
一
八
世
紀
よ
り
一
九
世
紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
古
典
派
経
済
学
が
そ
の
理
論
的
武
器
を
提
供
し
た
闘
い
は
、
新
し
い
生
産
様
式

で
あ
る
資
本
主
義
体
制
を
代
表
す
る
新
興
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
ジ
ー
が
、
封
建
的
諸
勢
力
を
追
い
っ
め
、
種
々
の
封
建
的
諾
制
限
を
撤
廃
す

る
闘
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
に
み
て
進
歩
的
な
意
義
を
も
っ
闘
い
で
あ
っ
た
し
、
労
働
者
階
級
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
自

ら
が
旨
覚
し
た
階
級
と
し
て
成
立
し
、
組
織
さ
れ
、
科
学
的
な
展
望
を
も
っ
て
、
闘
い
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
条
件
を
切
り
開

く
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
と
こ
ろ
が
、
い
ま
新
古
典
派
成
長
論
が
、
そ
の
理
論
に
よ
っ
て
要
求
し
て
い
る
私
的
資
本
の
活
動
の
自
由
は
、
事
実
上
、
独
占
資

本
の
無
制
限
た
搾
取
や
収
奪
の
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
に
１
み
て
反
動
的
た
要
求
で
あ
る
。
現
在
、
独
占
資
本
は
既
に
二
回

の
歴
史
上
か
つ
て
た
い
世
界
戦
争
を
ひ
き
起
し
、
地
球
規
模
で
の
公
害
を
ま
き
ち
ら
し
、
現
代
の
生
産
力
の
性
格
は
明
ら
か
に
、
資

本
制
的
生
産
関
係
を
桂
稽
と
す
る
時
代
に
入
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
、
独
占
資
本
の
自
由
た
行
動
を
弁
護
し
、
要
求
す
る

こ
と
の
反
動
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
私
的
資
本
、
た
か
ん
づ
く
独
占
資
本
の
自
由
な
利
潤
追
求
の
活
動
に
対
す
る
諾
制
約
に
反
対
す
る
こ
と
は
、
国
家
が
独
占
資
本
の

た
め
に
、
市
場
、
資
金
、
労
働
力
確
保
、
技
術
開
発
な
ど
の
各
方
面
で
積
極
的
な
政
策
を
行
う
こ
と
に
反
対
す
る
こ
と
を
、
い
さ
さ

か
も
意
味
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
後
段
で
み
る
よ
う
に
、
ヶ
イ
ソ
ズ
理
論
よ
り
、
よ
り
広
汎
た
国
家
介
入
を
要
求
す
る
。

　
こ
の
理
論
は
、
独
占
資
本
の
自
由
活
動
を
阻
げ
る
諾
要
因
、
強
カ
な
労
働
運
動
、
労
働
者
階
級
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
広
汎
な
反

独
占
運
動
、
反
独
占
的
諸
立
法
な
ど
を
国
家
が
排
除
・
弾
圧
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
同
時
に
、
国
家
が
独
占
資
本
の
利
益
の
た
め

に
種
々
の
積
極
的
政
策
を
行
う
こ
と
を
要
求
す
る
。



）５（

労
働
力
確
保
の
要
求

　
新
古
典
派
成
長
論
は
、
経
済
の
成
長
テ
ソ
ポ
、
資
本
増
加
率
、
利
潤
率
な
ど
を
規
定
す
る
主
要
な
要
因
の
一
っ
と
し
て
、
労
働
力

供
給
の
状
態
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
生
産
技
術
に
関
す
る
知
識
状
態
が
変
化
し
な
い
限
り
、
若
し
、
労
働
カ

供
給
が
不
変
で
あ
れ
ば
、
経
済
は
早
晩
、
成
長
率
が
Ｏ
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
故
、
労
働
力
供
給
の
増
加
を
保
証
す
る
こ
と
は
、

経
済
の
成
長
テ
ソ
ポ
、
利
潤
率
の
低
下
を
避
げ
る
た
め
に
主
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
理
論
は
、
国
家
が
労
働
カ
確
保
の
た
め
の
政
策
を
行
う
こ
と
を
要
求
す
る
た
め
の
理
論
的
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と

に
な
る
。
資
本
は
、
彼
等
が
満
足
し
う
る
条
件
（
賃
金
、
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
）
で
、
必
要
と
す
る
質
を
も
っ
た
労
働
力
を
必

要
な
だ
け
雇
用
で
き
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
こ
の
た
め
の
政
策
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
資
本
が
満
足
す
る
条
件
で
労
働
者
を
雇
用
し
、
．
満
足
し
う
る
程
度
の
搾
取
を
行
い
う
る
た
め
の
第
一
の
条
件
は
、
労
働
者
の
組
織

さ
れ
た
闘
争
の
カ
が
強
力
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
労
働
者
階
級
の
組
織
さ
れ
た
闘
争
の
力
が
強
い
場
合
に
は
、

資
本
家
は
労
働
者
を
低
賃
金
で
、
長
い
労
働
時
問
、
労
働
強
化
を
お
し
っ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
職
場
に
お
い
て
資
本
家
的
規

律
の
下
に
労
働
老
を
お
く
こ
と
が
で
き
た
い
。
そ
れ
故
、
労
働
運
動
を
弾
圧
、
懐
柔
た
ど
の
方
法
に
よ
り
弱
化
、
解
体
さ
せ
る
た
め

の
諾
政
策
が
要
請
さ
れ
る
。

　
資
本
が
必
要
と
す
る
だ
げ
の
労
働
力
の
供
給
の
量
的
側
面
に
つ
い
て
み
よ
う
。
資
本
は
彼
等
が
需
要
す
る
だ
げ
の
労
働
力
を
必
要

と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
単
に
そ
れ
だ
げ
で
は
不
充
分
で
、
っ
ね
に
一
定
量
の
失
業
、
産
業
予
備
軍
の
存
在
を
必
要
と

し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
資
本
は
、
突
発
的
な
急
激
な
労
働
需
要
増
を
ま
か
た
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
だ
げ
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で
な
く
、
産
業
予
傭
軍
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
資
本
主
義
杜
会
の
生
産
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
資
本
家
階
級
が
生
産
手
段
の
所
有
を
基
礎
と
し
て
、
生
産
に
関
す
る
諾
決
定
を
握
り
、
労
働
者
を
搾
取
し
っ
づ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
労
働
者
は
労
働
力
を
商
品
と
し
て
販
売
し
な
く
て
は
生
き
て
ゆ
げ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
販
売
し
え

な
い
（
失
業
の
）
可
能
性
と
現
実
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
資
本
の
労
働
力
に
対
す
る
需
要
を
上
廻
る
労
働
供
給
を
確
保
す
る
た
め
の
国
家
の
諾
政
策
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
の

た
め
の
政
策
の
主
な
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
農
民
、
零
細
業
者
、
中
小
資
本
の
整
理
に
よ
る
、
農
民
、
零
細
業

者
の
賃
金
労
働
者
へ
の
強
制
転
化
の
促
進
、
中
小
資
本
に
お
け
る
労
働
者
の
放
出
促
進
。
失
業
対
策
事
業
の
縮
小
、
そ
の
適
用
制
限

の
強
化
に
よ
る
、
劣
悪
な
労
働
条
件
の
も
と
で
の
雇
用
強
制
。
外
国
人
労
働
者
の
移
入
、
あ
る
い
は
逆
に
資
本
を
国
外
に
輸
出
し
、

外
国
に
お
い
て
外
国
人
労
働
者
を
搾
取
す
る
。
こ
れ
ら
を
容
易
、
「
安
全
」
（
資
本
に
と
っ
て
）
な
ら
し
め
る
た
め
の
諸
施
策
。

　
資
本
の
要
求
す
る
労
働
力
は
単
に
量
的
に
充
分
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
資
本
の
必
要
す
る
特
定
の
質
を
も
た
ね
ば
な
ら
な

い
。
生
産
技
術
の
発
展
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
応
じ
て
、
そ
こ
で
労
働
さ
せ
ら
れ
る
労
働
者
は
そ
れ
に
対
応
し
た
技
術
的
知
識
を
も

ち
、
一
定
の
訓
練
を
う
げ
、
資
本
に
対
し
て
柔
順
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
下
級
、
中
級
、
上
級
と
、
労
働
者
を
差
別
的

に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
最
低
知
識
、
訓
練
を
最
も
安
上
り
で
行
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

　
こ
の
資
本
の
要
求
を
充
す
た
め
国
家
が
行
う
政
策
の
う
ち
最
も
主
要
な
も
の
は
、
教
育
政
策
で
あ
る
。
修
学
前
教
育
か
ら
は
じ
め

て
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
大
学
、
さ
ら
に
大
学
院
に
い
た
る
全
教
育
体
系
の
全
体
が
こ
の
要
求
に
従
っ
て
再
編
成
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。



）６（
技
術
開
発
の
要
求

　
新
古
典
派
成
長
論
は
、
経
済
成
長
を
規
定
す
る
最
も
主
要
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
要
因
は
生
産
技
術
の
革
新
的
変
化
で
あ
る
と
考
え

た
。
そ
し
て
、
こ
の
理
論
は
生
産
技
術
が
著
し
い
速
度
で
革
新
的
変
化
を
行
っ
て
ゆ
き
さ
え
す
れ
ば
、
資
本
主
義
杜
会
に
お
げ
る
殆

ん
ど
全
て
の
困
難
、
矛
盾
は
解
消
す
る
と
い
う
幻
想
を
基
礎
と
し
て
い
る
点
に
っ
い
て
は
、
既
に
本
節
ゆ
で
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
、

彼
等
は
生
産
技
術
の
革
新
的
変
化
を
行
い
う
る
か
ど
う
か
が
、
資
本
主
義
に
ー
と
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
独
占
資
本
に
と
っ
て
死
活
問

題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
国
家
が
積
極
的
に
独
占
資
本
の
た
め
に
介
入
し
、
強
力
た
施
策
を
行
う
こ
と
が

要
求
さ
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
諸
政
策
が
考
え
ら
れ
、
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
第
一
に
革
新
的
た
生
産
技
術
の
開
発
そ
の
も
の
に
っ
い
て
で
あ
る
。
革
新
的
な
生
産
技
術
の
開
発
は
、
そ
れ
が
革
新
的
な
も

の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
巨
額
の
開
発
の
た
め
の
資
金
を
必
要
と
す
る
。
殊
に
基
礎
的
な
科
学
の
発
達
と
む
す
び
っ
く
場
合
や
、
い

わ
ゆ
る
ビ
ッ
グ
・
サ
ィ
ェ
ソ
ス
に
か
か
わ
る
生
産
技
術
の
開
発
の
た
め
に
必
要
な
資
金
の
額
は
極
め
て
大
き
く
、
独
占
資
本
と
い
え

ど
も
、
私
的
に
調
達
し
う
る
隈
界
を
超
え
る
。
ま
た
、
革
新
的
た
生
産
技
術
の
開
発
は
、
そ
れ
が
革
新
的
な
も
の
で
あ
る
ほ
ど
、
そ

の
成
功
の
可
能
性
、
将
来
に
お
け
る
成
果
に
っ
い
て
危
険
性
が
大
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
的
独
占
に
よ
っ
て
開
発
資
金
の
点
で
は
、

開
発
を
私
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
て
も
、
こ
の
将
来
に
っ
い
て
の
危
険
性
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
開
発
に
踏
み
切
る
こ
と
に
蹟

踏
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
国
家
が
権
力
を
も
っ
て
調
達
し
た
資
金
を
独
占
資
本
に
使
用
さ
せ
、
技
術
開
発
に
っ
い
て
は
税
法

上
の
特
典
や
、
開
発
し
た
技
術
に
ょ
っ
て
生
産
さ
れ
る
諸
商
品
の
市
場
を
将
来
に
わ
た
っ
て
保
証
（
特
に
軍
需
品
の
場
合
）
す
る
な
ど

の
政
策
が
行
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
更
に
。
直
接
的
に
、
国
家
自
身
が
技
術
開
発
を
ひ
き
う
げ
、
巨
大
た
公
金
の
支
出
に
、
よ
っ
て
開
発
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さ
れ
た
技
術
を
私
的
独
占
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
も
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
独
占
資
本
の
た
め
の
生
産
技
術
の
開
発
を
で
き
る
だ
げ
能
率

よ
く
行
わ
せ
る
た
め
に
、
大
学
、
研
究
所
た
ど
の
研
究
機
関
に
対
し
て
、
極
め
て
偏
っ
た
科
学
、
研
究
政
策
が
お
し
つ
げ
ち
れ
つ
つ

あ
る
。

　
第
二
に
、
開
発
さ
れ
た
革
噺
的
生
産
技
術
を
生
産
過
程
に
導
入
す
る
こ
と
に
っ
い
て
で
あ
る
。
革
新
的
生
産
技
術
は
そ
の
開
発
に

巨
大
な
資
金
を
必
要
と
す
る
だ
げ
で
は
な
く
、
開
発
さ
れ
、
こ
れ
を
実
際
に
ー
生
産
過
程
に
導
入
す
る
た
め
に
、
更
に
巨
大
な
資
金
が

必
要
で
あ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
殊
に
、
革
新
的
技
術
導
入
の
場
合
に
は
、
そ
れ
に
必
要
た
直
接
的
な
生
産
設
傲
が
必
要
で
あ
る
だ

げ
で
な
く
、
多
く
の
場
合
、
間
接
的
な
関
連
諸
部
面
で
の
投
資
（
港
湾
、
道
路
、
通
信
た
ど
）
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
投
資
を
私
的

に
行
う
こ
と
は
、
独
占
資
本
に
と
っ
て
資
金
調
達
上
不
可
能
で
あ
る
か
、
仮
り
に
調
達
で
き
て
も
利
潤
の
観
点
か
ら
得
策
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
国
家
が
、
独
占
資
本
に
対
し
て
、
直
接
投
資
部
分
に
っ
い
て
も
資
金
を
保
証
し
、
間
接
投
資
部
分
に
っ
い
て
は
、
国
家
が

自
ら
、
公
的
資
金
を
支
出
し
て
こ
れ
を
独
占
資
本
の
た
め
に
「
公
共
投
資
」
と
し
て
行
う
戸
」
と
が
要
求
さ
れ
実
行
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
に
、
開
発
し
、
導
入
さ
れ
た
革
新
的
生
産
技
術
の
も
と
で
生
産
さ
れ
る
諾
商
品
の
販
路
に
つ
い
て
の
間
題
が
あ
る
。
革
新
的

生
産
技
術
は
多
く
の
場
合
、
大
観
模
生
産
方
式
が
と
ら
れ
る
。
大
量
の
生
産
が
行
わ
れ
な
げ
れ
ば
、
そ
の
生
産
技
術
は
、
旧
来
の
生

産
技
術
よ
り
も
劣
等
た
も
の
と
な
る
。
こ
の
大
量
生
産
物
を
吸
収
す
る
市
場
が
い
か
に
し
て
保
証
さ
れ
る
か
。
こ
れ
が
基
礎
的
な
生

産
財
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
定
期
間
の
問
は
、
新
技
術
導
入
を
独
占
資
本
が
集
中
的
に
行
う
と
い
う
、
そ
の
こ
と
自
体
で
販
路
を
つ

く
り
出
す
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
新
生
産
技
術
の
導
入
を
行
う
に
は
、
そ
の
技
術
体
系
を
体
化
し
た
生
産
諾
設
備
が
新
た

に
据
附
げ
ら
れ
た
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
生
産
諾
設
備
の
生
産
部
門
お
よ
び
、
そ
の
関
連
内
門
に
需
要
が
増
加
す
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
熊
は
永
続
す
る
と
期
待
で
き
な
い
し
、
こ
と
に
革
新
的
技
術
で
生
産
さ
れ
る
商
品
が
武
器
た



ど
で
あ
る
場
合
に
は
、
上
述
の
よ
う
た
径
路
で
の
需
要
増
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
も
、
国
家
の
介
入
が
期
待
さ
れ
要
求
さ
れ
る
。

国
家
の
有
効
需
要
政
策
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
政
策
は
軍
需
拡
大
政
策
と
つ
よ
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
第
四
の
問
題
は
、
開
発
し
、
導
入
さ
れ
る
革
新
的
生
産
技
術
に
１
よ
っ
て
、
駆
遂
さ
れ
廃
棄
を
強
制
さ
れ
る
旧
生
産
技
術
に
よ
っ
て

生
産
を
行
っ
て
い
る
企
業
と
、
そ
こ
で
の
労
働
者
の
間
題
で
あ
る
。
新
古
典
派
成
長
論
で
は
、
労
働
供
給
の
増
大
が
な
く
て
も
、
経

済
が
成
長
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
に
は
、
革
新
的
生
産
技
術
の
導
入
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
た
の
は
、
革
新
的
生
産
技
術
の
導

入
に
よ
っ
て
、
旧
技
術
に
よ
っ
て
生
産
し
て
い
る
企
業
を
破
産
さ
せ
、
そ
こ
で
労
働
し
て
い
る
労
働
者
を
放
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
労
動
供
給
の
制
限
を
突
破
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
国
家
独
占
資
本
主
義
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
新
生
産
技
術
の
導
入
↓
旧
生
産
技
術
に
よ
る
生
産
の
強
制
的
廃
棄
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
は
、
景
気
循
環
の
下
方
局
面
に
お
い
て
大
量
に
行
わ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
局
面
で
は
、
市
場
が
梗
塞
し
、
諾
価
格
は
下

落
し
て
労
働
生
産
性
の
低
い
旧
生
産
技
術
に
よ
る
生
産
は
、
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
国
家
独
占
資
本
主
義
に
お
い

て
も
、
景
気
循
環
は
も
ち
ろ
ん
消
減
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
景
気
循
環
の
下
方
局
面
に
お
い
て
、
旧
生
産
技
術
が
き
わ
だ
っ
て
廃
棄

さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
た
く
た
っ
て
は
い
た
い
。
だ
が
、
次
の
三
つ
の
特
殊
な
事
情
が
発
生
す
る
。

　
第
一
の
事
情
は
、
資
本
主
義
が
独
占
段
階
に
入
る
に
と
も
な
っ
て
、
景
気
循
環
の
下
方
局
面
は
著
し
く
永
び
き
（
一
九
世
紀
七
十
年

代
に
は
じ
ま
る
「
大
不
況
」
、
一
九
二
九
に
は
じ
ま
る
「
大
恐
慌
」
）
、
ま
た
、
そ
の
下
降
の
深
さ
は
著
し
い
（
一
九
二
九
年
に
は
じ
ま
る
「
大
恐

慌
」
）
も
の
に
な
っ
た
こ
と
。
そ
れ
と
同
時
に
、
一
九
一
七
年
ロ
シ
ャ
に
お
げ
る
杜
会
主
義
革
命
の
成
功
、
世
界
各
国
に
お
げ
る
共
産

党
の
結
成
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
労
働
者
階
級
を
中
心
と
す
る
資
本
主
義
を
止
揚
し
よ
う
と
す
る
勢
力
が
強
く
な
っ
て
き
た
こ
と
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
資
本
主
義
は
、
も
は
や
、
従
来
の
固
有
の
運
動
形
態
で
あ
っ
た
、
景
気
循
環
に
自
ら
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
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た
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
経
済
的
に
極
め
て
激
し
い
困
難
を
伴
う
だ
げ
で
な
く
、
革
命
的
危
機
を
醸
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
国
家
が
大
き
く
経
済
に
介
入
し
、
有
効
需
要
政
策
（
莫
大
た
軍
事
支
出
を
中
心
と
す
る
）
を
行
い
、
景
気
循
環
を
緩
慢

た
も
の
に
せ
ざ
る
を
え
た
ぐ
た
っ
た
。
そ
の
結
果
、
新
生
産
技
術
の
導
入
↓
旧
生
産
技
術
の
廃
棄
を
、
景
気
循
環
の
下
向
局
面
で
集

中
的
に
行
う
の
で
な
く
、
景
気
循
環
の
局
面
が
、
上
向
か
下
向
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
旧
生
産
技
術
に
よ
る
生
産
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
化

を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　
第
二
の
事
情
は
、
景
気
の
上
向
局
面
で
あ
れ
下
向
局
面
で
あ
れ
、
従
来
の
生
産
技
術
の
も
と
で
の
生
産
を
停
止
す
る
こ
と
は
、
中
．

小
資
本
の
倒
産
、
そ
こ
で
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
解
雇
と
い
う
間
題
を
生
じ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
に
お
い
て
は
、
労
働
者
階
級
を

指
導
者
と
す
る
強
力
な
勢
力
が
存
在
し
、
こ
の
よ
う
た
中
小
企
業
へ
の
圧
迫
、
労
働
者
へ
の
し
わ
よ
せ
に
対
し
て
断
呼
と
し
て
闘
う

力
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
た
勢
力
に
対
し
て
弾
圧
に
よ
っ
て
か
、
懐
柔
策
に
よ
っ
て
か
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
第
三
の
事
情
は
、
革
新
的
技
術
の
導
入
に
よ
っ
て
ス
ク
ラ
ッ
プ
化
し
汰
く
て
は
な
ら
な
い
生
産
諸
設
備
が
、
独
占
資
本
の
所
有
で

あ
る
場
合
、
独
占
資
本
が
こ
う
む
る
「
資
本
損
失
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
惜
は
い
づ
れ
も
、
こ
の
間
題
に
っ
い
て
の
国
家
の
介
入
を
独
占
資
本
が
要
求
す
る
根
拠
と
な
る
。
国
家
は
、
中
小
零

細
企
業
の
整
理
、
こ
れ
に
対
す
る
反
対
運
動
の
弾
圧
、
ま
た
、
こ
れ
に
対
す
る
懐
柔
策
と
し
て
の
一
定
額
の
支
出
（
生
産
停
止
、
縮
小

を
条
件
と
し
て
の
資
金
交
附
、
離
職
手
当
な
ど
）
』
　
独
占
資
本
や
大
資
本
の
こ
う
む
る
「
資
本
揖
失
」
に
対
し
て
は
、
既
に
こ
の
こ
と
が

起
る
ま
え
か
ら
税
制
上
め
優
遇
（
「
加
速
度
償
却
」
な
ど
）
を
行
ケ
像
か
に
、
ス
ク
ラ
ッ
ブ
さ
れ
る
諾
設
備
の
員
上
げ
な
ど
を
行
う
。

　
以
上
、
本
節
で
み
た
と
こ
ろ
か
ら
、
分
る
よ
う
に
、
新
古
典
派
成
長
論
は
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
含
意
に
お
い
て
、
ま
た
、
そ

こ
か
ら
引
出
さ
れ
る
政
策
的
帰
結
に
お
い
て
、
と
も
に
、
ケ
イ
ソ
ズ
の
理
論
よ
り
強
い
意
味
で
国
家
独
占
資
本
主
義
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
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