
書
　
評

芦
田
文
夫
著
「
社
会
主
義
的
所
有
と
価
値
論
」

岡

本

正

　
「
ス
タ
ー
リ
ソ
批
判
」
以
後
、
ソ
連
の
経
済
学
界
に
生
じ
た
新
風
を
、

ド
ッ
ブ
が
「
経
済
学
的
討
論
と
理
論
活
動
の
ル
ネ
ッ
サ
ソ
ス
」
と
よ
ん

だ
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
ル
ネ
ッ
サ
ソ
ス
」
は
、
一

九
六
五
年
の
い
わ
ゆ
る
「
経
済
改
革
」
を
経
過
し
て
さ
ら
に
進
展
し
た
。

ソ
連
に
お
げ
る
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
諸
論
争
は
、
か
つ
て
岡
稔
氏
の

名
著
『
計
画
経
済
論
序
説
』
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
が
、
芦
田
氏
の
著

書
は
、
論
争
の
そ
の
後
の
展
開
を
詳
細
に
あ
と
づ
け
な
が
ら
、
そ
れ
に

も
と
づ
い
て
杜
会
主
義
経
済
学
の
新
し
い
理
論
体
系
を
構
築
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
先
進
資
本
主
義
国
に
お
け
る
「
新
し
い
民

主
主
義
」
の
課
題
と
杜
会
主
義
国
に
お
げ
る
「
杜
会
主
義
的
民
主
主

　
　
　
　
芦
田
文
夫
著
『
杜
会
主
義
的
所
有
と
価
値
論
』
　
（
岡
本
）

義
」
の
課
題
と
が
と
も
に
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ー
プ
さ
れ
て
き
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
の
課
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
新
し
い
経
済
的
理
論
の
枠

組
」
と
結
び
っ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
（
「
は
じ
め
に
」
）
。
こ
の
よ
う
な
認

識
を
背
景
と
し
て
著
者
は
、
　
「
所
有
論
」
と
「
商
品
生
産
・
価
値
法
則

論
」
と
を
二
っ
の
軸
と
す
る
杜
会
主
義
経
済
学
の
理
論
を
体
系
化
し
ょ

う
と
す
る
。

　
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
本
書
の
構
成
は
、
序
章
と
「
む
す
び

に
か
え
て
」
と
の
問
に
六
章
を
配
置
す
る
彬
に
た
っ
て
い
る
が
、
ま
ず

序
章
で
は
問
題
提
起
の
た
め
に
、
　
「
杜
会
主
義
杜
会
の
過
渡
的
性
格
」

を
め
ぐ
る
中
ソ
の
論
争
と
平
田
清
明
氏
の
「
市
民
杜
会
論
」
的
杜
会
主

義
論
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
問
題
提
起
を
う
け
て
、
第
一
章
は
、

「
所
有
論
」
と
「
商
品
生
産
・
価
値
法
則
論
」
と
い
う
二
つ
の
軸
に
関

す
る
ソ
連
の
論
争
の
前
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
第
二
章
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三
（
一
七
三
）
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所
有
論
、
第
三
章
は
商
品
生
産
論
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
杜
会
主
義

生
産
関
係
の
本
質
論
を
展
開
す
る
。
第
四
章
と
第
五
章
は
、
前
章
ま
で

の
本
質
論
を
基
礎
に
し
て
、
杜
会
主
義
に
お
け
る
価
値
法
則
の
機
能
を

と
り
あ
げ
る
。
本
質
論
と
機
能
論
と
は
第
六
章
で
総
括
的
に
統
一
さ
れ
、

「
杜
会
主
義
的
民
主
主
義
」
の
実
現
と
い
う
課
題
に
照
応
す
る
経
済
理

論
の
構
築
が
試
み
ら
れ
る
。
　
「
む
す
び
に
か
え
て
」
で
は
、
杜
会
主
義

へ
の
展
望
を
内
包
す
る
先
進
資
本
主
義
国
の
「
新
し
い
民
主
主
義
」
の

課
題
と
、
そ
れ
に
照
応
す
る
経
済
理
論
の
枠
組
と
が
、
杜
会
主
義
経
済

論
の
新
展
開
、
新
し
い
杜
会
主
義
像
の
形
成
と
ど
の
よ
う
に
重
た
り
合

う
か
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
先
に
引
き
合
い
に
出
し
た
岡
氏
の
書
物
と

本
書
と
は
、
ソ
連
の
論
争
を
克
明
に
紹
介
す
る
な
か
か
ら
著
者
自
身
の

主
張
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
い
う
手
法
も
よ
く
似
て
い
る
し
、
ま
た
、

明
示
す
る
か
し
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
連
経
済
の
新
制
度
と
杜
会

主
義
的
民
主
主
義
と
の
関
連
に
眼
を
向
げ
て
い
る
点
も
同
じ
で
あ
る
。

た
だ
、
岡
民
が
そ
の
主
要
な
関
心
を
、
　
「
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
計
画

化
の
数
量
的
な
側
面
」
に
お
い
た
の
に
対
し
て
、
芦
田
氏
が
杜
会
主
義

の
本
質
論
か
ら
構
造
論
、
機
能
論
ま
で
の
一
貫
し
た
体
系
化
を
目
標
と

し
て
い
る
こ
と
は
、
重
要
な
相
違
点
で
あ
る
。
こ
の
相
違
の
由
来
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四
（
一
七
四
）

と
こ
ろ
は
、
著
者
の
関
心
の
方
向
の
差
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
一
面
で

は
、
こ
の
両
著
書
の
発
表
時
期
の
中
間
に
お
げ
る
、
ソ
連
の
経
済
学
論

争
の
発
展
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二

　
ソ
連
の
論
争
は
、
一
九
五
六
年
末
か
ら
「
価
値
・
価
格
論
争
」
と
し
て

は
じ
ま
る
。
そ
の
年
二
月
に
開
か
れ
た
第
二
〇
回
党
大
会
の
「
ス
タ
ー

リ
ソ
批
判
」
に
よ
り
「
個
人
崇
拝
」
の
呪
縛
が
解
か
れ
た
こ
と
か
ら
、

新
し
い
経
済
理
論
の
展
開
が
う
な
が
さ
れ
た
と
い
え
る
。
著
老
は
、
こ

の
段
階
の
論
争
に
お
げ
る
主
要
な
流
れ
を
「
所
有
説
」
と
「
労
働
説
」

の
二
系
列
に
分
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
老
と
し
て
オ
ス
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
ャ

ノ
フ
と
ク
ロ
ソ
ロ
ー
ド
を
あ
げ
て
、
論
争
内
容
を
要
約
的
に
紹
介
し
て

い
る
。
当
時
の
実
践
的
要
請
で
あ
っ
た
「
価
格
体
系
の
整
序
」
に
関
連

し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
１
価
格
形
成
基
準
を
め
ぐ
る
論
争
が
展
開
さ
れ

る
一
方
で
、
杜
会
主
義
生
産
物
の
「
商
品
性
」
の
根
拠
が
論
じ
ら
れ
た
。

「
商
品
性
」
の
根
拠
を
所
有
関
係
に
求
め
る
「
所
有
説
」
と
労
働
の
異

質
性
に
求
め
る
「
労
働
説
」
と
が
、
当
時
の
論
争
の
大
勢
を
二
分
し
た

の
で
あ
る
が
、
前
者
は
、
ス
タ
ー
リ
ソ
の
「
二
つ
の
所
有
形
態
」
説
の

影
響
を
脱
し
き
れ
ず
、
後
者
は
、
　
「
所
有
関
係
に
よ
る
規
定
の
弱
さ
」



の
た
め
に
論
理
の
顧
倒
に
陥
っ
て
い
た
と
、
著
老
は
述
べ
て
い
る
（
第

三
章
第
一
節
）
。
　
こ
の
あ
た
り
の
叙
述
は
お
お
む
ね
学
界
共
通
の
認
識

に
沿
う
も
の
だ
が
、
そ
の
な
か
で
、
ク
ロ
ソ
ロ
ー
ド
の
主
張
を
分
析
す

る
部
分
は
周
到
か
っ
明
快
で
あ
り
、
と
く
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

早
く
か
ら
ク
ロ
ン
ロ
ー
ド
に
着
目
し
て
き
た
著
者
の
深
い
造
詣
の
あ
ら

わ
れ
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
論
争
で
は
一
般
に
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の

「
商
品
生
産
」
を
「
特
別
の
種
類
の
商
品
生
産
」
と
考
え
て
い
た
。
杜
会

主
義
の
生
産
物
を
、
　
『
資
本
論
』
の
商
品
と
は
肢
本
的
に
異
な
る
「
特

殊
な
商
品
」
　
（
「
特
別
の
種
類
の
商
品
」
）
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
古
典
に
１
示
さ
れ
た
杜
会
主
義
経
済
１
１
非
商
品
経
済
と

い
う
規
定
と
の
矛
盾
を
避
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
よ

う
な
「
特
殊
な
商
品
」
説
を
と
ら
な
い
。
杜
会
主
義
の
も
と
で
も
「
商

品
」
は
「
本
来
の
商
品
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
、
本
質
的
に
は
非

商
品
経
済
で
あ
る
杜
会
主
義
経
済
に
存
在
す
る
根
拠
は
何
か
と
い
う
こ

と
を
、
生
産
関
係
の
基
本
的
構
造
に
結
び
つ
げ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
こ
の
課
題
は
、
「
経
済
改
革
」
（
一
九
六
五
年
）
以
後
の
ソ

連
に
お
げ
る
論
争
の
新
展
開
を
あ
と
づ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
果
た
さ

れ
る
。
　
「
経
済
改
革
」
が
、
企
業
の
自
主
性
の
拡
大
、
企
業
の
利
害
に

　
　
　
芦
田
文
夫
著
『
杜
会
主
義
的
所
有
と
価
値
論
』
（
岡
本
）

も
と
づ
く
自
主
的
決
定
が
同
時
に
杜
会
の
利
益
を
達
成
す
る
結
果
に
な

る
よ
う
な
経
済
機
構
の
形
成
、
と
い
う
目
標
を
掲
げ
た
時
、
そ
れ
は
、

形
式
的
に
は
「
市
場
機
構
」
類
似
の
制
度
の
採
用
を
意
味
し
た
。
経
済

学
は
こ
の
新
経
済
制
度
の
理
論
的
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
要
請

さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
前
段
階
の
論
争
が
、
価
格
彩
成
原
則
の
解
明
を
出

発
点
と
し
た
の
に
く
ら
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
深
く
広
い
問
題
を
与
え
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
経
済
制
度
改
革
の
ラ
テ
ィ
カ
ル
な
性
格

（
少
く
と
も
当
初
の
）
が
、
経
済
理
論
の
展
開
に
も
反
映
し
た
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
新
し
い
理
論
展
開
を
、
著
者
は
ま
ず
「
所
有
論
」
か
ら

と
り
あ
げ
て
い
る
。三

　
芦
田
氏
は
、
ソ
連
に
お
げ
る
「
所
有
論
」
を
三
っ
の
流
派
に
分
類
す

る
。
第
一
は
、
ツ
ァ
ゴ
ー
ロ
フ
を
中
心
と
す
る
モ
ス
ク
ワ
大
学
系
統
の

議
論
、
第
二
は
、
ク
ロ
ン
ロ
ー
ド
の
議
論
、
第
三
は
コ
レ
ソ
フ
を
中
心

と
す
る
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
大
学
系
統
の
議
論
で
あ
る
（
第
二
章
第
一
節
）
。

　
モ
ス
ク
ワ
大
学
系
統
の
議
論
の
特
徴
は
、
所
有
関
係
を
「
人
と
物
と

の
関
係
」
と
し
ｒ
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
ツ
ァ
ゴ
ー
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五
（
一
七
五
）
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フ
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
杜
会
主
義
経
済
論
が
所
有
関
係
を
出
発
範
晴
と

し
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
杜
会
主
義
的
所
有
の
内
容
を
全
面
的
に
解
明

す
る
こ
と
な
く
、
単
に
「
先
験
的
に
前
提
」
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
こ

と
を
批
判
し
て
、
所
有
関
係
と
は
生
産
関
係
の
総
体
に
は
か
な
ら
ず
、

そ
の
解
明
は
経
済
学
の
理
論
体
系
を
つ
う
じ
て
は
じ
め
て
行
な
わ
れ
う

る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
杜
会
主
義
的
所
有
を
移
式
的
に
と
ら
え
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
経
済
的
内
容
、
経
済
的
実
現
彬
態
の
全
体
を
明
ら
か
に

し
た
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
生
産
手
段
と
労
働
力
と

が
再
生
産
の
過
程
で
ど
の
よ
う
に
結
合
さ
れ
、
機
能
さ
せ
ら
れ
る
か
を

解
明
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
生
産
手
段
と
労
働
力
と

の
結
合
は
、
資
本
主
義
で
は
「
商
品
捗
態
」
、
杜
会
主
義
で
は
「
計
画
的

組
織
」
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
経
済
的
彩
態
の
も
と
で
は
じ

め
て
所
有
は
経
済
的
内
容
を
獲
得
す
る
。
こ
こ
で
、
主
体
と
し
て
の
「
所

有
老
」
の
客
体
と
し
て
の
「
物
」
に
対
す
る
「
占
有
、
利
用
、
処
分
の

関
係
の
総
体
」
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
モ
ス
ク
ワ
大
学

系
統
の
議
論
に
よ
っ
て
、
杜
会
主
義
的
所
有
関
係
は
生
産
関
係
全
体
の

な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
う
え
で
、
そ
の
経
済
的
実
現
彩
態
が
全

面
的
に
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
所
有
論
』

の
新
し
い
領
域
が
き
り
ひ
ら
か
れ
た
と
、
著
者
は
そ
の
積
極
面
を
高
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六
（
一
七
六
）

評
価
す
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
点
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

　
す
た
わ
ち
、
　
「
人
と
人
と
の
関
係
」
が
経
済
学
か
ら
ぬ
げ
お
ち
て
、

人
と
物
と
の
結
合
関
係
の
彩
態
規
定
だ
げ
が
重
視
さ
れ
、
杜
会
主
義
経

済
学
の
出
発
範
曉
は
、
杜
会
主
義
的
所
有
が
経
済
的
に
実
現
さ
れ
る
彬

態
と
し
て
の
「
計
画
的
組
織
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
た
る
。
こ
れ
に

対
し
て
ク
ロ
ソ
ロ
ー
ド
が
加
え
た
批
判
（
「
計
画
性
が
あ
ま
り
に
も
異
常
肥

大
し
て
い
て
、
生
産
手
段
の
杜
会
主
義
的
杜
会
化
の
第
一
の
課
題
は
計
画
性
の

保
証
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
搾
取
関
係
の
廃
棄
に
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
た

い
ほ
ど
だ
」
）
を
、
著
者
は
、
共
感
を
も
っ
て
引
用
し
て
い
る
（
第
二
章

第
一
一
節
）
。

　
こ
の
よ
う
な
「
所
有
論
」
か
ら
は
、
ヘ
ッ
シ
ソ
の
よ
う
に
、
杜
会
主

義
に
お
け
る
商
品
生
産
の
存
在
を
否
定
す
る
議
論
も
登
場
す
る
が
、
ツ

ァ
ゴ
ー
ロ
フ
ら
は
、
杜
会
主
義
的
生
産
の
本
質
を
非
商
品
生
産
と
規
定

し
た
う
え
で
、
経
済
運
営
に
お
け
る
二
つ
の
「
階
梯
」
を
区
別
し
、
杜

会
の
階
梯
で
の
経
済
運
営
を
「
計
画
的
組
織
」
と
、
企
業
の
階
梯
で
の

経
済
運
営
を
「
商
晶
捗
態
」
と
結
び
つ
げ
る
。
そ
の
さ
い
の
論
理
構
造

は
っ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
杜
会
主
義
の
も
と
で
は
「
労
働
の
差
異
」

が
な
く
な
ら
な
い
か
ら
、
生
産
物
は
「
有
償
性
」
の
原
則
に
も
と
づ
い



て
交
換
さ
れ
る
。
「
有
償
性
」
は
「
等
価
性
」
と
は
別
の
概
念
で
、
「
物

を
あ
た
え
る
者
が
そ
れ
と
ひ
き
か
え
に
他
の
も
の
を
う
げ
と
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
レ
メ
ソ
ク
ル

意
味
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
商
品
関
係
の
基
礎
的
な
標
識
」
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
生
産
物
の
生

産
は
、
個
々
の
労
働
者
に
よ
っ
て
で
は
な
く
企
業
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

る
。
こ
こ
に
、
個
々
の
労
働
老
の
労
働
を
合
成
し
た
企
業
の
労
働
の
差

異
、
企
業
の
分
立
性
、
企
業
の
生
産
物
交
換
の
有
償
性
が
成
立
す
る
。

た
だ
し
有
償
性
は
商
品
の
形
態
を
規
定
す
る
に
－
す
ぎ
な
い
。
有
償
性
に

も
と
づ
く
交
換
の
つ
り
あ
い
が
企
業
の
生
産
を
有
利
ま
た
は
不
利
な
ら

し
め
る
こ
と
に
よ
り
生
産
構
造
が
変
化
さ
せ
ら
れ
る
時
、
商
品
関
係
は

た
ん
な
る
捗
態
に
と
ど
ま
ら
ず
実
質
化
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
ツ
ァ
ゴ

ー
ロ
フ
ら
は
商
品
関
係
を
移
態
か
ら
実
体
へ
と
い
う
順
序
で
観
定
す
る
。

こ
れ
に
対
す
る
著
者
の
批
判
は
正
鵠
を
失
わ
な
い
も
の
と
い
え
る
。
す

な
わ
ち
、
ツ
ァ
ゴ
ー
ロ
フ
ら
の
議
論
は
、
　
「
企
業
に
お
げ
る
生
産
過
程

の
実
体
に
ね
ざ
し
そ
の
内
的
矛
盾
の
必
然
的
な
現
象
あ
る
い
は
実
現
の

形
態
と
し
て
商
品
生
産
を
み
て
い
く
と
い
う
」
も
の
で
は
汰
い
。
そ
の

た
め
に
、
　
「
商
品
・
貨
幣
範
曉
が
た
ん
な
る
計
算
や
効
率
化
の
た
め
の

用
具
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
い
う
技
術
主
義
的
理
解
に
落
ち
込
ん
で
い
か

ざ
る
を
え
た
い
」
（
第
三
章
第
四
節
）
。

　
　
　
　
芦
田
文
夫
著
『
杜
会
主
義
的
所
有
と
価
値
論
』
（
岡
本
）

　
つ
ぎ
は
ク
ロ
ン
ロ
ー
ド
の
「
所
有
論
」
。
　
ク
ロ
ソ
ロ
ー
ド
は
、
所
有

関
係
を
「
生
産
手
段
に
関
す
る
人
と
人
と
の
関
係
」
と
正
し
く
観
定
し
、

そ
れ
を
「
生
産
の
物
的
条
件
と
結
果
と
の
取
得
　
　
処
分
」
の
関
係
と

「
経
済
過
程
に
お
げ
る
そ
れ
ら
の
取
得
　
　
利
用
」
の
関
係
と
に
わ
げ

て
考
察
す
る
。
　
「
取
得
　
　
処
分
」
の
関
係
は
、
　
「
全
経
済
制
度
を
規

定
す
る
基
本
的
条
件
と
し
て
の
生
産
手
段
の
配
分
の
杜
会
１
１
歴
史
的
本

性
を
表
現
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
一
方
、
　
「
取
得
　
　
利
用
」
の
関
係

は
、
前
者
の
関
係
が
直
接
的
生
産
過
程
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
具
体
的

彩
態
で
あ
る
。
杜
会
主
義
の
所
有
関
係
は
、
　
「
取
得
　
　
処
分
」
と
い

う
本
質
の
側
面
で
は
杜
会
成
員
全
体
の
経
済
的
平
等
を
保
障
す
る
が
、

「
取
得
　
　
利
用
」
の
面
で
は
経
済
的
不
平
等
を
含
む
。
こ
の
経
済
的

不
平
等
を
ひ
き
お
こ
す
も
の
は
「
労
働
の
異
質
性
」
に
ほ
か
な
ら
な
い

（
第
二
章
第
三
節
）
。

　
か
っ
て
、
ク
厚
ソ
ロ
ー
ド
は
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
商
品
生
産
を

「
労
働
の
異
質
性
」
に
も
と
づ
い
て
説
明
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
「
論

理
の
顛
倒
」
と
い
う
批
判
は
前
述
の
と
お
ク
で
あ
る
。
そ
の
後
、
所
有

論
争
の
展
開
の
な
か
で
ク
ロ
ソ
ロ
ー
ド
は
独
白
の
所
有
概
念
を
提
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七
（
一
七
七
）
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て
、
杜
会
主
義
の
生
産
関
係
の
解
明
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
し
か
し
、

直
接
的
生
産
過
程
の
分
析
に
あ
た
り
、
　
「
取
得
　
　
利
用
」
の
関
係
に

お
げ
る
経
済
的
不
平
等
を
「
個
人
の
労
働
の
異
質
性
」
か
ら
説
明
し
た

た
め
に
、
以
前
の
ま
ま
の
「
論
理
の
顛
倒
」
が
生
ず
る
。
　
つ
ま
り
、

「
労
働
の
異
質
性
」
か
ら
「
物
質
的
刺
激
」
、
「
等
価
補
填
　
等
価
交

換
」
へ
と
進
む
論
理
展
開
は
承
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
何
故
に

「
商
品
」
形
態
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
は
説
明
で
き
な
い
。
結
局
は
、

「
商
品
」
彫
態
の
存
在
を
暗
に
前
提
し
た
う
え
で
、
「
労
働
の
異
質
性
」

か
ら
生
ず
る
矛
盾
の
解
決
を
説
く
と
い
う
、
顛
倒
し
た
論
理
に
頼
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
っ
て
ク
ロ
ソ
ロ
ー
ド
の
「
労
働
説
」
が
内
包

し
て
い
た
弱
点
は
克
服
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
の
だ
が
、
著
者
は
そ
の

原
因
を
っ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ク
艀
ソ
ロ
ー
ド
の
理

論
に
は
直
接
的
生
産
過
程
に
お
け
る
「
集
団
的
結
合
的
労
働
様
式
」
の

分
析
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
、
「
企
業
の
分
立
性
」
、
　
「
企
業
に
よ
る
占

有
」
と
い
う
概
念
の
意
義
が
見
落
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
（
第
三
章
第

五
節
）
。ク

ロ
ン
ロ
ー
ド
と
同
様
に
、
所
有
関
係
を

「
人
と
人
と
の
関
係
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
八
（
一
七
八
）

規
定
し
、
そ
こ
か
ら
き
わ
め
て
特
色
の
あ
る
所
有
概
念
を
展
開
す
る
の

が
、
コ
レ
ソ
フ
ら
、
レ
ニ
ソ
グ
ラ
ー
ド
大
学
系
統
の
人
び
と
で
あ
る
。

そ
の
議
論
の
特
徴
の
一
つ
は
、
　
「
所
有
」
、
　
「
占
有
」
、
「
処
分
」
、
　
「
利

用
」
な
ど
の
経
済
的
概
念
を
規
定
し
て
い
る
点
に
あ
る
が
、
な
か
で
も

「
占
有
」
概
念
に
と
く
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
　
「
占
有
」
と
は
、

一
定
の
所
有
関
係
の
も
と
で
成
立
す
る
「
部
分
的
取
得
」
で
あ
る
と
さ

れ
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
「
個
々
の
生
産
的
環
の
集
団
」
に
よ
る
占

有
に
注
意
が
む
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
な
ら
ん
で
注
目
さ
れ
る
の

が
「
生
産
形
態
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
生
産
移
態
に
は
「
技
術
的
側

面
」
と
「
杜
会
・
経
済
的
側
面
」
と
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
　
「
生
産
力

の
状
態
」
と
「
生
産
関
係
の
型
」
と
を
性
格
づ
け
る
。
そ
し
て
こ
の
両

側
面
が
所
有
形
態
の
発
展
を
規
定
す
る
。
こ
こ
で
「
生
産
関
係
の
型
」

と
は
「
分
業
と
協
業
、
生
産
の
集
中
と
杜
会
化
」
の
水
準
を
意
味
し
て

い
る
。
こ
う
し
て
「
杜
会
主
義
的
所
有
の
本
質
」
は
「
生
産
形
態
」
と

い
う
概
念
と
結
合
さ
れ
、
　
「
生
産
と
労
働
の
杜
会
化
、
集
団
的
結
合
的

労
働
を
は
な
れ
て
は
杜
会
主
義
的
所
有
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
（
第
二
章
第
四
節
）
。
こ
の
こ
と
は
、
　
「
企
業
と
い
う
形
態
の

集
団
的
労
働
」
が
杜
会
主
義
的
生
産
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
核
心
に

す
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。



　
コ
レ
ソ
フ
ら
の
所
有
論
が
企
業
を
重
視
す
る
こ
と
を
著
者
は
高
く
評

価
す
る
。
杜
会
主
義
的
生
産
過
程
に
お
げ
る
労
働
の
異
質
性
は
、
ま
ず

企
業
の
集
団
的
労
働
の
異
質
性
、
発
展
の
未
成
熟
性
と
し
て
規
定
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
個
人
の
労
働
の
異
質
性
は
企
業
の
そ
れ
に
包
摂
さ
れ

る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
直
接
的

生
産
過
程
に
お
け
る
占
有
者
と
し
て
の
企
業
の
概
念
を
明
確
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
第
二
章
第
四
節
）
。

　
こ
の
所
有
論
か
ら
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
商
品
生
産
が
説
明
さ
れ
る
。

「
杜
会
主
義
的
生
産
関
係
、
な
か
ん
ず
く
杜
会
主
義
段
階
に
お
け
る
生

産
手
段
の
杜
会
的
所
右
」
に
商
品
生
産
の
根
拠
を
求
め
る
と
い
う
正
統

的
立
場
に
た
っ
て
、
杜
会
主
義
企
業
の
経
済
的
分
立
性
と
占
有
と
か
ら

企
業
独
自
の
物
質
的
刹
害
関
係
の
存
在
を
み
ち
び
ぎ
だ
し
、
そ
こ
に
生

産
物
の
商
品
性
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
商
品
は
、
　
「
特

別
の
種
類
の
商
品
」
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
杜
会
主
義
経
済
に
と
り
、

「
技
術
的
計
算
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
『
異
物
』
」
で
も
な
い
。
そ

れ
は
、
本
来
の
商
品
で
あ
る
と
と
も
に
杜
会
主
義
経
済
の
有
機
的
、
構

造
的
特
質
を
成
す
も
の
で
あ
る
（
第
三
章
第
六
節
）
。
著
者
は
こ
の
コ
レ

ソ
フ
ら
の
見
解
を
、
最
も
説
得
的
な
も
の
だ
と
評
価
す
る
。
た
だ
、
コ

レ
ソ
フ
ら
が
、
上
級
環
た
る
杜
会
（
国
家
）
に
よ
る
「
全
人
民
的
取
得
、

　
　
　
　
芦
田
文
夫
薯
『
杜
会
主
義
的
所
有
と
価
値
論
』
　
（
岡
本
）

杜
会
的
所
有
の
機
能
」
と
、
下
級
環
と
し
て
の
企
業
に
よ
る
「
部
分
的

取
得
、
占
有
の
機
能
」
と
の
問
に
１
、
ま
た
企
業
相
互
の
問
に
、
生
ず
る

は
ず
の
矛
盾
の
存
在
を
み
と
め
な
い
点
に
は
異
議
を
と
な
え
る
の
で
あ

る
（
第
二
章
第
四
節
）
。
こ
の
よ
う
な
ソ
連
の
学
者
に
よ
く
あ
る
「
体
制

賛
美
」
傾
向
に
は
十
分
な
注
意
を
は
ら
う
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

　
以
上
が
、
本
書
に
お
け
る
「
所
有
論
」
、
　
「
商
品
生
産
論
」
の
研
究

の
か
ん
た
ん
な
要
約
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
著
者
の
議
論
は
こ
れ
よ
り

は
る
か
に
詳
細
か
つ
周
到
で
あ
り
、
読
者
は
、
著
者
の
先
導
に
よ
っ
て

ソ
連
の
学
界
で
展
開
さ
れ
た
諸
論
争
（
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
錯
綜
し
多
岐

に
わ
た
る
と
と
も
に
、
　
し
ぼ
し
ぼ
論
争
者
相
互
の
立
場
が
逆
転
し
た
り
、
論
点

が
あ
ら
ぬ
方
向
に
逸
脱
し
た
り
す
る
の
だ
が
）
の
筋
道
を
誤
り
な
く
辿
る
と

と
も
に
、
問
題
の
本
質
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七

　
っ
ぎ
に
著
者
の
議
論
は
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
「
価
値
法
則
の
機

能
」
と
い
う
、
よ
り
具
体
的
た
問
題
領
域
に
進
む
。

　
価
値
法
則
の
機
能
は
、
　
「
労
働
支
出
の
節
約
」
の
機
能
と
、
　
「
生
産

と
需
要
・
消
費
・
欲
望
の
照
応
」
の
機
能
と
い
う
二
つ
に
わ
け
ら
れ
、

前
者
は
一
九
五
六
年
末
以
来
の
価
格
形
成
原
則
を
め
ぐ
る
論
争
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
（
一
七
九
）
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連
で
、
後
老
は
一
九
六
〇
年
代
以
後
の
消
費
・
需
要
問
題
の
議
論
と
の

関
連
で
、
研
究
さ
れ
る
。

　
価
格
形
成
原
則
の
議
論
は
、
周
知
の
よ
う
に
　
「
生
産
価
格
説
」
と

「
価
値
説
」
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
こ
こ
で
蛇
足
を
ひ
と
っ
。

本
書
で
は
、
価
格
形
成
論
争
に
お
げ
る
対
立
的
主
張
を
し
め
す
の
に
、
「
価
値

論
」
対
．
「
生
産
価
格
論
」
と
い
う
表
現
と
「
価
値
説
」
対
「
生
産
価
格
説
」

と
い
う
表
毘
と
が
混
用
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
用
語
法
は
、
ミ
ス
．
リ
ー
デ
ィ
ソ
’

グ
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
表
現
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
）
。
著
者
は
、
こ
の

両
説
の
論
拠
の
「
統
一
的
止
揚
」
を
は
か
る
の
だ
が
、
そ
の
さ
い
、
ネ

ム
チ
ー
ノ
フ
の
理
論
が
一
っ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
国
民
経
済
次
元
に
お
け
る
基
本
的
た
と
こ
ろ
、
大
枠
の
と
こ
ろ
に
関

し
て
は
、
価
値
に
も
と
づ
く
価
格
、
あ
る
い
は
で
き
る
だ
け
価
値
に
近
い

価
格
が
設
定
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
り
、
「
企
業
的
次
元
に
お
い
て
は
、
そ

の
同
一
部
門
内
運
動
が
異
部
門
問
運
動
に
た
い
し
て
も
作
用
を
及
ぽ
す

か
ぎ
り
で
、
生
産
手
段
に
あ
る
係
数
を
乗
じ
て
え
ら
れ
る
逆
連
関
の
支

出
が
加
え
ら
れ
た
価
格
が
設
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
い
う
の
で
あ

る
（
ま
た
蛇
足
。
こ
の
あ
た
り
の
叙
述
は
か
な
り
わ
か
り
に
く
い
。
も
っ
と
具

体
的
に
計
算
式
を
示
す
な
り
、
企
業
行
動
の
モ
デ
ル
を
用
い
る
な
り
し
て
説
明

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
末
尾
で
述
ぺ
る
問
題
点
と
か
か
わ
り
の
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
○
（
一
八
○
）

と
だ
）
。
こ
こ
で
「
あ
る
係
数
」
と
い
わ
れ
る
も
の
は
全
部
門
一
律
の
数

値
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
逆
連
関
の
支
出
が
加
え
ら
れ
た
価
格
」

も
生
産
価
格
で
は
な
い
か
ら
、
　
「
生
産
価
格
説
」
の
主
張
が
そ
の
ま
ま

用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
　
「
価
値
説
」
に
お
い
て
は
、

「
生
産
手
段
の
効
率
的
利
用
に
関
し
て
企
業
の
立
場
で
の
労
働
支
出
と

国
民
経
済
の
立
場
で
の
労
働
支
出
と
に
あ
る
矛
盾
の
関
係
（
逆
連
関
）
が

み
ら
れ
る
」
と
い
う
点
が
、
考
慮
さ
れ
て
い
た
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
点

に
関
し
て
は
「
価
値
説
」
よ
り
も
「
生
産
価
格
説
」
に
近
い
考
え
方
を

採
用
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
．
「
国
民
経
済
的
次

元
、
異
部
門
間
運
動
に
お
げ
る
直
接
的
・
計
画
的
規
定
」
の
優
位
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
第
四
章
第
四
節
）
。
　
こ
こ
で
の

著
者
の
構
想
は
、
価
格
指
標
に
も
と
づ
く
企
業
の
自
主
的
決
定
に
よ
っ

て
国
民
経
済
的
最
適
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
な
価
格
体
系
の
形
成
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
国
民
経
済
的
最
適
は
、
　
「
労
働
支
出
の

最
小
」
と
い
う
意
味
で
の
「
効
率
化
」
を
内
容
と
す
る
だ
け
で
た
く
、

「
欲
望
・
消
費
と
の
照
応
と
い
う
意
味
で
の
『
効
率
化
』
」
を
も
ふ
く

ん
で
い
る
。
そ
の
点
が
明
確
に
さ
れ
て
く
る
の
が
一
九
六
〇
年
代
の
議

論
だ
と
著
者
は
い
う
（
第
五
章
第
一
節
）
。

　
こ
の
段
階
の
議
論
で
も
、
著
者
は
ネ
ム
チ
ー
ノ
フ
の
主
張
に
基
本
的



な
同
意
を
示
す
が
、
同
時
に
１
っ
ぎ
の
よ
う
な
間
題
点
も
指
摘
し
て
い
る
。

す
た
わ
ち
、
国
民
経
済
の
次
元
で
は
「
価
値
イ
コ
ー
ル
価
格
」
の
想
定

の
も
と
に
基
本
的
な
大
枠
の
経
済
計
画
が
作
成
さ
れ
、
企
業
の
次
元
で
、

は
、
「
生
産
手
段
の
要
因
と
欲
望
・
消
費
・
需
要
の
要
因
」
と
に
。
も
と

づ
い
て
「
価
値
か
ら
背
離
し
た
価
格
」
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、
そ
の
場
合
、
前
老
の
「
価
値
の
規
定
の
次
元
１
１
価
値
の
形

．
成
過
程
」
と
後
者
の
　
「
価
値
の
転
化
形
態
の
次
元
”
価
値
の
実
現
過

程
」
と
の
問
に
、
ネ
ム
チ
ー
ノ
フ
は
、
矛
盾
、
対
立
の
契
機
を
見
る
こ

と
た
く
、
「
前
者
か
ら
後
老
へ
の
個
別
化
、
転
化
を
き
わ
め
て
ス
ム
ー
ズ

に
■
、
無
矛
盾
的
に
図
式
化
し
て
い
る
」
と
し
て
、
そ
の
点
に
は
「
疑
問

が
残
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
た
ネ
ム
チ
ー
ノ
フ
の

論
法
で
は
、
　
「
国
民
経
済
次
元
で
の
杜
会
的
欲
望
と
企
業
や
個
人
の
次

元
で
の
杜
会
的
欲
望
と
の
質
的
差
異
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
た
め
に
、

「
結
局
は
杜
会
的
欲
望
の
規
定
を
需
要
供
給
の
関
係
に
よ
っ
て
効
用
説

的
に
歪
め
て
し
ま
う
」
こ
と
に
な
る
と
い
う
批
判
も
加
え
て
い
る
（
第

五
章
第
六
節
）
。

　
著
者
は
、
さ
ら
に
「
欲
望
」
、
「
効
用
」
、
「
最
適
」
な
ど
の
概
念
の
い

っ
そ
う
立
ち
入
っ
た
研
究
に
進
ん
で
い
る
。
こ
の
領
域
の
研
究
は
マ
ル

ク
ス
経
済
学
と
は
比
較
的
な
じ
み
が
薄
く
、
ソ
連
で
の
研
究
も
ま
だ
展

　
　
　
　
芦
田
文
夫
著
『
杜
会
主
義
的
所
有
と
価
値
論
』
（
岡
本
）

開
不
十
分
で
あ
り
、
わ
が
国
で
は
芦
田
氏
が
先
駆
的
研
究
者
で
あ
る
だ

け
に
、
今
後
の
研
究
の
深
化
に
期
待
が
よ
せ
ら
れ
る
。

八

　
は
じ
め
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
著
者
は
、
「
杜
会
主
義
的
民
主
主
義
」

の
課
題
と
「
新
し
い
経
済
的
論
理
の
枠
組
」
と
の
結
合
と
い
う
視
角
か

ら
、
　
「
所
有
論
」
と
「
商
品
生
産
・
価
値
法
則
論
」
と
を
両
軸
と
す
る

理
論
体
系
の
展
開
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
の
意
図
を
総
括
的
に
集
約
す

る
の
が
第
六
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
す
で
に
検
討
さ
れ
た
「
所
有
」

概
念
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
の
機
能
的
な
展
開
に
－
よ
り
「
管
理
」
概
念

が
み
ち
び
き
だ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
　
「
所
有

　
　
管
理
」
の
構
造
が
民
主
集
中
制
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
機
能
さ
せ

ら
れ
る
場
合
、
と
く
に
そ
こ
に
「
価
値
法
則
の
機
能
」
が
介
在
す
る
場

合
、
　
「
経
済
的
利
害
」
と
い
う
概
念
が
媒
介
環
の
役
割
を
果
さ
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
第
六
章
第
二
節
３
）
。
　
「
経
済
的
利
害
」
と
は
、

以
前
の
「
物
質
的
関
心
」
と
い
う
概
念
に
ー
相
当
す
る
が
、
「
経
済
改
革
」

の
基
本
理
念
（
企
業
の
自
主
的
決
定
と
杜
会
的
利
益
の
実
現
と
を
結
び
っ
け
る

よ
う
な
経
済
制
度
の
確
立
）
と
の
関
連
で
、
よ
り
広
範
な
体
系
的
概
念
と

し
て
の
「
経
済
的
利
害
」
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
書
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
（
一
八
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
・
第
一
号
）

こ
の
概
念
が
全
面
的
に
検
討
さ
れ
る
わ
げ
で
は
た
く
、
「
経
済
的
利
害
」

論
を
媒
介
に
し
て
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
「
所
有
　
　
管
理
」
構
造

の
機
能
論
を
展
開
す
る
た
め
の
視
点
だ
け
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
杜
会
主
義
的
「
所
有
　
　
管
理
」
の
構
造
に
は
平
等
と
不

平
等
と
が
ふ
く
ま
れ
て
い
て
、
こ
の
平
等
と
不
平
等
と
は
、
国
家
、
企

業
、
個
人
の
問
の
「
経
済
的
利
害
」
の
統
一
と
対
立
の
な
か
に
、
矛
盾

の
な
か
に
、
あ
ら
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。
　
「
経
済
的
利
害
」
の
一
致
は
、

下
か
ら
の
　
「
民
主
」
と
上
か
ら
の
　
「
集
中
」
と
の
一
致
を
保
障
し
、

「
経
済
的
利
害
」
の
対
立
は
、
　
「
民
主
」
と
「
集
中
」
と
の
不
一
致
を

も
た
ら
す
が
、
こ
の
よ
う
た
矛
盾
は
民
主
集
中
制
の
原
則
に
も
と
づ
い

解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
民
主
と
集
中
を
機
械
的

に
対
置
し
て
、
集
中
に
は
、
「
計
画
」
・
「
行
政
的
方
法
」
・
「
指
令
的
性

格
」
を
、
民
主
に
は
、
　
「
価
値
法
則
・
市
場
」
・
「
経
済
的
方
法
」
・

「
自
発
的
性
格
」
を
あ
て
は
め
て
、
両
者
を
「
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
や

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
た
す
げ
を
か
り
て
結
合
」
し
よ
う

と
す
る
見
解
に
は
、
も
ち
ろ
ん
著
者
は
反
対
で
あ
る
。
　
「
民
主
と
集
中

を
機
械
的
に
対
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
平
等
化
、
杜
会
化
、
　
『
労
働

者
階
級
と
し
て
の
組
織
化
』
の
運
動
の
な
か
で
、
対
立
物
の
統
一
、
相

互
浸
透
に
よ
っ
て
発
展
し
、
民
主
と
集
中
と
の
一
致
が
し
だ
い
に
か
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
二
（
一
八
二
）

と
ら
れ
て
い
く
も
の
と
し
て
み
た
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
、

著
者
の
結
論
で
あ
る
（
第
六
章
第
二
節
３
）
。

九

　
以
上
に
示
し
た
要
約
が
、
本
書
の
真
価
を
正
し
く
っ
た
え
ず
、
反
対

に
そ
れ
を
傷
つ
け
る
結
果
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
。
と
く
に
、
序
章
と

「
む
す
び
に
か
え
て
」
に
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
点
は
恐
ら
く
著
者
の
意
図
に
沿
わ
た
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

れ
は
あ
く
ま
で
も
評
者
の
関
心
の
所
在
と
能
力
の
限
界
が
、
こ
れ
ら
の

部
分
に
対
す
る
論
評
を
不
可
能
に
し
た
だ
げ
の
こ
と
で
あ
り
、
他
意
は

な
い
。
は
じ
め
に
紹
介
し
た
よ
う
に
本
書
の
構
想
は
き
わ
め
て
壮
大
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
構
想
の
実
現
度
も
十
分
に
高
い
。
本
書
の
発
表

が
わ
が
国
の
杜
会
主
義
経
済
学
界
に
も
た
ら
す
貢
献
は
き
わ
め
て
大
き

い
。
本
書
の
与
え
る
刺
激
に
よ
り
、
多
数
の
労
作
が
続
出
す
る
こ
と
を

切
に
望
む
と
と
も
に
、
ま
た
著
者
自
身
に
よ
っ
て
今
後
と
も
い
っ
そ
う

の
理
論
展
開
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
も
、
大
い
に
期
待
す
る
。
そ
の
さ

い
、
以
下
の
諸
点
を
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。

　
そ
の
第
一
は
、
本
書
で
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
集
団
的
所
有
が
捨
象
さ
れ

て
い
る
と
い
う
点
に
関
連
す
る
。
た
し
か
に
い
わ
ゆ
る
「
二
つ
の
所
有



移
態
」
論
は
、
今
目
で
は
大
き
な
意
義
を
も
た
な
い
。
と
く
に
、
杜
会

主
義
的
生
産
関
係
の
本
質
を
解
明
す
る
さ
い
に
は
、
集
団
的
所
有
の
捨

象
と
い
う
こ
と
は
一
般
に
容
認
さ
れ
た
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書

の
視
角
が
、
「
企
業
の
分
立
性
」
、
階
層
的
な
「
経
済
的
利
害
」
相
互
間

の
統
一
と
対
立
と
い
う
点
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
　
「
二
つ
の

所
有
形
態
」
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
、
と
く
に
必
要
と
な
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
　
「
二
つ
の
所
有
彬
態
」
の
関
係
か
ら
杜
会
主
義

に
１
お
げ
る
商
品
生
産
の
残
存
を
説
明
す
る
か
っ
て
の
手
法
を
、
再
び
か

え
り
み
よ
う
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
「
二
つ
の
所

有
彩
態
」
に
共
通
す
る
契
機
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
の
視
角

を
補
強
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
コ
レ
ソ
フ
が
「
杜
会
主
義
的
企

業
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
当
然
、
　
「
協
同
組
合
企
業
」
と
「
国
有
企

業
」
の
両
方
を
ふ
く
む
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
企
業
が
独
自
の
利
害
を
有

す
る
こ
と
が
力
説
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
企
業
に

統
合
さ
れ
て
い
る
「
生
産
者
の
集
団
」
で
あ
り
、
　
「
集
団
の
利
害
」
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
集
団
的
所
有
」
の
側
か
ら
も
「
二
っ
の
所
有

形
態
」
に
共
通
す
る
契
機
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
所
有
論
の
深
化

に
役
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
本
書
の
構
想
が
、
所
有
論
と
「
商
品
生
産
・
価
値
法
則
」

　
　
　
　
芦
田
文
夫
著
『
杜
会
主
義
的
所
有
と
価
値
論
』
　
（
岡
本
）

論
と
を
両
軸
に
、
杜
会
主
義
経
済
の
「
本
質
論
」
か
ら
「
機
能
論
」
ま

で
を
展
開
し
て
、
杜
会
主
義
的
民
主
主
義
を
実
現
す
る
経
済
体
制
の
理

論
的
枠
組
を
構
築
す
る
と
い
う
、
壮
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に

紹
介
し
た
。
こ
の
構
想
が
高
い
程
度
に
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
１
示
し
え
な
か
っ
た
と
す
れ
ほ
、
そ
れ
は
評
者
の
力
不
足
と
い
う
ほ

か
は
な
い
が
、
た
だ
、
「
本
質
論
」
と
「
機
能
論
」
と
の
間
に
は
、
こ
の

点
に
関
し
て
若
干
の
差
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
に
よ
る
「
本

質
論
」
の
展
開
は
ま
こ
と
に
見
事
で
あ
り
、
そ
の
議
論
が
十
分
に
説
得

的
だ
と
い
う
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
一
方
の
「
機
能
論
」
は
「
本

質
論
」
ほ
ど
に
芳
醇
な
熟
成
を
示
し
て
い
な
い
（
こ
の
こ
と
が
さ
き
に
指

摘
し
て
お
い
た
多
少
の
わ
か
り
に
く
さ
の
原
因
で
あ
ろ
う
）
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
比
較
の
問
題
で
あ
ゲ
、
　
「
機
能
論
」
そ
れ
自
体
と
し

て
は
高
い
理
論
水
準
に
達
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
あ
え
て
「
望

蜀
」
の
言
を
述
べ
る
と
す
れ
ぱ
、
著
者
の
構
想
す
る
経
済
構
造
の
よ
り

具
体
的
な
提
示
と
、
そ
の
も
と
で
の
価
格
機
構
の
働
ら
き
の
よ
り
具
体

的
な
解
明
と
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
第
四
章
以
下
の
議
論
を
読
む
な

か
で
、
　
「
視
角
」
が
く
り
か
え
し
提
示
さ
れ
な
が
ら
内
容
の
展
開
が
必

ず
し
も
十
分
で
は
な
い
こ
と
に
、
一
種
の
「
も
ど
か
し
さ
」
を
覚
え
た

と
い
う
の
が
い
っ
わ
ら
ざ
る
感
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
評
老
の
「
読
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三
（
一
八
三
）
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十
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巻
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）

の
浅
さ
」
だ
け
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
ま
れ
、
限
ら
れ
た
紙
幅

の
一
冊
の
書
物
が
あ
ら
ゆ
る
要
求
に
こ
た
え
う
る
も
の
で
は
な
い
。
本

書
に
示
さ
れ
た
著
者
の
豊
か
な
識
見
、
す
ぐ
れ
た
カ
量
が
、
こ
れ
ら
の

問
題
点
の
処
理
に
む
け
ら
れ
る
時
を
待
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
八
四
（
一
八
四
）


