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は
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に

ナ
ロ
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ド
ニ
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し
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の
レ
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題
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（
１
）

　
最
近
、
渋
谷
将
氏
は
「
諸
資
本
の
競
争
と
外
国
貿
易
」
と
題
す
る
注
目
す
べ
き
論
文
を
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
論
文
の
中
で
渋
谷
氏

は
、
木
下
悦
二
氏
の
「
筆
者
は
わ
れ
わ
れ
が
国
際
価
値
論
や
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
に
の
み
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
、
外
国
貿
易
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

の
進
歩
は
な
い
と
さ
え
考
え
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
に
対
し
て
、
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
は
、
レ
ー
ニ
ソ
『
ロ
シ
ァ
に
お
げ
る
資
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

主
義
の
発
展
』
に
お
け
る
「
外
国
市
場
の
必
要
性
」
の
命
題
の
扱
い
方
に
お
い
て
、
「
そ
れ
が
い
か
に
マ
ル
ク
ス
の
外
国
貿
易
に
っ
い

て
の
、
た
と
え
ぼ
『
資
本
論
』
の
な
か
に
散
見
す
る
諸
揚
定
と
一
致
し
て
お
り
、
そ
れ
を
正
当
に
う
け
っ
い
で
い
る
か
を
確
認
す
る
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一
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八
六
九
）
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二
（
八
七
〇
）

こ
と
に
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
よ
り
多
く
の
比
重
が
か
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
「
　
『
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
』
が
レ
ー
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

ソ
命
題
の
解
釈
と
い
う
枠
の
た
か
に
と
じ
こ
め
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
レ
ー
ニ
ソ
命
題
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
扱
い
方

を
「
第
一
次
的
接
近
」
と
し
て
、
そ
れ
自
体
「
正
当
か
つ
必
要
な
こ
と
で
あ
る
が
」
、
他
方
、
「
ナ
艀
ー
ド
ニ
キ
と
の
論
争
の
な
か
で
、

か
れ
ら
の
議
論
と
不
可
分
の
形
で
提
起
さ
れ
た
レ
ー
ニ
ソ
命
題
が
、
そ
の
こ
と
に
ょ
っ
て
当
然
も
っ
て
い
る
は
ず
の
限
定
性
を
明
確

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
貿
易
論
と
し
て
一
層
展
開
す
べ
き
方
向
と
内
容
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
の
方
が
、
外
国

貿
易
論
の
展
開
と
い
う
立
場
か
ら
み
る
限
り
適
切
な
扱
い
方
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
」
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
「
論
議
に
。
お
い
て
は

前
者
（
第
一
次
的
接
近
　
　
引
用
者
）
の
扱
い
方
に
よ
り
多
く
便
斜
し
、
し
た
が
っ
て
外
国
貿
易
論
に
と
っ
て
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な

展
開
の
方
向
が
ひ
き
だ
さ
れ
う
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
展
望
が
ひ
ら
か
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
よ
う

　
　
　
　
　
（
５
）

に
お
も
わ
れ
る
」
、
と
従
来
の
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
」
の
方
法
の
反
省
の
上
に
た
ち
な
が
ら
、
そ
し
て
木
下
氏
へ
の
解
答
と
し

て
こ
の
問
題
を
積
極
的
に
解
明
さ
れ
よ
う
と
さ
れ
る
。
渋
谷
氏
は
外
国
貿
易
論
を
展
開
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
『
発
展
』
に
お
げ
る

「
外
国
市
場
の
必
要
性
」
第
二
命
題
を
、
手
が
か
り
と
し
て
外
国
貿
易
論
の
理
論
化
を
は
か
ろ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
渋
谷
氏
が
手
が
か
り
と
さ
れ
た
レ
ー
ニ
ソ
『
発
展
』
に
お
げ
る
「
外
国
市
場
の
必
要
性
」
の
命
題
は
、
周
知
の
ご
と
く
「
外
国
貿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

易
の
必
然
性
論
」
の
有
力
な
根
拠
と
し
て
数
多
く
の
論
老
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
」
が
外

国
貿
易
論
の
体
系
化
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
も
の
た
の
か
、
そ
し

て
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
」
．
と
は
い
っ
た
い
何
か
、
と
い
っ
た
点
で
、
論
争
は
依
然
と
し
て
一
致
点
を
見
出
↓
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

　
外
国
貿
易
論
の
体
系
化
に
あ
た
っ
て
は
、
　
「
外
因
貿
易
の
必
然
性
論
」
は
そ
れ
自
体
独
自
に
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
国



際
価
値
論
と
の
関
連
で
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
理
解
春
在
す
れ
竜
一
方
で
は
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
一
は
世
界
市
場
の

領
域
で
の
課
題
と
し
て
位
置
づ
げ
な
げ
れ
ぼ
奮
な
い
と
す
る
見
解
嘉
在
す
膏
ま
た
・
レ
ー
一
幕
題
で
・
「
外
国
貿
易
の
必

然
性
論
一
の
理
論
的
鑑
は
す
べ
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
一
ル
ク
ス
の
経
済
学
批
判
体
系
ブ
ラ
ソ
の
後
半
体
系
と
の
関
連
で

ど
の
よ
う
に
展
開
す
べ
き
な
の
か
が
課
題
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い
聖
い
づ
れ
の
見
解
に
し
て
も
「
外
国
貿
易
の
必
然

性
論
一
は
、
レ
ー
ニ
ン
命
題
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
そ
の
命
題
の
解
釈
と
発
展
方
向
を
考
察
す
る
こ
と
が
中
心
的
な
論
占
一
で
あ
一

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
「
外
震
易
の
必
然
性
論
一
は
戦
前
言
本
貿
易
の
特
殊
性
を
理
論
的
に
把
握
す
る
と
い
う
方
向
か
ら
資
本
主
義
下
の
外
国
貿
易

の
客
観
的
一
般
的
法
則
を
導
き
出
す
こ
と
に
論
争
の
は
じ
ま
り
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
今
や
論
争
は
別
の
角
度
か
ら
・
す
な
わ
ち

「
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
一
を
一
資
本
論
一
の
一
聾
体
系
の
延
長
上
で
、
そ
註
一
資
本
論
一
の
そ
こ
こ
こ
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
外

国
貿
易
に
関
す
る
諸
命
題
を
論
理
的
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
解
明
す
る
方
法
や
、
一
資
本
論
一
あ
る
い
は
経
済
学
批
判
前
半
体
系
と
の

関
連
性
を
追
及
↓
る
こ
と
な
く
、
レ
、
ニ
ン
命
題
そ
の
も
の
を
「
外
農
易
の
必
然
性
論
一
と
し
て
外
国
貿
易
論
を
展
開
す
る
方
法

と
し
て
、
あ
る
い
は
レ
、
ニ
ソ
命
題
を
リ
カ
、
ド
「
比
較
生
産
費
説
一
に
適
応
言
て
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
一
を
導
き
出
す
方
法

と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

外
国
貿
易
の
必
然
性
論
に
は
種
、
な
論
争
あ
る
い
は
方
法
が
存
在
す
る
が
、
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
は
・
外
国
貿
易
論
体
系
の
中

で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
内
容
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
一
て
盲
・
そ
し
て
・
経

増
批
判
体
系
プ
ラ
ン
「
外
国
貿
易
一
轟
の
細
項
目
「
生
産
竃
際
的
関
係
。
国
際
的
分
業
。
国
際
的
交
換
・
輸
出
入
・
為
替
相

場
」
と
の
関
連
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
、
こ
と
も
課
題
と
な
っ
て
い
る
・
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国
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岩
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立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
．
第
六
号
）

ポ
稿
で
は
改
め
て
・
レ
ー
一
ソ
命
題
を
検
討
す
る
一
一
と
に
よ
一
て
、
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
と
は
何
か
。
あ
る
い
は
外
国
貿
易
の

必
然
性
論
の
も
つ
課
題
と
は
何
か
を
探
り
、
外
国
貿
易
論
体
系
化
へ
の
足
が
か
り
と
し
た
い
。

　
　
一
－
一
渋
谷
将
「
諸
資
本
の
競
争
と
外
国
貿
易
一
一
商
学
論
纂
一
第
一
八
巻
第
：
一
一
合
併
号
、
一
九
七
七
年
九
月
。

　
　
一
２
一
木
下
悦
二
「
国
際
価
直
論
の
若
干
の
間
題
に
つ
い
て
一
小
野
二
郎
、
行
沢
健
三
、
吉
信
粛
編
『
世
界
経
済
と
帝
里
義
一
、
有
斐
閣
、

　
　
　
　
一
九
七
三
年
所
収
、
一
三
ぺ
ー
ジ
。

（
３
）
一
帖
ぷ
一
洪
一
災
顯
索
撮
一
一
箏
噌

ま
た
そ
の
よ
う
な
国
民
は
存
在
し
も
し
な
い
。

　
読
者
も
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
こ
の
原
因
は
歴
史
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
・
杜
会
的
生
産
の
個
々
の
部
分
間
の
昭
一
応
一
価
値
の
点
で
の
、
ま
た
現
物
髭
の
点
で
の
一
は
、
杜
会
的
資
本
の
再
生
産
の
順

論
に
よ
一
て
必
然
的
侵
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
実
際
匡
連
の
た
え
ま
た
い
動
揺
の
う
ち
に
っ
く
ら
｝
平
均
的
な
大
、

さ
と
し
て
の
み
さ
だ
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
・
こ
の
照
応
は
、
資
本
主
義
杜
会
で
は
、
未
知
の
市
場
の
た
め
に
働
、
て
い
る
個
、
の

篶
一
泌
一
篶
一
篶
一
箏
燕
溶
一
箏
一
洪

実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
一
と
い
う
こ
と
を
、
す
こ
し
嘉
味
し
た
い
。
こ
註
、
個
、
の
生
産
部
門
の
発
展
べ
げ
る
不
均
衡
を
∴

め
す
も
の
に
す
ぎ
奪
罠
的
資
奈
こ
れ
と
臥
小
配
分
を
さ
れ
て
い
れ
ぱ
、
同
一
量
の
生
産
物
も
国
の
内
部
で
実
潭
れ
－
る
で
。

あ
ろ
う
こ
か
し
・
資
本
が
あ
る
産
業
都
門
を
す
て
て
他
の
産
業
部
門
一
う
っ
る
た
め
に
は
、
こ
の
部
門
に
淳
る
恐
慌
が
必
弍
あ
る

だ
が
・
い
一
た
い
ど
の
よ
う
震
票
、
こ
の
よ
差
恐
讐
脅
か
さ
れ
て
い
る
資
本
家
た
ち
を
∴
て
、
外
順
市
場
を
と
め
な
、
よ
う

に
・
輸
出
助
成
の
た
め
の
補
助
金
や
奨
励
金
を
も
と
め
た
い
よ
乏
、
ひ
き
と
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
カ
？

第
三
に
・
前
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
法
則
は
、
従
来
の
規
模
で
の
、
従
来
の
土
台
の
う
え
で
の
生
産
過
程
の
反
復
で
あ
る
。
地
主
の



　
　
賦
役
経
済
、
農
民
の
現
物
経
済
、
工
業
者
の
手
工
業
生
産
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
資
本
主
義
的
生
産
の
法
則

　
　
は
、
生
産
方
法
の
不
断
の
改
変
と
、
生
産
規
模
の
無
限
の
拡
大
で
あ
る
。
古
い
生
産
様
式
の
も
と
で
は
、
経
済
単
位
は
、
そ
の
性
格
の
点

　
　
で
も
規
模
の
点
で
も
変
化
す
る
こ
と
な
く
、
地
主
の
世
襲
領
地
、
農
民
の
村
落
、
あ
る
い
は
農
村
の
手
工
業
者
や
小
工
業
者
（
い
わ
ゆ
る

　
　
ク
ス
タ
ー
リ
）
の
た
め
の
附
近
の
小
さ
な
市
場
と
い
う
限
界
か
ら
は
み
で
る
こ
と
な
し
に
、
幾
世
紀
も
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ

　
　
と
は
逆
に
、
資
本
主
義
的
企
業
は
、
不
可
避
的
に
、
共
同
体
や
地
方
市
場
や
州
の
境
界
を
こ
え
、
さ
ら
に
ま
た
国
家
の
境
界
を
も
こ
え
て

　
　
成
長
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
国
家
の
孤
立
性
と
封
鎖
性
は
す
で
に
商
品
流
通
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
る
た
め
、
資
本
主
義
的
な
各
産
業

　
　
部
門
の
自
然
的
志
向
は
、
そ
れ
ら
各
部
門
を
『
外
国
市
場
を
も
と
め
る
』
必
要
へ
と
み
ち
び
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
だ
か
ら
、
外
国
市
場
を
も
と
め
る
必
要
は
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
経
済
学
者
た
ち
が
こ
の
ん
で
え
が
い
て
い
る
よ
う
に
は
、
げ
っ
し
て
資
本

　
　
主
義
の
破
産
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
。
こ
の
必
要
は
、
資
本
主
義
の
進
歩
的
な
歴
史
的
作
用
を
明
瞭
に
し
め

　
　
し
て
い
る
。
資
本
主
義
は
、
経
済
制
度
の
古
い
孤
立
性
と
封
鎖
性
を
（
し
た
が
っ
て
ま
た
緒
神
生
活
お
よ
び
政
治
生
活
の
狭
さ
を
も
）
破

　
　
壌
し
て
、
世
界
の
す
べ
て
の
国
を
単
一
の
経
済
的
全
一
体
へ
と
結
合
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
外
国
市
場
の
必
要
性
の
最
後
の
二
つ
の
原
因
も
ま
た
歴
史
的
性
質
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

　
　
そ
れ
ら
の
原
因
を
究
明
す
る
た
め
に
は
、
個
々
の
産
業
部
門
、
国
内
に
お
げ
る
そ
れ
の
発
展
、
資
本
主
義
的
産
業
部
門
へ
の
そ
れ
の
転
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
を
、
考
察
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
；
日
で
い
え
ぱ
、
国
内
に
お
げ
る
資
本
主
義
の
発
展
の
諸
事
実
を
と
り
あ
げ
た
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
」

　
　
レ
ー
ニ
ソ
『
ロ
シ
ァ
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
』
（
以
下
『
発
展
』
と
略
す
）
『
レ
ｉ
ニ
ソ
全
集
』
第
三
巻
、
大
月
書
店
、
四
三
～
四
五

　
　
ぺ
－
ジ
。

（
４
）
　
渋
谷
、
前
掲
、
三
ニ
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
　
同
右
、
三
二
～
三
三
ぺ
ー
ジ
。

（
６
）
論
争
の
整
理
．
紹
介
は
、
吉
信
粛
「
国
際
貿
易
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
赤
松
要
他
監
修
『
講
座
・
国
際
経
済
』
第
三
巻
『
国
際
貿
易
』
、
有
斐

　
　
閣
、
一
九
六
一
年
所
収
。

　
　
吉
信
粛
『
貿
易
論
講
義
』
玄
文
杜
、
一
九
七
五
年
、
五
五
～
六
七
ぺ
－
－
ジ
。

　
　
　
木
下
悦
二
「
再
生
産
論
と
外
国
貿
易
」
佐
藤
、
岡
崎
、
降
旗
、
山
口
編
『
資
本
論
を
学
ぶ
』
皿
、
有
斐
閣
、
　
一
九
七
七
年
所
収
、
を

　
　
参
照
。
・

外
国
貿
易
の
必
然
性
再
考
（
岩
田
）

五
（
八
七
三
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
．
第
六
号
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

六
（
八
七
四
）

川
尻
武
『
外
国
貿
易
論
』
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
。

柴
田
政
利
「
貿
易
の
必
然
性
と
国
際
価
値
論
」
『
明
大
商
学
論
叢
』
第
五
五
巻
第
八
号
。

徳
永
正
二
郎
「
『
外
国
貿
場
必
然
性
』
論
へ
の
一
反
省
」
『
世
界
経
済
評
論
』
第
一
六
巻
第
一
号
、
第
二
号
。

丹
羽
克
治
「
外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
」
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
二
一
巻
第
二
号
、
第
三
号
。

マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
高
木
幸
二
郎
監
訳
、
大
月
書
店
、
第
一
分
冊
、
三
〇
ぺ
ー
ジ
。

二

　
周
知
の
ご
と
く
レ
ー
ニ
ソ
『
発
展
』
に
お
け
る
「
外
国
市
場
の
必
要
性
」
の
三
命
題
は
、
ロ
シ
ァ
の
シ
ス
モ
デ
ィ
ス
ト
．
ナ
ロ
ー

ド
ニ
キ
批
判
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
外
国
貿
易
に
関
す
る
一
般
理
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
意
図
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

レ
ー
ニ
ソ
は
『
い
わ
ゆ
る
市
場
間
題
に
つ
い
て
』
の
中
で
、
外
国
貿
易
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
こ
こ
で
、
ひ
と
こ
と
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
前
述
し
た
す
べ
て
の
こ
と
は
、
資
本
主
義
的
国
民
は
外
国
の
市
場
た
し
に
は

生
存
し
え
な
い
と
い
う
命
題
を
、
す
こ
し
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
資
本
主
義
的
生
産
の
も
と
で
は
、
生
産
と
消
費
と
の
均
衡
は
あ
い
っ
ぐ

動
揺
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
る
。
生
産
が
大
規
模
で
あ
れ
ぱ
あ
る
ほ
ど
、
ま
た
、
生
産
が
あ
て
に
し
て
い
る
消
費
者
群
が
広
範
で
あ
れ
ぽ
あ
る

ほ
ど
、
こ
の
動
揺
は
ま
す
ま
す
強
烈
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
生
産
が
高
度
の
発
展
段
階
に
た
っ
し
た
と
き
は
、
そ
れ
が
、
す
で
に
民

族
国
家
の
わ
く
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
競
争
は
、
資
本
家
に
、
ま
す
ま
す
生
産
を
拡
大
し
、
そ
し

て
生
産
物
の
大
量
販
売
の
た
め
に
外
国
市
場
を
さ
が
す
こ
と
を
よ
ぎ
た
く
さ
せ
る
。
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
的
国
民
に
と
っ
て
外

国
市
場
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
市
場
は
商
品
経
済
の
も
と
で
の
杜
会
的
分
業
の
単
な
る
表
現
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
れ
は
分

業
と
同
じ
よ
う
に
限
り
な
く
成
長
し
う
る
、
と
い
う
あ
の
法
則
を
、
す
こ
し
で
も
や
ぶ
る
も
の
で
は
た
い
。
そ
れ
は
、
恐
慌
が
価
値
法
則
を
す
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

し
で
も
や
ぶ
る
も
の
で
は
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
」



『
ふ
た
た
び
実
現
理
論
の
問
題
に
よ
せ
て
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
国
内
市
場
に
隈
定
し
な
い
で
（
『
自
給
自
足
的
』
資
本
主
義
）
、
外
国
市
場
を
引
合
い
に
だ
す
と
し
て
、
ま
た
も
し
わ
れ

わ
れ
が
一
国
の
か
わ
り
に
数
ヵ
国
を
と
り
あ
げ
る
と
し
て
、
そ
れ
で
実
現
の
問
題
は
い
く
ら
か
で
も
わ
か
る
だ
ろ
う
か
？
　
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、

資
本
家
は
自
分
の
商
品
を
海
の
な
か
に
た
げ
こ
ん
だ
り
、
外
国
人
に
無
償
で
や
っ
て
し
ま
う
な
ど
と
考
え
る
の
で
な
げ
れ
ぱ
、
ま
た
も
し
わ
れ
わ

れ
が
個
々
の
例
外
的
な
事
例
を
と
り
あ
げ
る
の
で
な
げ
れ
ぱ
、
輸
出
と
輸
入
の
一
定
の
均
衡
を
承
知
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で

あ
る
。
も
し
あ
る
国
が
あ
る
生
産
物
を
輸
出
し
、
そ
れ
を
『
世
界
経
済
の
競
争
場
裡
で
』
実
現
す
る
な
ら
ぱ
、
そ
の
国
は
、
そ
の
か
わ
り
に
、
他

の
生
産
物
を
輸
入
す
る
。
実
現
理
論
の
見
地
か
ら
す
れ
ぱ
、
『
外
国
貿
易
に
よ
っ
て
は
、
使
用
形
態
お
よ
び
現
物
形
態
を
異
に
す
る
財
貨
』
『
に
．
よ

っ
て
国
内
の
財
貨
が
補
填
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
』
と
い
う
こ
と
を
、
承
認
し
た
げ
れ
ぱ
た
ら
た
い
。
わ
れ
わ
れ
が
、
一
国
を
と
ろ
う
と
、
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

は
数
カ
国
の
集
合
を
と
ろ
う
と
、
実
現
の
遮
程
の
本
質
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
す
こ
し
も
か
わ
ら
な
い
。
」

　
と
マ
ル
ク
ス
の
再
生
産
表
式
論
１
－
実
現
の
理
論
の
問
題
か
ら
、
外
国
市
場
の
必
要
性
を
導
き
出
す
こ
と
の
誤
り
を
指
摘
し
、
外
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
・
・
・
・
・
　
　
…
、
、
、
、
、
、
　
　
　
（
３
）

貿
易
あ
る
い
は
外
国
市
場
の
間
題
は
、
「
実
現
の
一
問
題
と
な
ん
ら
共
通
な
も
の
を
絶
対
に
も
っ
て
」
い
る
の
で
は
な
く
、
「
歴
史
的
な

間
題
、
あ
れ
こ
れ
の
時
代
の
あ
れ
こ
れ
の
国
に
お
げ
る
資
本
主
義
の
発
展
の
具
体
的
な
諸
条
件
の
問
題
で
あ
る
」
〃
ピ
て
い
ゑ

　
レ
ー
ニ
ソ
は
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
経
済
学
者
の
理
論
的
誤
り
を
指
摘
す
る
こ
と
を
通
じ
て
『
発
展
』
に
お
げ
る
「
な
壱
資
本
主
義
的

国
民
に
と
っ
て
外
国
市
場
は
必
要
か
？
」
と
い
う
命
題
に
い
た
っ
て
い
る
。
　
『
発
展
』
の
目
的
は
、
ロ
シ
ァ
の
資
本
主
義
の
た
め
の

国
内
市
場
が
ど
の
よ
う
に
っ
く
ら
れ
っ
っ
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
お
か
れ
て
い
た
。
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
が
提
起
し

た
問
題
は
、
ロ
シ
ァ
に
お
い
て
資
本
主
義
の
存
立
お
よ
び
発
展
は
可
能
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
解
答
は
、
ロ
シ
ァ

に
お
げ
る
国
内
市
場
は
農
民
の
零
落
の
結
果
と
し
て
、
ま
た
外
国
市
場
が
な
い
の
で
剰
余
価
値
を
実
現
で
き
な
い
結
果
と
し
て
縮
小

す
る
。
外
国
市
場
は
あ
ま
り
に
も
遅
れ
て
資
本
主
義
的
発
展
の
道
に
乗
り
出
す
若
い
国
に
と
っ
て
は
近
づ
き
が
た
い
も
の
と
な
っ
て

　
　
　
外
国
貿
易
の
必
然
性
再
考
（
岩
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
（
八
七
五
）



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

い
る
◎
そ
れ
故
に
ロ
シ
ア
資
本
主
義
は
流
産
の
運
命
に
あ
る
、
と
結
論
づ
げ
た
。
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
理
論
を
シ
ェ
ー
マ
化
す
れ
ぱ
、
第

一
に
・
「
小
生
産
者
（
農
民
）
の
零
落
」
１
↓
「
住
民
の
購
買
力
の
縮
小
」
↓
資
本
主
義
の
た
め
の
「
国
内
市
場
の
縮
小
」
。
第
二

に
、
　
「
剰
余
価
値
は
資
本
家
に
よ
っ
て
す
べ
て
消
費
さ
れ
え
な
い
」
１
↓
剰
余
価
値
を
実
現
す
る
う
え
で
の
「
困
難
か
ら
の
活
路
」

は
外
国
市
場
の
獲
得
で
あ
る
ー
↓
だ
が
外
国
市
場
は
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
は
近
づ
き
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
「
ロ
シ
ア

に
お
げ
る
資
本
主
義
の
存
立
お
よ
び
発
展
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ナ
肩
ー
ド
ニ
キ
の
主
張
は
い
う
た
れ
ぱ
、
資

本
主
義
の
も
と
で
は
生
産
の
拡
大
に
っ
れ
て
剰
余
価
値
を
す
べ
て
資
本
家
は
消
費
で
き
な
い
ゆ
え
に
、
外
国
市
場
を
必
要
と
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
（
５
）
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

「
困
難
か
ら
の
活
路
」
と
し
て
の
外
国
市
場
の
必
要
性
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
こ
の
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
理
論
に
対
し
て
、
レ
ー
ニ
ソ
は
、
国
内
市
場
と
杜
会
的
分
業
の
視
点
か
ら
、
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
の
再
生
産
表
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

式
論
１
１
実
現
の
理
論
に
お
げ
る
「
外
国
貿
易
の
捨
象
」
の
命
題
か
ら
批
判
を
し
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
理
論
の
「
資
本
主
義
杜
会
に
お
げ

る
生
産
物
の
実
現
の
総
過
程
の
無
理
解
」
と
、
ロ
シ
ア
と
い
う
特
定
の
国
に
お
げ
る
資
本
主
義
的
発
展
の
「
可
能
性
」
の
問
題
と
、

そ
し
て
資
本
主
義
の
一
般
理
論
の
も
と
で
の
実
現
の
問
題
と
の
混
同
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

レ
ー
ニ
ソ
『
い
わ
ゆ
る
市
場
問
題
に
つ
い
て
』
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
第
一
巻
、
九
三
ぺ
ー
ジ
。

レ
ー
ニ
ソ
『
ふ
た
た
び
実
現
理
論
の
間
題
に
よ
せ
て
』
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
第
四
巻
、
八
九
べ
ー
ジ
。

レ
ー
ニ
ソ
『
経
済
学
的
ロ
マ
ソ
主
義
の
特
徴
づ
げ
に
よ
せ
て
』
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
第
二
巻
、
一
四
五
べ
－
ジ
。

レ
ー
ニ
ソ
『
ふ
た
た
び
実
現
理
論
の
間
題
に
よ
せ
て
』
『
レ
ー
ニ
ン
全
集
』
第
四
巻
、
九
〇
ぺ
ー
ジ
。

ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
批
判
と
し
て
は
、
レ
ー
ニ
ソ
『
経
済
学
的
ロ
マ
ソ
主
義
の
特
徴
づ
げ
に
よ
せ
て
』
の
コ
ハ
、
剰
余
価
値
の
実
現
上
の

『
困
難
か
ら
の
活
路
』
と
し
て
の
外
国
市
場
」
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
第
二
巻
、
一
四
四
～
一
四
七
べ
－
ジ
を
参
照
。

ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
批
判
と
し
て
の
『
発
展
』
に
お
げ
る
レ
ー
ニ
ソ
命
題
の
意
義
に
関
し
て
は
、



（
７
）

（
８
）

（
９
）

　
川
尻
武
『
外
国
貿
易
論
』
四
六
～
四
九
べ
ー
ジ
。

　
渋
谷
将
「
諸
資
本
の
競
争
と
外
国
貿
易
」
三
五
～
四
五
べ
－
ジ
。

　
丹
羽
克
治
「
外
国
貿
易
の
理
論
的
位
置
づ
げ
に
つ
い
て
」
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
二
一
巻
第
三
号
、
　
一
九
三
～
一
九
八
ぺ
－
ジ
、
を

参
照
。

　
レ
ー
ニ
ソ
『
発
展
』
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
第
三
巻
、
二
一
～
二
ニ
ベ
ー
ジ
。

　
「
資
本
主
義
的
生
産
は
お
よ
そ
対
外
貿
易
な
し
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
一
定
の
観
模
で
の
正
常
た
年
問
再
生
産
が
想
定
さ

れ
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
と
同
侍
に
次
の
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
た
わ
ち
、
対
外
貿
易
は
た
だ
国
内
生
産
物
を
使
用
形
態

や
現
物
形
態
の
違
う
物
品
と
取
り
替
え
る
だ
げ
で
、
価
値
の
割
合
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
生
産
手
段

と
消
費
手
段
と
い
う
二
つ
の
部
類
が
互
い
に
取
り
替
え
ら
れ
る
価
値
の
割
合
に
も
、
ま
た
こ
れ
ら
の
部
類
の
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
物
の
価
値

が
分
解
で
き
る
不
変
資
本
と
可
変
資
本
と
剰
余
価
値
と
の
割
合
に
も
、
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
一

年
間
に
再
生
産
さ
れ
る
生
産
物
価
値
を
分
析
す
る
と
き
に
対
外
貿
易
を
引
き
入
れ
る
こ
と
は
、
た
だ
混
乱
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
だ
げ
で
、

問
題
や
そ
の
解
決
の
な
ん
ら
の
新
た
な
契
機
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
対
外
貿
易
は
ま
っ
た
く
捨
象
さ
れ
な
げ

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
」
（
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
『
マ
ル
ク
ス
．
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
二
四
巻
、
大
月
書
店
、
五
七
九
～
五
八
○
べ
－
ジ
）

　
「
抽
象
的
な
理
論
の
必
然
的
な
前
提
は
、
第
一
に
、
外
国
貿
易
の
、
外
国
市
場
の
捨
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
国
貿
易
を
捨
象
す
る
か

ら
と
い
っ
て
、
実
現
理
論
は
、
外
国
貿
易
の
な
い
資
本
主
義
杜
会
が
か
っ
て
存
在
し
た
こ
と
が
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
存
在
し
う
る
な
ど

と
は
、
け
っ
し
て
主
張
し
な
い
。
」
（
レ
ー
ニ
ソ
『
ふ
た
た
び
実
現
理
論
の
問
題
に
よ
せ
て
』
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
第
四
巻
、
七
七
べ
ー
ジ
）

三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
レ
ー
ニ
ソ
「
外
国
市
場
の
必
要
性
」
第
一
命
題
は
、
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
一
四
章
「
反
対
に
作
用
す
る
諸
原
因
」
の

中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
命
題
と
の
対
応
で
、
「
歴
史
的
前
提
」
と
し
て
の
外
国
貿
易
を
論
じ
た
も
の
で
、
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
」

に
・
お
げ
る
理
論
的
考
察
を
軽
視
す
る
と
い
う
の
が
従
来
の
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
理
解
に
対
し
て
、
久
保
新
一
氏
は
、
マ
ル
ク

　
　
　
　
外
国
貿
易
の
必
然
性
再
考
（
岩
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
（
八
七
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
（
八
七
八
）

ス
の
命
題
に
依
拠
し
て
「
前
提
と
し
て
の
外
国
貿
易
と
、
結
果
と
し
て
の
外
国
貿
易
と
を
分
げ
、
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
レ
ー
ニ
ソ
の
第

一
命
題
と
第
二
、
第
三
命
題
と
に
対
比
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
ー
ニ
ソ
の
第
一
命
題
の
も
つ
意
味
を
、
単
に
体
制
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

し
て
の
資
本
主
義
の
歴
史
的
前
提
に
綾
小
化
し
て
し
ま
」
っ
て
い
る
、
と
指
摘
し
、
第
一
命
題
は
、
「
資
本
主
義
に
と
っ
て
外
国
貿

易
が
必
然
的
で
あ
る
と
い
う
場
合
の
条
件
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
単
に
歴
史
的
に
資
本
主
義
の
成
立
と
共
に
そ
の

役
割
を
終
え
る
と
い
っ
た
も
の
と
し
て
片
付
げ
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
　
『
資
本
制
的
拡
大
再
生
産
の
歴
史
的
過
程
の
あ
ら
ゆ
る

時
点
に
お
い
て
、
既
存
の
国
内
た
ら
び
に
国
外
市
場
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
上
で
一
層
の
く
内
包
的
Ｖ
お
よ
び
く
外
延
的
Ｖ
な
市
場

の
拡
大
を
も
と
め
勇
そ
の
よ
差
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
一
、
か
く
し
て
第
一
命
題
は
「
資
本
主
義
発
展

の
前
提
と
し
て
、
市
場
の
発
展
と
の
関
連
に
お
い
て
資
本
主
義
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
適
用
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
故
に
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

外
国
貿
易
を
資
本
主
義
に
と
っ
て
必
然
性
た
ら
し
め
る
根
拠
と
し
て
、
理
論
的
研
究
の
対
象
と
さ
れ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
、
と
第

一
命
題
の
意
義
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
を
解
明
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

　
従
来
の
議
論
が
、
第
一
命
題
は
理
論
的
研
究
の
対
象
に
な
る
と
し
た
が
ら
も
、
そ
の
意
義
を
必
ず
し
も
十
分
に
考
察
す
る
こ
と
な

く
、
む
し
ろ
軽
視
し
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ほ
、
久
保
氏
の
指
摘
に
は
少
な
か
ら
ず
同
意
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
間
題
は
、

久
保
氏
が
強
調
す
る
よ
う
に
第
一
命
題
が
「
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
適
用
で
き
る
」
「
外
国
貿
易
が
必
然
的
で
あ
る
場
合
の
条
件
」
で
あ
、

る
か
否
か
で
あ
る
。
久
保
氏
の
議
論
を
敷
術
す
れ
ば
、
究
極
に
お
い
て
第
一
命
題
が
、
第
二
命
題
、
第
三
命
題
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

資
本
主
義
の
外
国
貿
易
の
必
然
性
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
第
二
、
第
三
命
題
は
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
」

の
第
二
義
的
条
件
と
い
う
こ
と
に
た
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
事
実
上
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
」
を
外
国
貿
易
の
一
般
理

論
と
し
て
考
察
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ぽ
、
理
論
化
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
単
な
る
「
歴
史
的
諸
事



実
」
だ
げ
を
分
析
す
る
こ
と
が
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
」
の
対
象
に
な
る
、
と
い
う
議
論
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

一
氾カ

　
レ
ー
ニ
ソ
は
、
こ
の
命
題
を
「
歴
史
的
性
質
」
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
レ
ー
ニ
ソ
は
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の
剰
余
価
値
実
現
の

不
可
能
性
か
ら
外
国
市
場
の
必
要
性
を
解
く
こ
と
は
誤
り
だ
と
し
て
、
　
「
も
し
彼
ら
が
実
際
に
は
外
国
市
場
の
問
題
を
提
起
し
た
い

と
の
ぞ
む
な
ら
、
外
国
貿
易
の
発
展
の
歴
史
、
商
品
流
通
の
発
展
の
歴
史
を
研
究
し
た
げ
れ
ぼ
な
ら
た
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
・

こ
の
歴
史
を
研
究
す
れ
ば
、
資
本
主
義
を
常
道
か
ら
の
偶
然
の
逸
脱
と
し
て
え
が
く
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
外
国
貿
易
の
必
然
性
の
原
因
を
究
明
す
る
た
め
に
は
「
国
内
に
お
げ
る
資
本
主
義
の
発
展
の
諸
事
実
を

と
り
あ
げ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
外
国
貿
易
あ
る
い
は
外
国
市
場
の
必
要
性
の
原
因

の
理
論
的
研
究
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
第
二
、
第
三
命
題
と
同
様
に
理
論
的
研
究
の
対
象
に
な
る
と
述
べ
て

い
る
。

　
ひ
と
た
び
資
本
主
義
が
成
立
す
れ
ぼ
、
．
「
歴
史
的
前
提
」
と
し
て
の
外
国
貿
易
は
、
資
本
主
義
的
外
国
貿
易
す
な
わ
ち
資
本
主
義

の
「
結
果
と
し
て
」
の
外
国
貿
易
に
転
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
歴
史
的
前
提
」
と
し
て
の
外
国
貿
易
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
適

用
で
き
る
」
の
で
ぼ
な
く
、
資
本
主
義
の
成
立
１
１
国
民
経
済
（
資
本
制
再
生
産
構
造
を
も
っ
）
の
成
立
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
作
用

を
及
ぼ
し
、
ど
の
よ
う
に
資
本
主
義
的
外
国
貿
易
に
転
化
し
て
い
く
か
、
特
定
の
国
に
お
げ
る
「
発
展
の
諸
事
実
」
を
分
析
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
レ
ー
ニ
ソ
第
一
命
題
の
意
義
は
、
　
「
歴
史
的
前
提
」
と
し
て
の
外
国
貿
易
が
資
本
主
義
の
成
立
と
共
に
、
い
か
に
し
て
資
本
主
義

の
「
結
果
と
し
て
」
の
外
国
貿
易
に
転
化
し
て
い
く
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
　
「
歴
史
的
前
提
」
と
し
て
の
外
国
貿
易
を

　
　
　
外
国
貿
易
の
必
然
性
再
考
（
岩
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
（
八
七
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
（
八
八
○
）

通
じ
て
捗
成
さ
れ
た
世
界
市
場
・
国
際
分
業
関
係
が
資
本
主
義
の
結
果
と
し
て
の
外
国
貿
易
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
く
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
電
換
言
す
れ
ば
・
資
本
主
義
が
成
立
し
た
そ
の
時
か
ら
資
本
主
義
的
外
国
貿
易
は
は
じ
ま
る
が
、
そ
の
外

国
貿
易
は
、
　
「
歴
史
的
前
提
」
を
通
じ
て
彬
成
さ
れ
た
世
界
市
場
・
国
際
分
業
関
係
に
規
定
さ
れ
た
側
面
と
、
も
う
一
方
で
は
資
本

主
義
生
産
１
１
国
民
経
済
の
内
的
衝
動
か
ら
行
な
わ
れ
る
側
面
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
特
定
の
国
の
「
発
展
の
諸
事
実
」
を
歴
史
的
に

考
察
し
な
げ
れ
ば
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
「
貿
易
の
拡
大
も
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
幼
年
期
に
は
そ
の
基
礎
だ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
が
す
す
む
に
つ
れ
て
、
こ
の
生
産
様

　
　
　
　
式
の
内
的
必
然
性
に
よ
っ
て
、
す
た
わ
ち
不
断
に
拡
大
さ
れ
る
市
場
へ
の
こ
の
生
産
様
式
の
欲
求
に
よ
っ
て
、
こ
の
生
産
様
式
自
身
の
産

　
　
　
　
物
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
『
全
集
』
第
二
五
巻
ａ
、
二
九
八
ぺ
ー
ジ
）

　
　
（
２
）
　
久
保
新
一
「
外
国
貿
易
の
理
論
的
研
究
に
つ
い
て
」
『
世
界
経
済
評
論
』
第
一
二
巻
第
七
号
、
七
一
ぺ
ー
ジ
。

　
　
（
３
）
同
右
。

　
　
（
４
）
　
同
右
、
七
ニ
ベ
ー
ジ
。

　
　
（
５
）
　
久
保
氏
と
同
様
の
見
解
は
、
行
沢
健
三
氏
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
「
第
一
命
題
は
…
…
た
ん
に
時
問
的
た
歴
史
上
の
位
置
づ
げ
を
も
ち
資
本
主
義
の
成
立
と
と
も
に
意
味
を
失
う
と
い
い
切
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
っ
ま
り
資
本
主
義
の
年
々
の
再
生
産
に
お
い
て
、
外
国
貿
易
と
世
界
市
場
の
拡
が
り
と
い
う
前
提
と
し
て
存

　
　
　
　
在
す
る
と
い
え
よ
う
。
」
行
沢
健
三
『
国
際
経
済
学
序
説
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
五
七
年
、
一
二
八
～
一
二
九
ぺ
ー
ジ
。

　
　
（
６
）
　
岡
田
裕
之
氏
は
、
レ
ー
ニ
ソ
第
一
命
題
を
、
世
界
市
場
と
の
関
連
で
考
察
し
よ
う
と
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
「
第
一
の
命
題
は
、
資
本
制
生
産
が
そ
の
下
で
発
生
す
る
世
界
市
場
の
歴
史
的
性
格
に
関
連
す
る
。
」
岡
田
裕
之
「
世
界
市
場
の
具
体

　
　
　
　
的
・
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
」
『
経
済
志
林
』
第
三
〇
巻
第
四
号
、
一
一
九
ぺ
－
ジ
。



　
レ
ー
ニ
ソ
第
二
命
題
は
、
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
解
明
に
あ
た
っ
て
の
中
心
的
な
論
点
で
あ
り
、
議
論
の
分
か
れ
る
論
点
で
も
あ

躯
　
「
相
互
に
『
市
場
』
と
し
て
役
だ
っ
種
々
の
産
業
部
門
は
、
均
等
に
発
展
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
・
お
い
こ
し
あ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
よ
り
発
展
し
た
産
業
は
外
国
市
場
を
も
と
め
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
レ
ー
ニ
ソ
の
叙
述
か
ら
、
従
来
の
議
論
は
、
　
「
個
々

の
生
産
部
門
の
発
展
に
お
げ
る
不
均
衡
」
と
外
国
貿
易
の
関
連
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
整
理
さ
れ
て
き
た
。

　
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
」
（
外
国
貿
易
の
諸
原
因
）
を
レ
ー
ニ
ソ
命
題
と
か
か
わ
ら
し
め
て
問
題
提
起
を
な
さ
れ
た
、
故
吉
村
正

晴
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
「
資
本
主
義
に
と
っ
て
外
国
貿
易
が
不
可
避
的
で
あ
る
第
一
の
理
由
は
、
資
本
主
義
そ
の
も
の
が
外
国
貿
易
の
結
果
で
あ
り
、
そ

れ
を
歴
史
的
た
前
提
と
し
て
の
み
発
達
し
え
た
。
…
・
－
第
二
の
理
由
は
、
諸
国
民
を
し
て
外
国
市
場
の
た
え
ざ
る
拡
張
に
か
り
た
て

る
と
こ
ろ
の
、
資
本
主
義
的
生
産
方
法
の
内
的
必
然
性
に
あ
る
。
…
…
第
三
の
理
由
は
、
資
本
家
た
ち
が
そ
れ
（
外
国
市
場
　
引
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

者
）
に
ょ
っ
て
、
よ
り
大
き
な
利
潤
を
取
得
し
ょ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」

吉
村
氏
の
外
国
貿
易
の
必
然
性
の
第
一
の
理
由
は
、
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
一
四
章
「
反
対
に
作
用
す
る
諸
原
因
」
の
叙
述
、
す

な
わ
ち
資
本
主
義
の
「
歴
史
的
前
提
」
と
し
て
の
外
国
貿
易
、
　
「
結
果
と
し
て
」
の
外
国
貿
易
と
い
う
命
題
に
依
拠
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
第
二
の
理
由
は
、
レ
ー
ニ
ソ
命
題
の
第
二
、
第
三
命
題
を
基
礎
に
展
開
さ
れ
、
第
三
の
理
由
は
、
剰
余
価
値
率
と
利
潤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

率
を
高
め
る
作
用
と
し
て
の
外
国
貿
易
の
側
面
で
あ
り
、
こ
の
原
因
こ
そ
古
典
学
派
が
重
視
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
三

　
　
　
外
国
貿
易
の
必
然
性
再
考
（
岩
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
（
八
八
一
）



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

つ
の
理
由
も
「
資
本
主
義
的
生
産
方
法
に
固
有
な
外
国
貿
易
の
原
因
は
、
こ
の
点
（
第
三
の
理
由
　
　
引
用
者
）
よ
り
も
上
述
の
諸
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

（
第
一
、
第
二
の
理
由
　
　
引
用
者
）
に
存
在
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
吉
村
氏
に
あ
っ
て
は
、
外
国
貿
易
の
原
因
を
三
っ
並
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
第
二
の
理
由
を
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
吉
村
氏
が
レ
ー
ニ
ソ
第
二
、
第
三
命
題
を
独
自
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中

で
も
第
三
命
題
は
、
外
国
貿
易
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
か
つ
根
底
的
た
原
因
で
あ
り
、
第
二
命
題
は
よ
り
具
体
的
で
現
実
的
な
要
因

を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
方
法
の
た
え
ざ
る
革
新
と
生
産
規
模
の
無
制
限
な
拡
大
傾
向
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
資

本
に
共
通
な
特
性
で
あ
り
、
外
国
貿
易
の
一
般
的
な
原
因
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
す
べ
て
の
資
本
が
一
様
に
同
じ
程
度
に
外
国
市
場

を
必
要
と
す
る
わ
げ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
生
産
部
門
は
国
内
市
場
の
限
界
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
他
の
生
産
部
門
は
外

国
貿
易
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
理
由
は
一
般
的
な
原
因
に
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
的
・
現
実
的
な
原
因
と
し
て
の
産
業
諸
部
門
問
の

不
均
等
に
求
め
な
げ
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
外
国
貿
易
の
根
本
的
な
し
か
も
一
般
的
た
原
因
は
、
諸
産
業
部
門
の
生
産

カ
の
発
展
の
不
均
等
で
あ
る
、
と
結
論
さ
れ
第
二
命
題
の
意
義
を
説
い
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
吉
村
氏
は
「
諸
産
業
の
生
産
力
の
不
均
等
」
と
外
国
貿
易
と
の
関
連
を
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
お
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、

　
「
外
国
貿
易
に
お
げ
る
部
門
間
の
不
均
衡
（
生
産
力
の
不
均
等
で
は
な
く
て
、
部
門
間
の
不
均
衡
）
は
、
第
二
部
門
に
対
す
る
第
一
部

門
の
過
剰
と
い
う
姿
を
と
る
と
は
限
ら
な
い
。
生
産
の
無
制
限
的
拡
大
傾
向
と
消
費
の
制
限
と
い
う
再
生
産
、
蓄
積
過
程
の
矛
盾
か

ら
生
じ
る
も
の
な
１
ら
、
そ
れ
は
必
然
的
に
第
一
部
門
の
不
比
例
的
拡
大
と
い
う
姿
を
と
る
こ
と
に
な
る
で
あ
な
う
が
、
産
業
間
の
生

産
力
の
発
展
の
不
均
等
は
、
必
ず
し
も
第
一
部
門
と
第
二
部
門
と
の
問
に
の
み
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む

し
ろ
、
農
業
と
工
業
の
不
均
等
の
方
が
よ
り
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
農
業
と
工
業
、
第
一
部
門
と
第
二
部
門
の
不
均
等
の
ほ
か



に
も
、
諾
種
の
産
業
問
に
生
産
力
の
発
展
の
著
し
い
不
均
等
が
存
在
す
る
。
外
国
貿
易
に
お
げ
る
部
門
問
の
不
均
街
は
・
こ
れ
ら

種
、
の
不
均
等
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
一
て
、
そ
れ
は
農
業
圭
業
や
・
第
一
部
門
と
第
二
部
門
と
の

不
均
衡
で
圭
り
う
る
し
、
ま
た
、
原
料
産
業
と
加
工
業
と
の
不
均
衡
、
そ
の
他
等
・
の
あ
ら
ゆ
る
不
均
衡
で
あ
り
う
ぎ

っ
ま
り
外
国
貿
易
の
原
因
と
し
て
の
「
諸
産
業
問
の
発
展
の
不
均
等
一
は
第
一
部
門
と
第
二
部
門
の
関
係
に
の
姦
定
す
る
こ
と

よ
「
も
、
農
業
主
業
の
不
均
等
が
重
要
で
膏
、
外
国
貿
易
に
お
げ
る
部
門
問
の
不
均
衡
は
こ
れ
ら
の
不
均
等
の
反
映
な
の
で
あ

る
、
そ
し
て
「
外
国
貿
易
の
原
因
と
し
て
の
、
諸
産
業
の
生
産
力
の
発
展
の
不
均
等
と
い
う
こ
と
は
・
個
々
の
資
本
主
義
の
観
点
か

ら
で
は
な
く
て
、
世
界
市
場
の
観
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
問
題
で
あ
芭
と
さ
れ
る
。

吉
村
氏
は
、
諸
産
業
問
の
発
展
の
不
均
等
」
と
外
国
貿
易
と
の
関
連
を
導
－
に
あ
た
一
て
は
・
「
再
生
産
の
理
論
を
外
国
貿
易
の

理
論
的
基
礎
と
す
る
こ
差
努
排
撃
し
て
お
ら
坐
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
後
の
著
書
『
貿
易
澗
題
』
に
お
い
て
は
若
干
修
正
が
な
さ
れ
て
・

再
生
産
論
と
外
国
貿
易
と
の
関
連
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
吉
村
氏
の
再
生
産
論
の
理
解
は
、
「
あ
た
え
ら
れ
た
段
階
で
の
正
常
牽

、
の
再
生
産
を
想
定
一
し
、
再
生
産
論
は
「
杜
会
的
生
産
の
不
均
蓼
研
究
す
る
し
、
そ
れ
が
こ
の
理
論
の
主
要
な
対
象
一
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
ま
た
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
お
よ
び
意
義
を
実
現
の
困
難
の
救
済
手
段
と
ち
、
再
生
産
論
か
ら
直
接
に
導
き
出
そ

う
と
す
る
の
は
見
当
違
い
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
一
方
再
生
産
論
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
盗
べ
ら
れ
る
・

毒
生
箏
に
関
寸
る
こ
の
一
般
的
、
抽
象
的
な
理
論
に
お
い
て
直
接
に
問
題
と
な
る
の
は
、
生
産
手
段
部
門
と
消
費
資
料
部
門
と

の
不
↓
衡
で
あ
る
、
三
理
論
（
再
生
産
論
引
用
者
、
に
お
い
て
一
般
的
に
考
察
さ
葦
蕾
・
こ
の
両
部
門
で
し
か

け
い
三
れ
に
対
し
て
、
外
国
貿
易
の
原
因
と
な
る
生
産
の
不
均
衡
は
、
生
産
手
段
部
門
と
消
費
資
料
部
門
と
の
不
均
衡
だ
げ

で
は
な
い
。
一
し
か
し
再
生
産
の
理
論
か
ら
「
不
均
衡
の
結
果
が
、
諸
種
の
動
揺
や
恐
慌
と
な
一
て
あ
ら
わ
れ
る
し
・
外
国
貿
易
の

　
　
　
外
国
貿
易
の
必
然
性
再
考
（
岩
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
（
八
八
三
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
（
八
八
四
）

　
　
　
立
命
賂
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
．
第
六
号
）

拡
張
と
差
一
て
あ
ら
わ
れ
る
一
；
た
「
再
生
隻
い
て
そ
の
展
開
さ
れ
た
彩
撃
考
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
こ
等
盾
は
、
あ

ら
ゆ
る
過
剰
生
産
恐
慌
の
基
本
的
蓄
窪
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
外
国
貿
易
の
基
本
的
蓄
で
も
あ
“
。
一

わ
一
－
口
一
雛
ギ
讐
賞
一
一
一
簑
々
ぷ
パ
一
ぶ

讐
讐
簑
躯
一
一
一
汽
一
篶
暮
砧
一
ギ
賊

い
一
た
い
何
を
媒
介
に
し
て
導
き
出
さ
淳
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か

ま
讐
讐
弓
註
一
一
ペ
ギ
ギ
讐
一
一
讐

一
－
一
一
の
ナ
マ
ド
一
キ
批
判
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
実
現
の
理
論
（
再
生
産
表
式
論
）
を
再
生
産
論
、
蓄
伐
論
体
げ
の

媒
介
項
と
し
て
位
置
づ
げ
る
奮
ぼ
・
吉
村
氏
の
主
張
す
る
乏
、
婁
理
論
か
ら
、
「
生
産
と
消
費
の
矛
盾
」
が
資
本
帯
生

産
一
限
界
を
示
す
一
一
あ
－
二
方
一
、
絶
え
ざ
る
生
産
の
拡
大
．
市
場
の
笑
を
求
め
る
衝
動
は
、
恐
慌
を
爆
発
パ
讐

根
拠
菱
る
も
の
で
あ
－
、
外
国
市
場
を
求
め
る
原
因
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
　
、
資

ナ
一
ー
ド
一
キ
・
…
一
デ
ー
－
・
一
－
ザ
等
の
主
張
す
る
「
実
現
の
不
可
能
性
」
論
を
決
し
て
補
完
す
る
も
の
で
は
た
く

本
制
生
産
の
「
内
騒
一
と
し
て
の
笛
貿
蓋
え
よ
－
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
憂
の
暴
は
、
資
本
制
生
産
の
「
内
的

衝
動
一
と
し
て
の
外
国
貿
蓋
書
と
さ
れ
て
一
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
吉
確
が
「
生
産
物
の
過
剰
｝
い
う
問
題
は
、

第
一
部
門
亀
て
嘉
二
部
門
亀
て
も
、
再
生
産
論
か
ら
は
直
接
に
出
て
こ
な
い
」
圭
張
さ
れ
、
一
方
で
「
再
生
産
論
に



お
い
て
生
産
と
消
費
の
矛
盾
が
考
察
さ
れ
る
」
と
い
わ
れ
る
時
、
こ
こ
に
吉
村
氏
の
混
乱
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
究
極
に

お
い
て
恐
慌
お
よ
び
外
国
貿
易
を
必
然
化
す
る
基
本
的
原
因
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
吉
村
氏
の
論
理
で
は
ど
ち
ら
も
導
き

出
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
。

　
さ
て
、
吉
信
粛
氏
は
第
二
命
題
は
「
不
均
等
か
不
均
衡
」
か
と
い
う
こ
と
で
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
と
論
争
を
整
理
さ
れ
て
い
る

が
、
　
「
不
均
等
」
と
「
不
均
衝
」
ど
ち
ら
が
外
国
貿
易
の
原
因
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
吉
村
氏
は
第
二
命
題
を
「
諸
産
業
問
の
発
展
の
不
均
等
」
と
整
理
さ
れ
る
一
方
、
外
国
貿
易
の
原
因
は
、
　
「
諾
生
産
の
発
展
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

均
衡
」
の
一
産
物
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
吉
村
氏
の
「
不
均
衡
」
理
解
は
、
「
生
産
手
段
部
門
と
消
費
資
料
部
門
」
と
の
「
不
均

衡
」
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
「
農
業
と
工
業
、
原
料
生
産
と
加
工
工
業
、
古
い
産
業
と
新
し
い
産
業
等
々
の
区
別
で
あ
り
、
そ
れ
ら

産
業
問
の
不
均
衡
で
あ
る
」
。
こ
の
吉
村
氏
の
「
不
均
衡
」
理
解
に
対
し
て
久
保
田
順
氏
は
、
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
の
第
二
の
規
定
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

諸
産
業
の
発
展
の
不
均
等
を
、
『
不
均
奮
」
と
い
う
文
字
を
も
っ
て
、
『
再
生
産
論
』
に
関
連
さ
せ
よ
う
と
す
る
規
定
で
あ
る
」
と
指

摘
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
吉
村
氏
は
「
不
均
等
」
と
「
不
均
衡
」
を
峻
別
さ
れ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
私
に
は
両
者
を
混
同

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
両
者
を
混
同
し
て
い
る
が
た
め
に
、
吉
村
氏
に
お
い
て
は
、
何
故
に
「
不
均
等
」
が
生
じ
る
の
か
、

あ
る
い
は
「
不
均
衡
」
が
顕
在
化
す
る
の
か
、
何
故
外
国
市
場
を
求
め
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
再
生
産
の
理
論
（
実
現
の
理
論
）
と

の
関
連
を
追
及
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
え
た
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
レ
ー
ニ
ソ
は
『
発
展
』
に
お
げ
る
「
外
国
市
場
の
必
要
性
」
の
命
題
に
先
だ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
実
現
理
論
に
よ
る
主
要
な
結
論

と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
資
本
主
義
的
生
産
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
国
内
市
場
の
発
展
は
、
消
費
資
料
の
増
大
に
，
よ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
生
産
手
段
の
増

　
　
　
外
国
貿
易
の
必
然
性
再
考
（
岩
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
（
八
八
五
）



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

大
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ぽ
、
生
産
手
段
の
増
大
は
消
費
資
料
の
増
大
を
し
の
ぐ
の
で
あ
る
。
…
杜
会
的
生
産
の
う

ち
生
産
手
段
を
製
造
す
る
部
門
は
、
消
費
資
料
を
製
造
す
る
部
門
よ
り
も
急
速
に
増
大
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
資
本
主

義
の
た
め
の
国
内
市
場
の
成
長
は
、
個
人
的
消
費
の
増
大
か
ら
は
あ
る
程
度
ま
で
『
独
立
し
て
』
、
生
産
的
消
費
の
増
大
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

よ
り
多
く
お
こ
な
わ
れ
る
。
」

　
レ
ー
ニ
ソ
が
マ
ル
ク
ス
の
実
現
理
論
か
ら
く
る
主
要
な
結
論
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
は
、
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
に
と
も

な
う
部
門
問
の
構
成
比
率
の
高
度
化
、
そ
の
意
味
で
の
「
不
均
等
発
展
」
で
あ
る
。
資
本
の
有
機
的
構
成
お
よ
び
生
産
諾
部
門
問
の

資
本
（
と
そ
の
生
産
物
）
の
配
分
比
率
は
、
所
与
の
生
産
力
水
準
に
照
応
す
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、

生
産
力
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
資
本
の
技
術
的
・
価
値
的
構
成
と
し
て
の
資
本
構
成
が
高
度
化
す
る
の
と
対
応
的
に
、
部
門
構
成
も

ま
た
高
度
化
す
る
。
そ
し
て
そ
の
部
門
構
成
の
高
度
化
は
第
一
部
門
の
蓄
積
が
第
二
部
門
の
そ
れ
よ
り
も
よ
り
急
速
に
進
行
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
か
か
る
拡
張
過
程
が
「
不
均
等
発
展
」
の
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
「
不
均
等
発
展
」

と
は
、
生
産
力
の
発
展
１
１
資
本
構
成
の
高
度
化
に
と
も
な
い
、
そ
の
資
本
構
成
高
度
化
と
対
応
的
な
部
門
構
成
の
高
度
化
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
産
力
水
準
に
照
応
す
べ
き
部
門
問
の
技
術
的
１
１
経
済
的
な
連
繋
を
無
視
し
そ
れ
か
ら
乖
離
し
て
の
、
い
わ
ゆ

る
第
一
部
門
の
「
自
立
的
発
展
」
と
は
明
確
に
概
念
的
に
区
別
さ
れ
た
げ
れ
ぱ
な
ら
た
い
。
　
「
不
均
等
発
展
」
に
お
い
て
は
、
価
値

・
素
材
の
両
面
に
お
げ
る
均
衡
が
保
持
さ
れ
、
「
自
立
的
発
展
」
に
お
い
て
は
そ
れ
が
破
壊
さ
れ
る
。
「
不
均
等
発
展
」
の
過
程
が
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

と
ん
ど
不
可
避
的
に
第
一
部
門
の
「
自
立
的
発
展
」
を
誘
発
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
レ
ー
ニ
ソ
第
二
命
題
の
は
じ
め
に
「
杜
会
的
生
産
の
個
々
の
部
分
間
の
照
応
（
価
値
の
点
で
の
、
ま
た
現
物
形
態
の
点
で
の
）
は
、
杜

会
的
資
本
の
再
生
産
の
理
論
に
よ
っ
て
必
然
的
に
仮
定
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
現
の
理
論
１
１
再
生
産
表



式
論
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
っ
づ
い
て
「
実
際
に
は
一
連
の
た
え
差
い
動
揺
の
う
ち
に
っ
く
ら
れ
る
平
均
的
な
大
い
さ
と
し

て
の
み
さ
だ
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
　
　
こ
の
照
応
は
、
資
本
主
義
杜
会
で
は
、
未
知
の
市
場
の
た
め
に
働
い
て
い
る
個
々
の
生

産
者
た
ち
の
孤
立
性
に
よ
つ
て
、
た
え
ず
や
ぶ
ら
れ
て
い
る
。
相
互
に
一
市
場
一
と
し
て
役
だ
っ
種
・
の
産
業
部
門
は
・
均
等
に
発

展
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
お
い
こ
し
あ
つ
て
い
る
一
。
こ
れ
が
外
国
市
髪
求
め
る
原
因
に
な
る
と
し
て
い
る
・
こ
の
レ
ー

ニ
ソ
の
叙
述
は
、
実
現
の
理
論
、
再
生
産
表
式
論
を
基
礎
に
し
て
、
産
業
部
門
問
の
不
器
と
外
国
貿
易
と
の
関
連
を
述
べ
た
も
の

で
あ
る
。

レ
エ
ソ
の
祭
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
不
均
等
発
展
一
は
、
第
一
部
門
の
「
自
立
的
発
展
一
を
誘
発
す
る
；
れ
は
第

二
部
門
の
産
業
吉
嘉
一
部
門
の
産
業
の
方
が
よ
り
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
第
一
部
門
と
第
二
部
門
の
不
款

は
、
生
産
の
無
政
府
制
の
下
で
の
「
自
立
的
発
展
一
の
結
果
生
じ
る
。
「
自
立
的
発
展
一
が
生
じ
た
と
し
て
も
「
罠
的
資
本
一
が

第
一
部
門
と
第
二
部
門
に
比
例
的
に
配
分
さ
れ
る
メ
ヵ
一
ズ
ム
が
存
在
す
れ
ぼ
、
♂
腎
や
が
て
是
正
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
・
資

本
主
義
で
あ
る
以
上
比
例
的
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
窒
、
不
均
衡
が
生
じ
た
部
門
－
過
剰
が
生
じ
た
部
門
は

国
内
市
場
を
出
て
、
外
国
市
場
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
淳
れ
ぼ
、
そ
の
部
門
に
お
げ
る
恐
慌
を
必
然
化
す
る

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
レ
ニ
ソ
第
二
命
題
は
、
生
産
の
無
政
府
制
下
で
の
、
諾
産
業
部
門
の
発
展
に
よ
る
・
産
業
部
門
問
の

、
　
　
　
、
　
　
　
、

不
均
衡
と
外
国
市
場
の
必
要
性
を
あ
ら
わ
し
た
命
題
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

レ
ー
一
ソ
第
二
命
題
は
、
不
均
等
震
と
自
立
的
発
展
を
明
確
優
別
し
、
産
業
部
門
問
の
不
均
衡
の
題
在
化
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
命
題
の
み
で
外
国
市
場
を
求
め
る
原
因
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
、

資
本
制
的
生
産
、
．
蓄
積
は
「
蓄
積
の
た
め
の
蓄
積
．
生
産
の
た
め
の
生
産
一
と
し
て
の
転
倒
性
に
特
讐
も
っ
・
す
な
わ
ち
「
価
値

　
　
　
外
国
貿
易
の
必
然
性
再
考
一
岩
田
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
八
八
七
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
（
八
八
八
）

増
殖
が
自
已
目
的
で
あ
り
、
剰
余
価
値
の
増
大
と
そ
の
資
本
へ
の
再
転
化
が
至
上
命
令
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
的
消
費
需
要
の

替
太
に
は
一
定
の
資
本
制
的
限
界
が
劃
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
　
　
部
門
間
の
技
術
的
Ｈ
経
済
的
な
関
連
性
を
通
じ
て
、

『
終
局
的
』
に
は
、
第
一
部
門
に
対
す
る
需
要
の
増
大
に
も
一
定
の
限
界
が
劃
さ
れ
、
か
く
し
て
、
第
一
都
門
の
『
自
立
的
発
展
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

も
・
や
が
て
『
不
均
衡
』
と
し
て
の
顕
在
化
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
こ
こ
に
外
国
市
場
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
原
因
が
存
在
す
る

し
、
同
時
に
恐
慌
を
余
儀
た
く
さ
れ
る
原
因
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
原
因
の
根
底
に
あ
る
も
の
が
、
資
本
制
的
生
産
の
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
）

質
と
、
そ
の
歴
史
的
彫
態
観
定
性
に
根
ざ
す
「
生
産
と
消
費
の
矛
盾
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
（
１
）
吉
信
粛
「
国
際
貿
易
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
『
講
座
・
国
際
経
済
』
第
三
巻
、
二
七
四
～
二
七
七
ぺ
－
ジ
。

　
　
　
　
　
吉
信
粛
『
貿
易
論
講
義
』
六
一
～
六
七
べ
－
ジ
。

　
　
　
　
　
種
瀬
、
川
鍋
他
編
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
基
礎
知
識
』
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
、
二
五
二
ぺ
ー
ジ
。

　
　
（
２
）
　
吉
村
正
晴
『
貿
易
問
題
』
岩
波
全
書
、
一
九
五
七
年
、
九
〇
～
九
三
ぺ
１
．
ジ
。

　
　
（
３
）
　
吉
信
粛
『
貿
易
論
講
義
』
六
五
ぺ
－
ジ
参
照
。

　
　
（
４
）
　
吉
村
正
晴
、
前
掲
、
九
三
ぺ
ー
ジ
。

　
　
（
５
）
　
吉
村
正
晴
「
外
国
貿
易
の
諸
原
因
に
つ
い
て
」
な
る
論
稿
で
は
、
外
国
貿
易
の
原
因
に
っ
い
て
九
つ
を
羅
列
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
「
一
、
資
本
主
義
は
『
国
家
の
境
界
外
に
出
る
と
こ
ろ
の
広
く
発
達
し
た
商
品
流
通
の
結
果
』
に
ほ
か
た
ら
た
い
、
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
二
、
資
本
主
義
に
お
げ
る
生
産
の
無
政
府
的
性
質
の
た
め
に
、
　
『
相
互
に
市
場
と
し
て
役
立
つ
と
こ
ろ
の
諸
種
の
産
業
部
門
は
、
均
等

　
　
　
　
　
　
に
発
展
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
相
互
に
追
い
こ
し
あ
う
、
そ
し
て
よ
り
多
く
発
展
し
た
産
業
が
外
国
市
場
を
も
と
め
る
』
と
い
う

　
　
　
　
　
　
－
」
と

　
　
　
　
　
三
、
『
資
本
主
義
的
生
産
の
法
測
は
、
生
産
方
法
の
不
断
の
改
革
と
生
産
規
模
の
無
制
限
の
拡
大
』
で
あ
っ
て
、
『
資
本
主
義
的
企
業
は

　
　
　
　
　
　
不
可
避
的
に
共
同
体
や
地
方
市
場
や
州
の
境
界
を
こ
え
、
の
ち
に
は
国
家
の
隈
界
も
こ
え
る
』
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
四
、
資
本
主
義
杜
会
に
お
げ
る
杜
会
的
生
産
物
の
実
玩
の
法
則
上
の
『
困
難
の
は
げ
口
』
と
し
て
の
外
国
貿
易

　
　
　
　
　
五
、
生
産
能
率
の
低
い
国
々
と
の
競
争
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
特
別
剰
余
価
値



（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

（
１
５
）

（
１
６
）

（
１
７
）

（
１
８
）

（
１
９
）

　
六
、
外
国
産
の
低
廉
な
生
活
必
需
品
お
よ
び
原
料
の
輸
入
に
よ
る
利
潤
率
の
増
加

　
七
、
過
剰
生
産
恐
慌

　
八
、
労
働
者
、
農
民
に
対
す
る
掠
奪
的
搾
取
か
ら
起
る
と
こ
ろ
の
国
内
市
場
の
狭
陰
性

　
九
、
農
業
お
よ
び
原
料
資
源
の
不
足
」

　
　
（
『
経
済
学
研
究
』
第
一
七
巻
第
三
号
、
三
八
～
四
〇
べ
－
ジ
）

　
同
右
、
六
五
べ
ー
ジ
。

　
同
右
、
六
五
ぺ
－
ジ
。

　
同
右
、
六
六
ぺ
ー
ジ
。

　
北
田
芳
治
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
と
再
生
産
の
理
論
」
『
貿
易
研
究
』
第
二
号
、
一
九
五
九
年
、
三
ニ
ベ
ー
ジ
。

　
吉
村
正
晴
『
貿
易
問
題
』
、
一
〇
六
ぞ
一
〇
八
べ
－
ジ
。

　
同
右
、
一
〇
八
～
．
一
一
一
ぺ
ー
ジ
。

　
北
田
芳
治
、
前
掲
、
三
五
べ
－
ジ
。

　
吉
村
正
晴
、
前
掲
、
一
〇
九
べ
－
ジ
。

　
吉
村
氏
の
「
不
均
衡
」
理
解
に
対
し
て
は
、
故
川
尻
武
氏
の
批
判
が
あ
る
。

　
川
尻
武
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
に
つ
い
て
」
『
中
央
大
学
七
十
周
年
記
念
論
文
集
』
四
〇
九
～
四
一
一
ぺ
－
ジ
。

　
久
保
田
順
『
貿
易
の
理
論
と
政
策
』
新
評
論
、
一
九
六
五
年
、
三
〇
ぺ
ー
ジ
。

　
レ
ー
ニ
ソ
『
発
展
』
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
第
三
巻
、
三
一
ぺ
ー
ジ
。

　
富
塚
良
三
『
恐
慌
論
研
究
』
未
来
杜
、
一
九
六
二
年
、
二
七
四
～
二
七
八
ぺ
ー
ジ
。
以
下
の
私
の
考
え
方
は
、
富
塚
良
三
氏
の
所
論
に

負
う
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
、

　
富
塚
良
三
、
同
右
、
二
八
○
ぺ
ー
ジ
。

　
「
生
産
と
消
費
の
矛
盾
」
を
基
礎
に
す
え
て
外
国
貿
易
の
必
然
性
を
導
き
出
そ
う
と
試
み
ら
れ
た
の
は
、
川
尻
武
氏
で
あ
っ
た
。

　
川
尻
武
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

外
国
貿
易
の
必
然
性
再
考
（
岩
田
）

二
一
（
八
八
九
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
・
第
六
号
）

二
二
（
八
九
〇
）

　
　
「
資
本
主
義
的
生
産
の
法
則
は
、
生
産
方
法
の
不
断
の
改
変
と
、
生
産
観
模
の
無
限
の
拡
大
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
レ
ー

　
ニ
ソ
第
三
命
題
は
、
一
般
に
「
無
制
限
的
拡
大
の
法
則
」
と
外
国
貿
易
と
の
関
連
を
述
べ
た
命
題
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
第
三
命
題
は
、
吉
村
氏
を
は
じ
め
多
く
の
論
者
が
、
外
国
貿
易
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
、
根
底
的
な
原
因
を
述
べ
て
い
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

あ
っ
て
、
第
二
命
題
は
よ
り
具
体
的
で
現
実
的
な
原
因
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
命
題
に
お
げ
る
「
資
本
主
義
的
企
業
は
、
不
可
避
的
に
、
共
同
体
や
地
方
市
場
や
州
の
境
界
を
こ
え
、
さ
ら
に
ま
た
国
家
の

境
界
を
も
こ
え
て
成
長
し
て
い
く
」
と
い
う
叙
述
は
、
資
本
制
生
産
の
発
展
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
発
展
に
と
も
た
う
絶
え
ざ

る
市
場
の
拡
大
（
国
内
お
よ
び
国
外
）
へ
の
傾
向
を
も
っ
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
「
国
家
の
孤
立
性
と
封
鎖
性
は
す
で
に
商
品
流
通
に

よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
る
た
め
、
資
本
主
義
的
な
各
産
業
部
門
の
自
然
的
志
向
は
、
そ
れ
ら
各
部
門
を
『
外
国
市
場
を
も
と
め
る
』

必
要
へ
と
み
ち
び
く
の
で
あ
る
」
と
い
う
叙
述
に
お
い
て
は
、
　
「
資
本
主
義
は
商
品
流
通
が
広
範
に
発
展
し
て
国
家
の
境
界
外
に
出

て
い
く
結
果
は
じ
め
て
現
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
と
す
る
第
一
命
題
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
資
本
主

義
の
進
歩
性
を
表
現
す
る
「
歴
史
的
性
質
」
を
示
し
て
い
る
。
第
一
命
題
で
は
、
「
歴
史
的
前
提
」
と
し
て
の
外
国
貿
易
を
通
じ
て
、

資
本
制
世
界
市
場
・
国
際
分
業
関
係
が
確
立
し
、
資
本
制
生
産
（
各
国
民
経
済
）
と
「
結
果
と
し
て
」
の
外
国
貿
易
と
の
関
連
が
示
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
国
家
の
孤
立
性
と
封
鎖
性
は
す
で
に
商
品
流
通
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
第
三
命
題
は
、

。
第
一
命
題
と
関
連
づ
げ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
命
題
で
あ
る
。

　
　
「
蓄
積
の
た
め
の
蓄
積
・
生
産
の
た
め
の
生
産
」
と
い
う
資
本
制
的
蓄
積
過
程
は
、
生
産
の
無
制
限
的
拡
大
へ
の
内
在
的
法
則
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

し
て
価
値
増
殖
を
目
的
化
す
る
。
そ
れ
は
絶
え
ざ
る
市
場
の
拡
大
傾
向
を
内
包
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
資
本
主
義
的
な
各
産
業
部
門

（
各
資
本
家
）
の
自
然
の
志
向
」
は
、
競
争
を
強
制
法
則
と
し
て
、
市
場
の
拡
大
傾
向
を
、
す
な
わ
ち
国
境
を
こ
え
て
の
外
国
市
場
の

必
要
性
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
レ
ー
ニ
ソ
は
第
一
命
題
、
第
二
、
第
三
命
題
い
づ
れ
も
「
歴
史
的
性
質
」
の
原
因
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
「
そ
れ
ら
の
原
因
（
外
国
市
場
の
必
要
性
）
を
究
明
す
る
た
め
に
は
、
個
々
の
産
業
部
門
、
国
内
に
お
げ
る
そ
れ
の
発
展
、
資
本
主

義
的
産
業
部
門
へ
の
そ
れ
の
転
化
を
考
察
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
二
言
で
い
え
ば
、
国
内
に
お
げ
る
資
本
主
義
の
発
展
の
諸
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

を
と
り
あ
げ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
レ
ー
ニ
ソ
が
外
国
市
場
の
必
要
性
の
原
因
を
「
歴
史
的
性
質
」
の
も
の
で
あ
る
と
強
調
す
る
の
は
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
が
外
国
貿
易

の
問
題
を
杜
会
的
総
生
産
物
の
実
現
の
問
題
と
結
び
つ
げ
て
論
じ
て
い
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
現
の
問
題
と

の
対
比
に
。
お
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
特
定
の
国
に
お
げ
る
資
本
主
義
．
外
国
貿
易
を
論
じ
る
九
め
に
は
、
そ
の
国

の
「
資
本
主
義
の
発
展
の
諸
事
実
」
を
と
り
あ
げ
て
究
明
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
特
定
の
国
に
お
い
て

は
、
外
国
貿
易
は
歴
史
的
発
展
段
階
に
応
じ
て
、
そ
の
性
格
も
異
な
る
で
あ
ろ
う
し
形
態
も
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
外
国
市
場

の
必
要
性
の
原
因
も
異
な
っ
て
い
る
で
あ
ち
う
。
そ
れ
は
国
民
経
済
（
資
本
制
再
生
産
構
造
を
も
っ
）
の
発
展
、
国
際
分
業
．
世
界
市

場
関
係
の
進
展
に
ー
と
も
な
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
国
民
経
済
の
発
展
は
、
資
本
主
義
の
内
的
衝
動
に
基
づ
く
外
国
市
場
の
必
要
性

を
要
求
し
、
世
界
市
場
・
国
際
分
業
の
進
展
は
、
各
国
民
経
済
が
世
界
市
場
・
国
際
分
業
に
観
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
側
面
を
っ
く

ワ
、
そ
の
世
界
市
場
・
国
際
分
業
関
係
に
規
定
さ
れ
た
外
国
市
場
の
必
要
性
を
っ
く
り
だ
す
。
し
た
が
っ
て
資
本
主
義
の
歴
史
的
発

展
段
階
に
応
じ
て
外
国
市
場
の
必
要
性
は
異
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
た
る
。

　
　
　
外
国
貿
易
の
必
然
性
再
考
（
岩
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
；
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
（
八
九
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
（
八
九
二
）

　
こ
の
レ
ー
ニ
ソ
の
叙
述
か
ら
、
レ
ー
ニ
ソ
命
題
は
外
国
貿
易
論
の
理
論
的
研
究
を
排
除
す
る
も
の
と
し
て
、
レ
ー
ニ
ソ
命
題
そ
の

も
の
を
軽
視
す
る
議
論
も
生
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
レ
ー
ニ
ソ
命
題
の
、
外
国
貿
易
の
原
因
は
「
歴
史
的
性
質
」
の
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
ぱ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
、
レ
ー
ニ
ソ
命
題
の
意
義
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
理
論
的
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

の
対
象
と
し
な
い
、
と
断
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
レ
ー
ニ
ソ
命
題
の
意
義
は
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
批
判
体

系
プ
ラ
ソ
と
の
関
連
で
位
置
づ
げ
る
こ
と
が
、
そ
の
重
要
性
を
一
層
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
経
済
学
批
判
体
系
プ
ラ
ソ

後
半
の
第
一
項
目
で
あ
る
「
国
家
」
は
、
　
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
総
括
」
と
し
て
一
つ
の
資
本
制
再
生
産
構
造
を
も
っ
た
国
民
経
済

領
域
を
設
定
す
る
こ
と
、
っ
ま
り
前
半
体
系
あ
る
い
は
『
資
本
論
』
体
系
で
の
単
一
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
、
単
一
世
界
市
場
と
い
う
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

理
前
提
か
ら
国
民
経
済
の
独
自
性
・
個
別
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
。
こ
の
国
民
経
済
領
域
は
、
資
本
主
義
世
界

市
場
を
構
成
し
て
お
り
、
一
定
の
国
際
分
業
関
係
を
も
前
提
と
し
て
い
る
。
後
半
体
系
第
二
項
目
で
あ
る
「
外
国
貿
易
」
範
晴
の
媒

介
項
と
し
て
の
「
国
家
」
範
曉
の
意
義
は
、
国
民
経
済
領
域
を
論
理
的
歴
史
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
れ
ば
、
特
定
の
国
に
お

げ
る
資
本
主
義
の
「
発
展
の
諸
事
実
」
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
経
済
の
特
質
、
個
別
性
を
、
世
界
市
場
・
国
際
分
業
と

の
関
連
を
、
そ
し
て
外
国
貿
易
と
の
か
か
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
点
か
ら
し
て
、
レ
ー
ニ
ソ
命
題
は
三
命
題
を
個
々
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
そ
の
意
義
を
捉
え
る
方
法
は
、
　
「
歴
史
的
性
質
」
と

し
て
の
外
国
貿
易
の
必
然
性
を
艦
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
命
題
（
と
り
わ
げ
第
二
命
題
）
だ
げ
を
外
国
貿
易
の
必
然
性
の
論
理
的
根

拠
と
す
る
方
法
に
陥
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
偲
わ
れ
る
。
レ
ー
ニ
ソ
命
題
は
三
命
題
を
総
合
的
に
、
し
か
も
マ
ル
ク
ス
経
済
学
批
判
体

系
プ
ラ
ソ
と
の
関
連
で
位
置
づ
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
１
）
　
吉
村
正
晴
「
外
国
貿
易
の
諸
原
因
に
つ
い
て
」



（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

吉
信
粛
「
国
際
貿
易
ゼ
、
・
・
ナ
ー
ル
」

行
沢
健
三
『
国
際
経
済
学
序
説
』
一
四
〇
べ
－
．
ジ
、
を
参
照
。

　
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
『
全
集
』
第
二
三
巻
ｂ
、
七
七
五
べ
，
旦
ジ
。

　
レ
ー
ニ
ソ
『
発
展
』
’
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
第
三
巻
、
四
五
ぺ
－
ジ
。

　
「
多
く
の
場
合
・
『
歴
史
的
性
質
』
な
る
立
言
に
束
縛
さ
れ
て
レ
ー
ニ
ソ
命
題
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
一
般
理
論
的
追
及
の
視
覚
を
発
展
さ

せ
る
べ
く
努
力
が
な
さ
れ
な
い
。
」
（
森
教
郎
「
貿
易
必
然
性
の
理
論
と
比
較
生
産
費
原
理
」
『
名
域
商
学
』
第
一
七
巻
第
二
号
、
一
九
六

七
年
、
一
八
～
一
九
ぺ
－
ジ
）

　
森
氏
は
こ
う
し
た
従
来
の
方
法
を
批
判
し
て
「
レ
ー
ニ
ソ
命
題
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
一
般
理
論
的
追
及
の
視
覚
を
汲
み
取
り
発
展
さ
せ

よ
う
」
（
同
右
一
一
九
べ
ー
ジ
）
と
す
る
意
図
の
下
で
論
述
さ
れ
て
い
る
が
、
究
極
に
お
い
て
は
、
「
レ
ー
ニ
ソ
命
題
に
み
ら
れ
る
先
の
貿

易
必
然
化
の
一
般
法
則
的
把
握
は
、
資
本
主
義
に
。
本
来
的
な
外
国
貿
易
の
必
然
性
を
説
明
す
る
の
に
。
有
効
で
あ
り
え
な
い
。
」
（
同
右
、
二

四
べ
ー
ジ
）
と
さ
れ
、
．
比
較
生
産
費
説
へ
の
傾
斜
に
よ
っ
て
課
題
を
解
こ
う
と
た
さ
れ
て
い
る
。

　
拙
稿
「
外
国
貿
易
論
研
究
の
一
視
覚
」
『
世
界
経
済
評
論
』
第
一
八
巻
第
六
号
、
七
〇
～
七
ニ
ベ
ー
ジ
を
、
参
照
さ
れ
た
い
。

　
「
市
場
は
・
商
品
経
済
の
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
が
、
商
品
経
済
は
、
そ
の
発
展
の
う
ち
に
・
、
資
本
主
義
経
済
に
転
化
し
て
い
き
、
そ
し

て
資
本
主
義
経
済
の
も
と
で
は
じ
め
て
、
完
全
に
支
配
し
全
面
的
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
る
。
だ
か
ら
、
国
内
市
場
に
か
ん
す
る
基
礎
的

な
理
論
的
諸
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
。
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
単
純
商
品
経
済
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
の
資
本
主
義
経
済
へ
の
漸
次
的
な
転

化
を
あ
と
づ
げ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
」
レ
ー
ニ
ソ
『
発
展
』
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
第
三
巻
、
ニ
ニ
ペ
ー
ジ
。

末

　
レ
ー
ニ
ソ
の
命
題
は
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
批
判
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
市
場
理
論
の
一
環
と
し
て
も
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
後
者
の
市
場
理
論
の
一
環
と
し
て
の
レ
ー
ニ
ソ
命
題
の
意
義
を
考
え
る
時
、
新
た
た
側
面
が
表
わ
れ
る
。
　
『
い
わ
ゆ

　
　
　
　
外
国
貿
場
の
必
然
性
再
考
（
岩
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
（
八
九
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
二
士
一
巻
．
第
六
号
一
　
　
　
．
　
　
　
　
二
六
一
八
九
四
一

る
市
場
問
題
に
っ
い
て
一
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
澤
、
市
場
の
概
念
は
・
杜
会
雰
業
と
不
可
分
で
膏
・
市
場
の
大
き
さ

は
「
杜
会
雰
業
の
専
門
化
の
程
度
と
不
可
分
に
む
す
び
っ
い
て
い
雪
。
そ
し
て
市
場
の
拡
大
は
・
単
竃
内
市
場
の
拡
大
の
み

な
ら
ず
外
国
市
場
の
拡
大
を
喜
む
も
の
で
あ
る
。
生
産
が
高
度
化
す
れ
ぼ
す
る
ほ
ど
民
族
国
家
の
ワ
ク
を
出
て
い
く
こ
と
に
な
る
・

そ
し
て
競
争
が
資
本
家
を
し
て
生
産
を
拡
大
さ
せ
、
外
国
市
場
を
求
め
る
原
因
を
っ
く
る
こ
か
し
外
国
市
髪
求
め
る
と
い
含
一

と
は
、
実
現
の
間
題
と
な
ん
ら
共
通
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
外
国
市
場
が
必
要
な
の
は
、
資
本
主
義
的
生
産
に
ば
・
蕎
体
・
世

襲
領
地
、
種
族
、
領
域
あ
る
い
は
国
家
の
限
界
内
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
、
従
来
の
す
べ
て
の
生
産
様
式
と
は
反
対
に
・
歓
監
な

　
　
　
　
　
　
　
、
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

拡
大
へ
の
志
向
が
固
有
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。

レ
ー
ニ
ソ
は
実
現
の
理
論
と
外
国
市
場
の
必
要
性
は
共
通
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
圭
珊
じ
る
・
一
国
に

と
つ
て
特
別
の
理
由
が
な
い
か
ぎ
り
「
輸
出
と
輸
入
の
一
定
の
均
蓼
承
認
し
な
げ
れ
ば
奮
な
い
こ
と
は
・
明
ら
か
で
あ
る
・
も

し
あ
る
票
あ
る
生
産
物
を
輸
出
し
、
そ
れ
を
一
世
界
経
済
の
競
争
場
裡
で
一
実
現
す
る
な
ら
ば
・
そ
竃
は
・
そ
の
か
智
に
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

他
の
生
産
物
を
輸
入
す
る
一
。
そ
し
て
「
実
現
の
困
難
か
ら
の
活
路
一
と
し
て
の
外
国
貿
易
の
必
要
性
を
導
き
出
す
の
で
は
な
く
・

「
外
国
貿
易
あ
る
い
は
外
需
場
の
問
題
は
、
歴
史
的
な
問
題
、
あ
れ
こ
れ
の
時
代
の
あ
れ
こ
れ
の
国
に
淳
る
資
本
主
義
の
発
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

の
具
体
的
な
諸
条
件
の
間
題
で
あ
る
」
、
と
し
て
『
発
展
』
に
お
け
る
三
っ
の
命
題
を
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
・

一
発
展
一
、
一
い
わ
ゆ
る
市
場
問
題
に
つ
い
て
一
、
一
再
び
実
現
理
論
の
問
題
に
よ
せ
て
・
そ
し
て
一
経
済
学
的
一
一
ン
主
義
の
特
徴

づ
げ
に
よ
せ
て
一
で
の
レ
、
ニ
ン
の
叙
述
は
、
あ
き
ら
か
に
外
国
貿
易
を
必
要
と
す
る
蓄
を
、
も
一
ぱ
畠
内
に
お
け
る
杜
会
的

分
業
の
進
展
…
市
場
の
進
展
を
基
礎
農
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
定
の
国
に
淳
る
発
展
の
条
件
を
・
外
国
貿
易
の

観
点
か
ら
、
各
産
業
あ
る
い
は
各
個
別
資
本
が
い
か
に
し
て
外
国
市
場
を
求
め
る
の
か
、
い
わ
ば
い
か
に
し
て
商
品
輸
崇
行
套



れ
る
か
を
論
じ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
「
売
る
と
い
う
こ
と
は
等
価
物
を
受
げ
取
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

る
生
産
物
を
輸
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
生
産
物
を
輸
入
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
と
い
う
叙
述
に
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
レ
ー
ニ
ソ
に
お
け
る
外
国
貿
易
の
必
要
性
は
、
資
本
主
義
の
内
的
衝
動
と
し
て
の
外
国
貿
易
（
絶
え
ざ
る
生
産
の

拡
大
・
市
場
の
拡
大
）
・
商
品
輸
出
の
必
要
性
が
、
何
故
生
じ
る
の
か
を
論
じ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
歴
史
的
前
提
」
と
し
て

の
外
国
貿
易
に
規
定
さ
れ
、
生
産
の
無
政
府
制
、
生
産
の
無
制
限
的
拡
大
に
よ
る
諸
産
業
問
の
発
展
の
不
均
衡
の
結
果
と
し
て
外
国

市
場
を
求
め
る
要
因
を
っ
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
方
に
お
い
て
は
「
輸
出
す
る
こ
と
は
輸
入
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う

叙
述
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
一
国
が
外
国
市
場
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
国
に
ｔ
っ
て
も
外
国
市
場
を
求
め
る
原
因
を
つ
く
る

と
い
う
こ
と
で
、
世
界
市
場
的
視
覚
も
す
え
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
レ
ー
ニ
ソ
命
題
は
、
国
内
市
場
の
拡
大
と
、
そ
の
制
限
を

突
破
す
る
も
の
と
し
て
の
外
国
貿
易
の
必
要
性
の
、
す
な
わ
ち
商
品
輸
出
の
必
然
性
の
理
論
的
根
拠
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
国
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

分
業
の
視
点
そ
し
て
商
品
輸
入
の
必
然
性
に
関
し
て
は
十
分
な
理
論
的
根
拠
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
レ
ー
ニ
ソ
の
視
覚
が
、
　
「
一
体
わ
れ
わ
れ
が
外
国
貿
易
の
必
然
性
、
あ
る
い
は
『
外
国
市
場
の
必
要
性
の
原
因
』
と
い
う
と

き
、
世
界
市
場
の
立
場
か
ら
外
国
貿
易
の
発
展
し
う
る
条
件
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
一
国
の
資
本
主
義
が
『
外
国
市
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

を
も
と
め
る
必
要
』
の
原
因
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
き
ら
か
に
後
者
で
あ
ろ
う
。
」
と
す
る
川
尻
武
氏
の
主
張
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
見
解
に
結
び
つ
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
外
国
貿
易
の
必
然
性
は
、
資
本
主
義
の
「
内
的
衝
動
」
と
し
て
の
側
面
と
、
国
際
分
業
．
世
界
市
場
に
規
定
さ
れ
た
側
面
と
両
面
一

を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
商
品
輸
出
、
商
品
輸
入
の
両
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
世
界
市
場
は
国
民
経
済
問
の
複
合
的
な
関
係
と
し
て

　
　
　
外
国
貿
易
の
必
然
性
再
考
（
岩
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
（
八
九
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
六
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
（
八
九
六
）

成
立
し
て
い
る
が
、
国
民
経
済
は
世
界
市
場
を
前
提
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
国
際
分
業
・
世
界
市
場
に
規
定
さ
れ
て
成
立
し
て
い

る
。
国
内
に
お
け
る
再
生
産
は
、
直
接
問
接
に
外
国
市
場
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
分
業
・
世
界
市
場
に
規
定
さ
れ
、
あ

る
い
は
そ
れ
ら
の
再
編
を
鏡
定
し
て
い
く
。
世
界
市
場
と
国
民
経
済
は
相
互
補
完
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
両
者
を
再
編
し
て
い
く
原

因
と
結
果
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
外
国
貿
易
の
必
然
性
は
、
商
品
輸
出
と
商
品
輸
入
の
側
面
、
国
民
経
済
的
側
面
と
世
界
市
場
的

側
面
か
ら
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

　
　
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
一
四
章
「
反
対
に
作
用
す
る
諸
要
因
」
の
中
で
の
マ
ル
ク
ス
の
命
題
は
、
外
国
貿
易
を
利
潤
率
と
の
関
連

で
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
外
国
貿
易
が
生
産
規
模
の
拡
張
と
剰
余
価
値
を
増
大
す
る
手
段
、
蓄
積
を
促
進
す
る
手
段
と
し

て
作
用
す
る
こ
と
を
、
っ
ま
り
資
本
主
義
の
内
的
衝
動
と
し
て
の
外
国
貿
易
（
不
変
資
本
諸
要
素
の
低
廉
化
・
必
要
生
活
手
段
の
低
廉
化
１
１

利
潤
率
の
上
昇
）
１
１
商
品
輸
入
の
必
要
性
を
、
そ
し
て
絶
え
ざ
る
生
産
の
拡
大
・
絶
え
ざ
る
市
場
の
拡
大
の
結
果
と
し
て
の
外
国
貿
易

１
１
商
品
輸
出
の
必
要
性
を
、
資
本
主
義
生
産
の
発
展
に
っ
れ
て
増
大
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
外
国
貿
易
は
・
資

本
主
義
の
幼
年
期
に
は
基
礎
で
あ
っ
た
が
、
資
本
主
義
の
発
展
に
っ
れ
て
内
的
必
然
的
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
は
、
従
来
レ
ー
ニ
ソ
第
二
命
題
を
直
接
的
契
機
と
し
て
論
じ
る
方
法
、
あ
る
い
は
第
二
命
題
を
「
諸
産

業
問
の
発
展
の
不
均
等
」
の
命
題
と
し
て
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
の
根
本
的
要
因
と
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

（
１
０
）

る
。
し
か
し
レ
ー
ニ
ソ
第
二
命
題
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
し
た
外
国
貿
易
と
生
産
規
模
の
拡
張
の
関
係
を
、
生
産
の
無
政
府
制
１
１

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

諸
産
業
部
門
問
の
不
均
衡
は
、
資
本
主
義
的
生
産
の
結
果
と
し
て
外
国
市
場
を
必
要
と
す
る
と
論
じ
た
。
こ
の
点
が
吉
信
粛
氏
が
指

　
　
　
　
　
（
１
１
）

摘
す
る
よ
う
に
ス
、
、
、
ス
的
外
国
貿
易
必
然
性
論
と
な
っ
た
原
因
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
は
、
レ
ー
ニ
ン
第
二
命
題
の
「
発
展
の
不

均
等
」
を
外
国
貿
易
の
必
然
性
の
直
接
的
原
因
で
あ
る
と
す
る
論
者
の
多
く
は
、
リ
ヵ
ー
ド
の
「
比
較
生
産
費
説
」
の
議
論
の
担
上



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

で
外
国
貿
易
の
必
然
性
を
導
き
出
そ
う
と
さ
れ
る
。
従
来
の
方
法
は
、
レ
ー
ニ
ソ
第
二
命
題
の
ス
ミ
ス
的
視
点
あ
る
い
は
リ
ヵ
ー
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

的
視
点
の
ど
ち
ら
か
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
レ
ー
ニ
ソ
第
二
、
第
三
命
題
は
、
　
「
生
産
の
無
政
府
制
」
、
「
生
産
の
無
制
限
的
拡
大
傾
向
」
と
い
う
資
本
制
生
産
に
お
け
る
一
般

理
論
と
外
国
貿
易
と
の
関
連
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
生
産
の
無
政
府
制
」
、
「
生
産
の
無
制
限
的
拡
大
傾
向
」
は
、
恐
慌
の

必
然
性
を
解
明
す
る
基
礎
的
理
論
で
ふ
あ
る
。
両
者
は
経
済
学
批
判
プ
ラ
ソ
前
半
体
系
の
課
題
で
あ
っ
て
、
外
国
貿
易
の
必
然
性
を

直
接
的
に
導
き
出
す
論
理
的
契
機
と
す
る
こ
と
に
は
、
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
経
済
学
批
判
ブ
ラ
ソ
後
半
体
系
の
課
題
は
、

前
半
体
系
の
論
理
が
「
国
家
」
範
時
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
世
界
市
場
」
範
瞬
ま
で
ど
の
よ
う
に
貫
徹
す
る
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
後
半
体
系
は
『
資
本
論
』
あ
る
い
は
「
資
本
一
般
」
の
論
理
の
単
な
る
延
長
線
上
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
後
半
体
系
固
有
の
課
題
・
論
理
を
も
っ
て
い
る
。
「
外
国
貿
易
」
範
時
で
は
「
生
産
の
国
際
的
関
係
。
国
際
的
分
業
。
国
際
的

交
換
。
輸
出
入
。
為
替
相
場
。
」
の
細
項
目
が
、
国
際
価
値
論
、
国
際
分
業
論
、
国
際
収
支
論
、
為
替
相
場
論
な
ど
と
し
て
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
は
こ
れ
ら
の
理
論
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
し
、
そ
の
基
礎
理
論
と
な
る
も

の
で
あ
る
。

　
外
国
貿
易
の
必
然
性
論
は
、
資
本
の
内
部
的
仕
組
み
と
の
関
連
で
、
資
本
の
蓄
積
衝
動
が
、
外
国
貿
易
、
国
際
分
業
関
係
を
通
じ

て
世
界
市
場
を
ど
の
よ
う
に
再
編
し
て
い
く
の
か
、
そ
し
て
経
済
学
批
判
体
系
プ
ラ
ソ
最
終
範
蒔
で
あ
る
「
世
界
市
場
と
恐
慌
」
の

媒
介
項
と
し
て
、
ど
ひ
ょ
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
外
国
貿
易
の
必
然

性
論
は
、
レ
ー
ニ
ソ
命
題
に
お
げ
る
「
外
国
市
場
の
必
要
性
」
（
輸
出
の
必
然
性
）
の
論
理
と
、
も
う
一
方
で
輸
入
の
必
然
性
の
論
理

を
、
さ
ら
に
国
際
分
業
．
世
界
市
場
に
規
定
さ
れ
た
外
因
貿
易
の
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
外
国
貿
易
の
必
然
性
再
考
（
岩
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
（
八
九
七
）



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

そ
れ
は
資
本
蓄
積
の
視
点
を
国
際
分
業
・
世
界
市
場
的
視
点
と
関
連
さ
せ
、

成
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

（
１
３
）

　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
（
八
九
八
）

「
資
本
主
義
の
発
展
の
諾
事
実
」
を
ふ
ま
え
て
理
論
構

　
レ
ー
ニ
ソ
『
い
わ
ゆ
る
市
場
問
題
に
つ
い
て
』
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
第
一
巻
、
九
六
～
九
七
ぺ
ー
ジ
。

　
同
右
、
九
八
ぺ
ー
ジ
。

　
同
『
経
済
学
的
ロ
マ
ソ
主
義
の
特
徴
づ
げ
に
よ
せ
て
』
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
第
二
巻
、
一
四
七
ぺ
－
ジ
。

　
同
『
ふ
た
た
び
実
現
理
論
の
問
題
に
よ
せ
て
』
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
第
四
巻
、
八
九
ぺ
－
ジ
。

　
同
右
、
九
〇
ぺ
ー
ジ
。

　
同
『
経
済
学
的
ロ
マ
ソ
主
義
の
特
徴
づ
げ
に
よ
せ
て
』
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
第
二
巻
、
一
四
六
ぺ
ー
ジ
。

　
レ
ー
ニ
ソ
に
お
い
て
は
、
商
品
輸
入
の
必
然
性
が
全
く
欠
落
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
レ
ー
ニ
ソ
の
意
図
は
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ

批
判
に
主
眼
点
が
お
か
れ
て
い
た
た
め
に
、
商
品
輸
出
の
必
然
性
の
理
論
を
明
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
川
尻
武
「
外
国
貿
易
の
必
然
性
に
つ
い
て
」
四
一
〇
ぺ
ー
ジ
。

　
「
貿
易
に
よ
っ
て
一
方
で
は
不
変
資
本
の
諸
要
素
が
安
く
た
り
、
他
方
で
は
可
変
資
本
が
転
換
さ
れ
る
必
要
生
活
手
段
が
安
く
な
る
か

ぎ
り
で
は
、
貿
易
は
利
潤
率
を
高
く
す
る
作
用
を
す
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
剰
余
価
値
率
を
高
く
し
不
変
資
本
の
価
直
を
低
く
す
る

か
ら
で
あ
る
。
貿
場
は
一
般
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
作
用
す
る
。
」
（
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
『
全
集
』
第
二
五
巻
ａ
、
二
九
七
ぺ
－
ジ
）

　
例
え
ぱ
行
沢
健
三
『
国
際
経
済
学
序
説
』
一
四
八
ぺ
－
ジ
。

　
堀
中
浩
『
現
代
国
際
貿
易
論
』
青
木
書
店
、
一
九
七
八
年
、
二
一
ぺ
ー
ジ
、
を
参
照
。

　
吉
信
粛
『
貿
易
論
講
義
』
五
八
ぺ
ー
ジ
。

　
森
教
郎
「
貿
易
必
然
性
の
理
論
と
比
較
生
産
費
原
理
」
、
を
参
照
。

　
渋
谷
将
氏
の
論
稿
は
、
こ
の
点
の
反
省
の
上
に
た
っ
て
、
資
本
主
義
の
内
的
衝
動
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
蓄
積
の
視
点
か
ら
競
争
を
媒

介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
生
産
論
体
系
と
し
て
の
、
外
国
貿
易
の
必
然
性
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
渋
谷
将
「
諸
資
本
の

競
争
と
外
国
貿
易
」


