
「
社
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
一
上
の
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
国
家
の
階
級
性
と
公
共
性
の
理
解
の
前
進
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
　
　
野
　
　
俊
　
　
樹

　
　
　
　
　
　
く
目
　
　
　
次
Ｖ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
島
津
氏
の
「
杜
会
的
共
同
業
務
論
」
の
概
要

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
の
「
共
同
体
の
共
同
利
益
を
担
う
職
務
」

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
の
「
杜
会
的
共
同
業
務
」

　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
の
国
家
論
は
「
国
家
二
重
機
能
論
」
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
　
「
共
同
体
の
共
同
利
益
を
担
う
職
務
」
の
杜
会
に
た
い
す
る
自
立
化
が
た
だ
ち
に
国
家
の
成
立
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
　
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
の
奴
隷
抑
圧
の
国
家
と
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
（
以
上
、
『
立
命
館
経
済
学
』
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
九
巻
第
六
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
　
国
家
の
最
初
の
一
般
的
概
念
を
与
え
る
場
合
の
か
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
　
結
　
　
　
　
　
論

　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
古
代
口
ｉ
マ
の
階
級
闘
争
と
国
家
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
マ
ル
ク
ス
の
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
国
家
の
階
級
的
機
能
と
そ
の
二
側
面
（
物
質
的
抑
圧
力
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
抑
圧
力
）

「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
（
二
七
三
）



立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
二
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
２
　
『
資
本
論
』
の
「
共
同
事
務
」

　
　
　
　
　
　
　
　
３
　
『
フ
ラ
ソ
ス
に
お
げ
る
内
乱
』

九
六
（
二
七
四
）

に
み
ら
れ
る
国
家
の
「
正
当
な
諸
機
能
」

（
未
完
）

四
　
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』

の
国
家
論
は
「
国
家
二
重
機
能
論
」

か

３
　
国
家
の
最
初
の
一
般
的
概
念
を
与
え
る
場
合
の
方
法

　
　
　
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
以
上
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
歴
史
上
の
最
初
の
国
家
を
ヱ
ソ
ゲ
ル
ス
は
や
は
り
「
奴
隷
制
国
家
」
　
「
奴
隷
抑
圧
の
国
家
」
と

し
て
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
考
え
が
、
そ
の
後
の
新
し
い
実
証
史
料
等
の
発
見
に
も
か
か

わ
ら
ず
今
目
に
お
い
て
も
た
お
科
学
的
有
効
性
を
も
っ
か
ど
う
か
は
あ
ら
た
め
て
検
討
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か

Ｌ
、
す
く
な
く
と
も
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
解
釈
と
し
て
は
彼
の
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
い
う
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
が
「
共
同
体
の
共
同
利
益
を
担

う
業
務
」
あ
る
い
は
「
杜
会
の
共
同
利
益
を
担
う
業
務
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
「
杜
会
の
一
般
的
事
務
」
　
　
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
を
私
は
同
じ
意
味
で
用
い
、
一
般
的
事
務
を
広
い
意
味
で
、
す
た
わ
ち
指
揮
・
監
督
労
働
、
芸
術
、
科
学
、

国
務
、
司
法
、
行
政
た
ど
を
含
む
意
味
で
用
い
て
い
る
　
　
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
正
し
く
理
解
し

た
う
え
で
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
国
家
論
を
検
討
し
な
げ
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
が
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
「
い
く
っ
か
の
国
家
の
観
定
を
統
一
的
に
理
解
し
」
、
か
つ
そ
の
「
国
家
と
『
杜
会
的
共
同
業
務
』
の
関

係
を
正
し
く
把
握
す
る
」
た
め
に
考
え
て
み
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
第
一
点
で
あ
っ
た
（
「
本
稿
」
（
上
）
、
『
立
命
館
経
済
学
』
第
二
十
九
巻



第
六
号
、
二
八
ぺ
ー
ジ
）
。

　
こ
の
節
で
検
討
す
べ
き
こ
と
は
、
「
方
法
論
的
に
み
て
最
初
の
国
家
は
ど
の
よ
う
に
し
て
規
定
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
」
（
同
前
）

で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
あ
る
も
の
の
最
初
の
一
般
的
な
概
念
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
「
最
初
」
と
い
う
の
は
、
「
あ
る
も
の
」
の
「
最
初
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
あ
る
も
の
」
と
い
う
の
は
そ
の
性
質
や
観
定

に
お
い
て
、
量
や
質
に
お
い
て
「
他
の
も
の
」
に
対
置
し
て
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
「
あ
る
も
の
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
の

「
有
論
」
段
階
の
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
「
他
の
も
の
」
と
区
別
さ
れ
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
い
。
「
あ
る
も
の
」
は
本
質
的
に
、

概
念
的
に
「
他
の
も
の
」
と
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
　
「
あ
る
も
の
」
は
そ
の
も
の
の
一
般
に
よ
っ
て
そ
の
特
殊
を
規
定
し
、

一
般
と
い
う
エ
ー
テ
ル
に
よ
っ
て
そ
の
特
殊
を
ひ
た
し
き
っ
て
い
る
よ
う
な
自
立
的
で
有
機
的
な
個
別
で
あ
り
、
同
様
の
意
味
を
も

っ
個
別
で
あ
る
「
他
の
も
の
」
に
対
立
し
て
存
在
す
る
一
っ
の
有
機
的
な
統
一
体
で
あ
る
。
最
初
の
一
般
的
な
概
念
と
い
う
の
は
、

こ
の
よ
う
な
「
あ
る
も
の
」
の
最
初
の
一
般
的
概
念
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
最
初
」
と
い
う
の
は
た
ん
に
「
は
じ

ま
り
」
あ
る
い
は
「
端
緒
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
一
っ
の
有
機
的
な
統
一
体
で
あ
る
「
あ
る
も
の
」
に
っ
い
て
叙
述
す
る
場
合

に
、
そ
の
叙
述
の
冒
頭
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
べ
き
「
あ
る
も
の
」
の
一
般
的
概
念
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
最
初
の
一
般
的
概
念
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
方
法
に
お
い
て
は
、
　
「
他
の
も
の
」
に
も
共
通
す
る
抽
象
的
観
定
に
、
　
「
あ
る
も

の
」
を
ま
さ
に
そ
の
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
移
態
規
定
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
分
析
的
方
法
に
よ
っ
て

「
あ
る
も
の
」
の
最
初
の
一
般
的
概
念
が
与
え
ら
れ
る
。

　
そ
う
す
る
と
、
分
析
的
方
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
「
あ
る
も
の
」
の
最
初
の
一
般
的
概
念
は
、
弁
証
法
的
方
法
と
ど
う
関
係
す

　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
（
二
七
五
）
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る
の
か
と
い
う
こ
と
が
間
題
に
な
っ
て
く
る
。
弁
証
法
的
方
法
は
一
つ
に
は
論
理
的
に
発
生
的
展
開
の
方
法
で
あ
り
、
も
う
一
つ
に

は
歴
史
的
に
「
あ
る
も
の
」
は
「
他
の
も
の
」
か
ら
連
続
し
て
生
成
Ｌ
て
く
る
こ
の
歴
史
的
な
生
成
を
反
映
す
る
方
法
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
分
析
的
方
法
と
弁
証
法
的
方
法
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
わ
げ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
　
「
あ

る
も
の
」
の
最
初
の
一
般
的
概
念
を
分
析
的
方
法
に
よ
っ
て
与
え
る
こ
と
が
、
科
学
的
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
私
の
説

明
を
の
べ
て
お
き
た
い
。
た
畦
な
ら
、
い
ま
間
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
国
家
の
最
初
の
一
般
的
概
念
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
弁
証
法
的
方
法
が
「
あ
る
も
の
」
の
歴
史
的
な
生
成
、
す
な
わ
ち
そ
の
成
立
史
を
反
映
し
な
け
れ
ぽ
た
ら
な
い
と
い
う
こ

と
と
、
分
析
的
方
法
と
の
関
係
を
考
察
し
よ
う
。

　
す
べ
て
の
も
の
は
そ
の
生
成
の
過
程
、
発
生
の
歴
史
的
過
程
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
あ
る
も
の
」
を
概
念
的
に
、
弁

証
法
的
に
把
握
す
る
と
い
う
方
法
的
要
請
に
何
の
留
保
を
お
く
こ
と
も
な
く
し
た
が
グ
ぱ
、
　
「
あ
る
も
の
」
が
「
あ
る
も
の
」
と
し

て
成
立
Ｌ
て
い
る
そ
の
「
あ
る
も
の
」
の
内
部
に
た
ち
い
っ
て
、
そ
の
全
発
展
過
程
（
縦
の
時
問
的
関
係
）
と
そ
の
構
造
（
横
の
同
時

的
連
関
）
を
と
ら
え
て
そ
の
も
の
の
内
的
連
関
を
発
生
的
に
展
開
す
る
だ
げ
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
「
あ
る
も
の
」
の
「
他
の
も
の
」

か
ら
の
生
成
の
過
程
、
そ
の
も
の
の
歴
史
的
発
生
過
程
を
あ
わ
せ
て
の
べ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
た
り
、
こ
の
よ
う
に

し
て
叙
述
す
れ
ば
、
こ
の
叙
述
は
弁
証
法
的
方
法
の
要
請
に
十
分
に
し
た
が
う
と
い
う
こ
と
に
た
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ

と
を
お
こ
た
う
た
め
に
は
、
　
「
あ
る
も
の
」
が
そ
こ
か
ら
移
行
し
て
き
た
「
他
の
も
の
」
が
あ
ら
か
じ
め
す
べ
て
把
握
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
前
提
と
な
る
。
だ
か
ら
、
　
「
あ
る
も
の
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
「
他
の
も
の
」
の
研
究
が
不
十
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
　
「
他

の
も
の
」
の
研
究
に
移
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
す
る
と
そ
の
「
他
の
も
の
」
の
研
究
が
別
の
「
他
の
も
の
」
の
研
究
を
要
請
す
る



こ
と
に
た
る
。
こ
う
な
る
と
「
あ
る
も
の
」
を
概
念
的
に
把
握
す
る
た
め
の
研
究
は
あ
ら
ゆ
る
「
他
の
も
の
」
の
研
究
に
発
散
解
消

さ
れ
て
し
ま
い
、
結
局
「
あ
る
も
の
」
の
概
念
的
把
握
は
永
遠
に
ー
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
ま
た
、
　
「
あ
る
も
の
」
の
「
他
の
も
の
」
か
ら
の
移
行
に
１
つ
い
て
の
研
究
、
す
な
わ
ち
「
あ
る
も
の
」
の
歴
史
的
研
究
は
も
し

「
あ
る
も
の
」
の
一
般
的
概
念
が
展
開
さ
れ
与
え
ら
れ
て
い
た
げ
れ
ぽ
、
い
い
か
え
れ
ぱ
、
「
あ
る
も
の
」
が
何
で
あ
る
か
が
わ
か
っ

て
い
な
げ
れ
ば
、
　
「
あ
る
も
の
」
の
歴
史
的
研
究
も
何
に
っ
い
て
の
生
成
史
を
研
究
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
く
た
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
　
「
あ
る
も
の
」
の
歴
史
的
研
究
、
そ
の
生
成
過
程
の
研
究
の
ま
え
に
ま
ず
「
あ
る
も
の
」
の

一
般
的
概
念
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
全
発
展
過
程
と
構
造
が
展
開
さ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
し
、
わ
れ
わ
れ
の
科
学
的
叙
述
が
弁
証
法
的
方
法
に
１
何
の
留
保
を
お
く
こ
と
な
く
し
た
が
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ぽ
、
一

般
に
科
学
的
な
叙
述
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
、
　
「
他
の
も
の
」
か
ら
「
あ
る
も
の
」
へ
の
移
行
過
程
が
全
面
的
に
科
学
的
に
把

握
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
弁
証
法
的
方
法
に
何
の
留
保
も
つ
げ
る
こ
と
な
く
し
た
が
え
ば
、
そ
の
移
行
過
程
の
叙
述
に
先
立
っ
て

「
他
の
も
の
」
が
叙
述
さ
れ
て
い
な
げ
れ
ぼ
な
ら
ず
、
　
「
他
の
も
の
」
の
叙
述
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
別
の
「
他
の
も
の
」
か
ら
そ
の

「
他
の
も
の
」
へ
の
移
行
過
程
が
叙
述
さ
れ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
無
隈
に
叙
述
過
程
は
歴
史
的
に
先
行
す
る
も
の

へ
と
発
散
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
科
学
的
叙
述
は
そ
れ
に
１
何
の
留
保
を
も
お
か
な
い
弁
証
法
的
方
法
に
し
た
が
う
の
で
は
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
「
貨
幣
所
持
者
　
　
ま
た
は
貨
幣
、
た
ぜ
た
ら
さ
し
あ
た
り
前
者
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
経
済
的
過
程
自
体
の
う
ち
で
は
後
者
の
人
格
化
に

す
ぎ
な
い
か
ら
　
　
が
、
労
働
力
能
を
市
場
で
、
流
通
の
領
域
内
で
商
品
と
し
て
見
い
だ
す
、
と
い
う
こ
の
前
提
　
　
こ
の
前
提
か
ら
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
場
合
出
発
し
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
の
生
産
過
程
が
出
発
す
る
　
　
は
、
明
ら
か
に
長
い
歴
史
的
発
展
の
結
果
で
あ
り
、
多
く
の
経
済
的
変

　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
（
二
七
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
（
二
七
八
）

革
の
概
括
で
あ
っ
て
、
他
の
生
産
様
式
（
杜
会
的
生
産
諾
関
係
）
の
没
落
を
前
提
し
、
杜
会
的
労
働
の
生
産
諸
力
の
一
定
の
発
展
を
前
提
す
る
。

こ
う
し
た
前
提
で
与
え
ら
れ
て
い
る
一
定
の
過
ぎ
さ
っ
た
歴
史
的
過
程
は
、
諸
関
係
を
よ
り
た
ち
い
っ
て
考
察
す
れ
ぱ
、
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と

定
式
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
Ｌ
か
し
経
済
的
生
産
の
こ
う
し
た
歴
史
的
発
展
段
階
　
　
そ
の
生
産
物
自
身
が
す
で
に
自
由
た
労
働
者
で
あ
る
が
ー

　
　
は
、
資
本
そ
の
も
の
の
生
成
の
前
提
で
あ
り
、
た
お
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
定
在
の
前
提
で
す
ら
あ
る
。
資
本
の
存
在
は
、
杜
会
の
経
済
的

彩
態
の
た
が
い
た
が
い
歴
史
的
過
程
の
結
果
で
あ
る
。
弁
証
法
的
た
叙
述
の
彩
式
は
、
そ
の
限
界
を
知
る
場
合
に
１
だ
げ
正
し
い
こ
と
が
、
こ
の
点

に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
単
純
流
通
の
考
察
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
資
本
の
一
般
的
概
念
が
明
ら
か
に
た
っ
て
く
る
、
と
い
う
の
は
、

ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
生
産
様
式
の
内
部
で
は
、
単
純
流
通
そ
の
も
の
が
た
だ
資
本
の
前
提
と
し
て
存
在
し
、
ま
た
資
本
を
前
提
す
る
も
の
と
し
て
存
在

す
る
か
ら
で
あ
る
」
（
『
要
網
』
、
大
月
書
店
、
第
五
分
冊
、
一
〇
六
八
－
九
ぺ
－
ジ
）
。

　
し
た
が
っ
て
、
最
初
の
資
本
の
一
般
的
概
念
は
分
析
的
方
法
に
し
た
が
っ
て
、
「
単
純
流
通
」
（
Ｇ
Ｉ
Ｗ
ｌ
Ｇ
）
　
単
純
な
貨
幣
流

通
と
資
本
主
義
的
な
貨
幣
流
通
か
ら
抽
象
さ
れ
た
共
通
性
と
し
て
の
抽
象
的
普
遍
　
　
に
、
自
分
の
労
働
力
の
売
り
手
と
し
て
の
自

由
な
賃
金
労
働
者
の
搾
取
と
い
う
経
済
的
形
態
規
定
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
最
初
の
一
般
的
概
念

は
そ
の
歴
史
的
発
生
過
程
を
媒
介
的
に
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
商
品
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
て
、
労
働
生
産
物
（
使
用
価
直
）
に
価
値
と
い
う
彩
態
規
定
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
初
の
商
品

の
一
般
的
観
定
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
　
「
あ
る
も
の
」
の
最
初
の
一
般
的
観
定
を
与
え
る
場
合
に
、
分
析
的
方
法
が

と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
「
弁
証
法
的
叙
述
方
法
の
制
隈
」
（
『
見
田
石
介
著
作
集
』
第
五
巻
、
七
二
－
七
八
ぺ
ー
ジ
参
照
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
　
「
あ
る
も
の
」
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
、
表
象
を
思
い
浮
べ
て
そ
れ
を
分
析
し
て
、
　
「
あ
る
も
の
」
の
最
初
の
一
般
的
概
念

を
与
え
、
そ
の
一
般
的
概
念
を
主
要
な
モ
メ
ソ
ト
と
す
る
有
機
的
た
統
一
体
で
あ
る
「
あ
る
も
の
」
の
全
側
面
を
、
そ
の
発
展
過
程



と
構
造
を
・
発
生
的
に
，
展
開
す
る
と
い
う
の
が
弁
証
法
的
方
法
で
あ
る
。
有
機
的
統
一
体
の
内
的
側
面
を
発
生
的
に
展
開
す
る
場
合

に
も
ま
た
分
析
的
方
法
が
駆
使
さ
れ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
げ
で
あ
る
（
以
上
、
『
見
田
石
介
著
作
集
』
第
三
巻
、
第
四
巻
参
照
）
。

　
以
上
が
、
方
法
論
上
の
第
一
の
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
法
に
し
た
が
っ
て
、
　
「
あ
る
も
の
」
の
何
で
あ
る
か
が
理
解
さ
れ
た
の

ち
に
、
、
や
は
り
「
あ
る
も
の
」
も
全
く
の
無
前
提
な
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
初
め
か
ら
永
遠
の
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
・
歴
史
的
に
存
在
す
る
も
の
、
始
め
と
終
り
を
も
っ
歴
史
的
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
な
げ
れ
ば
た
ら
た
い
。
商
品
が

商
品
を
生
み
、
資
本
が
資
本
を
生
む
よ
う
な
相
互
前
提
関
係
は
そ
の
も
の
の
内
部
で
は
そ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
相
互
前
提

は
関
係
そ
の
も
の
の
歴
史
的
存
在
の
始
め
と
終
り
に
お
い
て
は
切
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
そ
れ
が
「
他
の
も
の
」
か

ら
媒
介
さ
れ
て
き
て
歴
史
上
生
成
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
　
「
あ
る
も
の
」
の
生
成
史
を
全
面
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
　
「
他
の
も
の
」
を

全
側
面
に
わ
た
っ
て
理
解
し
叙
述
し
た
う
え
で
な
い
と
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
あ
る
も
の
」
の
生
成
史
も
「
あ
る
も
の
」
を

理
解
す
る
の
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
の
み
示
す
以
外
に
は
な
い
。
　
「
あ
る
も
の
」
の
生
成
史
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
、

ど
の
よ
う
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
そ
の
も
の
の
内
部
を
発
生
的
、
弁
証
法
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
そ
の
も
の
の

全
発
展
過
程
と
構
造
が
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
現
実
的
に
成
立
し
た
も
の
と
し
て
あ
る
「
あ
る
も
の
」
の
歴
史
的
な
生
成
は
そ

の
も
の
の
「
何
か
」
を
叙
述
す
る
と
い
う
課
題
か
ら
す
れ
ぱ
、
実
在
的
可
能
性
の
現
実
性
へ
の
転
化
と
し
て
示
さ
れ
れ
ぼ
よ
い
。
す

た
わ
ち
、
歴
史
的
移
行
過
程
は
そ
の
移
行
が
絶
対
的
必
然
的
た
媒
介
過
程
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
の
で
は
た
く
、
　
「
他
の
も
の
」
の
な

か
に
あ
る
い
く
つ
か
の
条
件
の
合
成
と
し
て
示
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
あ
る
も
の
」
の
生
成
が
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
方
法
に
し
た
が
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
が
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
二
章
「
交
換
過
程
」
に
み

　
　
　
　
「
社
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
（
二
七
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
（
二
八
○
）

ら
れ
る
商
品
の
発
生
史
に
っ
い
て
の
叙
述
で
あ
り
、
同
じ
巻
の
第
二
四
章
「
い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
」
に
み
ら
れ
る
資
本
の
発
生
史

に
つ
い
て
の
叙
述
で
あ
る
。

　
分
析
的
方
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
最
初
の
単
純
な
資
本
概
念
が
『
資
本
論
』
の
第
四
章
か
ら
第
二
三
章
ま
で
に
わ
た
っ
て
発
生

的
（
ま
ず
は
論
理
の
う
え
で
）
に
展
開
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
章
で
生
産
過
程
に
お
げ
る
そ
の
全
モ
メ
ソ
ト
と
そ
の
相
互
の
有
機
的
関
連
が

明
ら
か
に
さ
れ
、
最
初
の
単
純
な
資
本
概
念
は
よ
り
完
全
な
概
念
と
な
る
。
そ
の
の
ち
に
こ
の
よ
り
完
全
た
資
本
概
念
は
第
二
四
章

で
そ
の
歴
史
的
発
生
史
が
ふ
り
か
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
歴
史
性
と
そ
の
発
生
の
実
在
的
可
能
性
　
　
実
在
的
可
能
性
と
い

う
の
は
他
の
も
の
（
封
建
的
生
産
様
式
）
か
ら
あ
る
も
の
（
資
本
制
的
生
産
様
式
）
へ
の
移
行
を
全
面
的
に
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
　
　
が
与
え
ら
れ
、
こ
こ
に
単
純
な
資
本
概
念
は
完
全
な
資
本
概
念
と
な
る
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
生
産
過
程
の

資
本
概
念
と
し
て
こ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
資
本
の
流
通
過
程
、
総
過
程
あ
る
い
は
も
っ
と
発
展
し
た
彩
態
で
の
展
開
を
欠

く
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
資
本
概
念
は
不
完
全
で
あ
る
）
。

　
同
様
の
こ
と
は
商
品
概
念
に
っ
い
て
も
い
え
る
の
で
あ
り
、
最
初
に
分
析
的
方
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
単
純
な
商
品
概
念
は
、

『
資
本
論
』
の
篤
一
巻
の
第
一
章
、
第
二
章
で
展
開
さ
れ
て
こ
そ
よ
り
完
全
な
商
品
概
念
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
り
完
全
な
商

品
概
念
は
第
二
章
の
商
品
の
発
生
史
　
　
そ
の
発
生
の
実
在
的
可
能
性
　
　
の
叙
述
や
あ
る
い
は
第
一
章
第
四
節
「
商
品
の
児
物
的

性
格
と
そ
の
秘
密
」
の
な
か
に
み
ら
れ
る
商
品
生
産
の
歴
史
性
に
つ
い
て
の
叙
述
に
よ
っ
て
完
全
な
商
品
概
念
と
た
る
の
で
あ
る
・

　
以
上
の
よ
う
に
、
歴
史
的
生
成
過
程
の
叙
述
は
実
在
的
可
能
性
の
現
実
性
へ
の
転
化
と
し
て
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
唯
）
（
念
の
た
め

に
の
べ
て
お
げ
ぱ
、
私
は
す
べ
て
の
歴
史
的
研
究
や
歴
史
の
叙
述
が
こ
の
よ
う
な
実
在
可
能
性
の
現
実
性
へ
の
転
化
と
し
て
説
明
さ
れ
な
げ
れ
ぱ
た

ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
あ
る
も
の
」
も
「
他
の
も
の
」
も
す
べ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
「
他
の
も
の
」
か
ら
「
あ
る
も
の
」



へ
の
移
行
過
程
の
叙
述
は
絶
対
的
必
然
的
な
媒
介
過
程
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
他
の
も
の
」
自
体
の
生
成
史
は
こ
の
場
合
や

は
り
実
在
的
可
能
性
の
現
実
性
へ
の
転
化
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
）
。

　
　
　
（
注
）
　
こ
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
鰺
坂
、
有
尾
、
鈴
木
編
『
へ
ー
ゲ
ル
論
理
学
入
門
』
（
有
斐
閣
）
に
所
収
の
拙
稿
「
現
実
性
」
を
参
照
さ

　
　
れ
た
い
。

　
以
上
が
方
法
論
上
の
第
二
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
実
在
的
可
能
性
の
現
実
性
へ
の
転
化
の
場
合
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

マ
ル
ク
ス
が
歴
史
的
な
中
問
形
態
、
過
渡
段
階
に
ー
あ
る
も
の
を
あ
げ
て
、
そ
う
し
た
中
問
形
態
が
現
実
的
な
も
の
に
転
化
す
る
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

商
品
を
経
済
関
係
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
「
互
い
に
他
人
で
あ
る
と
い
う
関
係
」
（
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
分
冊
、
一
一
七
べ

－
ジ
）
と
い
う
経
済
関
係
の
も
と
で
労
働
生
産
物
が
と
る
形
態
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に
み
る
資
本
主
義
的
商
品
は
資
本
関
係

を
捨
象
す
れ
ぱ
、
こ
う
し
た
経
済
関
係
の
も
と
で
生
産
さ
れ
、
商
品
生
産
関
係
は
商
品
生
産
関
係
を
前
提
し
て
お
り
、
商
品
生
産
関

係
の
内
部
で
諸
商
品
は
相
互
に
前
提
し
あ
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
資
本
は
資
本
を
前
提
と
し
て
お
り
、
諸
資
本
は
相
互
に
前
提
し
あ

っ
て
い
る
。
一
つ
の
関
係
の
内
部
に
入
る
と
、
そ
の
内
部
の
諾
モ
メ
ソ
ト
が
相
互
に
前
提
し
あ
っ
て
い
る
の
が
有
機
的
な
統
一
体
の

特
色
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
そ
う
し
た
も
の
の
説
明
が
弁
証
法
的
に
展
開
さ
れ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま

問
題
に
し
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
で
は
な
い
。
間
題
は
商
品
の
最
初
の
一
般
的
概
念
を
与
え
る
場
合
に
、
商
品
生
産
関
係
を
前
提
に

し
て
商
品
生
産
関
係
あ
る
い
は
商
品
概
念
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
商
品
を
前
提
に
し
て
商
品
を
説
明
す

れ
ぱ
、
そ
れ
は
同
語
反
復
で
あ
っ
て
こ
う
い
う
説
明
で
は
商
品
の
概
念
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
生
命
を
生
命
か
ら
定
義
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
生
命
の
定
義
は
同
じ
次
元
で
な
い
も
の
に
よ
っ
て
与
え
な
け
れ
ぱ
同
語
反
復
と
な
る
。
資
本
の
最
初

　
　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
（
二
八
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
（
二
八
二
）

の
概
念
を
与
え
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
の
冒
頭
で
、
商
品
を
一
方
で
は
そ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
歴
史
に
共
通
す
る
抽
象
的
普
遍
と
し

て
の
使
用
価
値
と
、
他
方
で
は
歴
史
的
に
特
殊
な
捗
態
観
定
で
あ
る
価
値
に
分
析
し
て
、
そ
れ
ら
の
モ
メ
ソ
ト
の
総
合
に
お
い
て
商

品
の
概
念
を
与
え
、
そ
の
の
ち
に
商
品
の
全
モ
メ
ソ
ト
を
論
理
的
発
生
的
に
展
開
し
、
最
後
に
商
品
の
発
生
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
、

商
品
が
歴
史
的
に
発
生
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
商
品
の
発
生
過
程
の
説
明
は
歴
史
的
に
は
実
在
的
可
能
性
の
現
実
性
へ
の

転
化
と
し
て
示
さ
れ
、
論
理
的
に
は
商
品
は
商
品
か
ら
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
く
非
商
品
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　
「
直
接
的
生
産
物
交
換
の
形
態
は
、
北
量
の
使
用
対
象
ト
Ｈ
ｋ
量
の
使
用
対
象
３
で
あ
る
。
五
と
Ｂ
と
い
う
物
は
こ
の
場
合
に
は
交
換
以
前
に

は
商
品
で
は
な
く
、
交
換
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
商
品
と
た
る
。
あ
る
使
用
対
象
が
可
能
性
か
ら
見
て
交
換
価
値
で
あ
る
と
い
う
最
初
の
あ
り
方
は
、

非
使
用
価
直
と
し
て
の
、
そ
の
所
持
者
の
直
接
的
欲
望
を
越
え
る
量
の
使
用
価
値
と
し
て
の
、
そ
れ
の
定
在
で
あ
る
」
（
『
資
本
論
』
、
第
一
巻
、

第
一
分
冊
、
一
一
七
べ
－
ジ
）
。

　
「
商
品
交
換
は
、
共
同
体
の
果
て
る
と
こ
ろ
で
、
共
同
体
が
他
の
共
同
体
ま
た
は
そ
の
成
員
と
接
触
す
る
点
で
、
始
ま
る
。
し
か
し
、
物
が
ひ

と
た
び
対
外
的
共
同
生
活
で
商
品
に
な
れ
ぱ
、
そ
れ
は
反
作
用
的
に
内
部
的
共
同
生
活
で
も
商
品
に
た
る
。
諾
物
の
量
的
た
交
換
割
合
は
、
最
初

は
ま
っ
た
く
偶
然
的
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
物
が
交
換
さ
れ
う
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
物
を
互
い
に
手
放
し
あ
う
と
い
う
そ
れ
ら
の
物
の
所
持
者
た
ち

の
意
志
行
為
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
に
、
他
人
の
使
用
対
象
に
た
い
す
る
欲
望
は
、
だ
ん
だ
ん
固
定
し
て
く
る
。
交
換
の
不
断

の
繰
り
返
し
は
、
交
換
を
一
っ
の
規
則
的
た
杜
会
的
過
程
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
時
が
た
っ
に
っ
れ
て
、
労
働
生
産
物
の
少
な
く
と
も
一
部
分

は
、
は
じ
め
か
ら
交
換
を
目
的
と
し
て
生
産
さ
れ
た
げ
れ
ぱ
た
ら
た
く
た
る
。
こ
の
瞬
間
か
ら
、
一
方
で
は
、
直
接
的
必
要
の
た
め
の
諸
物
の
有

用
性
と
、
交
換
の
た
め
の
諸
物
の
有
用
性
と
の
分
離
が
固
定
し
て
く
る
」
（
同
前
、
一
一
八
べ
ー
ジ
）
。



　
こ
の
前
の
方
の
暮
用
文
に
で
て
く
る
「
可
能
性
か
ら
見
て
交
換
価
値
で
あ
る
」
使
用
対
象
が
不
断
に
繰
り
返
し
て
交
換
さ
れ
、
こ

の
交
換
が
「
一
っ
の
齢
恥
跡
か
杜
会
的
過
程
」
に
な
る
場
合
に
は
、
こ
の
使
用
対
象
は
げ
っ
し
て
た
ん
な
る
物
々
交
換
の
対
象
で
あ

る
労
働
生
産
物
で
窪
い
レ
、
ま
た
交
換
を
目
的
と
し
て
生
産
さ
れ
る
商
品
と
し
て
の
労
働
生
産
物
一
「
必
然
的
窪
会
的
過
程
一
の
産

物
と
し
て
の
労
働
生
産
物
）
で
も
た
く
、
た
ん
な
る
労
働
生
産
物
と
商
品
と
の
中
問
彩
態
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
商
品
で
も
あ

れ
ば
商
品
で
も
な
く
、
た
ん
な
る
使
用
対
象
と
し
て
の
労
働
生
産
物
で
も
あ
れ
ほ
そ
う
で
も
な
い
中
間
形
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中

問
彬
態
は
こ
の
よ
ら
な
論
理
的
矛
盾
の
彩
式
で
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
別
の
表
現
を
す
れ
ほ
、
　
「
前
商
品
」
あ
る
い
は

「
半
商
品
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
引
用
文
が
宗
し
て
い
る
よ
う
に
、
商
品
の
成
立
史
を
み
る
場
合
に
、
そ
の
中
問
形
態
を
実
在
的
可
能
性
と
し
て
示
し
て
、
そ

れ
が
で
き
あ
が
っ
た
現
実
の
商
品
に
移
行
す
る
と
い
う
叙
述
方
法
を
マ
ル
ク
ス
は
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
『
資
本
論
』
の
商
品
の

説
明
は
商
品
の
一
艘
的
概
念
を
与
え
、
そ
れ
を
貨
幣
に
ま
で
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ

と
が
こ
の
説
明
の
目
的
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
商
品
が
労
働
生
産
物
か
ら
生
成
し
て
く
る
全
歴
史
的
条
件
を
あ
げ
て
そ
れ
を
認
識
の
う

え
で
必
然
的
に
媒
介
す
る
よ
う
な
商
品
の
生
成
史
を
叙
述
す
る
こ
と
は
必
要
が
な
い
し
、
ま
た
そ
う
い
う
こ
と
を
お
こ
な
お
う
と
す

る
の
は
「
弁
証
法
的
叙
述
方
法
の
制
限
」
を
理
解
し
な
い
非
科
学
的
な
方
法
に
立
脚
し
て
い
る
者
に
の
み
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
商
品
で
も
あ
れ
ば
商
品
で
も
な
い
労
働
生
産
物
　
　
共
同
体
問
に
お
げ
る
労
働
生
産
物
の
交
換
が
観
則
性
を

も
っ
た
段
階
の
労
勧
生
産
物
　
　
の
商
品
の
転
化
は
歴
史
的
た
転
化
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
商
品
を
商
品
か
ら
説
明
す
る
よ
う
た
同

語
反
復
的
た
説
明
に
な
ら
な
い
説
明
に
対
Ｌ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
商
品
を
相
互
前
提
す
る
商
品
か
ら
で
は
な
く
歴
史
的
た
中
問
段
階
か

ら
論
理
的
に
説
明
し
、
そ
の
最
初
の
一
般
的
概
念
の
説
明
を
補
完
し
、
同
語
反
復
に
お
ち
い
る
愚
を
避
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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マ
ル
ク
ス
は
価
値
の
生
産
価
格
の
転
化
の
説
明
に
お
い
て
も
同
じ
方
法
を
用
い
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
最
初
の
生
産
価
格
の
概
念

の
説
明
に
あ
た
っ
て
、
す
こ
し
も
生
産
価
格
の
入
り
こ
ま
な
い
費
用
価
格
（
♀
・
１
１
沖
）
に
剰
余
価
値
部
分
だ
げ
が
平
均
利
潤
化
し
た

も
の
（
吋
）
を
加
え
た
も
の
が
生
産
価
格
（
沖
吉
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
大
工
業
段
階
の
発
展
し
た
資
本
主
義
的
生
産
に
お

い
て
は
、
あ
る
資
本
家
が
購
入
す
る
費
用
価
格
部
分
を
な
す
商
品
は
す
べ
て
生
産
価
格
で
販
売
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

段
階
で
は
費
用
価
格
部
分
に
生
産
価
格
の
入
り
こ
ま
な
い
よ
う
な
費
用
価
格
は
存
在
し
な
い
。
っ
ま
り
、
こ
の
場
合
は
生
産
価
格
を

前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
前
提
の
も
と
で
生
産
価
格
を
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
生
産
価
格
で
も
っ
て
生
産
価
格
を
説
明

し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
く
な
る
。
こ
う
し
た
説
明
は
同
語
反
復
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
生
産
価
格
が
入
り
こ
ま
な
い
費
用
価
格
に
平
均
利
潤
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
価
格
の
概
念
を
与
え
て

い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
与
え
ら
れ
た
生
産
価
格
の
最
初
の
一
般
的
概
念
は
論
理
的
な
中
間
彬
態
で
あ
る
。

　
ま
た
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
は
価
値
ど
お
り
に
商
品
が
交
換
さ
れ
る
初
期
の
段
階
と
、
生
産
価
格
に
よ
っ
て
商
品
が
交
換
さ
れ

る
大
工
業
段
階
と
に
歴
史
的
に
区
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
価
値
の
生
産
価
格
へ
の
転
化
は
資
本
の
内
部
の
諸
モ
メ
ソ
ト
の
発
生

的
展
開
で
あ
る
と
同
時
に
、
歴
史
的
な
転
化
を
同
時
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
費
用
価
格
部
分
に
生
産
価
格
が
入
り
こ

ま
な
い
生
産
価
格
概
念
は
価
値
ど
お
り
に
交
換
さ
れ
る
商
品
価
格
概
念
と
、
生
産
価
格
に
し
た
が
っ
て
交
換
さ
れ
る
商
品
価
格
概
念

と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
歴
史
的
な
中
間
形
態
か
ら
の
抽
象
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
こ
の
点
に
っ
い
て
は
、
見
田
石
介
『
価
値
お
よ
び

生
産
価
格
の
研
究
』
第
四
部
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
以
上
が
、
　
「
あ
る
も
の
」
の
最
初
の
一
般
的
概
念
を
与
え
る
場
合
の
方
法
論
上
の
第

三
点
で
あ
る
。

　
　
　
２
）



　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
最
初
の
国
家
の
一
般
的
概
念
も
こ
う
し
た
方
法
を
前
提
に
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
ど
の
よ

う
な
杜
会
構
成
体
に
も
存
在
す
る
抽
象
的
、
一
般
的
規
定
、
す
な
わ
ち
共
通
性
と
し
て
の
抽
象
的
普
遍
で
あ
る
上
部
構
造
一
般
に
国

家
を
ま
さ
に
国
家
た
ら
し
め
る
移
態
規
定
　
　
被
抑
圧
階
級
、
被
搾
取
階
級
を
物
質
的
に
、
精
神
的
（
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
的
）
に
抑
圧
す

る
た
め
の
一
定
の
手
段
と
力
を
そ
た
え
た
機
構
あ
る
い
は
機
関
に
よ
っ
て
支
配
階
級
、
搾
取
階
級
が
階
級
対
立
を
自
ら
の
利
益
の
た

め
に
調
停
し
、
そ
う
し
た
機
構
を
搾
取
、
支
配
の
た
め
の
道
具
と
し
て
も
ち
い
る
こ
と
　
　
を
加
え
て
、
最
初
の
国
家
の
一
般
的
概

念
を
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

　
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
に
お
い
て
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
す
な
わ
ち
「
共
同
的
に
な
さ
れ
る
杜
会
の
一
般
的

事
務
」
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
一
般
事
務
を
担
う
上
部
構
造
の
機
関
に
国
家
を
国
家
た
ら
し
め
る
形
態
規
定
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
最
初
の
国
家
の
概
念
を
与
え
て
い
る
。

　
『
起
源
』
に
お
い
て
は
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
こ
の
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
を
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
よ
り
も
も
っ
と
一
般
化
し
て

と
ら
え
た
う
え
で
、
こ
の
抽
象
的
一
般
的
規
定
に
形
態
規
定
を
加
え
る
こ
と
に
１
よ
っ
て
最
初
の
国
家
の
観
定
を
与
え
て
い
る
の
で
あ

り
、
　
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
に
お
い
て
も
『
起
源
』
に
お
い
て
も
国
家
の
概
念
を
与
え
る
方
法
は
同
じ
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
国
家
の
概
念
を
与
え
た
う
え
で
、
一
方
で
は
歴
史
上
に
あ
ら
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
国
家
の
論
理
的
な
叙

述
と
・
他
方
で
は
最
初
の
国
家
の
成
立
史
の
論
理
的
な
叙
述
が
お
こ
た
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
の
国
家
論

は
こ
の
二
っ
の
側
面
か
ら
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
を
反
駁
す
る
と
い
う
こ
の
著
作
の
目
的

に
規
定
さ
れ
て
、
ま
た
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
知
識
の
個
人
的
歴
史
的
限
界
に
制
約
さ
れ
た
が
ら
、
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
、

す
な
わ
ち
歴
史
上
あ
ら
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
国
家
の
論
理
的
な
叙
述
に
っ
い
て
は
、
資
本
主
義
国
家
や
そ
の
他
の
い
く
っ
か
の
国
家

　
　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
（
二
八
五
）
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に
つ
い
て
の
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
前
述
し
た
理
由
か
ら
具
体
的
で
多
様
な
歴
史
上
の
国
家
に
つ
い
て
の
全

面
的
な
展
開
に
な
っ
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
。

　
後
者
、
す
な
わ
ち
国
家
の
成
立
史
に
っ
い
て
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
五
っ
の
モ
メ
ソ
ト
か
ら
そ
れ
を
考
察
し
て
い
る
。
簡

単
に
再
掲
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
ｏ
じ
原
始
共
同
体
が
奴
隷
を
使
用
で
き
る
生
産
力
段
階
に
達
し
て
い
る
こ
と
、
ゆ
諾
共
同
体
の
相
互
作

用
、
側
杜
会
的
機
能
（
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
を
担
う
職
務
活
動
）
の
杜
会
に
対
す
る
独
自
化
、
↑
ｏ
自
由
民
と
奴
隷
の
階
級
対
立
の
発
生
、

向
商
品
．
貨
幣
関
係
の
共
同
体
内
部
へ
の
侵
入
、
の
五
つ
で
あ
っ
た
。
　
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
の
国
家
の
成
立
史
に
つ
い
て
の
叙

述
は
こ
れ
ら
の
五
っ
の
モ
メ
ソ
ト
が
論
理
的
に
、
ま
た
歴
史
的
に
ど
う
有
機
的
に
絡
み
あ
っ
て
現
実
的
な
国
家
を
生
み
出
し
た
か
と

い
う
方
法
的
見
地
に
し
た
が
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
な
わ
ち
、
　
「
他
の
も
の
」
の
「
あ
る
も
の
」
へ
の
必
然
的

た
移
行
を
叙
述
す
る
と
い
う
方
法
的
見
地
に
し
た
が
っ
て
お
こ
た
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
や
は
り
、
方
法
的
に
み
れ
ぱ
、
い
く

っ
か
の
諸
条
件
が
あ
っ
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
在
的
可
能
性
が
現
実
性
へ
転
化
す
る
と
い
う
方
法
に
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
成
立
史

、
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　
も
う
一
っ
方
法
的
に
み
て
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
一
方
で
は
「
共
同
体
の
共
同
業
務
を
担
う
職
務
」
の
杜
会
に
対
す
る
自
立
化
を
「
国
家
」
と

し
て
把
握
し
、
他
方
で
は
そ
れ
を
「
国
家
権
力
の
端
緒
」
と
し
て
把
握
し
て
い
た
（
「
本
稿
」
（
上
）
、
一
一
七
ぺ
ー
ジ
）
。
こ
の
「
端
緒
」

と
い
う
言
葉
の
意
味
は
「
は
じ
ま
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
「
国
家
権
力
の
端
緒
」
（
引
用
文
７
〕
）
と
い
う
の
は
成
立
し
た
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

の
機
関
で
は
た
く
、
共
同
体
の
機
関
で
あ
り
、
そ
れ
が
の
ち
に
変
質
し
て
国
家
機
関
と
た
る
か
ら
こ
う
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
「
共
同
体
の
共
同
業
務
を
担
う
職
務
」
の
杜
会
に
対
す
る
自
立
化
を
「
国
家
」
で
も
あ
れ
ば
「
非



国
家
」
１
１
共
同
体
の
機
関
で
も
あ
る
と
叙
述
し
て
い
る
こ
と
に
ー
な
る
。
こ
の
点
を
方
法
論
的
に
反
省
し
な
げ
れ
ば
、
「
混
乱
」
（
同
前
）

を
生
じ
る
こ
と
に
た
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
間
題
は
方
法
的
に
解
決
さ
れ
な
げ
れ
ほ
な
ら
な
い
。

　
引
用
文
切
の
傍
点
部
分
が
の
べ
て
い
る
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
　
「
あ
る
一
定
の
発
展
段
階
に
あ
る
共
同
体
の
機
関
」
が
「
国
家
」

　
　
　
　
〔

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
叙
述
の
全
体
か
ら
み
れ
ぽ
、
そ
れ
を
「
国
家
権
力
の
端
緒
」
と
も
い
い
か
え
て
い

る
よ
う
に
・
引
用
文
切
で
「
国
家
」
と
よ
ぱ
れ
て
い
る
「
あ
る
一
定
の
発
展
段
階
に
あ
る
共
同
体
の
機
関
」
は
ま
だ
完
全
に
成
立
し

　
　
　
　
　
　
　
　
〔

た
国
家
と
は
い
え
な
い
純
粋
の
共
同
体
の
機
関
と
成
立
し
た
．
国
家
と
の
中
間
形
態
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
問

彬
態
を
わ
れ
わ
れ
が
認
識
す
る
た
め
に
は
、
○
Ｄ
で
の
べ
た
よ
う
に
１
そ
れ
を
国
家
で
も
あ
れ
ぽ
国
家
で
も
な
い
も
の
と
し
て
表
現
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
半
国
家
」
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
こ
の
意
味
で
エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
「
あ
る
一
定
の
発
展
段
階
に
あ
る
共
同
体
の
機
関
」
を
「
国
家
」
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う

し
た
中
間
形
態
が
国
家
の
最
初
の
一
般
的
概
念
を
観
定
す
る
場
合
に
も
っ
憶
義
は
、
国
家
を
国
家
に
よ
つ
て
観
定
す
る
同
語
反
復
的

な
・
説
明
に
な
ら
な
い
説
明
を
す
る
の
で
は
な
く
、
中
間
移
態
か
ら
の
論
理
的
、
歴
史
的
転
化
と
し
て
最
初
の
国
家
の
一
般
的
概
念

を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。

４
　
結

論

　
１
，
２
，
３
節
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
の
国
家
の
一
般
的
概
念
は
、
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
す
な
わ
ち
「
共
同
的
に
な
さ
れ
る
杜
会
の
一
般
的

事
務
」
・
あ
る
い
は
そ
う
し
た
一
般
的
事
務
を
担
う
上
部
構
造
の
機
関
で
あ
る
と
い
う
側
面
　
　
一
般
的
抽
象
的
観
定
あ
る
い
は
実

　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
（
二
八
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
（
二
八
八
）

体
規
定
　
　
に
、
国
家
を
国
家
た
ら
し
め
る
形
態
規
定
、
す
た
わ
ち
階
級
対
立
の
非
和
解
性
か
ら
生
じ
、
そ
れ
を
支
配
階
級
の
利
益

の
た
め
に
調
停
し
、
被
支
配
階
級
．
被
搾
取
階
級
を
支
配
し
搾
取
す
る
道
具
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
た
め
に
武
装
し
た
人
問
の
特
殊
な

部
隊
　
　
軍
隊
、
警
察
　
　
と
監
獄
な
ど
の
物
質
的
抑
止
力
と
精
神
的
、
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
的
抑
止
カ
を
そ
な
え
た
機
関
で
あ
る
と
い

う
側
面
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。

　
こ
の
抽
象
的
一
般
的
観
定
で
あ
る
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
あ
る
い
は
「
共
同
的
に
な
さ
れ
る
杜
会
の
一
般
的
事
務
」
は
「
杜
会
の

一
般
的
な
共
同
利
益
を
担
う
職
務
」
と
解
釈
で
き
な
い
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
国
家
の
「
公
共
的
機
能
」
と
い
う

場
合
の
「
公
共
的
」
と
い
う
意
味
を
、
　
「
杜
会
の
一
般
的
な
、
共
同
の
利
益
に
な
る
」
と
い
う
意
味
に
理
解
す
れ
ば
そ
れ
は
誤
り
で

あ
る
。
階
級
杜
会
に
お
い
て
、
こ
の
「
公
共
的
」
と
い
う
言
葉
を
こ
う
い
う
意
味
に
用
い
れ
ば
、
階
級
杜
会
に
お
い
て
も
国
家
は
そ

の
「
公
共
的
機
能
」
に
お
い
て
無
前
提
に
、
無
条
件
に
「
杜
会
の
一
般
的
な
、
共
同
の
利
益
に
な
る
」
機
能
を
果
す
こ
と
に
な
る
・

こ
れ
も
誤
り
で
あ
り
、
国
家
の
「
公
共
的
機
能
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
杜
会
に
お
い
て
も
そ
の
存
続
の
た
め
に
果
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
杜
会
の
杜
会
的
、
共
同
的
機
能
を
さ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
杜
会
の
杜
会
的
・
共
同
的
機
能
が
階

級
杜
会
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
階
級
に
対
し
て
そ
の
利
益
を
保
障
す
る
か
ど
う
か
は
こ
の
機
能
そ
れ
自
体
か
ら
無
前
提
に
生
じ
て
く

る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
次
の
よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
〕

　
　
じ
犯
「
す
べ
て
の
杜
会
主
義
者
は
、
政
治
的
国
家
が
、
そ
れ
と
と
も
に
政
治
的
権
威
が
、
来
る
べ
き
杜
会
革
命
の
結
果
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
と
い

　
う
点
で
、
す
な
わ
ち
公
共
的
機
能
◎
亭
箏
昌
。
｝
。
、
句
旨
窒
旨
彗
は
そ
の
政
治
的
性
格
を
失
っ
て
、
真
の
杜
会
的
利
益
の
た
め
に
配
慮
す
る
単
純

　
な
行
政
的
機
能
に
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
、
一
致
し
て
い
る
」
（
「
権
威
に
っ
い
て
」
、
『
全
集
』
第
一
八
巻
・
三
〇
四
ぺ
－
ジ
）
・

　
こ
の
「
権
威
に
つ
い
て
」
と
い
う
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
論
文
は
一
八
七
二
年
一
〇
月
か
ら
一
八
七
三
年
三
月
ま
で
の
間
に
執
筆
さ
れ
た



と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
　
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
の
執
筆
開
始
の
時
期
に
約
四
年
先
立
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文

で
エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
国
家
の
「
公
共
的
機
能
」
が
政
治
的
性
格
を
と
も
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
国
家
の
「
公
共
的

機
能
」
は
「
真
の
杜
会
的
利
益
の
た
め
に
配
慮
す
る
単
純
な
行
政
的
機
能
」
で
は
な
い
と
の
べ
て
い
る
。
杜
会
主
義
国
家
以
外
の
階

級
的
国
家
が
真
の
杜
会
的
利
益
の
た
め
に
配
慮
す
る
こ
と
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

「
政
治
的
国
家
の
公
共
的
機
能
」
が
政
治
的
性
格
を
と
も
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
　
「
杜
会
の

一
般
的
利
益
に
奉
仕
す
る
国
家
の
公
共
的
機
能
」
が
国
家
の
政
治
的
性
格
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
国
家
の
「
公
共
的
機
能
」
と
い
う
の
は
、
超
階
級
的
な
杜
会
の
杜
会
的
、
共
同
的
機
能
、
す
な
わ
ち
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
こ

の
引
用
文
の
言
葉
で
は
「
単
純
な
行
政
的
機
能
」
　
杜
会
の
一
般
的
事
務
を
お
こ
な
う
機
能
す
な
わ
ち
「
杜
会
的
共
同
業
務
」

の
階
級
的
形
態
で
あ
る
。
純
粋
に
支
配
階
級
の
目
的
に
奉
仕
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
国
家
の
機
能
　
　
純
然
た
る
抑
圧
的
機
能

　
　
と
多
か
れ
少
か
れ
杜
会
の
全
階
級
の
利
益
と
な
る
よ
う
な
業
務
を
お
こ
な
う
国
家
の
機
能
と
の
二
っ
に
、
国
家
の
階
級
的
機
能

が
区
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
家
の
「
公
共
的
機
能
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
後
者
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
階
級
的
機

能
と
い
う
場
合
に
は
、
狭
い
意
味
で
は
こ
の
「
公
共
的
機
能
」
を
含
ま
な
い
純
粋
の
階
級
的
機
能
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
、
広
い

意
味
で
は
「
公
共
的
機
能
」
を
含
ん
で
用
い
ら
れ
ね
ぼ
た
ら
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
で
、
国
家
の
「
公
共
的
機
能
」
も
、
広
狭
の
意

味
で
の
国
家
の
「
階
級
的
機
能
」
も
彩
態
規
定
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
立
す
る
実
体
観
定
は
、
杜
会
の
杜
会
的
、
共
同
的
機
能
で
あ
る
。

　
「
国
家
二
重
機
能
論
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
「
公
共
的
機
能
」
と
狭
い
意
味
で
の
「
階
級
的
機
能
」
の
二
重
機
能
と
い

っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
前
述
の
実
体
規
定
（
杜
会
の
杜
会
的
、
共
同
的
機
能
）
と
形
態
規
定
（
広
い
意
味
で
の
階
級
的
機
能
）

と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
し
て
も
、
そ
の
意
味
が
明
確
で
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
国
家
論

　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
（
二
八
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
（
二
九
〇
）

を
（
国
家
二
重
機
能
論
）
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
意
味
で
い
わ
れ
た
場
合
に
の
み
妥
当
す
る
。
ま
た
、
　
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ

論
』
の
国
家
論
も
、
　
「
権
威
に
っ
い
て
」
の
た
か
の
国
家
論
と
同
じ
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
国
家
論
を
「
国
家
二
重
機
能
論
」
と
い
う
場
合
に
は
以
上
の
意
味
で
い
わ
た
げ
れ
ぱ
な
ら
ず
、
国

家
の
「
公
共
的
機
能
」
を
「
杜
会
の
一
般
的
利
益
に
奉
仕
す
る
機
能
」
と
し
て
と
ら
え
た
う
え
で
、
そ
れ
と
階
級
的
機
能
と
を
並
行

に
あ
げ
て
こ
う
し
た
二
重
の
機
能
の
単
純
な
総
合
に
お
い
て
い
う
「
国
家
二
重
機
能
論
」
を
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ

論
』
の
国
家
論
の
解
釈
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
熊
野
氏
が
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
の
国
家
論
を
「
国
家
二
重
機
能

説
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
後
－
老
の
解
釈
に
お
い
て
そ
う
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
氏
の
考
え
は
誤
っ
て
い
る
。

五
　
古
代
ロ
ー
マ
の
階
級
闘
争
と
国
家
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
見
解

　
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
は
フ
ラ
ソ
ス
革
命
三
部
作
の
な
か
の
一
っ
、
　
『
ル
イ
・
ボ
ナ
バ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
ー
メ
ー
ル
ー
８
目
』
の
「
第

二
版
序
文
」
（
一
八
六
九
年
）
の
な
か
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

　
　
「
古
代
ロ
ー
マ
で
は
、
階
級
闘
争
は
特
権
的
な
少
数
者
の
内
部
で
、
ま
た
自
由
民
の
金
持
ち
と
自
由
民
の
貧
乏
人
と
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ

　
た
だ
げ
で
あ
っ
て
、
他
方
、
住
民
の
大
多
数
を
た
す
生
産
者
、
す
た
わ
ち
奴
隷
は
そ
れ
ら
の
あ
い
た
た
か
う
人
々
の
た
め
の
受
動
的
な
踏
み
台
に

　
す
ぎ
た
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
」
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
五
四
三
べ
－
ジ
）
。

　
つ
ま
り
、
古
代
回
ー
マ
の
階
級
闘
争
は
自
由
民
と
奴
隷
と
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
由
民
の
内
部
で
の
み
お

こ
な
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
理
解
は
『
フ
ラ
ソ
ス
に
お
げ
る
内
乱
』
執
筆
段
階
（
一
八
七
一
年
）
で
訂
正
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



ま
ず
次
の
引
用
文
を
み
ら
れ
た
い
。

　
　
刎
「
そ
れ
（
国
家
権
力
の
こ
と
ー
筆
者
）
は
、
っ
ね
に
秩
序
、
す
た
わ
ち
現
存
の
杜
会
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
、
し
た
が
っ
て
、
横
領
老
階

　
　
〔

　
級
が
生
産
老
階
級
を
従
属
さ
せ
搾
取
す
る
た
め
の
、
権
力
で
あ
っ
た
」
（
『
フ
ラ
ソ
ス
に
。
お
げ
る
内
乱
・
第
二
草
稿
』
、
『
全
集
』
第
一
七
巻
、
五
六

　
ニ
ベ
ー
ジ
）
。

　
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
現
存
の
杜
会
秩
序
の
維
持
」
と
い
う
の
は
奴
隷
制
が
支
配
的
生
産
関
係
に
た
っ
て
い
る
奴
隷
制
杜
会
に

お
い
て
は
、
奴
隷
を
も
含
め
た
杜
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
奴
隷
が
支
配
的
生
産
関
係
と
た
っ

て
い
る
杜
会
に
お
い
て
、
奴
隷
を
除
外
し
た
う
え
で
の
杜
会
の
秩
序
の
維
持
と
い
う
の
は
無
意
味
で
あ
り
、
奴
隷
が
大
規
模
に
逃
亡

し
た
り
反
乱
し
た
り
す
る
こ
と
を
放
置
し
て
お
い
て
杜
会
の
秩
序
は
守
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
点
で
あ
る
。

　
次
に
、
　
「
横
領
老
階
級
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
東
洋
の
専
制
政
治
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
支
配
的
共
同
体
が
被
支
配
的
共
同
体

を
そ
こ
に
生
活
し
生
産
す
る
共
同
体
成
員
と
と
も
に
一
括
し
て
征
服
し
た
場
合
の
、
そ
う
し
た
支
配
的
共
同
体
自
体
を
も
意
味
す
る

こ
と
が
で
き
る
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
ま
た
、
奴
隷
制
杜
会
に
お
け
る
支
配
階
級
は
富
め
る
市
民
と
貧
し
い
市
民
と
の
対
立
を
含
ん

で
い
る
が
、
こ
う
し
た
対
立
を
含
み
た
が
ら
も
支
配
階
級
で
あ
る
市
民
は
被
支
配
階
級
に
全
体
と
し
て
対
立
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

支
配
階
級
で
あ
る
貧
Ｌ
い
市
民
は
し
ば
し
ぱ
土
地
等
々
の
生
産
手
段
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
国
家
か
ら
の
給
付
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い

る
こ
と
は
史
実
の
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
横
領
者
階
級
」
と
い
う
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
は
生
産
手
段
の
所
有
者
と
い
う
意

味
に
限
定
し
て
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
二
点
。

　
第
三
に
、
　
「
生
産
者
階
級
」
と
い
う
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
も
次
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
ア
テ
ネ
や
ロ
ー
マ
の
奴
隷
は
農
業
奴
隷

や
家
内
工
業
的
奴
隷
と
し
て
生
産
に
従
事
し
て
お
り
、
奴
隷
の
労
働
が
こ
の
杜
会
を
成
立
さ
せ
て
い
る
一
つ
の
主
要
な
モ
メ
ソ
ト
と

　
　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
（
二
九
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
（
二
九
二
）

な
っ
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
奴
隷
は
「
生
産
者
階
級
」
の
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
に
含
ま
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
ヵ
テ
ゴ

リ
ー
を
た
ん
に
貧
し
い
市
氏
あ
る
い
は
貧
し
い
市
民
の
な
か
の
生
産
手
段
を
も
っ
て
労
働
す
る
人
々
に
限
定
し
て
理
解
す
べ
き
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
三
っ
の
理
由
か
ら
、
当
然
古
代
ロ
ー
マ
の
階
級
闘
争
は
た
ん
に
自
由
民
の
内
部
で
の
み
戦
わ
れ
た
の
で
は
た
く
、
そ
う
し

た
闘
争
に
自
由
民
と
奴
隷
と
の
闘
争
（
例
え
ぱ
、
ス
バ
ル
タ
ク
ス
の
反
乱
）
が
っ
げ
加
わ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
『
ブ
リ
ュ
ー
メ
ー
ル
ー
８
目
・
第
二
版
序
文
』
の
見
解
は
マ
ル
ク
ス
自
身
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
た
と
考
え
る
の

で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
私
は
次
の
弓
削
達
氏
の
見
解
に
賛
成
で
あ
る
。

　
　
「
こ
の
よ
う
な
帝
国
支
配
（
ロ
ー
マ
帝
国
の
支
配
の
こ
と
ー
筆
者
）
の
構
造
に
お
い
て
は
、
階
級
関
係
は
、
単
に
生
産
手
段
の
所
有
者
と
非
所

　
有
者
と
の
関
係
と
い
う
狭
義
の
生
産
関
係
が
実
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
の
み
現
わ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
な
く
、
よ
り
広
く
、
搾
取
者
と
被
搾

　
取
者
の
関
係
、
支
配
者
と
被
支
配
者
の
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
」
（
『
地
中
海
世
界
と
ロ
ー
マ
帝
国
』
、
二
九
ニ
ペ
ー
ジ
）
。

　
　
「
ロ
ー
マ
帝
国
支
配
の
構
造
に
あ
っ
て
は
、
搾
取
者
と
被
搾
取
者
、
支
配
者
と
被
支
配
者
の
関
係
は
拡
大
し
そ
れ
自
体
分
解
し
つ
つ
あ
る
ロ
ー

　
マ
市
民
共
同
体
と
、
外
人
（
潟
『
晶
｛
邑
）
と
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
た
発
展
段
階
に
あ
る
諸
他
共
同
体
と
の
関
係
、
た
ら
び
に
ロ
ー
マ
市
民
共
同
体
と

　
奴
隷
と
の
関
係
で
あ
っ
た
」
（
同
前
、
二
九
三
ぺ
ー
ジ
）
。

　
弓
削
氏
の
こ
の
説
明
に
あ
る
よ
う
に
、
　
『
ブ
リ
ュ
ー
メ
ー
ル
ー
８
目
』
の
「
第
二
板
序
文
」
の
見
解
は
狭
い
見
解
で
あ
り
、
こ
の
見

解
で
は
、
紀
元
前
二
世
紀
か
ら
一
世
紀
に
か
げ
て
続
出
し
た
奴
隷
反
乱
（
そ
の
最
た
る
も
の
は
前
七
三
年
の
春
に
ー
は
じ
ま
る
ス
パ
ル
タ
ク
ス

の
蜂
起
で
あ
る
）
と
そ
れ
に
対
立
す
る
ロ
ー
マ
市
民
共
同
体
の
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
『
フ
ラ
ソ
ス
の
内

乱
』
段
階
で
は
、
従
来
の
狭
い
理
解
の
仕
方
を
克
服
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



　
と
こ
ろ
で
中
村
哲
氏
に
よ
れ
ぼ
、
マ
ル
ク
ス
は
『
諸
彫
態
』
の
な
か
で
、
古
典
古
代
的
共
同
体
を
国
家
と
の
べ
、
　
「
こ
の
国
家
は

支
配
階
級
に
よ
る
被
支
配
階
級
を
暴
力
的
に
抑
圧
す
る
た
め
の
機
関
で
は
な
い
」
（
中
村
前
掲
書
、
七
八
ぺ
ー
ジ
）
も
の
と
し
て
叙
述
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
氏
は
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
を
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
『
諸
形
態
』
に
お
い
て
は
、
国
家
の
階
級
的
性
格
　
　
支
配
階
級
の
被
支
配
階
級
に
た
い
す
る
暴
力
的
抑
圧
の
機
関
と
し
て
の
　
　
は
ま
っ
た

　
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
古
典
古
代
的
共
同
体
１
１
国
家
が
本
源
的
所
有
（
そ
の
古
典
古
代
的
形
態
）
の
説
明
の
た
か
で
扱
わ
れ
て
い

　
る
た
め
、
国
家
の
性
格
の
う
ち
、
共
同
体
の
共
同
利
益
と
外
敵
の
防
禦
の
側
面
の
み
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
階
級
的
性
格
の
側
面
が
捨
象
さ
れ

　
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
（
同
前
、
八
○
ぺ
－
ジ
）
。

　
こ
の
中
村
氏
の
解
釈
は
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
正
し
い
と
思
う
し
、
『
諸
形
態
』
の
理
解
と
し
て
は
、
私
は
氏
の
解
釈
に
し
た

が
い
た
い
。
し
か
し
、
　
『
資
本
論
』
第
一
巻
初
版
刊
行
（
一
八
六
七
年
）
後
の
『
ブ
リ
ュ
ー
メ
ー
ル
ー
８
日
』
の
「
第
二
版
序
文
」
（
一

八
六
九
年
）
に
お
い
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
古
典
古
代
的
共
同
体
の
国
家
を
マ
ル
ク
ス
は
「
奴
隷
抑
圧
の
国
家
」
と
は
み
て
い
な

い
。
だ
か
ら
、
国
家
を
形
成
Ｌ
て
い
る
古
典
古
代
的
共
同
体
内
部
の
階
級
闘
争
を
マ
ル
ク
ス
は
自
由
民
内
部
の
、
富
め
る
自
由
民
と

貧
し
い
自
由
民
と
の
階
級
闘
争
と
し
て
、
　
『
諸
彫
態
』
段
階
で
は
理
解
し
て
お
り
、
こ
の
階
級
闘
争
お
よ
び
国
家
の
階
級
的
性
格
を

『
諸
形
態
』
の
主
題
が
「
本
源
的
所
有
を
論
ず
る
こ
と
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
捨
象
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
留
保
を
っ
げ
た
う

え
で
、
私
は
中
村
氏
の
見
解
に
し
た
が
い
た
い
。
　
『
フ
ラ
ソ
ス
の
内
乱
』
段
階
の
マ
ル
ク
ス
の
認
識
か
ら
い
え
ぼ
、
留
保
な
Ｌ
に
氏

の
見
解
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
見
地
か
ら
す
れ
ぼ
、
熊
野
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ア
テ
ネ
の
階
級
闘
争
を
た
ん
に
支
配
階
級
で
あ
る
市
民
内
部

の
闘
争
に
限
定
す
る
こ
と
、
お
よ
び
国
家
の
階
級
的
機
能
を
た
ん
に
市
民
内
都
の
対
立
を
調
停
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は

支
持
し
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
み
て
も
、
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
一
を
「
杜
会
の
一
般
的
な
共
同
的
利
益
に
奉
仕
す
る

　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
（
二
九
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ハ
（
二
九
四
）

業
務
」
と
解
釈
で
き
た
い
わ
げ
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ほ
、
必
然
的
に
国
家
の
抑
圧
機
能
の
な
か
か
ら
奴
隷
を
抑
圧
す

る
と
い
う
こ
と
を
排
除
し
な
げ
れ
ば
た
ら
な
く
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
ア
テ
ネ
や
ロ
ー
マ
の
階
級
闘
争
か
ら
自
由
民
と
奴
隷
の
闘
争

を
排
除
し
、
し
た
が
っ
て
奴
隷
抑
圧
の
国
家
は
存
在
し
な
い
と
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
や
は
り
、
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
を
広
い
意
味
で
の
「
杜
会
の
一
般
的
事
務
」
と
理
解
し
た
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

こ
の
間
題
の
検
討
か
ら
も
い
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

六
　
マ
ル
ク
ス
の

「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家

１
　
国
家
の
階
級
的
機
能
と
そ
の
二
側
面
（
物
質
的
抑
圧
力
と
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
的
抑
圧
力
）

　
そ
れ
で
は
、
　
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
が
書
か
れ
た
時
期
ま
で
の
マ
ル
ク
ス
の
国
家
と
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
に
っ
い
て
の
考
え

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
ま
で
の
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
の
到
達
点
を
調
べ
て
お
く
こ
と
の

意
義
は
こ
う
で
あ
る
。
　
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
が
マ
ル
ク
ス
の
全
面
的
協
力
の
も
と
に
著
述
さ
れ
た
と
い
う
事
情
か
ら
み
て
、
こ

の
根
本
的
問
題
に
っ
い
て
意
見
の
相
違
を
残
し
た
ま
ま
で
こ
の
著
作
が
刊
行
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
の
問
題
に
つ
い
て
も
両
者
は
ほ
ぽ
同
一
の
認
識
の
も
と
に
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
フ
ラ
ソ
ス
の
近
代
の
革
命
的
激
動
期
を
研
究
し
た
三
部
作
の
最
後
の
著
作
で
あ
る
、
一
八
七
一
年
の
バ
リ
．
コ
、
、
、
ユ

ー
ソ
の
革
命
を
と
り
あ
っ
か
っ
た
『
フ
ラ
ソ
ス
の
内
乱
』
お
よ
び
そ
の
『
草
稿
』
の
た
か
で
、
す
で
に
国
家
に
関
し
て
次
の
よ
う
な



　
見
解
を
も
っ
て
い
た
。

　
　
「
す
べ
て
の
反
動
と
す
べ
て
の
革
命
は
、
こ
の
組
織
さ
れ
た
権
力
　
　
労
働
を
奴
隷
化
す
る
た
め
の
こ
の
組
織
さ
れ
た
強
力
　
　
を
、
ひ
と
っ

　
の
手
か
ら
別
の
手
に
ー
、
支
配
階
級
の
ひ
と
っ
の
分
派
か
ら
別
の
分
派
に
移
す
役
を
し
た
に
す
ぎ
た
か
っ
た
。
国
家
権
力
は
、
支
配
階
級
に
と
っ
て
、

　
他
人
を
隷
属
さ
せ
、
役
得
を
か
せ
ぐ
た
め
の
手
段
と
し
て
役
だ
っ
て
き
た
」
（
『
フ
ラ
ソ
ス
に
お
け
る
内
乱
・
第
一
草
稿
』
、
『
全
集
』
第
十
七
巻
、

　
五
一
二
－
三
ぺ
ー
ジ
）
。

　
　
「
そ
れ
（
国
家
権
力
の
こ
と
ー
筆
者
）
は
、
っ
ね
に
秩
序
、
す
な
わ
ち
現
存
の
杜
会
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
、
し
た
が
っ
て
、
横
領
者
階
級

　
が
生
産
者
階
級
を
従
属
さ
せ
搾
取
す
る
た
め
の
、
権
力
で
あ
っ
た
」
（
『
フ
ラ
ソ
ス
に
お
げ
る
内
乱
・
第
二
草
稿
』
、
同
前
、
五
六
ニ
ベ
ー
ジ
ー
引

　
　
　
〕

　
用
文
２
１
で
あ
り
再
掲
し
た
）
。

　
　
　
〔

　
　
「
国
家
権
力
は
、
労
働
に
た
い
す
る
資
本
の
全
国
的
権
力
、
杜
会
的
奴
隷
化
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
公
的
強
力
、
階
級
専
制
の
道
具
と
い
う
性

　
格
を
ま
す
ま
す
お
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
階
級
闘
争
の
二
則
進
段
階
を
画
す
る
革
命
が
起
き
る
た
び
に
、
そ
の
あ
と
で
、
国
家
権
力
の
純
然
た
る

　
抑
圧
的
な
性
格
が
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
く
る
」
（
『
フ
ラ
ソ
ス
の
内
乱
』
、
同
前
、
三
二
二
ぺ
ー
ジ
）

　
　
こ
こ
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
国
家
把
握
は
、
第
一
に
横
領
者
階
級
と
生
産
者
階
級
へ
杜
会
が
分
裂
し
て
い
る
こ
と
、

第
二
に
、
そ
う
し
た
分
裂
の
も
と
で
横
領
者
階
級
が
自
分
た
ち
の
た
め
に
杜
会
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
杜
会
的
秩
序
は

公
的
強
カ
で
も
っ
て
維
持
さ
れ
、
国
家
権
カ
は
階
級
専
制
の
道
具
で
あ
り
抑
圧
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
こ
で
は
大
体
こ
の

三
っ
の
モ
メ
ソ
ト
で
も
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
国
家
、
国
家
権
力
を
認
識
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
『
フ
ラ
ソ
ス
の
内
乱
』

（
一
八
七
一
年
執
筆
）
段
階
の
認
識
か
ら
す
れ
ぱ
、
階
級
が
未
発
生
の
時
期
の
「
共
同
体
の
共
同
利
益
を
担
う
職
務
」
の
杜
会
に
た
い

す
る
独
自
化
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
、
た
だ
ち
に
そ
れ
を
国
家
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
認
識
は
マ
ル
ク
ス
も
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
も
も
ち
あ

わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
同
時
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
が
以
上
の
三
っ
の
モ
メ
ソ
ト
に
み
ら
れ
る
国
家
の
抑
圧
的
性
格
に
っ
い
て
次
の

　
　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
（
二
九
五
）



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

よ
う
に
語
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
被
支
配
階
級
を
物
質
的
に
抑
圧
す
る
常
備
軍
や
警
察
と
区
別
し
て
、

一
八
（
二
九
六
）

「
精
神
的
な
抑
圧
力
」
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。

　
　
〕

　
　
２
２
「
旧
来
の
政
府
の
物
質
的
強
力
の
要
素
で
あ
る
常
備
軍
と
警
察
を
い
っ
た
ん
取
り
除
い
て
し
ま
う
と
、
コ
ミ
ュ
ー
ソ
は
、
す
べ
て
の
教
会
を

　
　
〔

　
国
家
か
ら
分
離
し
、
そ
れ
が
財
団
で
あ
る
か
ぎ
り
で
教
会
か
ら
基
本
財
産
を
没
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
的
た
抑
圧
力
す
な
わ
ち
『
坊
主
権

　
力
』
を
打
ち
砕
く
こ
と
に
熱
心
に
努
力
し
た
。
司
祭
は
私
生
活
の
隠
遁
所
に
送
り
返
さ
れ
、
そ
こ
で
彼
ら
の
先
達
で
あ
る
使
徒
た
ち
に
な
ら
っ
て

　
信
者
の
施
物
で
食
べ
て
ゆ
く
よ
う
に
さ
れ
た
。
す
べ
て
の
教
育
施
設
は
人
民
に
無
料
で
公
開
さ
れ
、
同
時
に
、
そ
れ
へ
の
教
会
や
国
家
の
干
渉
が

　
い
っ
さ
い
排
除
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
教
育
が
、
だ
れ
で
も
受
げ
ら
れ
る
も
の
に
さ
れ
た
だ
げ
で
な
く
、
学
問
そ
の
も
の
が
、
階
級
的
偏
見
と
政

　
府
強
力
と
に
よ
っ
て
負
わ
さ
れ
て
い
た
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
」
（
同
前
、
ご
二
五
－
六
べ
ー
ジ
）
。

　
こ
れ
と
同
様
の
趣
旨
の
こ
と
が
『
フ
ラ
ソ
ス
の
内
乱
・
第
二
草
稿
』
（
『
全
集
』
第
十
七
巻
、
五
六
五
－
六
べ
ー
ジ
）
に
お
い
て
も
の
べ

ら
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
国
家
を
た
ん
に
「
物
質
的
な
抑
圧
力
」
を
も
っ
て
す
る
支
配
階
級
の
被
支
配
階
級
に
た
い
す
る
抑
圧
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）

関
と
し
て
の
み
と
ら
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
精
神
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
抑
圧
力
を
も
も
っ
て
す
る
抑
圧
機
関
で
あ
る
と
と
ら

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
抑
圧
は
フ
ラ
ソ
ス
の
資
本
主
義
的
国
家
権
力
の
一
つ
の
精
神
的
支
柱
で

あ
る
「
坊
主
権
力
」
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
、
教
会
の
司
祭
の
説
教
を
通
じ
て
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
国
家
の
干
渉
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ

る
学
校
教
育
に
お
い
て
も
資
本
主
義
的
精
神
の
教
育
と
し
て
発
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
注
）
　
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
と
は
、
第
一
に
１
、
土
台
を
反
映
す
る
杜
会
的
意
識
諸
彩
態
の
こ
と
で
あ
り
、
物
質
的
過
程
を
反
映
す
る
上
部
構
造
で

　
　
あ
る
。
こ
れ
が
最
も
広
い
意
味
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
目
常
的
行
動
の
指
針
で
あ
り
、

　
　
人
問
の
杜
会
的
生
活
、
目
常
的
た
行
為
一
般
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
媒
介
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
」
と
い
う
場
合
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
こ
の
上

　
　
部
構
造
と
し
て
の
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
と
い
う
意
味
で
私
は
把
握
す
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
第
二
に
自
ら
を
動
か
す
原
動
力
、
そ
の
発
生
根
拠
を
知

　
　
ら
な
い
意
識
、
す
た
わ
ち
「
虚
偽
意
識
」
の
こ
と
で
あ
り
、
第
三
に
、
階
級
対
立
を
反
映
す
る
階
級
性
を
お
び
た
意
識
で
あ
り
、
第
四
に
、
イ



　
　
デ
オ
マ
グ
等
に
よ
一
て
加
工
が
加
え
ら
れ
た
一
っ
の
体
系
的
覧
解
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ふ
こ
れ
ら
の
い
づ
れ
か
の
意
味
で
用
い
ら
れ

　
　
る
。
隻
・
よ
り
詳
し
く
は
・
拙
稿
「
デ
ィ
ヴ
イ
ド
・
リ
マ
ド
ウ
一
旧
一
一
経
済
一
一
九
八
至
一
月
号
一
第
一
章
・
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

国
家
の
階
級
的
機
能
の
一
側
面
で
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
抑
嚢
能
は
た
ん
に
資
本
主
義
国
家
に
独
自
篭
の
で
ぶ
い
。
「
専

碧
主
は
・
イ
デ
ォ
ロ
干
の
上
で
は
神
差
は
神
の
代
薯
と
し
て
す
べ
て
の
臣
民
に
君
臨
一
し
、
「
専
制
君
主
は
こ
の
体
制
全

体
を
維
持
し
・
奴
隷
と
共
同
体
成
員
の
墨
姦
行
す
る
た
め
に
、
官
僚
機
構
や
常
備
軍
隻
の
支
配
驚
と
暴
力
装
置
を
備
え
、

勤
労
人
民
旨
発
的
服
従
姦
い
る
宗
教
の
中
心
と
し
て
の
神
殿
組
織
を
も
一
て
い
た
、
と
い
う
点
で
特
殊
蓬
越
的
存
在
一
一
以

上
・
太
田
秀
通
『
奴
隷
と
隷
属
農
民
』
、
二
〇
八
ぺ
－
ジ
）
で
あ
っ
た
わ
げ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
抑
圧
カ
を
封
建
的
国
家

も
も
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
（
例
え
ぽ
、
原
始
儒
教
の
教
義
を
再
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
つ
１
て
、
封
建
制
的
位
階
制
身
分
秩
序
を
自

然
的
美
与
の
も
の
と
し
て
説
明
し
、
封
建
制
的
階
級
秩
序
と
支
配
に
し
た
が
う
こ
と
を
民
衆
に
説
く
李
学
が
封
建
制
国
家
の
公
認
の
御
用
学
問

と
し
て
重
用
さ
れ
た
こ
と
等
々
。
こ
の
点
に
っ
い
て
は
、
守
本
順
一
郎
『
東
洋
政
治
思
想
史
研
究
』
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

　
原
始
共
同
体
杜
会
に
お
い
て
も
、
人
々
は
人
間
た
ち
を
と
り
ま
く
自
然
お
よ
び
杜
会
に
つ
い
て
の
伝
統
的
、
習
慣
的
に
彩
成
さ
れ

て
き
た
自
然
発
生
的
た
思
考
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
固
定
し
、
物
質
的
過
程
を
統
治
．
管
理
す
る
共
同
体
の
機
関
の
機
能
は
こ
う

し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
媒
介
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
原
始
共
同
体
の
場
合
に
は
、
こ
の
イ
デ
ォ

ロ
ギ
ー
が
階
級
的
機
能
を
果
す
こ
と
は
な
く
、
上
部
構
造
的
機
能
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
将
来
の
杜
会
主
義
杜
会
に
お
い
て
も
、
上

部
構
造
と
し
て
の
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
は
な
く
な
る
こ
と
は
た
く
、
し
た
が
っ
て
杜
会
主
義
国
家
は
敵
対
的
関
係
を
も
た
な
い
経
済
的
土

台
に
は
ん
と
う
に
照
応
し
た
、
経
済
関
係
と
生
産
力
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
に
働
き
か
げ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
生
産
し
た
げ
れ
ば
た
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
（
二
九
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
（
二
九
八
）

　
マ
ル
ク
ス
や
ユ
ソ
ゲ
ル
ス
は
す
で
に
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
い
て
、
イ
デ
オ
回
ギ
ー
の
こ
う
し
た
機
能
を
天
才
的
に

把
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
国
家
の
階
級
的
機
能
の
一
側
面
で
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
抑
圧
機
能
に
つ
い
て
は
・
レ
ー

ニ
ソ
の
『
国
家
と
革
命
』
の
大
き
た
影
響
も
あ
っ
て
か
必
ず
し
も
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
見
解
に
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
『
国
家
と
革
命
』
は
帝
国
主
義
的
世
界
戦
争
の
真
只
中
に
執
筆
さ
れ
、
こ
の
時
期
は
国
家
の
暴
力
的
抑
圧
の
機

能
の
側
面
が
前
面
に
出
て
い
る
時
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ァ
の
革
命
勢
カ
は
こ
う
い
う
情
勢
の
な
か
で
「
帝
国
主
義
戦
争
を
内
乱
へ
」
と

い
う
ス
ロ
ー
ガ
ソ
の
も
と
に
支
配
階
級
と
闘
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
『
国
家
と
革
命
』
は
こ
の
こ
と
に
注
意
を
私
っ
て
読
ま
な
げ
れ

ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
国
家
の
階
級
的
機
能
と
し
て
暴
カ
的
抑
圧
の
機
能
の
み
を
、
　
『
国
家
と
革
命
』
の
レ
ー
ニ
ソ
の
言
説
を

拠
所
に
絶
対
化
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
す
で
に
レ
ー
ニ
ソ
は
そ
の
最
も
早
い
時
期
に
書
い
た
『
人
民
の
友
と
は
た
に
か
』
の

な
か
で
、
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
史
的
唯
物
論
の
定
式
（
『
経
済
学
批
判
・
序
言
』
）
に
注
釈
し
て
、
経
済
的
土
台
で
あ
る
生
産
関
係
を

「
物
質
的
杜
会
関
係
」
（
す
な
わ
ち
、
人
間
の
意
識
を
通
過
し
た
い
で
形
成
さ
れ
る
関
係
（
邦
訳
『
レ
ー
ニ
ソ
全
集
』
第
一
巻
、
；
一
三
ぺ
－
ジ
・

大
月
書
店
）
と
の
べ
、
そ
れ
を
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
杜
会
関
係
、
す
な
わ
ち
、
形
成
さ
れ
る
ま
え
に
人
問
の
意
識
を
通
過
す
る
関
係
」

（
同
前
）
と
区
別
し
て
い
る
。
「
物
質
的
杜
会
関
係
」
と
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
杜
会
関
係
」
に
独

自
な
も
の
は
法
的
、
政
治
的
上
部
構
造
す
な
わ
ち
国
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
レ
ー
ニ
ソ
の
説
明
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
の

諾
機
能
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
媒
介
と
し
て
形
成
さ
れ
、
ま
た
働
か
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
は
レ
ー
ニ
ソ
は
国

家
の
階
級
的
機
能
の
一
側
面
と
Ｌ
て
の
精
神
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
抑
圧
力
の
側
面
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
　
『
国
家
と
革

命
』
に
お
げ
る
叙
述
は
前
述
の
条
件
を
つ
げ
た
う
え
で
読
ま
れ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
マ
ル
ク
ス
が
国
家
の
階
級
的
機
能
を
二
重
の
抑
圧
力
で
も
っ
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
、
発
達
し
た
資
本
主
義
、
と
り
わ
げ
第
二



次
世
界
大
戦
後
の
先
進
資
本
主
義
諸
国
の
国
家
の
階
級
的
機
能
を
み
る
場
合
に
大
切
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
諸
国
に
お
い
て
は
、
新
聞

．
雑
誌
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等
・
の
情
報
機
関
が
発
達
し
、
生
産
手
段
と
国
家
諸
機
関
を
握
っ
て
い
る
支
配
階
級
は
そ
れ
ら
を
動
員

し
情
報
と
そ
の
手
段
を
操
作
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
被
支
配
階
級
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
従
属
さ
せ
、
自
ら
の
利
益
と
地
位
を

維
持
す
る
こ
と
に
全
力
を
注
い
で
い
る
。
し
た
が
一
て
、
国
家
の
階
級
的
機
能
を
た
ん
に
物
質
的
抑
圧
力
軍
隊
、
警
察
、
監
獄

等
々
　
　
に
お
い
て
の
み
と
ら
え
る
考
え
は
、
こ
う
し
た
発
達
し
た
資
本
主
義
国
の
国
家
の
現
実
を
正
し
く
と
ら
え
て
は
い
な
い
の

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
国
家
の
階
級
的
機
能
の
こ
の
両
側
面
に
正
し
く
注
意
を
払
わ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

２
　
『
資
本
論
』

の
「
共
同
事
務
」

　
で
は
・
ブ
ル
ク
ス
は
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
　
『
資
本
論
』

の
な
か
に
、
幾
度
と
な
く
引
用
さ
れ
る
有
名
た
文
章
が
存
在
す
る
。

　
　
卿
「
専
制
国
家
で
は
政
府
が
行
言
監
督
や
全
面
的
干
渉
の
労
働
が
二
っ
の
も
の
を
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
共
同
体
の
性
質
か
ら
生
ず
る
共
同

事
瓢
の
遂
行
奪
く
賢
葦
奏
・
£
§
一
嚢
§
雰
婁
一
・
一
と
、
民
衆
に
た
い
す
る
政
府
の
対
立
か
ら
生
ず
る
独
自
た
諾
機
能
と
の

　
両
方
を
、
包
括
し
て
い
る
」
（
『
資
本
論
』
第
三
巻
、
第
一
分
冊
、
四
八
一
ぺ
ー
ジ
）
。

　
こ
の
叙
述
は
引
用
文
｝
に
続
い
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
「
公
務
労
働
」
の
規
定
に
・
あ
た
っ
て
つ
ね
に
引
用
さ
れ
、
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

争
の
；
の
原
因
と
な
一
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
公
務
労
働
一
を
め
ぐ
る
論
争
史
は
後
に
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
て
、

こ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
の
文
章
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
に
限
定
し
て
、
芝
田
進
午
氏
の
解
釈
を
と
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

芝
田
氏
は
こ
の
文
章
を
次
の
よ
。
う
に
解
釈
さ
れ
る
。

　
　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
（
二
九
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
一
二
二
（
三
〇
〇
）

　
「
こ
の
文
章
は
い
ろ
い
ろ
た
論
議
が
あ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
な
か
の
『
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
』
と
い
２
言
葉
は
、
　
『
あ
ら

ゆ
る
杜
会
』
と
い
う
ふ
う
に
読
み
か
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ぽ
こ
ん
に
ち
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
で
も
、
清
掃
と

か
防
災
と
か
防
疫
な
ど
の
共
同
事
務
的
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性
は
否
定
で
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
（
芝
田
進
午
編
『
公
務
労
働
』
、
一
九
ぺ
ー
ジ
）
。

　
し
か
し
、
こ
の
芝
田
氏
の
「
す
べ
て
の
（
あ
ら
ゆ
る
）
共
同
体
」
を
「
あ
ら
ゆ
る
杜
会
」
と
読
み
か
え
る
解
釈
は
成
立
し
な
い
。
そ

れ
は
以
下
の
理
由
に
よ
る
。

　
第
一
に
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
対
比
し
て
「
専
制
国
家
」
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
り
、
工
場
内
で

の
資
本
の
専
制
的
支
配
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
「
専
制
国
家
」
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
類
似
性
は
資
本
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

義
的
生
産
様
式
に
お
げ
る
監
督
労
働
が
二
重
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
と
、
専
制
国
家
の
政
府
の
監
督
労
働
が
一
、
一
蚕
俗
か
か
ひ
と
い
う

こ
と
に
あ
り
、
ま
た
両
者
と
も
そ
の
二
重
性
の
一
方
の
側
面
が
実
体
規
定
で
あ
り
、
他
方
の
側
面
が
経
済
的
形
態
観
定
（
こ
の
場
合
は

同
時
に
階
級
的
観
定
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
岬
「
歎
跡
迩
魯
の
特
殊
的
彩
態
で
あ
る
資
本
主
義
的
労
働
過
程
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

そ
の
一
側
面
に
お
い
て
結
合
的
生
産
様
式
が
必
要
と
す
る
指
揮
労
働
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
を
、
回
「
杜
会
（
国
家
）
の
特
殊
的
形
態

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

で
あ
る
専
制
国
家
は
そ
の
一
側
面
に
お
い
て
共
同
事
務
を
遂
行
す
る
」
と
読
み
か
え
て
理
解
さ
れ
る
の
が
芝
田
氏
の
考
え
方
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
「
清
掃
と
か
防
災
と
か
防
疫
な
ど
の
共
同
事
務
的
サ
ー
ビ
ス
」
と
氏
が
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
芝
田
氏
の
理

解
で
は
杜
会
の
形
態
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
も
あ
ら
ゆ
る
杜
会
が
お
こ
な
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
超
歴
史
的
な
「
杜
会
的
共
同
業
務
」

　
　
こ
れ
に
っ
い
て
の
氏
の
理
解
は
私
の
理
解
と
は
異
っ
た
あ
ら
ゆ
る
杜
会
諸
階
級
に
と
っ
て
一
般
的
利
益
と
な
る
業
務
と
い
う
こ

と
で
あ
る
が
　
　
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
形
態
規
定
を
異
に
す
る
あ
ら
ゆ
る
生
産
様
式
が
一
側
面
と
し
て
も
っ
て
い
る
繕
合
的

生
産
様
式
に
対
す
る
指
揮
、
監
督
労
働
と
類
似
的
な
も
の
、
同
等
的
な
も
の
と
氏
は
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と



だ
か
ら
氏
は
・
前
者
岬
の
超
歴
史
的
な
抽
象
的
な
規
定
で
あ
る
「
労
働
過
程
」
が
後
者
Ｏ
の
歴
史
的
で
具
体
的
な
規
定
で
あ
る
「
専

制
国
家
」
と
読
み
か
え
ら
れ
、
前
者
の
抽
象
的
な
実
体
規
定
で
あ
る
「
指
揮
労
働
」
が
後
老
の
「
共
同
事
務
の
遂
行
」
と
読
み
か
え

ら
れ
て
い
る
わ
げ
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
（
引
用
文
口
釦
）
の
方
法
的
、
内
容
的
解
釈
が
な
さ
れ
な
い
で
、
こ
の
よ
う
な
形
式
的
な

文
章
比
較
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
の
が
、
　
「
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
」
を
「
あ
ら
ゆ
る
杜
会
」
と
読
み
か
え
て
も
よ
い
と
い
う
氏
の
見
解
の

特
色
で
あ
る
。

　
引
用
文
瑚
に
み
ら
れ
る
文
章
は
『
資
本
論
』
第
三
巻
二
三
章
「
利
子
と
企
業
者
利
得
」
の
な
か
に
で
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

　
　
　
　
〔

に
な
ぜ
こ
う
い
う
文
章
が
で
て
く
る
の
か
と
い
え
ぱ
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。
剰
余
価
値
が
平
均
利
潤
と
い
う
形
態
を
と
り
、
さ
ら
に

平
均
利
潤
の
一
都
分
が
貸
付
資
本
に
対
す
る
利
子
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
潤
の
利
子
を
超
え
る
都
分
が
企
業
者
利
得
と
い

う
移
態
を
と
る
。
貸
付
資
本
家
の
獲
得
す
る
企
業
者
利
得
は
た
と
え
彼
が
無
所
有
の
資
本
家
、
た
ん
に
資
本
を
機
能
さ
せ
る
に
す
ぎ

な
い
資
本
家
で
あ
っ
た
と
し
て
も
獲
得
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
企
業
者
利
得
は
機
能
資
本
家
が
生
産
過
程
お
よ
び
流
通
過
程

を
指
揮
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
発
生
し
、
企
業
者
利
得
は
監
督
賃
金
、
労
賃
よ
り
も
高
い
賃
金
で
あ
る

と
い
う
よ
う
に
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
－
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
分
業
に
よ
っ
て
現
実
の
資
本
家
が
生
産
過
程
の
監
督
を
そ
の
代
理

人
に
や
ら
せ
る
と
い
う
事
情
が
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
代
理
人
は
そ
の
監
督
労
働
に
対
し
て
報
酬
を
う
げ
と
る
。
こ
う
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
者
利
得
を
監
督
労
働
に
対
す
る
報
酬
、
す
な
わ
ち
監
督
賃
金
で
あ
る
観
念
、
逆
立
ち
し
た
観
念
が
生
ま
れ
る

の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
は
こ
う
い
う
逆
立
し
た
観
念
を
批
判
す
る
た
め
に
、
そ
う
し
た
観
念
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
資
本
主
義
的
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

督
労
働
の
二
重
性
を
明
ら
か
に
し
、
監
督
賃
金
説
の
根
拠
を
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
文
螂
は
こ
う
い
う
文
脈
の
た
か

　
　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
（
三
〇
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
（
三
〇
二
）

で
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
資
本
の
専
制
支
配
か
ら
発
生
す
る
監
督
労
働
は
経
済
的
形
態
規
定
と
実
体
観
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

の
二
面
を
合
わ
せ
も
っ
た
具
体
的
な
揚
定
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
引
用
文
１
４
で
の
監
督
労
働
と
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
〕

引
用
文
叫
に
っ
づ
け
て
私
が
引
用
し
て
い
る
『
資
本
論
』
第
一
巻
に
お
げ
る
マ
ル
ク
ス
の
監
督
労
働
は
実
体
規
定
と
し
て
用
い
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
）

て
い
る
（
「
本
稿
」
仕
、
一
〇
八
－
九
べ
ー
ジ
）
の
で
あ
り
、
　
『
資
本
論
』
第
三
巻
の
二
重
規
定
を
も
っ
た
監
督
労
働
と
は
意
味
は
異
な

る
の
で
あ
る
。

　
専
制
政
府
の
お
こ
な
う
監
督
労
働
も
二
重
規
定
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
資
本
の
専
制
支
配
の
も

と
で
の
監
督
労
働
と
専
制
政
府
の
監
督
労
働
の
類
似
性
、
同
等
性
を
指
摘
し
て
い
る
わ
げ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
芝
田
氏
の
よ
う
に
監

督
労
働
を
抽
象
的
な
実
体
観
定
に
解
消
し
た
う
え
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
読
み
か
え
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル

ク
ス
の
文
章
は
ま
ず
第
一
に
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
た
普
マ
ル
ク
ス
は
共
同
体
と
い
っ
て
い
る
の
か
。
杜
会
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
共
同
体
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
し
て

は
よ
り
一
般
的
な
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
そ
し
て
一
般
化
す
る
こ
と
こ
そ
科
学
の
任
務
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
　
「
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
」

を
「
あ
ら
ゆ
る
杜
会
」
と
い
い
か
え
て
一
般
化
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
マ
ル
ク
ス
は
そ
う
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
共
同
体
的
基
本
関
係
の
上
に
立
脚
す
る
の
が
奴
隷
制
・
農
奴
制
杜
会
の
本

質
で
あ
り
、
専
制
政
府
　
　
国
家
的
奴
隷
制
で
あ
れ
、
農
奴
制
で
あ
れ
　
　
は
二
重
の
経
済
関
係
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
専
制
政
府
は
そ
の
一
面
に
お
い
て
共
同
体
の
性
質
か
ら
生
じ
る
共
同
事
務
、
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
を
遂
行
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
〕

で
あ
り
、
引
用
文
閉
の
「
共
同
体
」
を
「
杜
会
」
と
読
み
か
え
て
し
ま
う
と
、
な
ぜ
マ
ル
ク
ス
が
専
制
政
府
と
い
っ
て
い
る
の
か
が

全
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
専
制
政
府
で
あ
る
か
ら
こ
そ
共
同
体
と
い
う
こ
と
が
意
味
を
も
っ
の
で
あ
る
。



　
第
三
に
・
芝
田
氏
は
「
共
同
体
の
共
同
事
務
」
を
「
杜
会
の
共
同
事
務
」
と
読
み
か
え
ら
れ
た
う
え
で
、
こ
れ
を
公
共
性
を
も
っ

た
共
同
事
務
的
サ
ー
ビ
ス
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
現
代
国
家
の
「
公
共
的
機
能
」
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
『
公
務
労
働
』
の

な
か
の
「
共
同
討
論
」
の
所
で
遠
藤
晃
氏
に
よ
っ
て
も
次
の
よ
う
に
疑
問
が
な
げ
か
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
そ
こ
で
こ
の
『
共
同
体
の
共
同
事
務
』
に
っ
い
て
で
す
が
、
今
目
の
国
家
を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
『
共
同
体
』
と
い
う
概
念
が
あ
て
は
ま
る

　
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
『
共
同
体
』
の
定
義
を
、
土
地
な
い
し
地
域
を
基
礎
と
し
た
生
産
者
の
共
同
団
体
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
場
合
、

　
資
本
主
義
が
高
度
に
発
展
し
、
階
級
分
解
が
す
す
ん
で
い
る
今
目
の
国
家
に
そ
れ
を
あ
え
て
あ
て
は
め
れ
ぱ
、
そ
れ
は
独
占
的
金
融
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ

　
ジ
ー
の
共
同
体
と
い
う
こ
と
に
１
た
る
の
で
は
た
い
か
」
（
同
書
、
三
八
－
三
九
ぺ
ー
ジ
）
。

　
こ
の
遠
藤
氏
の
批
判
は
芝
田
氏
の
弱
点
、
す
な
わ
ち
、
　
「
共
同
体
」
を
「
杜
会
」
と
同
一
視
し
て
考
え
る
考
え
方
を
す
る
ど
く
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

い
て
い
る
。
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
遠
藤
氏
の
見
解
は
芝
田
氏
よ
り
も
正
し
い
。
そ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
が
引
用
文
腕
で
「
共
同
体
」

と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
「
土
地
な
い
し
地
域
を
基
礎
と
」
た
生
産
者
の
共
同
団
体
」
で
あ
る
と
遠
藤
氏
は
解
釈
さ
れ
た
う
え
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

「
共
同
体
」
を
た
だ
ち
に
杜
会
と
同
一
視
は
で
き
な
い
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
引
用
文
閉
に
み
ら
れ
る
マ
ル
ク

ス
の
「
共
同
体
」
と
い
う
概
念
は
私
が
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
ー
、
遠
藤
氏
の
い
う
よ
う
た
も
の
で
は
な
く
「
共
同
体
的
基
本
関
係
、

あ
る
い
は
そ
の
上
に
ー
立
脚
す
る
杜
会
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
遠
藤
氏
の
批
判
は
不
十
分
で
あ
り
、
ま
た
「
共
同

体
」
の
理
解
も
正
し
く
な
い
。

　
ま
た
、
共
同
体
の
共
同
事
務
は
、
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
は
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
共
同
体
と
い
う
特
殊
な
形
態
を
も

っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
あ
る
い
は
「
杜
会
の
一
般
的
事
務
」
と
同
一
視
さ
れ
た
り
、
そ
れ
に
解

消
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
「
本
稿
」
第
二
、
第
三
章
で
す
で
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
現
代
国
家
の

公
共
性
と
い
う
場
合
の
「
公
共
性
」
を
「
杜
会
の
す
べ
て
の
人
々
の
利
益
に
な
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
公
共
性
」
と
理
解
す
れ
ぽ

　
　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五
（
三
〇
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
（
三
〇
四
）

誤
り
で
あ
る
。
芝
田
氏
が
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
清
掃
」
「
防
災
」
「
防
疫
」
な
ど
は
比
較
的
階
級

性
の
薄
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
資
本
が
営
利
活
動
を
お
こ
な
う
の
に
不
可
欠
た
も
の
と
し
て
つ
く
ら
れ
る
「
港
湾
」
「
土
地
造

成
」
「
工
業
用
と
し
て
つ
か
わ
れ
る
上
水
道
」
「
道
路
」
等
々
の
比
較
的
階
級
性
の
濃
い
も
の
と
好
対
照
を
た
し
て
い
る
。
「
杜
会
的

共
同
業
務
」
の
例
証
と
し
て
芝
田
氏
が
前
者
の
よ
う
に
比
較
的
階
級
性
の
薄
い
も
の
を
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
芝
田
氏
が
こ

の
業
務
を
「
公
共
性
」
を
も
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
「
杜
会
の
す
べ
て
の
人
々
の
利
益
」
に
な
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
符

合
し
て
い
る
。
池
上
氏
の
場
合
に
は
、
こ
の
例
証
と
し
て
後
者
の
よ
う
な
比
較
的
階
級
性
の
濃
い
も
の
を
あ
げ
ら
れ
て
、
こ
の
業
務

が
資
本
の
営
利
活
動
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
階
級
性
を
色
濃
く
も
つ
と
池
上
氏
は
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
・

こ
こ
で
は
こ
こ
に
い
う
指
摘
だ
け
に
と
ど
め
て
お
い
て
、
両
者
の
論
争
に
は
の
ち
に
立
ち
い
っ
て
の
べ
る
こ
と
に
す
る
・

　
第
四
に
、
　
「
共
同
体
の
性
質
か
ら
生
じ
る
共
同
事
務
」
の
あ
る
も
の
は
、
資
本
の
生
産
力
の
発
展
段
階
に
応
じ
て
そ
の
営
利
活
動

の
対
象
に
転
化
さ
れ
、
そ
の
転
化
形
態
は
芝
田
氏
の
例
示
さ
れ
る
「
清
掃
、
防
災
、
防
疫
」
た
ど
の
よ
う
に
比
較
的
、
　
「
公
共
性
」

（
杜
会
性
）
を
強
く
も
っ
も
の
か
ら
、
「
あ
る
種
の
ダ
ム
建
設
、
あ
る
種
の
病
院
経
営
、
あ
る
種
の
保
育
所
」
等
々
の
よ
う
な
「
公
共

性
」
の
弱
い
も
の
ま
で
多
様
な
移
態
　
　
国
家
的
事
業
と
し
て
も
、
民
間
事
業
と
し
て
も
　
　
で
存
在
す
る
。
だ
か
ら
、
芝
田
氏
の

例
証
の
よ
う
な
単
純
た
説
明
で
も
っ
て
、
国
家
あ
る
い
は
公
務
労
働
が
「
公
共
性
」
を
も
っ
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
・
こ
れ
に
っ

い
て
は
後
に
詳
し
く
論
じ
る
予
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
簡
単
に
指
摘
し
た
こ
と
か
ら
み
て
も
、
第
四
点
に
つ
い
て
も
芝
田
氏
の
説
明

は
あ
る
程
度
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
不
十
分
で
あ
る
。

　
以
上
の
四
点
か
ら
、
芝
田
氏
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
の
な
か
の
「
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
」
を
「
あ
ら
ゆ
る
杜
会
」
と
読
み
か
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
の
意
味
は
以
上
の
芝
田
氏
に
対
す
る
批
判
の
な
か
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。



３
　
『
フ
ラ
ソ
ス
の
内
乱
』

の
国
家
の
「
正
当
な
諸
機
能
」

　
　
　
は

　
藤
田
勇
氏
は
こ
の
『
資
本
論
』
の
「
す
べ
て
の
共
同
体
の
性
質
か
ら
生
ず
る
共
同
事
務
の
遂
行
」
を
マ
ル
ク
ス
の
『
フ
ラ
ソ
ス
の

内
乱
』
の
た
か
の
「
正
当
な
諸
機
能
（
８
０
睾
。
・
昌
篭
ポ
Ｏ
司
暮
窒
冒
０
白
）
」
と
同
義
の
も
の
で
あ
り
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

グ
論
』
の
「
杜
会
的
職
務
活
動
」
（
引
用
文
ｕ
）
と
同
義
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
講
座
『
現
代
資
本
主
義
国
家
』
第
一
巻

所
収
論
文
、
「
毘
代
資
本
主
義
国
家
論
」
二
一
ぺ
－
ジ
）
。

　
な
る
ほ
ど
、
　
「
す
べ
て
の
共
同
体
の
性
質
か
ら
生
ず
る
共
同
事
務
の
遂
行
」
と
「
杜
会
的
職
務
活
動
」
が
同
義
で
あ
る
こ
と
は
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
「
本
稿
」
上
、
一
一
〇
ぺ
－
ジ
）
。
し
か
し
こ
れ
を
国
家
の
「
抑
圧
的
機
能
」
に
対
比
さ
れ
る
「
『
正
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

な
諸
機
能
』
と
よ
」
（
同
前
、
二
一
ぺ
ー
ジ
）
ぶ
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
調
べ
て
み
よ
う
。

　
マ
ル
ク
ス
は
『
フ
ラ
ソ
ス
に
お
げ
る
内
乱
』
で
コ
ミ
ュ
ー
ソ
に
っ
い
て
の
べ
た
文
脈
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
　
〕

　
　
２
４
「
…
…
国
民
の
統
一
は
破
壊
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
、
コ
、
・
・
ユ
ー
ソ
制
度
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
み
ず
か
ら
国
民

　
　
〔

　
の
統
一
の
具
現
、
し
か
も
国
民
そ
の
も
の
か
ら
独
立
し
国
民
そ
の
も
の
に
優
越
す
る
具
現
で
あ
る
と
主
張
し
な
が
ら
、
そ
の
実
、
国
民
の
身
体
に

　
寄
生
す
る
賛
肉
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
あ
の
国
家
権
力
を
破
壌
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
こ
の
統
一
が
現
実
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
古
い
政
府
権
力

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

　
の
純
然
た
る
抑
圧
的
な
諸
機
関
は
切
り
と
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
た
か
っ
た
が
、
他
方
、
そ
の
正
当
な
諸
機
能
は
、
杜
会
そ
の
も
の
に
優
越
す
る
地
位
を

　
纂
奪
し
た
権
力
か
ら
も
ぎ
と
っ
て
、
杜
会
の
責
任
を
負
う
吏
員
た
ち
に
返
還
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
」
（
傍
点
は
筆
者
１
『
全
集
』
第
十
七
巻
、

　
三
一
七
ぺ
－
ジ
）
。

　
藤
田
氏
が
引
用
さ
れ
て
い
る
「
正
当
な
諸
機
能
」
は
こ
の
文
章
の
傍
点
部
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
っ
い
て
は
『
フ
ラ
ソ
ス
の
内

　
　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
七
（
三
〇
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
（
三
〇
六
）

乱
』
第
二
草
稿
で
は
「
公
的
機
能
」
（
祭
彗
畠
ｏ
ざ
句
旨
葦
旨
昌
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　
〕

　
　
２
５
「
；
冒
で
い
え
ぱ
あ
ら
ゆ
る
公
的
機
能
は
、
今
後
も
中
央
政
府
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
少
数
の
機
能
で
さ
え
、
コ
ミ
ュ
ー
ソ
の
吏
員
に
よ
っ
て
、

　
　
〔

　
し
た
が
っ
て
コ
ミ
ュ
ー
ソ
の
監
督
の
も
と
に
執
行
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
中
央
の
諸
機
能
　
　
人
民
の
う
え
に
立
つ
政
府
権
力
の
そ
れ
で
は
た

　
く
て
、
国
の
一
般
的
な
、
共
通
の
欲
求
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
諸
機
能
　
　
が
不
可
能
に
た
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
は
、
ぱ
か
げ
た
こ
と
の
ひ

　
と
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
機
能
は
今
後
も
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
職
員
自
身
は
、
古
い
政
府
機
構
の
場
合
の
よ
う
に
、
現
実
の
杜
会
の
う
え
に

　
立
っ
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
機
能
は
コ
ミ
ュ
ー
ソ
の
吏
員
に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
っ
ね
に
玩
実
の
監
督
の
も

　
と
に
執
行
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
公
的
機
能
は
、
中
央
政
府
が
そ
の
手
元
に
授
げ
る
私
有
財
産
で
は
な
く
た
る
で
あ
ろ
う
」
（
同
前
、
五

　
六
五
ぺ
ー
ジ
）
。

　
　
　
　
〕

　
引
用
文
２
４
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
国
家
の
「
公
的
機
能
」
と
は
「
中
央
の
諸
機
能
」
す
な
わ
ち
「
国
の
一
般
的
た
共
通
の
欲
求
に
よ

　
　
　
　
〔

っ
て
必
要
と
さ
れ
る
諸
機
能
」
の
こ
と
で
あ
る
。
敵
対
的
な
階
級
支
配
が
基
本
的
に
と
り
除
か
れ
た
杜
会
に
お
い
て
は
、
杜
会
成
員

の
欲
求
が
階
級
的
に
歪
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
（
こ
れ
は
、
経
済
的
形
態
揚
定
で
あ
る
）
杜
会
の
生
産
力
の
発
展
水
準
に
照
応
し
て
充
足
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
を
お
こ
な
う
杜
会
の
機
能
を
「
公
的
機
能
」
と
い
う
わ
げ
で
あ
る
。
国
家
の
一
般
的
概
念
は
実
体

規
定
で
あ
る
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
に
階
級
的
な
経
済
的
形
態
揚
定
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
コ
ミ

ュ
ー
ソ
的
国
家
　
　
こ
の
国
家
は
民
主
主
義
的
あ
る
い
は
杜
会
主
義
的
国
家
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ー
ソ
的
杜
会
は
ま
だ
国
家
を
必
要
と

し
て
い
る
　
　
の
「
公
的
機
能
」
と
い
う
の
は
、
単
純
な
行
政
機
関
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
を
遂
行
す
る
機
関
　
　
と
い
う
実

体
規
定
に
、
コ
ミ
ュ
ー
ソ
的
な
、
特
殊
な
経
済
的
捗
態
規
定
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。

　
だ
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
が
こ
こ
で
い
う
国
家
の
「
正
当
た
諸
機
能
」
と
い
う
の
も
、
実
体
規
定
と
形
態
規
定
の
統
一
と
し
て
の
具
体

的
な
規
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
古
い
政
府
権
力
の
純
然
た
る
抑
圧
的
な
諸
機
関
」
　
　
狭
い
意
味
で
の
階
級
的
機
能
（
本
稿
一



一
一
ぺ
－
シ
）
　
を
切
り
と
っ
た
の
ち
に
残
る
国
家
の
機
能
が
国
家
の
「
正
当
な
諸
機
能
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
広
い
意
味
で
の
階
級

的
機
能
で
あ
り
、
「
国
の
一
般
的
な
共
通
の
欲
求
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
諾
機
能
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
資
本
主
義
的
形

態
を
お
び
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
が
な
ぜ
こ
の
機
能
を
「
正
当
な
機
能
」
と
よ
ん
で
い
る
か
と
い
え
ば
、
「
純
然
た
る
抑
圧
的
機
能
」
に

こ
の
機
能
が
対
立
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
労
働
の
指
揮
・
監
督
、
国
務
（
杜
会
の
一
般
的
業
務
）
、
司
法
、
芸
術
、
科
学
等
々
の
「
杜

会
的
共
同
業
務
」
は
、
　
「
国
あ
る
い
は
共
同
杜
会
の
成
員
の
一
般
的
な
共
通
の
欲
求
」
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
業
務
で
あ
る
が
、

そ
の
欲
求
が
実
現
さ
れ
る
形
態
が
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
的
杜
会
構
成
体
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
意
味
で
、
『
反
デ
ュ
ー

リ
ソ
グ
論
』
お
よ
び
『
起
源
』
の
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
叙
述
と
『
フ
ラ
ソ
ス
に
お
げ
る
内
乱
」
の
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
と
は
一
致
し
て
い
る

わ
げ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
正
当
な
諸
機
能
の
遂
行
」
は
そ
の
遂
行
す
る
主
体
が
敵
対
的
な
生
産
関
係
の
う
え
に
立
っ
階
級
的

国
家
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
真
に
「
正
当
な
諸
機
能
」
と
し
て
果
さ
れ
る
は
ず
は
な
く
多
か
れ
少
か
れ
階
級
的
敵
対
に
も
と
づ

く
経
済
関
係
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
移
態
を
ま
と
っ
て
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
国
家
の
も
っ
「
抑
圧
的
な
機
能
」
に
対
立
す
る
「
正
当
な
諸
機
能
」
　
「
公
的
機
能
」
を
コ
ミ
ュ

ー
ソ
政
府
は
継
承
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
２
）

　
そ
う
す
る
と
、
こ
の
国
家
の
「
正
当
な
諸
機
能
」
と
「
共
同
体
の
共
同
事
務
（
業
務
）
」
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
み
る
た
め
に
は
資
本
主
義
お
よ
び
資
本
主
義
国
家
と
「
共
同
体
の
共
同
事
務
」
と
の
関
係
を
ま
ず
考
察
し
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な

い
。　

共
同
体
的
基
本
関
係
を
そ
の
基
礎
に
も
つ
杜
会
は
、
国
家
あ
る
い
は
上
部
構
造
が
「
共
同
体
の
共
同
事
務
（
業
務
）
」
を
遂
行
す
る

　
　
　
「
社
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
（
三
〇
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
〇
（
三
〇
八
）

か
ぎ
り
に
お
い
て
存
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
杜
会
が
共
同
体
的
基
本
関
係
に
依
存
す
る
度
合
が
少
く
な
れ
ば
少
く
な
る
ほ
ど
、
国

家
あ
る
い
は
杜
会
は
「
共
同
体
の
共
同
事
務
」
を
遂
行
し
な
く
て
も
や
っ
て
い
げ
る
度
合
は
ま
す
ま
す
強
ま
る
の
で
あ
る
。
池
上
氏

が
く
り
か
え
Ｌ
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
農
業
が
支
配
的
な
生
産
都
門
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
杜
会
の
存
立
の
基
礎
を
共
同
体

的
基
本
関
係
に
お
い
て
い
る
封
建
的
生
産
様
式
（
土
地
所
有
関
係
が
生
産
関
係
の
支
配
的
モ
メ
ソ
ト
と
た
っ
て
い
る
）
の
否
定
と
し
て
発
生

し
た
資
本
主
義
的
生
産
様
式
は
支
配
的
な
生
産
部
門
を
工
業
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
資
本
や
資
本
主
義
的
国
家
は
封
建
制
の
経

済
的
基
礎
を
な
す
共
同
体
あ
る
い
は
共
同
体
的
基
本
関
係
か
ら
発
生
し
て
い
る
「
共
同
事
務
」
に
対
し
て
解
体
的
に
作
用
す
る
。
だ

か
ら
ま
た
そ
れ
は
封
建
的
土
地
所
有
に
ー
対
し
て
解
体
的
に
作
用
し
、
土
地
所
有
を
資
本
の
エ
ー
テ
ル
に
ひ
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

従
来
の
こ
う
し
た
「
共
同
事
務
」
は
資
本
主
義
の
も
と
で
は
、
資
本
の
営
利
活
動
の
直
接
的
な
対
象
に
転
化
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は

資
本
主
義
的
国
家
権
力
の
媒
介
に
よ
っ
て
資
本
の
エ
ー
テ
ル
に
浸
さ
れ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
い
う
。

　
　
瑚
「
国
家
権
力
は
、
事
実
上
、
聖
徒
た
ち
を
と
も
た
う
中
世
の
超
自
然
的
た
天
国
の
後
継
者
と
次
っ
た
。
杜
会
諸
集
団
の
関
連
か
ら
生
ま
れ
て

　
　
〔

　
く
る
小
さ
な
個
別
的
利
益
の
一
っ
一
っ
が
、
杜
会
そ
の
も
の
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
固
定
さ
れ
、
杜
会
か
ら
独
立
の
も
の
と
さ
れ
、
そ
」
て
、
厳
密

　
に
規
定
さ
れ
た
階
層
制
的
た
機
能
を
果
す
国
家
司
祭
た
ち
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
国
家
的
利
益
と
い
う
移
態
で
、
杜
会
に
対
立
さ
せ
ら
れ
た
」

　
（
『
フ
ラ
ソ
ス
に
お
げ
る
内
乱
・
第
一
草
稿
』
、
『
全
集
』
、
五
二
ぺ
ー
ジ
）
。

　
　
　
　
〕

　
引
用
文
２
６
と
同
趣
旨
の
こ
と
は
、
池
上
惇
氏
が
好
ん
で
引
用
さ
れ
る
『
ブ
リ
ュ
ー
メ
ル
ー
８
日
』
の
次
の
文
章
で
も
の
べ
ら
れ
て
い

　
　
　
　
〔

る
。　

　
〕

　
　
２
７
「
土
地
所
有
者
お
よ
び
都
市
の
領
主
特
権
は
そ
っ
く
り
国
家
権
力
の
機
能
と
た
り
、
封
建
的
高
位
大
官
は
有
給
の
官
吏
と
た
り
、
あ
い
争
う

　
　
、
〔

　
も
ろ
も
ろ
の
中
世
的
な
無
制
限
権
力
の
雑
多
た
見
本
帳
は
、
工
場
式
に
分
業
を
お
こ
た
い
、
仕
事
を
集
中
し
た
一
つ
の
国
家
権
力
の
整
然
た
る
設

　
計
図
と
変
わ
る
。
全
国
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
統
一
を
っ
く
り
だ
す
た
め
に
、
す
べ
て
の
局
地
的
・
地
域
的
・
都
市
的
・
地
方
的
な
分
立
権
立
を
打
ち



砕
く
こ
と
を
任
務
と
し
た
フ
ラ
ソ
曇
革
震
、
絶
対
君
主
制
の
姶
め
た
仕
事
、
す
な
わ
ち
政
府
権
力
の
集
中
隻
震
さ
芸
と
同
時
に
、

ま
た
こ
の
政
府
権
力
の
嚢
や
、
権
能
や
、
属
吏
の
人
数
を
拡
大
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
ナ
ポ
レ
ォ
ソ
が
こ
の
国
家
機
構
を
完
成
∴
た
。
正
腋

王
制
と
七
呈
程
・
分
業
を
拡
大
し
た
ほ
か
は
、
芝
ひ
と
っ
っ
け
く
わ
え
な
か
つ
た
。
こ
の
分
業
は
、
市
民
杜
会
内
部
の
分
業
が
新
し
い
禾

害
集
団
を
・
し
た
が
一
て
ま
畠
家
行
政
の
た
め
の
新
し
い
材
料
を
つ
く
り
だ
ユ
マ
て
、
拡
大
し
て
い
つ
た
。
村
の
橋
や
校
舎
ユ
有
財
帷
、

か
ら
・
フ
ラ
ソ
ス
の
鉄
道
萬
有
財
産
竃
立
大
学
に
い
た
る
ま
で
、
お
よ
そ
共
通
の
利
害
は
た
ち
ま
ち
杜
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
吉
高
、

颪
禁
利
害
と
・
て
杜
会
に
対
立
さ
苫
れ
、
杜
会
成
員
の
呈
活
動
の
範
囲
か
ら
は
ず
さ
れ
て
、
政
府
の
活
動
の
対
象
と
さ
れ
た
。
最
後
に
、

議
会
的
共
和
程
・
革
命
長
対
し
て
た
た
か
う
さ
い
に
、
弾
圧
措
置
を
つ
よ
め
る
と
と
乏
、
政
府
権
力
の
手
段
を
増
大
さ
せ
、
そ
の
集
中
を

っ
よ
め
ざ
る
を
え
奈
一
た
。
一
こ
れ
ま
で
の
一
す
べ
て
の
葦
は
、
こ
の
機
構
を
打
ち
砕
か
ず
に
、
か
え
つ
て
そ
れ
を
い
つ
言
完
全
に
し
た
。

　
か
わ
る
が
わ
る
支
配
権
を
争
っ
た
諸
政
党
は
、
こ
の
巨
大
な
国
家
構
築
物
を
自
分
の
手
に
お
さ
め
る
こ
と
を
、
勝
利
者
の
お
も
な
獲
物
と
見
た
し

　
た
」
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
一
九
三
ぺ
ー
ジ
）
。

　
引
用
文
瑚
と
躬
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
資
本
主
義
的
国
家
権
力
が
「
共
同
体
の
共
同
利
益
」
を
含
む
「
杜
会
集
団
の
関
連
か

　
　
　
　
〔
　
　
　
〔

ら
生
ま
れ
て
く
る
小
さ
な
個
別
的
利
益
」
や
「
村
の
橋
や
校
舎
」
の
よ
う
た
「
共
同
体
の
共
同
利
益
」
を
担
っ
て
い
る
も
の
を
杜
会

か
ら
切
り
離
し
て
国
家
的
利
益
に
転
化
し
、
資
本
の
営
利
活
動
の
対
象
に
・
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
資
本
主
義
国
家
の
機

能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
資
本
主
義
的
生
産
関
係
は
剰
余
価
値
の
搾
取
関
係
に
も
と
づ
く
資
本
と
賃
労
働
の
敵
対
的
対
立
関

係
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
全
面
的
に
発
達
し
た
商
品
生
産
関
係
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
資
本
主
義
は
発
展
し
た
杜
会
的
分
業
に
よ

っ
て
一
方
で
は
従
来
の
杜
会
に
ー
残
存
し
て
い
る
封
建
的
な
生
産
関
係
（
共
同
体
的
基
本
関
係
）
に
も
と
づ
く
様
友
の
杜
会
諸
集
団
を
解

体
し
・
人
問
集
団
を
個
別
化
さ
れ
た
孤
立
化
さ
れ
た
人
間
に
分
解
す
る
。
他
方
で
は
、
そ
れ
は
分
解
さ
れ
た
個
女
の
人
問
を
マ
ニ
ユ

フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
や
大
工
業
の
も
と
で
工
場
に
集
め
、
新
し
い
関
係
に
も
と
づ
く
人
問
集
団
を
っ
く
り
あ
げ
る
。

　
引
用
文
瑚
刎
の
マ
ル
ク
ス
の
所
説
の
こ
の
側
面
を
池
上
淳
氏
が
強
調
し
て
、
　
「
資
本
主
義
国
家
の
機
能
は
共
同
体
の
共
同
利
益
を

　
　
　
　
〔
〔

　
　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
　
（
三
〇
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
十
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
（
ご
二
〇
）

担
う
職
務
を
解
体
し
て
、
資
本
の
営
利
活
動
に
転
化
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
で
は
正
し
い

シ
」
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
国
家
の
「
正
当
た
諾
機
能
」
と
「
共
同
体
の
共
同
事
務
」
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
・

　
も
し
、
　
「
す
べ
て
の
共
同
体
の
性
質
か
ら
生
じ
る
共
同
事
務
の
遂
行
」
　
　
こ
れ
は
「
共
同
体
の
共
同
利
益
を
担
う
業
務
で
あ
る

　
　
を
資
本
主
義
国
家
の
「
正
当
な
諸
機
能
」
、
「
公
的
な
機
能
」
と
考
え
れ
ば
、
資
本
主
義
国
家
は
そ
の
発
展
に
っ
れ
て
ま
す
ま
す

共
同
体
的
基
本
関
係
を
掘
り
崩
し
、
　
「
共
同
体
の
共
同
事
業
」
に
対
し
て
解
体
的
に
作
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
資
本
主
義
国
家
は

こ
の
「
正
当
な
諸
機
能
」
を
ま
す
ま
す
解
体
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
Ｌ
、
資
本
主
義
国
家
だ
げ
に
か
ぎ
ら
ず
ど
の
杜
会
も
多
か
れ
少
か
れ
こ
の
「
正
当
な
諾
機
能
」
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
の
「
正
当
な
諾
機
能
」
の
果
さ
れ
る
や
り
方
が
そ
れ
ぞ
れ
経
済
的
捗
態
の
杜
会
に
お
い
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
資
本
主

義
国
家
は
こ
の
「
正
当
な
諸
機
能
」
を
多
か
れ
少
か
れ
利
潤
追
求
の
目
的
に
従
属
さ
せ
て
遂
行
す
る
の
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
げ
・
国

家
独
占
資
本
主
義
段
階
に
お
い
て
国
家
の
経
済
的
土
台
へ
の
介
入
が
新
し
い
段
階
を
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
は
そ
の
「
正
当

な
諸
機
能
」
の
遂
行
を
一
側
面
に
お
い
て
、
「
共
同
体
の
共
同
事
務
」
に
解
体
的
な
形
態
で
お
こ
な
う
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
二
っ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
同
義
で
は
な
く
、
藤
田
氏
の
見
解
は
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
３
）

　
「
国
の
一
般
的
な
共
通
の
欲
求
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
諾
機
能
」
を
国
家
が
果
す
場
合
に
な
お
み
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
一
般
的
な
共
通
の
欲
求
と
い
う
の
は
第
一
に
は
、
杜
会
的
生
産
の
一
般
的
諸
条
件
と
共
同
的
消
費
手
段
に
対
す
る
欲
求
の
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
に
対
す
る
欲
求
と
そ
の
充
足
の
形
態
は
第
一
に
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
的
杜
会
構
成
体
の
相
違
に
応
じ
て
異



な
り
、
第
二
に
特
定
の
経
済
的
杜
会
構
成
体
の
内
部
に
お
い
て
も
そ
の
生
産
カ
の
発
展
水
準
に
応
じ
て
異
な
る
。

　
こ
の
第
一
に
っ
い
て
は
、
す
な
わ
ち
共
同
体
的
基
本
関
係
を
多
か
れ
少
か
れ
そ
の
基
礎
と
し
て
い
る
前
資
本
主
義
杜
会
と
資
本
主

義
杜
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
に
１
っ
い
て
は
す
で
に
検
討
し
た
。

　
残
っ
て
い
る
の
は
第
二
に
っ
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
を
資
本
主
義
杜
会
に
っ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
次
の
引

用
文
瑚
は
資
本
主
義
国
家
が
資
本
家
階
級
が
自
ら
の
共
同
利
益
で
あ
る
「
フ
ラ
ソ
ス
の
鉄
道
」
を
杜
会
の
一
般
的
利
益
と
し
て
杜
会

　
　
〔

に
お
し
っ
げ
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
資
本
主
義
の
発
展
と
そ
の
生
産
力
の
発
展
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
、
従
来

の
生
産
力
段
階
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
新
し
い
事
業
に
っ
い
て
の
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
今
ま
で
の
べ
て
き
た
こ
と
と

ち
が
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

　
マ
ル
ク
ス
は
引
用
文
９
に
直
接
つ
づ
く
文
章
で
こ
れ
に
関
連
し
た
こ
と
を
の
べ
て
い
る
（
こ
こ
で
の
べ
て
い
る
こ
と
が
、
「
本
稿
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

上
、
九
八
ぺ
ー
ジ
で
「
引
用
文
９
で
な
お
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
」
と
私
が
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
）
。

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
〕

　
　
２
８
「
あ
る
国
、
た
と
え
ぱ
合
衆
国
は
、
生
産
上
の
関
連
か
ら
鉄
道
の
必
要
性
を
感
ず
る
こ
と
は
あ
る
。
げ
れ
ど
も
鉄
道
か
ら
生
じ
る
生
産
に
と

　
　
〔

　
っ
て
の
直
接
の
利
益
が
あ
ま
り
少
い
の
で
、
出
費
は
返
っ
て
こ
た
い
資
金
と
し
か
思
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
資
本
は
そ
れ
を
国
家
の
肩
に
転

　
嫁
す
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
国
家
が
資
本
に
た
い
し
て
伝
統
的
に
優
越
し
た
地
位
を
占
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
国
家
は
た
お
全
体
に
た
い
し
て

　
彼
ら
の
資
本
で
は
な
く
、
彼
ら
の
所
得
の
一
部
を
、
そ
の
よ
う
な
一
般
に
有
用
な
事
業
に
投
入
す
る
よ
う
に
強
制
す
る
特
権
と
命
令
権
と
を
も
っ

　
て
い
る
」
（
『
要
綱
』
、
第
三
分
冊
、
四
六
七
－
八
ぺ
ー
ジ
）
。

　
　
〕

　
　
２
９
「
資
本
が
株
式
会
杜
の
形
態
を
と
ら
な
い
か
ぎ
り
で
は
、
資
本
は
っ
ね
に
自
己
の
価
値
増
殖
の
特
殊
的
な
諸
条
件
だ
げ
を
求
め
、
共
同
的
た

　
　
〔

　
諸
条
件
は
こ
れ
を
国
家
的
に
必
要
た
も
の
と
し
て
全
体
の
国
に
押
し
や
る
」
（
同
前
、
四
六
八
べ
ー
ジ
）
。

　
　
　
　
〕

　
引
用
文
２
８
で
い
わ
れ
て
い
る
「
鉄
道
の
必
要
性
」
と
い
う
の
は
最
初
は
資
本
主
義
的
生
産
力
の
発
展
に
よ
っ
て
生
じ
る
資
本
に
と

　
　
　
　
〔

　
　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
二
（
ゴ
ニ
一
）
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っ
て
の
必
要
性
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
国
家
が
お
こ
な
う
鉄
道
事
業
は
資
本
の
共
同
利
益
を
担
う
業
務
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

う
し
た
鉄
道
業
を
「
国
家
的
に
必
要
な
も
の
」
、
つ
ま
り
「
杜
会
一
般
に
必
要
な
も
の
」
と
い
う
み
せ
か
け
の
も
と
に
国
家
に
お
し

っ
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
み
せ
か
げ
が
た
ん
に
み
せ
か
げ
と
し
て
一
般
の
人
々
の
眼
に
映
じ
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
事
業
が
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
手
段
を
握
る
支
配
階
級
、
資
本
家
階
級
に
よ
っ
て
強
力
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
衣
を
き
せ
ら
れ
て
、
政
策
的
に
提
起
さ

れ
、
国
家
資
金
が
「
杜
会
の
一
般
的
利
益
」
に
か
な
う
も
の
と
し
て
そ
れ
に
投
入
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
国
家
の
「
正
当
た
諸
機

能
」
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
形
態
を
ま
と
っ
て
遂
行
さ
れ
、
階
級
杜
会
に
お
い
て
は
階
級
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
ま
と
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。

　
交
通
手
段
の
維
持
．
発
展
を
担
う
職
務
は
生
産
力
水
準
の
低
い
共
同
体
的
基
本
関
係
を
基
礎
と
す
る
杜
会
に
お
い
て
は
、
　
「
共
同

体
の
共
同
利
益
を
担
う
職
務
」
で
あ
り
、
一
般
的
な
「
共
通
の
利
害
」
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
杜
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
「
資
本

の
共
同
利
益
を
担
う
業
務
」
と
し
て
　
　
こ
の
意
味
で
杜
会
に
対
立
さ
せ
ら
れ
る
　
　
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
交
通
手
段

の
こ
う
し
た
新
し
い
発
展
彩
態
は
、
そ
れ
が
生
産
力
の
発
展
と
と
も
に
新
し
い
形
で
玩
わ
れ
、
そ
れ
が
ど
ん
た
経
済
的
移
態
を
ま
と

っ
て
い
る
に
せ
よ
、
人
々
の
欲
求
を
何
ら
か
の
意
味
で
充
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
変
り
が
た
い
。
こ
の
点
か
ら
み

て
、
鉄
道
業
を
国
家
が
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
は
国
家
の
一
側
面
で
あ
る
「
公
的
機
能
」
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

　
資
本
主
義
の
発
展
に
よ
る
生
産
力
水
準
の
向
上
は
た
え
ず
、
共
同
体
的
基
本
関
係
を
基
礎
と
す
る
杜
会
に
は
な
か
っ
た
「
国
家
行

政
の
た
め
の
新
し
い
材
料
」
を
っ
く
り
出
す
の
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
衣
を
し
っ
か
り
と
身
に
ま
と
っ
て
、
資
本
家
階
級
の
階

級
的
欲
求
を
み
た
す
こ
と
を
基
本
的
目
的
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
資
本
主
義
的
国
家
行
政
の
な
か
で
多
か
れ
少
か
れ
国
家
の
「
公
的

機
能
」
が
果
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
第
一
に
、
資
本
主
義
国
家
は
生
産
力
の
発
展
水
準
に
応
じ
て
、
　
「
共
同
体
の
共
同
利
益
を
担
う
業



務
」
を
資
本
と
と
も
に
解
体
し
、
第
二
に
、
一
定
の
生
産
力
水
準
の
も
と
で
そ
れ
が
資
本
に
・
と
っ
て
価
値
増
殖
の
対
象
と
な
ら
な
い

場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
「
資
本
の
共
同
利
益
を
担
う
職
務
」
と
し
て
遂
行
し
、
第
三
に
、
い
ま
ま
で
価
値
増
殖
の
対
象
と
な
ら
ず

国
家
の
業
務
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
も
の
が
、
生
産
力
の
発
展
の
結
果
、
価
値
増
確
の
対
象
と
た
る
条
件
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

そ
の
業
務
は
個
別
資
本
に
引
き
渡
さ
れ
、
資
本
の
営
利
活
動
の
対
象
に
転
化
す
る
。

　
こ
う
い
う
点
か
ら
み
て
も
藤
田
氏
の
解
釈
は
成
立
し
な
い
。
な
ぜ
た
ら
、
国
家
の
業
務
は
多
か
れ
少
か
れ
、
生
産
力
の
発
展
水
準

に
応
じ
て
人
々
の
欲
求
を
充
足
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
資
本
が
そ
の
生
産
力
の
発
展
水
準
に
対
応
し
て
お
こ
た
う
営
利
活

動
に
受
動
的
に
反
応
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
見
、
そ
れ
が
能
動
的
に
１
み
え
る
場
合
も
そ
れ
は
個
別
資
本
の
立
場
か
ら

み
れ
ば
そ
う
み
え
る
だ
げ
で
あ
っ
て
、
や
は
り
総
資
本
の
立
場
か
ら
み
れ
ぽ
、
そ
れ
は
総
資
本
の
営
利
活
動
と
い
う
能
動
的
要
素
に

対
す
る
受
動
的
な
要
素
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
資
本
主
義
的
生
産
は
そ
の
発
展
段
階
と
そ
の
生
産
力
水
準
に
・
特
有
の
形
態
で
国

家
の
諸
機
能
を
働
か
せ
、
国
家
の
階
級
的
機
能
の
受
動
的
要
素
と
し
て
国
家
の
「
正
当
な
諸
機
能
」
の
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で

あ
り
、
国
家
の
「
正
当
な
諸
機
能
」
を
「
共
同
体
の
共
同
事
務
」
と
み
る
こ
と
は
で
き
た
い
。
国
家
は
こ
の
よ
う
に
究
極
的
に
は
経

済
的
土
台
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
国
家
は
同
時
に
経
済
的
土
台
に
対
し
て
相
対
的
に
自
立
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し

て
能
動
的
に
ふ
る
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
点
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
っ
い
て
は
後
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
杜
会
関
係

と
し
て
の
上
都
構
造
、
お
よ
び
階
級
闘
争
と
国
家
の
関
係
を
論
じ
る
所
で
と
り
あ
げ
た
い
。

　
さ
ら
に
指
摘
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
　
「
国
の
一
般
的
な
欲
求
」
と
い
う
の
は
第
二
に
・
は
、
個
人
的
消
費

手
段
に
対
す
る
欲
求
で
も
あ
る
。
資
本
主
義
杜
会
に
お
い
て
は
、
個
々
人
が
孤
立
し
た
私
的
個
人
と
し
て
存
在
し
て
い
る
　
　
共
同

体
的
基
本
関
係
が
解
消
し
た
結
果
と
し
て
　
　
の
で
あ
る
か
ら
、
資
本
主
義
国
家
の
「
公
共
性
」
（
広
い
意
味
で
の
階
級
的
彩
態
）
は
た

　
　
　
　
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
国
家
（
上
の
二
）
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
（
一
一
二
三
）
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ん
に
杜
会
的
生
産
の
一
般
的
諸
条
件
と
共
同
的
消
費
手
段
に
対
す
る
欲
求
を
資
本
主
義
的
形
態
に
お
い
て
充
足
す
る
機
能
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
同
時
に
そ
れ
は
個
人
的
消
費
手
段
を
も
資
本
主
義
的
形
態
に
お
い
て
充
足
す
る
機
能
　
　
国
家
財
政
に
お
げ
る
杜
会
保

障
関
係
費
な
ど
の
支
出
に
み
ら
れ
る
機
能
　
　
で
も
あ
る
。
こ
の
資
本
主
義
国
家
の
「
公
共
的
機
能
」
を
前
提
と
し
、
こ
れ
か
ら
抽

象
さ
れ
た
も
の
が
島
津
氏
の
い
わ
れ
る
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
の
第
二
、
第
三
の
も
の
（
引
用
文
１
〕
　
　
「
本
稿
」
ｂ
・
八
一
べ
－
ジ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

で
あ
る
。
し
か
し
、
島
津
氏
の
い
わ
れ
る
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
の
第
三
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
労
働
力
の
再
生
産
の
た
め
の
一
般

的
諸
条
件
の
整
備
」
を
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
と
し
て
国
家
が
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
特
殊
に
資
本
主
義
国
家
に
の
み
み
ら

れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
奴
隷
制
や
農
奴
制
の
国
家
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
点
で
の
資
本
主
義
国
家
の
「
公
共

的
機
能
」
は
資
本
主
義
と
い
う
特
殊
の
経
済
関
係
、
階
級
関
係
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
わ
げ
で
あ
っ
て
、
国
家
の
階
級
性
の

あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
み
て
も
藤
田
氏
の
解
釈
は
成
立
し
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
島
津
氏
の
い
う
第
三
の
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
は
実
は
抽
象
的
一
般
的
規
定
と
し
て
純
粋
に
抽
象
さ
れ
て
い
な
い
だ

げ
で
た
く
、
む
し
ろ
（
資
本
主
義
的
）
形
態
規
定
に
属
す
る
も
の
を
実
体
観
定
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
誤
ち
（
杜
会
主
義
杜
会
に
お
げ

る
「
労
働
力
の
再
生
産
の
一
般
的
諸
条
件
の
整
備
」
を
除
け
ぱ
）
を
氏
は
お
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
杜
会
的
共

同
業
務
」
の
「
国
務
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
国
務
」
と
い
う
一
般
的
抽
象
的
規
定
の
資
本
主
義
的
形
態
観
定
が
、
個
人

的
消
費
手
段
に
対
す
る
欲
求
を
資
本
主
義
的
に
充
足
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
資
本
主
義
国
家
の
「
公
共
的
機
能
」
の
一
側
面

で
あ
る
。
島
津
氏
の
「
杜
会
的
共
同
業
務
」
の
全
体
的
次
検
討
は
さ
ら
に
「
国
家
の
形
態
で
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
杜
会
の
総
括
」
を
論
じ
・

た
の
ち
に
お
こ
な
う
予
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
国
家
の
「
公
共
的
機
能
」
を
正
し
く
理
解
す
る
の
に
必
要
な
か
ぎ
り
で
そ
の
誤

り
を
指
摘
し
た
わ
げ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）


