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ハ
ー
バ
ラ
ー
は
国
際
貿
易
は
貿
易
参
加
国
に
利
益
を
与
え
る
の
で
あ
っ
て
先
進
国
た
る
と
後
進
国
た
る
と
を
問
は
な
い
。
こ
の
こ

と
は
比
較
生
産
費
原
理
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
貿
易
の
直
接
の
利
益
は
国
際
分
業
に
も
と
ず
く
、
実
質
所
得
の
上
昇
と
な
っ
て

解
で
あ
る
。

ブ（》○ 後
進
国
開
発
の
問
題
は
現
在
の
国
際
経
済
学
に
お
け
る
最
も
重
要
な
問
題
の
一
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
研
究
も
盛
に
行
わ
れ
、

（
１
）

多
数
の
す
ぐ
れ
た
文
献
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

本
研
究
で
は
問
題
を
国
際
貿
易
に
し
ぼ
り
、
国
際
貿
易
が
後
進
国
の
経
済
発
展
に
、
ど
の
よ
う
な
寄
与
（
積
極
的
も
し
く
は
消
極

的
）
を
し
た
か
、
後
進
国
の
経
済
発
展
は
国
際
貿
易
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
か
、
も
し
く
は
阻
止
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
を
中
心
と

し
て
理
論
的
な
考
察
を
行
な
い
た
い
と
思
う
。

こ
の
問
題
に
対
し
て
は
国
際
貿
易
は
、
後
進
国
の
経
済
発
展
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
際
貿
易
を
通
じ
て
先
進
国

も
後
進
国
も
調
和
的
発
展
を
続
け
る
と
い
う
ハ
ー
バ
ラ
ー
の
最
も
楽
観
的
な
説
か
ら
、
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
よ
う
に
国
際
貿
易
に
よ
っ

て
先
進
国
は
ま
す
ま
す
富
裕
と
な
る
が
、
後
進
国
は
ま
す
ま
す
貧
し
く
な
る
と
い
う
最
も
悲
観
的
な
説
ま
で
各
種
各
様
の
説
が
あ
る
。

（
２
）

こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
の
は
ハ
ー
バ
ラ
ー
、
ヌ
ル
ク
セ
、
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
、
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
、
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
な
ど
の
諸
学
者
の
見

ハ
ー
バ
ラ
ー
の
理
論
の
特
色
は
、
国
際
貿
易
を
通
じ
て
先
進
国
と
後
進
国
と
の
調
和
的
発
展
が
恒
久
的
に
つ
づ
く
と
い
う
点
に
あ

序

説
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あ
ら
わ
れ
る
静
態
的
利
益
（
生
産
可
能
曲
線
上
の
移
動
）
の
他
に
間
接
的
な
効
果
に
よ
る
動
態
的
利
益
（
生
産
可
能
曲
線
の
外
方
へ

２

の
シ
フ
ト
）
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
貿
易
に
は
静
態
的
な
直
接
的
効
果
の
他
に
動
態
的
な
間
接
的
効
果
も
あ

の
シ
フ
ト
）
も
あ
る
こ
、

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
間
接
的
効
果
は
、
ス
ミ
ス
や
ミ
ル
の
既
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
、
次
の
四
点
を
あ
げ
て
い
る
。
①
貿
易

は
発
展
の
た
め
に
必
要
な
物
的
手
段
（
資
本
財
そ
の
他
）
を
供
給
す
る
。
②
貿
易
は
技
術
的
知
識
普
及
の
媒
介
物
と
な
る
。
③
貿
易

は
資
本
移
動
の
媒
介
物
と
な
る
。
側
貿
易
は
独
占
を
抑
制
し
、
健
全
な
程
度
の
自
由
競
争
を
促
進
す
る
な
ど
の
間
接
的
効
果
に
よ
っ

て
、
後
進
国
の
経
済
発
展
を
促
進
す
る
も
の
と
見
て
い
る
。
後
進
国
に
対
す
る
貿
易
の
不
利
な
効
果
と
見
ら
れ
て
い
る

側
交
易
条

件
の
長
期
的
不
利
化
、
②
擬
装
失
業
の
永
続
性
、
③
逆
流
効
果
な
ど
に
対
し
て
は
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
原
則
と
し
て
自
由
貿
易
政
策
を
み
と
め
て
い
る
が
、
後
進
国
に
つ
い
て
は
幼
稚
産
業
保
護
育
成
の
た
め
に
簡
単
な

保
護
関
税
は
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
（
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
は
幼
稚
産
業
保
護
関
税
よ
り
も
未
成
熟
な
産
業
に
は
補
助
金
を
与
え
て
こ
れ
を

（
３
）

助
成
し
た
方
が
よ
い
と
主
張
し
て
い
る
。
）

こ
の
よ
う
に
ハ
ー
パ
ラ
ー
は
国
際
貿
易
は
、
後
進
国
の
経
済
発
展
に
有
利
な
影
響
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
先
進
国
と
後
進
国
と

の
間
の
調
和
的
発
展
は
そ
の
強
さ
を
変
え
ず
に
続
け
ら
れ
る
も
の
と
見
て
い
る
。

ヌ
ル
ク
セ
は
十
九
世
紀
に
は
貿
易
は
「
成
長
の
エ
ン
ジ
ン
」
の
役
割
を
果
た
し
た
が
、
二
十
世
紀
に
は
そ
の
働
き
は
低
調
に
な
っ

た
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
十
九
世
紀
に
は
世
界
経
済
の
中
心
地
（
特
に
英
国
）
の
経
済
発
展
は
貿
易
を
通
じ
て
周
辺
地
域

（
特
に
温
帯
の
「
新
定
住
地
域
」
鄙
①
四
○
コ
の
具
引
①
８
昌
吻
①
こ
の
日
①
貝
）
に
伝
え
ら
れ
、
周
辺
地
域
の
経
済
発
展
は
こ
れ
に
よ
っ
て

促
進
せ
ら
れ
た
。
そ
の
場
合
に
成
長
を
促
進
さ
せ
る
動
因
と
な
っ
た
も
の
は
、
第
一
次
生
産
物
に
対
す
る
先
進
国
の
需
要
で
あ
っ
た
。



序 説

工
業
化
に
は
二
通
り
あ
っ
て
、
先
進
国
向
け
工
業
化
と
国
内
市
場
向
け
工
業
化
が
あ
る
。
先
進
国
市
場
向
け
の
工
業
化
は
先
進
国

市
場
の
保
護
政
策
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
国
内
市
場
向
工
業
化
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に

は
工
業
製
品
の
市
場
確
保
と
工
業
労
働
者
の
た
め
の
食
糧
確
保
（
ヌ
ル
ク
セ
は
食
糧
だ
け
を
あ
げ
て
い
る
が
、
原
料
も
必
要
で
あ
ろ

う
）
の
た
め
に
、
農
業
の
生
産
性
の
向
上
に
よ
る
農
業
と
工
業
の
結
合
的
進
歩
Ｓ
具
＆
胃
○
四
の
⑰
ｍ
）
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
に

需
要
の
所
得
強
力
性
に
応
じ
て
、
生
産
資
源
を
配
分
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
も
需
要
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

ヌ
ル
ク
セ
は
能
動
的
な
部
門
が
受
動
的
な
部
門
を
引
き
あ
げ
る
と
い
う
不
均
衡
成
長
論
に
対
し
て
は
、
受
動
的
な
部
門
の
性
格
如

３

二
十
世
紀
に
な
る
と
こ
の
需
要
は
低
下
し
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
六
つ
を
あ
げ
て
い
る
が
、
主
要
な
も
の
は
先
進
国
に
よ
る
合
成
代

用
品
の
生
産
で
あ
ろ
う
。
こ
の
需
要
の
減
退
と
反
対
に
後
進
国
の
生
産
資
源
（
人
的
・
物
的
）
は
上
昇
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
増
大
す

る
人
口
と
減
退
す
る
需
要
と
に
直
面
し
て
後
進
国
の
と
る
べ
き
道
は
工
業
化
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
増
加
す
る
資
源
は
伝
統
的
輸
出

部
門
で
あ
る
第
一
次
生
産
部
門
に
向
は
ず
に
工
業
化
に
向
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
ヌ
ル
ク
セ
は
「
確
立
さ
れ
た

比
較
優
位
」
と
「
限
界
的
比
較
優
位
」
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
次
生
産
部
門
は
「
確
立
さ
れ
た
比
較
優
位
」
は
高

い
で
あ
ろ
う
が
、
「
限
界
的
比
較
優
位
」
は
ゼ
ロ
又
は
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
増
加
す
る
資
源
を
第
一
次
産

業
に
注
入
す
る
こ
と
は
交
易
条
件
を
不
利
に
し
、
「
窮
乏
化
成
長
」
に
お
ち
入
る
こ
と
が
お
そ
れ
ら
れ
る
（
ヌ
ル
ク
セ
自
身
は
価
格
機

構
が
作
用
す
る
限
り
、
不
利
を
忍
ん
で
第
一
次
生
産
部
門
に
生
産
資
源
が
流
れ
る
と
い
う
窮
乏
化
成
長
理
論
に
は
反
対
で
あ
る
）
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
「
確
立
さ
れ
た
比
較
優
位
」
と
「
限
界
的
比
較
優
位
」
の
差
は
認
め
て
い
な
い
。

工
業
化
を
行
な
う
と
い
っ
て
も
増
加
し
た
資
源
の
配
分
に
つ
い
て
い
う
の
で
あ
っ
て
、
既
存
の
第
一
次
生
産
部
門
を
縮
少
す
る
と

い
う
意
味
で
は
な
い
。



何
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
が
能
動
的
な
部
門
の
発
展
を
ひ
き
下
げ
る
と
い
う
こ
と
も
有
り
得
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
各
部
門
が
い
ず
れ

も
同
時
に
拡
大
す
る
と
い
う
意
味
で
、
全
部
が
能
動
的
で
あ
る
場
合
に
は
じ
め
て
産
出
高
の
全
面
的
拡
張
が
保
証
さ
れ
る
と
主
張
す

（
４
）

ブ
つ
○ヌ
ル
ク
セ
の
均
衡
成
長
論
に
は
「
セ
イ
の
法
則
」
的
偏
向
が
背
後
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
工
業
化
を
行
な
う
に
は
通
常
政
府

の
統
制
が
必
要
で
あ
る
が
、
ヌ
ル
ク
セ
は
自
由
経
済
で
こ
れ
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
実
行
が
困
難
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
わ
た
く
し
は
均
衡
成
長
は
非
現
実
的
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
ヌ
ル
ク
セ
が
「
需
要
要
因
」
を
重
視
し
た
の
と
は
反
対
に
、
「
供
給
要
因
」
を
重
要
視
し
て
い
る
。
後
進
国
の

「
貿
易
に
よ
る
成
長
」
が
衰
え
た
の
は
、
後
進
国
に
お
け
る
人
口
増
加
、
消
費
水
準
の
向
上
、
工
業
化
の
進
捗
に
よ
っ
て
、
第
一
次

生
産
物
の
供
給
力
が
減
少
し
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
価
格
の
面
で
も
競
争
力
が
低
下
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
経
済
発
展
の
仕
事
は
、
自
給
自
足
部
門
（
伽
号
吻
眞
①
己
。
①
の
①
ｏ
８
Ｈ
の
）
と
市
場
部
門
（
白
色
烏
①
昇
切
①
ｏ
８
風
）
と

を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
展
の
新
し
い
機
会
を
用
意
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
輸
出
需
要
の
圧
力
に
よ
っ
て
容
易
な
ら

し
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
輸
出
需
要
の
起
動
力
を
認
め
て
い
る
が
、
し
か
し
、
供
給
面
が
こ
れ
に
伴
わ
ね
ば
効
果
が
な
い
も
の
と
考
え

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
従
来
の
経
済
理
論
は
安
定
均
衡
を
仮
定
し
、
経
済
外
要
因
（
生
産
要
素
の
質
と
か
有
効
性
）
を
与
件
と
し
て
、

こ
れ
を
一
定
と
し
て
、
静
態
的
な
均
衡
分
析
を
行
な
っ
て
来
た
。
安
定
均
衡
は
一
つ
の
変
化
は
そ
れ
と
反
対
の
方
向
に
向
う
第
二
の

変
化
を
生
じ
て
均
衡
回
復
へ
向
っ
て
動
く
と
い
う
考
方
に
立
つ
が
、
ミ
ュ
ル
牙
ｌ
ル
は
一
つ
の
変
化
は
そ
れ
を
促
進
す
る
同
一
方
向

へ
の
第
二
の
変
化
を
生
じ
、
均
衡
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
る
と
い
う
累
積
的
因
果
関
係
の
原
理
が
、
動
態
の
理
解
に
必
要
で
あ
る
こ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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序 説

（
５
）

累
積
的
因
果
関
係
の
原
理
は
ヒ
ギ
ン
ス
も
指
摘
す
る
よ
う
に
注
目
す
べ
き
原
理
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
の
み
に
偏
ら
ず
伝
統
的
な
理

論
と
も
綜
合
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
自
由
貿
易
制
の
下
で
は
交
易
条
件
の
悪
化
を
通
じ
て
、
価
値
が
後
進
第
一
次
生
産
国
か
ら
先
進
工
業
国
へ
移
転

す
る
（
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
い
わ
ゆ
る
逆
流
効
果
が
生
じ
る
）
。
こ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
工
業
化
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
と
し
、

最
適
工
業
化
の
理
論
を
た
て
て
い
る
。

プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
の
議
論
は
、
交
易
条
件
の
決
定
を
コ
ス
ト
・
プ
ッ
シ
ュ
的
に
、
余
り
に
も
単
純
に
考
え
て
い
る
点
に
欠
点
が
あ
る
。
５

を
指
摘
し
て
い
る
。

と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
聖
書
マ
タ
イ
伝
の
言
葉
す
な
わ
ち
、
「
す
べ
て
の
持
て
る
も
の
は
与
え
ら
れ
て
い
よ
い
よ

豊
か
な
ら
ん
。
さ
れ
ど
持
た
ぬ
も
の
は
そ
の
持
て
る
も
の
を
も
奪
わ
る
べ
し
」
と
い
う
言
葉
を
強
調
し
て
い
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
、
先
進
国
と
後
進
国
と
が
存
在
す
る
こ
の
国
際
的
不
平
等
の
社
会
で
は
、
国
際
貿
易
に
よ
っ
て
先
進
国
は
ま
す

ま
す
富
裕
に
な
り
、
後
進
国
は
ま
す
ま
す
貧
困
と
な
っ
て
行
く
も
の
と
み
て
い
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
ま
た
波
及
効
果
（
、
胃
①
且
鳥
の
。
蕨
）
と
逆
流
効
果
（
ｇ
烏
笥
画
呂
①
時
。
厳
）
と
い
う
概
念
を
設
け
、
あ
る
地

域
の
経
済
の
拡
大
が
他
の
地
域
の
経
済
を
拡
大
す
る
と
き
は
波
及
効
果
が
働
い
て
い
る
と
み
る
が
、
あ
る
地
域
の
経
済
の
拡
大
が
他

の
地
域
の
経
済
の
縮
少
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
逆
流
効
果
が
働
く
も
の
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
国
際
間
で
も
同
様
で

あ
る
。
先
進
国
と
後
進
国
と
の
関
係
で
は
波
及
効
果
も
は
た
ら
く
が
、
そ
れ
よ
り
も
逆
流
効
果
が
強
く
働
く
も
の
と
見
て
い
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
ま
た
国
際
的
不
平
等
と
地
域
的
不
平
等
と
の
相
関
性
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
先
進
国
で
は
国
内
の
統
合

が
よ
く
行
わ
れ
て
地
域
間
の
不
平
等
が
少
な
い
が
、
後
進
国
で
は
地
域
間
の
不
平
等
が
大
き
い
こ
と
（
一
種
の
二
重
経
済
的
性
格
）



プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
の
考
え
て
い
る
の
は
商
品
交
易
条
件
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
悪
化
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
ハ
ー
バ
ラ

ー
の
い
う
よ
う
に
単
一
要
素
交
易
条
件
を
考
え
れ
ば
後
進
国
も
先
進
国
も
有
利
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
た
と
え
商

品
交
易
条
件
が
悪
化
し
て
も
所
得
交
易
条
件
は
好
転
す
る
こ
と
が
あ
り
、
後
進
国
の
輸
入
能
力
を
決
定
す
る
も
の
は
所
得
交
易
条
件

国
際
貿
易
は
後
進
国
経
済
を
発
展
せ
し
め
、
後
進
国
経
済
の
発
展
は
工
業
化
に
導
く
と
す
れ
ば
、
工
業
化
の
進
展
は
国
際
貿
易
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。

工
業
化
の
進
展
は
貿
易
を
縮
少
さ
せ
る
と
い
う
説
と
、
こ
れ
を
拡
大
さ
せ
る
と
い
う
説
と
が
あ
る
が
、
工
業
は
多
種
多
様
で
あ
り
、

特
化
の
範
囲
も
広
い
か
ら
後
進
国
の
工
業
化
に
よ
っ
て
貿
易
は
部
分
的
に
は
縮
少
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
全
体
的
に
は
縮
少
し
な

せ
て
広
い
意
味
に
使
う
こ
と
と
す
る
。

つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
後
進
国
の
一
つ
の
大
き
な
悩
み
で
あ
る
輸
出
市
場
の
不
安
定
の
問
題
に
入
る
。

従
来
の
理
論
で
は
「
安
定
」
に
力
を
入
れ
す
ぎ
て
「
発
展
」
は
余
り
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
注
目
し
た
の
は
ヌ
ル
ク
セ

で
あ
り
、
ヌ
ル
ク
セ
の
理
論
は
安
定
と
発
展
の
問
題
を
先
進
国
で
発
達
し
た
「
機
能
的
財
政
」
（
曾
巨
ｏ
匡
○
自
己
旨
四
目
８
）
政
策
に
よ

っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
新
し
い
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
後
進
国
で
こ
の
政
策
が
成
功
す
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。

後
進
国
の
経
済
発
展
は
工
業
化
へ
の
道
を
進
む
。
工
業
化
と
い
う
言
葉
は
漠
然
と
し
て
い
る
が
、
狭
い
意
味
で
は
近
代
的
な
製
造

工
業
の
発
達
に
限
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
動
力
、
輸
送
、
通
信
な
ど
下
部
構
造
（
旨
坤
凹
‐
の
耳
巨
耳
目
①
）
の
面
の
発
達
ま
で
を
含
ま

で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
も
の
と
考
え
る
。

以
上
が
本
書
で
論
じ
よ
う
と
す
る
諸
問
題
で
あ
る
。
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説序
本
書
の
研
究
に
つ
い
て
は
神
戸
大
学
の
諸
先
生
、
特
に
経
済
経
営
研
究
所
前
所
長
宮
田
喜
代
蔵
、
柴
田
銀
次
郎
の
両
先
生
、
現
所

長
渡
辺
進
教
授
、
経
済
学
部
長
藤
井
茂
教
授
お
よ
び
経
営
学
部
入
江
猪
太
郎
教
授
に
は
御
懇
切
な
御
教
示
に
あ
づ
か
つ
た
こ
と
を
こ

こ
に
付
記
し
て
御
厚
情
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
１
）
文
献
に
つ
い
て
は
坂
本
二
郎
「
後
進
国
開
発
理
論
の
文
献
と
動
向
」
（
国
際
経
済
学
会
論
「
世
界
経
済
の
新
展
開
」
一
九
六
一
年
）

（
２
）
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
の
「
国
際
貿
易
と
経
済
発
展
」
も
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
問
題
に
つ
い
て
は
直
接
関
係
す
る

と
こ
ろ
が
少
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
取
上
げ
な
か
っ
た
。

（
３
）
】
・
ぐ
旨
図
．
旨
藏
吋
冒
蝕
威
○
口
巴
目
Ｈ
且
①
色
目
Ｑ
閃
８
口
○
日
旨
。
①
ぐ
色
○
℃
目
①
具
》
ら
圏
．

相
原

光
訳
「
ヤ
コ
ブ
・
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
国
際
貿
易
と
経
済
発
展
」
昭
和
三
十
三
年
（
五
八
’
五
九
頁
）

ヴ
ァ
イ
ナ
ー
は
幼
稚
産
業
保
護
に
つ
い
て
は
、
⑪
保
護
産
業
の
選
択
が
窓
意
的
、
非
合
理
的
と
な
る
こ
と
、
②
一
度
保
護
を
み
と
め
る
と
で

た
ら
め
な
保
護
が
行
わ
れ
や
す
い
。
③
保
護
産
業
に
独
立
心
を
失
わ
せ
怠
惰
、
非
能
率
を
容
認
す
る
こ
と
と
な
る
。
側
保
護
が
永
続
化
す
る
。

⑤
保
護
さ
れ
る
産
業
が
終
局
的
に
自
立
で
き
る
か
ど
う
か
の
見
込
に
は
根
拠
が
少
な
い
、
な
ど
の
理
由
を
あ
げ
て
反
対
し
て
い
る
。

（
４
）

村
上

敦
「
均
衡
的
成
長
と
不
均
衡
的
成
長
」
国
民
経
済
雑
誌
第
百
巻
第
二
号
（
昭
和
三
十
四
年
八
月
）

「
均
衡
的
成
長
と
不
均
衡
的
成
長
」
再
論
（
騰
写
版
）
（
国
際
経
済
研
究
シ
リ
ー
ズ
七
六
号
、
一
九
六
○
年
六
月
）

（
５
）
国
．
関
鴎
冒
切
．
閃
８
国
ｏ
目
。
ｄ
の
ぐ
巴
名
目
①
貝
→
ｚ
①
君
尽
〕
鳥
．
ら
＄
．
や
ざ
・

坂
本
二
郎
氏
（
前
掲
書
）
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
サ
イ
ク
ル
に
は
上
限
と
下
限
が
あ
る
が
、
ト
レ
ン
ド
に
は
そ
れ
が
な
い
こ
と
は
重
要
な
こ

と
で
あ
る
。
後
進
国
に
不
利
な
長
期
的
趨
勢
が
累
積
的
に
つ
づ
く
こ
と
は
重
大
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
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第一章 ハーバラーの「調和的発展」理論

し
か
し
な
が
ら
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
一
人
当
り
実
質
所
得
水
準
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
一
国
が
「
開
発
さ
れ
た
」
（
《
ｄ
①
‐

ぐ
堅
名
且
こ
）
国
に
属
す
る
か
、
「
低
開
発
」
（
冒
巨
且
①
ａ
①
ぐ
巴
８
８
息
）
国
に
属
す
る
か
を
決
定
す
る
十
分
な
基
準
で
な
い
こ
と
を
認

め
、
正
確
で
容
認
さ
れ
る
べ
き
定
義
を
与
え
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
と
し
て
い
る
。
単
に
「
開
発
さ
れ
た
国
」
と
「
低
開
発
国
」
の

名
を
列
挙
す
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
々
の
間
の
意
見
の
不
一
致
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
世
界
の
低
開
発
地
域
は
リ
オ
・
グ
ラ
ン
デ

（
閤
○
の
国
目
①
）
の
南
部
の
西
半
球
、
中
米
及
び
南
米
（
一
、
二
の
例
外
は
あ
る
）
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
の
大
部
分
（
日
本
及
び

南
ア
フ
リ
カ
連
邦
を
除
く
）
及
び
そ
の
他
一
、
二
の
国
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
形
式
的
な
定
義
を
設
け
た
り
、
ま
た
「
開
発
」
と

「
低
開
発
」
の
正
確
な
基
準
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
、
困
難
や
論
争
が
生
じ
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
「
開
発
」
や
「
低
開
発
」
に
つ
い
て
、
正
確
な
定
義
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
頭
を
悩
ま
す
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と

（
２
）

し
て
、
現
代
の
数
学
者
に
し
て
哲
学
者
で
あ
る
ヘ
ル
マ
ン
・
ワ
イ
ル
（
国
閂
日
四
口
目
君
の
ど
の
言
葉
を
引
用
し
、
十
分
に
定
義
さ
れ

（刊上）

ハ
ー
パ
ラ
ー
は
、
そ
の
カ
イ
ロ
講
演
「
国
際
貿
易
と
経
済
発
展
」
に
お
い
て
、
国
際
貿
易
が
後
進
国
の
経
済
発
展
に
ど
の
よ
う
な

寄
与
（
積
極
的
も
し
く
は
消
極
的
）
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
問
題
を
、
理
論
的
に
明
か
に
し
て
い
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は

こ
れ
に
依
拠
し
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
ハ
ー
バ
ラ
ー
の
理
論
的
見
解
を
吟
味
し
た
い
と
思
う
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
経
済
発
展
を
定
義
し
て
、
一
人
当
り
実
質
所
得
の
成
長
命
○
急
昏
旦
胃
Ｈ
ｏ
ｇ
詳
騨
Ｈ
①
巴
旨
８
日
の
）
と
考
え
、

国
際
貿
易
に
よ
っ
て
一
人
当
り
の
実
質
所
得
の
成
長
率
が
促
進
さ
れ
る
な
ら
ば
、
国
際
貿
易
は
経
済
発
展
に
積
極
的
に
寄
与
し
た
も

国
際
貿
易
に
よ
っ
て
一
‐

の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ー
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た
概
念
よ
り
も
む
し
ろ
直
観
に
よ
っ
て
正
確
に
問
題
を
と
り
あ
つ
か
う
こ
と
（
例
え
ば
人
を
認
識
す
る
場
合
の
如
き
）
が
、
科
学
の

研
究
で
は
屡
々
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
自
然
科
学
で
も
社
会
科
学
で
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

●

し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
一
人
当
り
の
実
質
国
民
所
得
を
種
々
の
国
々
の
発
展
水
準
の
国
際
的
比
較
基
準
と
し
て
用
い
る

こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
国
民
所
得
の
国
際
比
較
は
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
暖
昧
な
も
の
で
あ
っ
て
人
を
誤
ら
し
め

る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
測
定
の
困
難
を
考
慮
せ
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ろ
い
ろ
の
国
の
一
人
当
り
実
質
所
得
の
有
意
義
な
比
較
可
能

な
方
法
を
発
展
さ
せ
た
と
仮
定
し
て
も
、
根
本
的
な
意
味
に
お
け
る
一
国
の
経
済
発
展
の
水
準
は
、
必
ず
し
も
産
出
高
の
数
字
に
よ

っ
て
正
確
に
は
測
定
出
来
な
い
。
例
え
ば
Ａ
国
で
は
そ
の
国
民
が
高
い
教
育
を
受
け
、
十
分
訓
練
さ
れ
て
お
り
、
信
頼
し
得
る
も
の

で
あ
り
、
近
代
的
な
生
産
手
段
や
生
産
方
法
を
利
用
す
る
の
に
能
率
的
で
あ
る
と
す
る
。
（
こ
れ
が
真
の
意
味
の
発
展
で
あ
る
。
）
一

方
、
Ｂ
国
は
そ
の
意
味
で
は
発
展
し
て
い
な
い
が
Ａ
国
よ
り
も
天
然
資
源
、
鉱
床
、
良
好
な
土
壌
や
気
候
風
土
な
ど
に
お
い
て
Ａ
国

よ
り
も
恵
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
よ
り
開
発
さ
れ
て
い
な
い
Ｂ
国
の
方
が
よ
り
開
発
さ
れ
た
Ａ
国
よ
り
も
高
い
一
人
当
り
所
得
を

得
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
（
例
え
ば
中
東
の
石
油
産
出
国
は
一
人
当
り
所
得
は
高
い
が
先
進
国
と
は
い
え
な
い
。
）

な
る
ほ
ど
十
分
に
訓
練
さ
れ
、
熱
心
に
働
き
、
節
倹
的
な
国
民
は
、
ス
イ
ス
の
例
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
天
然
資
源
の
不
足
を
、

驚
く
べ
き
程
補
う
こ
と
が
出
来
る
が
、
一
般
的
に
い
っ
て
一
国
の
「
発
展
の
真
の
水
準
と
一
人
当
り
産
出
高
と
の
間
に
完
全
な
相
関

々
係
を
期
待
す
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
」
と
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
の
べ
て
い
る
。

次
に
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
、
工
業
化
の
程
度
と
発
展
の
水
準
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
も
大
き
な
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
工
業
化
の

程
度
を
製
造
工
業
（
「
第
二
次
産
業
」
）
に
使
用
さ
れ
て
い
る
労
働
人
口
の
百
分
率
の
大
き
さ
で
見
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
都
市
化

（
３
）

（
日
９
口
旨
い
武
○
目
）
や
「
第
三
次
産
業
」
に
用
い
ら
れ
る
労
働
人
口
の
比
率
の
高
い
こ
と
が
恐
ら
く
本
来
の
工
業
化
（
旨
目
の
菖
巴
旨
四
‐
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第一章 ハーバラーの「調和的発展」理論
武
○
目
甘
名
の
門
）
よ
り
も
、
経
済
発
展
の
よ
り
よ
き
指
標
と
な
る
も
の
と
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
考
え
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
高
度
に
工
業
化
し
た
低
開
発
国
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
低
開
発
国
で
行
き
過
ぎ
た
工

業
化
を
強
行
し
た
と
し
て
も
そ
の
結
果
は
よ
く
な
い
。
例
え
ば
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
ペ
ロ
ン
大
佐
の
政
権
下
に
お
い
て
過
度
の
工
業
化

政
策
を
強
行
し
、
そ
の
繁
栄
し
て
い
る
農
業
に
ひ
ど
い
損
害
を
与
え
た
の
で
、
財
政
的
に
も
経
済
的
に
も
衰
退
の
傾
向
を
辿
っ
た
。

他
方
に
お
い
て
工
業
化
を
そ
の
労
働
力
又
は
人
口
の
大
き
な
百
分
率
が
鉱
工
業
や
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
い
る
も
の
と
解
す
れ
ば
、
そ
の

意
味
で
工
業
化
さ
れ
て
い
な
い
先
進
国
は
現
在
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
或
る
国
は
そ
れ
が
支
配
的
な
農
業
国
で
あ
り
な
が
ら

高
度
の
発
展
を
と
げ
て
い
る
。
’
一
ユ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
や
デ
ン
マ
ー
ク
お
よ
び
豪
州
は
そ
の
例
で
あ
る
。
ま
た
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
や
ア
イ

オ
ワ
州
は
支
配
的
に
農
業
的
な
州
で
あ
る
が
、
何
等
の
後
進
性
も
低
開
発
性
も
な
い
の
で
あ
る
。
高
度
の
識
字
力
、
近
代
的
生
産
方

（４４）

法
の
能
率
的
適
用
、
機
械
や
肥
料
の
高
度
の
投
入
、
そ
し
て
一
人
当
り
高
金
額
の
産
出
高
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
の
「
高
度
に
発
達

し
た
農
業
を
持
た
な
い
先
進
国
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
に
こ
れ
も
ま
た
甚
だ
重
要
な
事
実

で
あ
る
が
、
高
度
の
工
業
国
（
労
働
力
の
大
部
分
が
非
農
業
的
職
業
に
従
事
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
）
が
食
糧
及
び
農
産
原
料
品

の
大
き
な
純
輸
出
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
著
し
い
例
は
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
豪
州
及
び
デ
ン
マ
ー
ク
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
は
重
要
な
政
策
的
含
意
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
屡
々
無
視
さ
れ
る
。
先
進
国
で
は
工
業
の
み
な
ら
ず
農

業
も
低
開
発
国
よ
り
高
度
に
発
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
れ
ば
、
開
発
政
策
は
専
ら
工
業
に
の
み
集
中
す
べ
き
で
は
な
い
と
い

う
警
告
は
、
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
高
度
工
業
国
は
食
糧
や
農
産
原
料
の
能
率
的
な
生
産
者
で
あ

り
、
低
廉
な
輸
出
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
次
の
よ
う
な
不
安
を
拭
い
去
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
工
業
国
が
自
国

の
食
糧
や
農
産
原
料
需
要
の
大
部
分
を
外
国
（
お
そ
ら
く
低
開
発
国
）
に
仰
ぎ
、
自
国
の
高
コ
ス
ト
の
農
業
を
放
棄
し
た
な
ら
ば
、
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他
日
世
界
の
多
く
の
地
方
で
工
業
化
が
進
行
し
た
際
に
、
法
外
な
価
格
で
な
け
れ
ば
食
糧
や
農
産
原
料
を
買
う
こ
と
が
出
来
な
い
だ

（
５
）

ろ
う
と
い
う
不
安
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
不
安
は
ド
イ
ツ
が
急
速
に
工
業
化
を
進
め
て
い
た
十
九
世
紀
の
終
か
ら
二
十
世
紀
の
初

頭
に
か
け
て
ド
イ
ツ
の
経
済
学
者
の
間
に
広
が
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
不
安
は
今
日
で
も
時
々
見
ら
れ
る
。
そ
の
主
張
は
次
の
通

り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
の
後
進
国
は
現
在
の
先
進
国
が
低
開
発
段
階
に
あ
っ
た
当
時
に
比
べ
て
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
っ

て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
今
日
の
後
進
国
は
発
展
（
工
業
化
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
）
を
推
進
す
る
と
き
に
、
現
在
の
先
進
国
が
初
期

の
段
階
で
持
つ
て
い
た
の
と
は
異
っ
て
、
周
囲
に
後
進
国
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
こ
の
後
進
地
域
は
工
業
化
し
つ
つ
あ

、
、

、

る
国
に
原
料
や
食
糧
を
低
廉
に
供
給
し
、
そ
の
工
業
製
品
の
市
場
を
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
。
）
「
現
在
の
先
進
国
に
現
在
の
後
進
国

℃
、

、

に
対
す
る
比
較
優
位
を
与
え
た
の
は
当
時
の
後
進
国
の
植
民
地
的
地
位
で
あ
っ
た
」
と
い
う
意
見
に
対
し
て
は
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
ど

の
程
度
ま
で
植
民
地
支
配
が
植
民
地
の
人
々
を
搾
取
し
、
そ
の
発
展
を
お
く
ら
せ
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
論
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
は
な
い
と
回
答
し
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
植
民
地
支
配
は
或
程
度
ま
で
、
そ
し
て
或
る
場
合
に
は
植
民
地
の
人
々
を
搾
取

し
、
発
展
を
遅
ら
せ
た
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
み
と
め
る
が
、
し
か
し
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
、
専
門
家
で
な
い
こ
と
を
理
由
と
し

て
そ
の
問
題
に
は
深
入
り
せ
ず
、
今
一
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
植
民
地
所
有
国
自
身
の
発
展
が
植
民
地
の
所
有
に
よ
っ
て
ど
の
程

度
ま
で
促
進
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
が
、
決
定
的
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
ず

っ
と
多
く
の
自
信
を
も
っ
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
植
民
地
所
有
は
植
民
地
所
有
国
の
発
展
の
決
定
的
な
要
因
、
或
い
は
重

（冬○）

要
な
要
因
で
さ
え
も
な
か
っ
た
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
何
故
に
植
民
地
所
有
国
が
植
民
地
を
喪
失
し
た
後
に
う
ま
く
や
つ

（
７
）

て
来
た
（
例
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
）
を
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
ま
た
米
国
は
さ
て
お
き
、
ド
イ
ツ
、
ス
エ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
の

よ
う
な
植
民
地
は
も
た
な
か
っ
た
（
或
は
そ
の
植
民
地
が
経
済
的
に
重
要
で
な
か
っ
た
）
国
々
が
、
植
民
地
を
も
っ
て
い
た
国
と
同

句
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第一章 ハーバラーの「調和的発展」理論
様
に
、
或
い
は
そ
れ
よ
り
も
よ
く
発
展
し
た
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

以
上
要
す
る
に
一
人
当
り
の
実
質
所
得
の
成
長
は
、
ど
の
国
が
先
進
国
で
あ
り
、
又
、
後
進
国
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る

（
８
）

基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
よ
り
は
、
国
際
貿
易
か
経
済
発
展
に
対
し
て
行
っ
た
寄
与
に
つ
い
て
の
基
準
と
し
て
、
よ
り
大
き
な

自
信
を
も
っ
て
使
用
し
得
る
と
い
え
よ
う
。
何
故
な
ら
ば
国
際
比
較
が
こ
の
場
合
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
１
）
の
、
国
号
の
匙
の
獄
》
旨
胃
ロ
島
○
口
巴
月
日
３
画
目
閃
８
口
。
且
◎
己
の
ぐ
里
名
目
の
貝
．
ｚ
島
○
口
巳
国
画
鼻
息
両
唱
導
．
国
旨
の
苫
淫
昌
ぐ
閂
の
四
ｑ

○
○
日
画
５
日
Ｏ
Ｎ
画
武
Ｏ
ｐ

Ｆ
①
９
口
割
①
少
の
凹
笥
ｐ

ら
、
Ｐ

（
２
）
国
９
日
四
国
ロ
急
の
己
．
勺
ｇ
ｏ
８
も
ご
＆
旨
い
夢
の
目
昌
ｏ
の
騨
目
ｚ
色
目
且
の
国
の
ロ
８
．
両
国
警
呂
周
昼
。
国
．
勺
『
旨
８
ざ
ロ
ゞ
ｚ
の
ぎ
］
の
易
ｇ
ゞ

己
．
⑳
諺
・
》
ら
ち
．
や
関
口
シ
ン
ガ
ー
も
後
進
国
を
ジ
ラ
フ
に
た
と
え
、
記
述
は
困
難
で
あ
る
が
、
見
れ
ば
わ
か
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

（
毎
日
①
己
８
口
閃
８
口
○
日
旨
閃
①
ぐ
苛
君
ゞ
旨
弓
》
ら
圏
）

（
３
）
教
育
、
娯
楽
、
研
究
、
科
学
、
芸
術
な
ど
を
指
す
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
第
三
次
産
業
は
そ
れ
が
「
自
然
的
に
」
生
じ
る

時
に
の
み
発
展
の
徴
候
で
あ
る
。
議
論
の
筋
道
を
逆
に
し
て
政
府
が
大
部
分
の
国
民
を
人
為
的
な
方
法
で
、
第
三
次
産
業
（
例
え
ば
娯
楽
や
歯

科
医
）
に
就
か
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
発
展
の
水
準
が
自
動
的
に
上
昇
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
示
し
て
い

る
。
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
も
同
様
の
見
解
で
あ
る
。
（
前
掲
書
四
六
頁
）

（
４
）
物
理
的
産
出
高
は
比
較
的
に
土
地
が
や
せ
て
お
り
、
気
候
が
よ
く
な
い
の
で
若
干
の
後
進
国
に
お
け
る
よ
り
は
低
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
価
値
で
表
わ
し
た
産
出
高
は
輸
入
制
限
に
よ
っ
て
農
業
生
産
物
の
価
格
が
高
価
に
保
た
れ
た
な
ら
ば
高
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
５
）
し
か
し
な
が
ら
、
戦
争
の
場
合
の
封
鎖
の
お
そ
れ
や
、
非
反
好
国
の
思
う
ま
ま
に
さ
れ
は
し
な
い
か
と
い
う
お
そ
れ
は
雰
易
に
消
滅
し
な
い
。

（
６
）
植
民
地
が
、
貿
易
、
移
民
、
原
料
供
給
、
な
ど
の
点
で
必
ず
し
も
本
国
に
大
き
な
貢
献
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
統
計
的
な
例
証
に
つ
い
て

は
、
ｇ
ｏ
ぐ
９
Ｑ
騨
鳥
》
目
冨
国
匙
煙
口
８
際
①
鼻
具
閂
日
胃
風
呂
の
目
』
ｚ
の
君
国
ｏ
鳥
．
ら
ぷ
．
に
詳
し
い
数
字
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）
ド
イ
ツ
は
第
一
次
世
界
大
戦
以
前
に
若
干
の
植
民
地
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
い
か
な
る
経
済
学
者
も
そ
れ
が
経
済
的
に
つ
い
て
何
等

の
重
要
性
を
も
っ
た
と
論
じ
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
と
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
考
え
て
い
る
。
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次
に
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
「
国
際
貿
易
が
経
済
発
展
に
過
去
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
貢
献
し
た
か
、
そ
し
て
将
来
も
ど
の
よ
う
な
貢

献
が
可
能
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
題
の
積
極
的
及
び
体
系
的
な
記
述
に
入
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
の
一
般
的
な
結
論
は
「
国
際
貿
易
は
十

九
世
紀
及
び
二
十
世
紀
の
後
進
国
の
発
展
に
著
し
い
寄
与
を
し
て
来
た
し
、
貿
易
が
自
由
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

将
来
も
同
様
に
大
き
な
寄
与
を
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
点
は
ハ
ー
バ
ラ

ー
は
．
○
○
％
の
自
由
貿
易
政
策
が
常
に
最
も
急
速
な
発
展
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
そ
の
措
置
が
適
当
で
あ
れ
ば
自
由
な
貿
易
の
流
れ
に
対
す
る
限
界
的
（
日
目
四
目
巴
）
な
干
渉

は
む
し
ろ
発
展
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
の
結
論
は
「
限
界
的
な
非
本
質
的
な
訂
正
や
背
離
は
あ
っ
て
も
本
質
的
な

自
由
貿
易
は
経
済
発
展
の
見
地
か
ら
見
て
最
善
の
政
策
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Ｏ
た
だ
し
、
自
由
貿
易
よ
り
の
徹
底
的
な
背

離
が
正
当
視
さ
れ
得
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
発
展
に
有
害
な
他

の
政
策
の
不
利
な
影
響
を
補
整
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
例
え
ば
永
続
的
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
或
る
種
の
租

税
政
策
や
国
内
価
格
支
持
政
策
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
な
ど
を
補
整
す
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
由
貿
易
が
最
善
の
政
策
で
あ

っ
て
、
市
場
機
構
に
対
す
る
思
い
き
っ
た
干
渉
は
急
速
な
発
展
に
必
要
で
は
な
い
と
い
う
ハ
ー
バ
ラ
ー
の
主
張
は
、
貿
易
政
策
に
関

し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
分
野
例
え
ば
土
地
改
革
、
教
育
、
強
制
貯
蓄
（
計
画
が
十
分
に
選
択
さ
れ
て
い
る
な
ら

ば
）
な
ど
に
お
け
る
思
い
切
っ
た
方
策
が
、
成
長
を
急
速
化
し
な
い
と
は
い
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

（
８
）
い
う
ま
で
も
な
く
毒
測
定
の
統
計
的
な
問
題
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
が
垂
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
理
論
的
な
基
準
で
あ
る
。

一一
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第一章 ハーバラーの「調和的発展」理論
次
に
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
従
来
ま
で
比
較
的
に
等
閑
視
さ
れ
て
来
た
分
野
で
あ
る
が
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
「
古
典
的
貿
易
理
論
が
経

済
発
展
に
対
し
て
も
つ
意
味
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
国
際
分
業
と
国
際
貿
易
は
、
各
国
を
し
て
自
国
が
よ
り
低
廉
に
生
産
し
得
る
商
品
に
特
化
し
、
こ
れ
を

他
国
が
よ
り
低
い
コ
ス
ト
で
生
産
し
得
る
商
品
と
交
換
に
輸
出
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
」
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
国
際
分
業

と
国
際
貿
易
は
こ
れ
ま
で
「
各
参
加
国
の
経
済
的
福
祉
を
増
進
し
、
そ
の
国
民
所
得
を
増
加
」
し
て
来
た
し
、
現
在
で
も
増
加
さ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
国
際
分
業
と
国
際
貿
易
は
国
民
所
得
の
増
加
や
生
活
水
準
の
向
上
に
役
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま

た
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
経
済
発
展
の
た
め
に
も
役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
産
出
量
が
大
な
れ
ば
大
な
る
程
成

長
率
も
大
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
人
々
が
個
人
的
、
或
い
は
集
団
的
に
貯
蓄
し
、
投
資
し
、
経
済
的
に
発
展
す
る
衝
動
を
も

っ
て
い
る
な
ら
ば
そ
う
で
あ
る
。
産
出
高
の
水
準
が
高
け
れ
ば
高
い
程
、
「
貧
困
の
悪
循
環
」
（
ヌ
ル
ク
セ
）
か
ら
脱
出
し
、
「
自
力
で

躍
進
す
る
成
長
へ
離
陸
」
（
ロ
ス
ト
ウ
）
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
故
に
貿
易
が
所
得
水
準
を
引
き
上
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
経
済
発
展
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
の
論
旨
は
後
進
国
の
み
な
ら
ず
、
商
業
の
先
進
国
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
大
多
数
の
後
進
国
で
は
国
際
貿
易
は
量

的
に
い
っ
て
特
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
。
」

す
な
わ
ち
、
同
じ
よ
う
な
経
済
的
大
さ
の
先
進
国
の
場
合
と
比
較
し
て
、
後
進
国
で

は
所
得
の
よ
り
大
き
な
割
合
が
輸
入
品
に
費
さ
れ
、
産
出
高
の
よ
り
大
き
な
割
合
が
輸
出
さ
れ
る
。
（
他
の
事
情
に
し
て
等
し
い
限

り
、
経
済
的
に
い
っ
て
国
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
そ
の
所
得
又
は
産
出
高
に
対
す
る
貿
易
の
百
分
率
は
小
さ
く
な
る
）
。

多
く
の

後
進
国
は
少
数
の
重
要
商
品
の
輸
出
に
高
度
に
特
化
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
後
進
国
の
輸
出
品
の
高
度
の
集
中
に
は
、
危
険
が
伴
な
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
、
集
中
を
避
け
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て
多
様
化
を
行
な
う
に
は
大
抵
の
場
合
に
お
い
て
「
極
め
て
高
い
代
価
（
犠
牲
）
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

と
考
え
て
い
る
。

高
水
準
の
集
中
化
と
多
様
化
と
を
比
較
し
て
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
「
高
水
準
の
集
中
さ
れ
た
貿
易
は
、
大
多
数
の
場
合
に
お
い
て
低
水
準

の
多
様
化
さ
れ
た
貿
易
よ
り
も
遙
か
に
ず
つ
と
よ
い
」
も
の
で
あ
る
と
し
、
「
ブ
ラ
ジ
ル
に
コ
ー
ヒ
ー
が
な
く
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
や
イ

ラ
ン
や
イ
ラ
ク
に
石
油
が
な
く
、
ガ
ー
ナ
に
コ
コ
ア
が
な
く
、
そ
し
て
エ
ジ
プ
ト
に
綿
花
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
国
々
は
ど
れ
だ

け
今
よ
り
貧
し
い
こ
と
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
て
い
る
。
高
度
の
集
中
が
、
大
き
な
危
険
を
生
じ
る
の
は
深
い
、
長
期
に
わ
た
る
工
業

国
の
一
九
三
○
年
代
の
大
不
況
の
よ
う
な
大
き
さ
を
も
つ
ス
ラ
ン
プ
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
不
況
が
再
び
生
じ
る
機

会
は
実
際
上
無
い
も
の
と
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
見
て
い
る
。

貿
易
が
後
進
国
に
対
し
て
（
及
び
先
進
国
に
対
し
て
も
）
大
き
な
利
益
を
与
え
る
こ
と
は
、
古
典
的
な
比
較
生
産
費
説
に
よ
っ
て

明
か
に
さ
れ
て
い
る
。
貿
易
に
よ
る
利
益
は
比
較
生
産
費
差
が
大
で
あ
る
程
大
き
い
と
い
わ
れ
る
が
、
先
進
国
及
び
後
進
国
に
お
け

る
工
業
生
産
物
と
食
糧
及
び
原
料
の
比
較
生
産
費
差
は
明
か
に
非
常
に
大
き
い
、
（
従
っ
て
貿
易
に
よ
る
利
益
も
大
き
い
ｏ
）
多
く
の

場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
国
も
他
国
か
ら
買
う
商
品
を
生
産
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
利
益
は
「
実
際
上
無
限

大
」
で
あ
る
と
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
見
る
。

し
か
し
な
が
ら
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
、
比
較
生
産
費
説
は
静
態
的
で
あ
っ
て
、
動
態
的
で
な
い
こ
と
を
認
め
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
古
典
貿
易
理
論
は
そ
れ
が
静
態
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
屡
々
批
判
さ
れ
て
来
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
単
に
比
較
生
産
費
の

無
時
間
的
『
断
面
図
』
（
は
ｇ
堅
の
の
い
《
《
自
○
い
の
‐
の
①
ｏ
は
○
口
』
》
乱
①
葛
）
を
示
す
の
み
で
動
態
的
要
素
、
す
な
わ
ち
、
有
機
的
な
成
長
お
よ

び
発
展
の
事
実
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

（
１
）

（
２
）

古
典
貿
易
理
論
の
静
態
的
性
質
の
近
代
的
批
判
者
の
主
な
も
の
と
し
て
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
と
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
と
を
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第一章 ハーバラーの「調和的発展」理論

ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
は
古
典
貿
易
理
論
は
、
⑩
そ
の
前
提
の
不
正
確
な
こ
と
、
②
国
際
貿
易
が
新
資
源
や
生
産
力
の
発
展
に
対
し
て
も

つ
重
大
な
関
係
を
説
明
し
得
な
い
こ
と
、
③
生
産
要
素
の
国
際
移
動
を
考
慮
し
な
い
こ
と
、
側
現
実
の
成
長
し
、
変
化
す
る
世
界
に（
３
）

お
け
る
国
際
経
済
的
相
互
作
用
（
貿
易
、
要
素
移
動
な
ど
）
を
考
慮
し
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
、
そ
の
静
態
的
性
質
を
批
判
し
て
い
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
貿
易
が
後
進
国
に
逆
流
効
果
（
ｇ
烏
尋
凹
呂
畠
①
。
蕨
）
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
を
指
摘
し
、
古
典
貿
易
理
論
の
調

和
的
・
静
態
的
性
格
を
批
判
し
て
い
る
。

（
４
）

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
ま
た
古
典
貿
易
理
論
の
十
九
世
紀
の
批
判
者
と
し
て
リ
ス
ト
を
あ
げ
、
リ
ス
ト
が
近
代
経
済
学
者
と
同
様
の
は
げ

し
さ
で
古
典
理
論
を
「
非
歴
史
的
で
静
態
的
」
で
あ
る
と
批
判
し
た
こ
と
を
述
べ
、
リ
ス
ト
は
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
と
説
が
類
似
し
て
い

る
が
、
リ
ス
ト
の
方
が
政
策
勧
告
で
は
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
よ
り
も
穏
健
で
あ
る
と
見
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
古
典
理
論
に
対
す
る
批
判
に
答
え
て
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
自
己
の
見
解
を
明
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
比
較
生
産
費
説
が
静
態
的
で
あ
る
こ
と
、
大
多
数
の
国
の
経
済
は
変
化
し
、
発
展
し
て
い
る
こ
と
、
理
論
は
そ
の
事
実
を
考
慮
に

入
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
な
る
ほ
ど
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
静
態
理
論
は
そ
れ
が
静
態
的
で
あ
る
か
ら
変
化
し
発
展
す
る
経
済

世
界
に
つ
い
て
何
か
有
用
な
こ
と
を
言
う
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
は
な
い
。
『
比
較
静
態
』
と
い
う
も
の
が
あ

り
、
そ
れ
は
静
態
理
論
に
よ
っ
て
変
化
す
る
状
態
を
と
り
あ
つ
か
う
方
法
で
あ
る
。
」

と
述
べ
、
比
較
静
態
の
方
法
に
よ
っ
て
国
際

分
業
と
長
期
発
展
の
問
題
を
可
成
り
の
程
度
ま
で
解
決
し
得
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
動
態
経
済
の
説
明
に
は
動
態
理
論

が
必
要
で
あ
る
。
古
典
理
論
の
静
態
性
を
批
判
す
る
者
は
批
判
を
す
る
だ
け
で
積
極
的
な
寄
与
を
し
な
か
っ
た
と
み
て
い
る
。

（
５
）

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
動
態
理
論
の
基
本
的
原
理
を
ミ
ン
ト
が
国
際
貿
易
の
「
生
産
力
理
論
」
と
呼
ぶ
も
の
の
中
に
見
出
し
た
。
そ
れ
は

挙
げ
て
い
る
。
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（
６
）

（
７
）

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
や
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
が
、
貿
易
の
間
接
の
効
果
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ミ
ン
ト
の
「
生
産
力
理
論
」
が
比
較
生
産
費
説
と
異
る
点
は
、
ミ
ン
ト
自
身
に
よ
れ
ば
、
国
際
貿
易
の
た
め
の
特
化
の
解
釈
に
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

、
、

も
も

℃
Ｕ

仙
比
較
生
産
費
説
で
は
「
特
化
」
は
単
に
静
態
的
な
生
産
可
能
曲
線
（
そ
れ
は
貿
易
国
の
与
え
ら
れ
た
資
源
と
与
え
ら
れ
た
技

、

術
に
も
と
づ
い
て
構
成
さ
れ
る
）
に
沿
う
動
き
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
と
反
対
に
生
産
力
説
は
国
際
貿
易
を
動
態
的
な
力

と
考
え
、
そ
れ
は
市
場
の
広
さ
と
分
業
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
者
の
技
能
と
熟
練
を
向
上
し
、
技
術
革
新
を
助
長

し
、
技
術
的
不
可
分
性
を
克
服
し
、
一
般
に
貿
易
国
を
し
て
収
益
逓
増
と
経
済
発
展
を
亭
受
せ
し
め
る
。
こ
の
区
別
は
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ

ル
に
よ
っ
て
明
瞭
に
理
解
せ
ら
れ
た
。
ミ
ル
は
比
較
生
産
費
理
論
に
よ
る
利
益
を
直
接
利
益
と
呼
び
、
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
の
い
う
生
産

力
増
加
に
よ
る
利
益
を
間
接
利
益
と
呼
び
、
そ
れ
は
よ
り
高
次
の
利
益
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

ミ
ル
は
更
に
進
ん
で
工
業
発
展
の
初
期
の
段
階
に
あ
る
国
に
こ
の
議
論
を
及
ぼ
し
、
そ
こ
で
は
国
際
貿
易
は
新
し
い
欲
望
を
導
入

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
種
の
「
産
業
革
命
」
を
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
た
。
（
冨
筐
）
埠
旨
ｏ
包
①
の
》
冨
曾
）

②
比
較
生
産
費
理
論
に
お
い
て
資
源
の
再
分
配
と
し
て
考
え
ら
れ
た
「
特
化
」
は
完
全
に
逆
転
可
能
（
円
の
ぐ
①
酋
匡
①
）
な
過
程

で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
的
な
特
化
の
過
程
は
輸
出
需
要
に
適
合
す
る
た
め
に
た
め
に
生
産
構
造
を
適
応
し
、
再
形
成
す

る
こ
と
を
含
ん
で
お
り
、
従
っ
て
逆
転
可
能
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
輸
出
市
場
向
き
に
特
化
し
た
国
は
比
較
生
産
費
理
論
で
考
え

ら
れ
て
い
る
国
よ
り
も
交
易
条
件
の
変
化
に
対
し
て
傷
つ
け
ら
れ
や
す
い
（
ぐ
巳
邑
①
国
匡
の
）
の
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
静
態
的
な
比
較
生
産
費
説
と
半
動
態
的
な
「
生
産
力
」
説
と
を
理
論
的
要
具
と
し
て
、
変
化
と
発
展
の
世
界
を
分

析
し
よ
う
と
す
る
。
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第一章 ハーバラーの「調和的発展」理論
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
先
ず
経
済
発
展
を
形
成
す
る
変
化
を
二
つ
の
タ
イ
プ
に
区
別
す
る
。

そ
れ
は
、
⑪
国
際
貿
易
と
は
独
立
的
に
生
じ
る
変
化
と
、
②
貿
易
政
策
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
変
化
が
こ
れ
で
あ
る
。

ハ
ー
パ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
第
一
の
タ
イ
プ
（
そ
れ
は
自
発
的
《
《
煙
鼻
○
口
○
日
○
目
、
』
．
変
化
と
呼
ば
れ
る
）
に
関
す
る
限
り
、
古
典
的

な
比
較
生
産
費
原
理
を
適
用
し
て
も
差
支
え
が
な
い
。
自
発
的
変
化
と
い
う
の
は
労
働
者
、
農
民
、
技
術
家
、
企
業
家
の
熟
練
、
教

育
及
び
訓
練
の
漸
進
的
な
改
善
、
発
明
や
発
見
か
ら
生
じ
る
改
善
、
資
本
の
蓄
積
か
ら
生
じ
る
改
善
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
変
化
は

（
８
）

西
欧
世
界
に
お
い
て
は
、
大
多
数
が
個
人
や
民
間
団
体
の
創
意
か
ら
生
じ
る
か
、
恐
ら
く
ま
た
政
府
の
意
識
的
政
策
か
ら
も
生
じ
る
。

ハ
ー
パ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
「
自
発
的
変
化
は
徐
々
に
、
あ
る
い
は
波
状
的
に
生
じ
、
従
来
生
産
さ
れ
て
い
た
商
品
の
生
産
高
を
徐
々

に
増
加
す
る
か
、
又
は
以
前
に
生
産
さ
れ
な
か
っ
た
商
品
の
生
産
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
る
。
解
析
的
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
発
展

は
生
産
可
能
曲
線
（
代
置
曲
線
又
は
変
形
曲
線
と
屡
々
呼
ば
れ
る
）
の
外
方
へ
の
シ
フ
ト
と
し
て
画
か
れ
る
。
自
発
的
発
展
（
輸
送

技
術
の
改
善
を
含
め
て
）
が
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
変
化
を
生
じ
る
か
に
よ
っ
て
比
較
生
産
費
の
状
態
、
そ
し
て
貿
易
の
量
と
構
成

と
が
大
な
り
小
な
り
影
響
を
う
け
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
変
化
は
徐
々
に
漸
次
に
し
か
到
来
せ
ず
、
そ
し
て
通
常
は
（
民
間
企
業

や
政
府
の
計
画
者
に
よ
っ
て
）
予
測
的
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
出
来
る
程
、
十
分
詳
細
に
予
知
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、
比
較

生
産
費
の
理
論
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
資
源
配
分
的
な
機
構
が
、
自
動
的
に
且
つ
能
率
的
に
（
自
発
的
発
展
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ

た
）
貿
易
の
数
量
と
構
造
と
を
変
化
し
調
整
せ
し
る
と
い
う
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
」

次
に
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
変
化
の
第
二
の
型
、
す
な
わ
ち
、
貿
易
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
変
化
や
貿
易
政
策
に
よ
っ
て
生
じ
た
変
化
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
貿
易
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
変
化
に
は
有
利
な
変
化
も
不
利
な
変
化
も
あ
る
が
、
不
利
な
変
化

は
リ
ス
ト
か
ら
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
に
至
る
保
護
貿
易
主
義
の
学
者
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
、
多
く
の
注
目
を
集
め
て
い
る
の
に
反
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ハ
ー
バ
ラ
ー
は
貿
易
の
間
接
的
、
動
態
的
利
益
と
し
て
次
の
四
項
目
を
あ
げ
て
い
る
。

第
一
に
貿
易
は
経
済
発
展
に
不
可
欠
の
物
的
手
段
（
資
本
財
、
機
械
、
原
料
及
び
半
成
品
）
を
供
給
す
る
。

第
二
に
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
貿
易
は
技
術
的
知
識
の
普
及
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
伝
達
、
知
識
、
技
能
、
経
営
才
能
、
及
び
企
業
的

（
皿
）

手
腕
の
輸
入
の
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
媒
介
物
（
ぐ
①
冨
巳
①
）
で
あ
る
。

第
三
に
貿
易
は
資
本
の
国
際
移
動
（
特
に
先
進
国
よ
り
後
進
国
へ
）
の
媒
介
物
で
あ
る
。

第
四
に
自
由
貿
易
は
最
善
の
反
独
占
政
策
で
あ
り
、
健
全
な
自
由
競
争
の
維
持
に
対
す
る
最
善
の
保
証
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
四
つ
の
点
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
説
明
を
加
え
、
然
る
後
に
そ
れ
ら
が
如
何
に
比
較
優
位
の
静
態
的
理

論
に
適
合
し
、
且
つ
そ
れ
を
補
足
す
る
か
を
示
そ
う
と
す
る
。

第
一
の
点
は
非
常
に
明
か
で
あ
る
の
で
、
詳
し
く
論
じ
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
後
進
国
は
先
進
国
の
技
術
の
進
歩
か
ら
多
く

し
て
、
有
利
な
変
化
の
方
は
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
当
に
等
閑
視
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
で
は
有
利
な

変
化
と
は
何
で
あ
る
か
、
こ
こ
で
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
貿
易
の
動
態
的
利
益
に
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
国
際
貿
易
が
経
済
発
展
（
特
に

低
開
発
国
の
）
に
与
え
る
貢
献
の
大
小
を
生
産
能
力
一
定
と
い
う
、
通
常
の
仮
定
（
解
析
的
に
い
え
ば
一
定
の
生
産
函
数
又
は
一
定

の
又
は
自
動
的
に
シ
フ
ト
す
る
生
産
可
能
曲
線
）
に
基
い
て
、
一
定
の
年
の
貿
易
か
ら
生
じ
る
静
態
的
利
益
に
よ
っ
て
の
み
評
価
す

る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
大
い
に
貿
易
の
重
要
性
を
低
く
評
価
す
る
こ
と
と
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、
伝
統
的
な
比
較
生
産
費
の
理
論

に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
た
直
接
の
静
態
的
な
利
益
を
こ
え
て
、
貿
易
は
参
加
国
に
非
常
に
重
要
な
間
接
の
利
益
を
与
え
る
。
そ
れ
は
動

（
９
）

態
的
利
益
と
し
て
述
べ
る
こ
と
が
出
来
る
。
」

と
述
べ
、
古
典
学
派
の
学
者
が
「
間
接
の
利
益
」
（
ミ
ル
自
身
の
言
葉
）
を
力
説
し
た

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
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発
展
の
過
程
や
工
業
化
に
お
い
て
は
後
か
ら
来
た
も
の
は
、
開
拓
者
や
先
駆
者
の
失
敗
や
誤
り
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
経
験
や
成
功

か
ら
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
大
き
な
利
益
を
常
に
も
っ
て
い
た
。
一
九
世
紀
に
お
い
て
は
大
陸
欧
州
諸
国
や
米
国
は
、
英
国
の

産
業
革
命
の
技
術
革
新
や
成
功
か
ら
大
き
な
利
益
を
得
た
。
日
本
も
非
常
に
巧
み
な
学
習
者
（
且
の
耳
房
胃
口
①
Ｈ
）
で
あ
っ
た
。
今

日
で
は
後
進
国
は
巨
大
な
、
常
に
増
大
し
て
行
く
技
術
的
知
識
の
貯
蔵
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
抽
き
出
す
こ
と
が
出
来
る
立
場

に
あ
る
。
な
る
ほ
ど
先
進
国
向
き
に
発
達
し
た
方
法
を
単
に
採
り
入
れ
る
だ
け
で
は
可
能
で
は
な
い
こ
と
が
屡
々
あ
る
。
し
か
し
、

「
適
応
（
且
砦
冨
は
○
口
）
は
最
初
の
創
造
（
９
①
凹
威
○
口
）
よ
り
は
遙
か
に
容
易
で
あ
る
」
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
貿
易
は
技
術
的
知
識
の
伝
達
の
唯
一
で
は
な
い
と
し
て
も
、
最
も
重
要
な
媒
介
物
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
が
、
貿

出
来
る
。

後
進
国
に
お
け
る
資
本
財
の
需
要
の
増
加
は
先
進
工
業
国
の
輸
出
貿
易
構
成
の
変
化
に
見
ら
れ
る
。
先
進
工
業
国
の
輸
出
貿
易
構

成
は
、
織
物
類
や
そ
の
他
の
軽
消
費
財
か
ら
各
種
の
資
本
財
の
方
向
に
変
化
し
て
来
た
。
こ
の
変
化
は
長
期
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て

来
た
の
で
あ
っ
て
、
最
近
の
現
象
で
は
な
い
が
、
近
年
に
急
速
に
進
行
し
た
。
こ
の
傾
向
は
将
来
も
継
続
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
物
質
的
な
財
の
輸
入
よ
り
も
さ
ら
に
ず
つ
と
重
要
な
も
の
は
、
お
そ
ら
く
技
術
的
知
識
（
前
島
昌
○
巴
百
○
急
‐
ｇ
言
）
、
技

能
、
経
営
能
力
及
び
企
業
的
手
腕
の
輸
入
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
後
進
国
に
と
っ
て
特
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
進
国
も
ま

た
そ
れ
ら
自
身
の
間
の
貿
易
に
よ
っ
て
促
進
せ
ら
れ
た
異
花
受
精
（
自
○
閉
庁
昌
胃
鼻
旨
目
）
に
よ
っ
て
大
き
な
利
益
を
得
る
。
そ

し
て
進
歩
の
お
く
れ
た
工
業
国
は
、
よ
り
進
歩
し
た
工
業
国
の
す
ぐ
れ
た
技
術
や
経
営
者
の
知
識
な
ど
か
ら
利
益
を
う
け
る
こ
と
が

の
利
益
を
引
き
出
す
が
、

得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
機
械
、
運
搬
設
備
、
車
輌
、
発
電
設
備
、
道
路
建
設
機
械
、
薬
品
、
化
学
品
等
の
輸
入
を
通
じ
て
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ア
イ
デ
ィ
ア

易
の
こ
の
機
能
は
百
年
以
前
に
比
べ
て
、
現
在
で
は
幾
分
そ
の
重
要
性
が
低
下
し
て
い
る
と
見
る
。
何
故
な
ら
ば
考
案
、
技
能
、
知

識
は
十
九
世
紀
に
比
べ
て
今
日
で
は
よ
り
容
易
に
、
よ
り
速
く
、
よ
り
廉
く
伝
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
技
術
や
経
営
の
専
門
家
が
雇
入

れ
ら
れ
る
市
場
は
以
前
よ
り
も
よ
く
組
織
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
野
で
は
物
的
資
本
設
備
の
分
野
と
同
様
に
多
く
の
競
争
が
あ
る
。

一
九
世
紀
の
初
期
に
お
い
て
は
、
英
国
は
産
業
設
備
や
知
識
が
得
ら
れ
る
唯
一
の
中
心
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
輸
出
に
つ
い
て
は
全

ゆ
る
種
類
の
制
限
が
あ
っ
た
。
今
日
で
は
欧
州
、
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
日
本
な
ど
に
い
く
つ
も
の
工
業
中
心
が
出
来
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
貿
易
は
今
な
お
、
知
識
の
最
も
重
要
な
伝
達
の
ベ
ル
ト
（
茸
ゆ
ご
の
ｇ
酎
里
Ｏ
ｐ
ｇ
岸
）
で
あ
る
こ
と

を
認
め
て
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
が
百
年
前
に
い
つ
た
こ
と
は
、
本
質
的
に
は
今
な
お
真
実
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
現
在
の

よ
う
な
人
間
改
良
の
低
い
状
態
に
お
い
て
は
、
人
間
を
自
己
と
異
っ
た
人
間
と
接
触
さ
せ
、
人
間
が
熟
知
し
て
い
る
も
の
と
は
異
っ

た
型
の
思
想
や
行
動
と
接
触
さ
せ
る
価
値
は
、
こ
れ
を
如
何
に
高
く
評
価
し
て
も
高
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
．
‐
…
・
こ
の
よ
う
な
交
通

（
、
）

は
常
に
、
特
に
現
代
に
お
い
て
は
進
歩
の
主
要
な
源
泉
の
一
つ
で
あ
っ
た
」

第
三
の
間
接
の
利
益
は
貿
易
は
資
本
の
伝
達
ベ
ル
ト
と
し
て
役
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
後
進
国
が
海
外
か
ら
得
る
こ
と
が
出
来
る
資

本
の
量
は
、
ま
ず
先
進
国
の
貸
出
能
力
と
意
志
や
借
入
国
の
国
内
政
策
の
如
何
に
よ
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
他
の
事
情
に
し
て
等

し
い
限
り
、
貿
易
量
が
大
な
れ
ば
大
な
る
だ
け
、
利
用
可
能
と
な
る
と
予
期
さ
れ
得
る
外
国
資
本
の
量
は
大
と
な
る
の
は
理
の
当
然

で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
貿
易
の
量
が
大
で
あ
れ
ば
利
子
の
支
払
や
元
本
の
返
済
は
、
貿
易
量
が
小
で
あ
る
場
合
に
比
し
て
よ
り
容
易

に
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
も
し
も
利
子
の
支
払
や
元
本
の
返
済
の
見
通
し
が
よ
く
な
い
な
ら
ば
、
巨
額
の
資
本
移
動
を
期

待
す
る
の
は
明
か
に
現
実
的
で
な
い
。
利
子
の
支
払
や
元
本
の
償
還
の
難
易
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
外
国
資
本
を
輸
出
産
業
に
導

入
す
る
方
が
、
国
内
産
業
（
そ
れ
は
国
際
収
支
を
直
接
的
に
改
善
し
な
い
）
に
導
入
す
る
よ
り
も
容
易
で
あ
る
。
輸
出
産
業
は
再
ト
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第
四
の
貿
易
の
間
接
の
利
益
は
健
全
な
競
争
を
助
長
し
て
非
能
率
的
な
独
占
を
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
ア
メ
リ
カ
の
経
済
が
大
多
数
の
他
国
の
経
済
よ
り
も
よ
り
競
争
的
で
、
よ
り
能
率
的
で
あ
る
理
由
と
し
て
は
ア
メ

リ
カ
の
反
独
占
政
策
よ
り
も
、
そ
の
大
き
な
国
内
自
由
貿
易
地
域
に
こ
れ
を
も
と
め
て
い
る
。

自
由
競
争
の
重
要
性
は
欧
州
共
同
市
場
の
主
要
な
経
済
的
利
益
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
自
由
競
争
か
ら
生
じ
る
と
専
門
家

が
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

後
進
国
に
と
っ
て
も
競
争
に
よ
る
刺
戟
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
幼
稚
産
業
保
護
の
論
拠
よ
り
新
し
い
産
業
が
最
初
に
導
入
さ

れ
る
と
き
は
国
の
大
き
さ
、
産
業
の
タ
イ
プ
の
如
何
に
よ
っ
て
独
占
的
状
態
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
は
不
当
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
産
業
が
根
を
下
し
、
輸
入
制
限
の
支
柱
な
し
に
そ
の
地
歩
を
保
つ
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
後
で
さ
え
も
非
能
率
的
、
搾
取

ラ
ン
フ
ァ
ー
問
題
（
Ｈ
①
吋
四
己
氏
閂
）
の
自
動
的
解
決
力
（
冒
罠
‐
旨
い
ｏ
旨
は
○
口
）
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
外
国
資
本
が
輸

出
産
業
を
選
好
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
こ
れ
を
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
他
の

タ
イ
プ
の
投
資
（
例
え
ば
公
共
事
業
、
鉄
道
、
製
造
工
業
な
ど
へ
の
投
資
）
は
屡
々
よ
り
生
産
的
で
あ
り
、
経
済
発
展
に
輸
出
産
業

よ
り
大
き
な
間
接
的
の
寄
与
（
土
着
民
の
職
員
の
訓
練
な
ど
）
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
に
反
し
、
輸
出
産
業
は
時
と
し
て
外
国
の

飛
領
地
（
①
ロ
。
置
く
①
）
を
後
進
国
の
国
内
に
つ
く
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
国
民
所
得
及
び
経
済
発
展
に
対
す
る
非
輸
出
産
業

の
直
接
又
は
間
接
の
貢
献
が
、
輸
出
産
業
の
そ
れ
よ
り
は
大
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
際
収
支
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
許
せ
ば
非
輸
出
産
業
が

選
好
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
多
数
の
後
進
国
で
は
イ
ン
フ
レ
的
貨
幣
政
策
が
と
ら
れ
、
為
替
管
理
の
慣
行
が
あ
る
か
ら
、

外
国
資
本
が
輸
出
産
業
を
選
好
す
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
外
国
資
本
が
輸
出
産
業
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
は
全
然
外
国
資
本

の
来
な
い
よ
り
は
よ
い
。
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的
な
独
占
が
恒
久
的
に
存
続
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
如
何
に
し
て
防
止
す
る
か
と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
の
一
般
的
な
結
論
は
「
国
際
貿
易
は
一
定
の
（
或
い
は
自
発
的
に
変
化
す
る
）
生
産
函
数
の
下
に
行
わ
れ
る
分
業
か

ら
生
じ
る
静
態
的
な
利
益
に
加
え
て
、
上
述
の
四
つ
の
方
法
で
後
進
国
の
生
産
能
力
の
発
展
に
力
強
い
寄
与
を
す
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ハ
ー
パ
ラ
ー
は
こ
れ
を
解
析
的
に
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
的
貿
易
理
論
の
枠
内
に
お
い
て
は
貿

易
は
徐
々
に
既
存
の
生
産
函
数
を
変
化
す
る
。
換
言
す
れ
ば
以
前
に
存
在
し
た
比
較
生
産
費
の
状
態
に
従
っ
て
、
生
産
可
能
曲
線
に

沿
っ
て
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
可
能
曲
線
が
押
し
上
げ
ら
れ
、
ま
た
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
１
）
］
・
国
．
君
筐
冨
日
切
》
目
胃
目
胃
ｏ
ｑ
ｏ
国
貝
の
目
昌
ｏ
国
匙
目
国
号
吋
の
８
冒
吻
己
関
８
．
両
８
口
。
且
。
］
ｏ
ｐ
ｇ
巴
ゞ
ち
ぢ
，

（
閃
の
も
凰
貝
①
Ｑ
旨
昏
①
閃
の
四
島
国
甥
旨
倖
匿
①
門
彦
①
日
］
具
月
日
９
口
秒
は
○
国
昌
目
目
Ｑ
の
．
）

（
２
）
①
．
冨
冑
§
］
》
己
①
ぐ
巴
名
目
①
貝
騨
国
Ｑ
ｄ
ｐ
号
ａ
①
ぐ
巴
名
目
①
鼻
．
ｚ
②
武
○
巨
巴
国
秒
冒
弄
９
両
鱈
胃
．
○
四
時
○
ｓ
獣
．

ｌ
》
両
８
口
。
目
。
目
胃
ｏ
ｑ
四
目
ご
目
の
『
‐
号
く
巴
○
肩
口
閃
の
四
。
口
の
．
闇
。
且
○
国
》
ら
罰

（
３
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
の
主
張
の
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
古
典
的
貿
易
理
論
の
前
提
は
理
論
の
健
全
性
、
或
い
は
少
な
く
と
も
理
論
が
世
界
貿
易
に
有
用
に
適
用
さ
れ
る
範
囲
に
つ
い
て
、
重
大
な

疑
問
を
提
起
す
る
に
足
る
程
不
正
確
で
あ
る
。

二
、
国
際
貿
易
が
新
資
源
や
生
産
力
の
発
展
に
対
し
て
も
つ
関
係
の
方
が
、
古
典
経
済
学
者
が
既
に
存
在
し
、
且
つ
使
用
さ
れ
て
い
る
生
産
要

素
の
量
が
一
定
で
あ
る
と
仮
定
し
て
行
う
断
面
的
な
価
値
分
析
（
貝
８
ｍ
‐
い
の
昌
○
口
ぐ
巴
巨
①
秒
目
抄
ご
里
切
）
よ
り
も
諸
国
民
諸
所
得
、
諸
価
格
及

び
福
祉
の
現
状
の
説
明
に
つ
い
て
よ
り
意
義
が
深
い
も
の
で
あ
る
。

三
、
生
産
要
素
の
国
際
移
動
は
価
格
、
所
得
、
諸
国
民
の
地
位
の
比
較
に
関
し
て
、
少
な
く
と
も
商
品
貿
易
に
等
し
い
意
義
を
も
つ
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
生
産
要
素
の
移
動
の
研
究
は
、
そ
れ
ら
の
移
動
を
出
来
る
限
り
考
慮
の
外
に
お
き
、
そ
の
結
論
を
厳
格
に
論
理
的
に
支
持
す
る
た

め
に
、
生
産
要
素
の
移
動
を
全
然
考
慮
し
な
い
理
論
に
お
い
て
は
最
少
限
度
に
留
め
ら
れ
る
。
今
日
に
お
い
て
も
国
際
貿
易
理
論
の
大
多
数
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（
尾
）
）
用

〕
匡
冒
Ｐ

の
取
扱
に
お
い
て
、
資
本
移
動
は
国
際
収
支
均
衡
化
を
主
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
、
貿
易
調
整
機
構
と
関
連
し
た
資
本
の
通
貨
機
能
（
「
購
買
力
」

又
は
「
金
移
動
の
代
用
」
）
に
限
ら
れ
、
生
産
力
の
移
転
と
し
て
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
労
働
の
国
際
移
動
は
殆
ど
全
く
論
じ
ら
れ
な
い
。

四
、
国
際
間
の
商
品
貿
易
、
輸
送
費
、
生
産
要
素
の
移
動
性
（
対
外
的
及
び
対
内
的
）
は
絶
え
ず
相
互
に
反
作
用
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

現
実
の
成
長
し
、
変
化
す
る
世
界
に
お
け
る
相
互
作
用
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
経
済
的
接
触
の
原
因
や
結
果
、
市
場
機
構
及
び

生
産
機
構
、
価
格
及
び
価
格
過
程
、
所
得
及
び
一
般
的
福
祉
、
及
び
最
後
に
国
際
的
な
商
業
、
金
融
及
び
労
働
政
策
の
賢
明
で
あ
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
明
か
に
し
た
い
と
望
む
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
両
．
目
鼻
ゞ
己
“
⑫
ロ
秒
は
○
口
巴
⑦
の
蔚
蔚
目
号
吋
も
○
匡
厨
の
胃
目
○
丙
○
口
○
日
耐
→
屍
占
，

（
５
）

国
．
旨
武
具
、
目
胃
Ｑ
尉
望
ｏ
己
同
胃
。
ｑ
具
冒
蔚
目
呉
さ
口
巴
目
国
号
騨
且
昏
の
ご
ロ
号
Ｈ
‐
号
ぐ
巴
８
８
の
○
口
貝
凰
①
叩
々
両
８
口
○
ｇ
旨
］
○
口
目
巴
．

ミ
ン
ト
は
動
態
的
な
生
産
力
説
と
区
別
し
て
「
余
剰
の
は
け
口
」
（
ぐ
の
昌
甘
同
呂
愚
旨
、
）
説
を
た
て
る
。
「
余
剰
の
は
け
口
」
と
い
う
語
は

ミ
ル
の
言
葉
で
あ
る
が
、
市
場
の
拡
大
と
分
業
の
増
大
に
よ
る
外
国
貿
易
の
拡
大
は
経
済
成
長
を
促
進
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
比
較
生

産
費
説
は
一
国
が
貿
易
に
入
る
以
前
に
、
労
働
及
び
資
源
の
完
全
雇
用
状
態
を
仮
定
す
る
が
、
「
余
剰
の
は
け
口
」
説
は
も
つ
と
現
実
的
で
あ
っ

て
、
貿
易
に
入
ろ
う
と
す
る
孤
立
し
た
国
は
余
剰
の
生
産
力
を
有
し
て
い
る
も
の
と
仮
定
す
る
。
従
っ
て
、
輸
出
は
国
内
生
産
を
減
少
す
る
こ

と
な
し
に
上
昇
し
得
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
比
較
生
産
費
説
は
、
生
産
要
素
の
高
度
の
国
内
移
動
性
と
商
品
に
対
す
る
需
要
の
高
度
の
弾
力
性
を
仮
定
す
る
の
に
対
し
て
、
「
余
剰

の
は
け
口
」
説
は
よ
り
現
実
的
に
、
輸
出
品
に
対
す
る
国
内
需
要
の
非
弾
力
性
と
資
源
の
可
成
り
の
程
度
の
国
内
移
動
性
と
、
資
源
の
特
殊
性

（
名
①
の
鄙
６
国
の
閉
）
を
仮
定
し
て
い
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
「
余
剰
の
は
け
口
」
説
は
、
比
較
生
産
費
説
と
区
別
さ
る
べ
き
確
固
た
る
理
由
は
な
く
、
比
較
生
産
費
差
の
極
端
な

場
合
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
一
国
は
そ
れ
が
使
用
し
な
い
も
の
を
輸
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
何
等
の
特
別
の
理
論
を
必

要
と
し
な
い
。
勿
論
、
ミ
ン
ト
は
こ
の
極
端
な
情
勢
が
存
在
す
れ
ば
（
近
代
的
用
語
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
輸
出
産
業
の
擬
装
失
業
と
述
べ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
が
）
そ
れ
は
貿
易
を
二
重
に
生
産
的
と
し
、
ま
た
望
ま
し
い
も
の
と
見
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
点
で
は
正
し
い
と
し
て
い
る
。

］
。
い
い
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に
適
さ
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

（
、
）
ル
イ
ス
も
貿
易
が
成
長
を
刺
戟
す

る
こ
と
を
述
べ
、
貿
易
は
特
化
を
刺
戟

す
る
ほ
か
に
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
、
新

し
い
消
費
の
型
、
新
し
い
技
術
、
社
会

関
係
に
関
す
る
新
し
い
考
え
方
を
持
込

む
と
い
っ
て
い
る
。
（
君
．
Ｐ
．
Ｆ
の
畠
の
→

司
彦
ｇ
ｑ

呉
両
８
口
○
日
旨

。
ｇ
君
昏
ゞ

Ｆ
○
口
Ｑ
○
国
ゞ
ら
い
い
や
『
Ｐ
）

（
ｕ
）
］
・
の
．
冨
三
．
㈲
凰
冒
凰
亘
の
め

具

も
○
屋
丘
⑥
巴
閃
８
口
○
日
田
ゞ
扁
盆
》
も
．
切
雷

（
皿
）
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
こ
れ
ら
の
「
間
接

的
」
「
動
態
的
」
貿
易
利
益
を
、
貿
易

に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
曲
線
に
沿
う
運

動
に
よ
っ
て
生
じ
た
生
産
可
能
曲
線
の

外
方
へ
の
シ
フ
ト
（
東
北
の
方
向
）
と

（
６
）
臣
四
日
の
目
昏
．
言
の
巴
昏
＆
望
農
○
局
．
ぐ
巳
皀
・
ｓ
ｐ
ｐ
四
目
ａ
も
．
占
い

（
７
）
］
．
切
冨
筐
》
勺
Ｈ
旨
自
己
①
の
具
勺
昌
旨
ｏ
巳
同
８
国
○
日
崇
津
の
匡
畠
＆
・
や
い
蟹
．

（
８
）
こ
こ
で
い
う
政
策
は
国
際
貿
易
に
関
す
る
も
の
例
え
ば
輸
入
制
限
の
賦
課
な
ど
を
意
味
し
な
い
。
貿
易
政
策
か
ら
生
じ
る
変
化
は
貿
易
に

よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
自
然
的
変
化
で
は
な
い
。

（
９
）
新
古
典
理
論
で
は
間
接
の
利
益
は
幾
分
等
閑
視
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
要
因
は
正
確
な
数
学
的
取
扱
い

Y

ベ ヘ

畳

冬

、
Ｉ

Ｂ
Ｂ

ｂ

、 P
、●

P 、 、
、
、
、
、
、

、

、
、
、

党

A
X

oI Aa

第 1．1 図

Y

ｆ
ｑ
Ａ

１
▲

Ｂ
Ｂ

ｂ

、
、

、
l

Ai
X

O, a l A1

第 1．2 図
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考
え
て
い
る
。
こ
の
点
を
詳
説
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

い
ま
一
国
に
お
い
て
そ
の
全
生
産
資
源
を
投
じ
て
生
産
を
行
え
ば
ｘ
財
を
Ａ
量
、
Ｙ
財
を
Ｂ
量
生
産
し
得
る
も
の
と
す
れ
ば
、
生
産
可
能
曲

線
は
不
変
生
産
費
の
場
合
は
直
線
Ｂ
Ａ
で
あ
ら
わ
さ
れ
（
第
一
・
一
図
）
、
逓
増
生
産
費
の
場
合
に
は
原
点
Ｏ
に
対
し
て
凹
な
る
曲
線
日
当
で
あ

Y

B2、
、
、

、戸

B2 ，、

L

b2

ヘ
９
２

『
Ｍ

～
、

～、M2 ~
、

X
O a2 B2 B&

第 1．3 図

Y

’
L;ｒ

○
Ｊ

。
且

・且
ｑＡ

Ｂ
Ｂ

ｂ
．

MI
X

－

0 al C] Ai Ah

第 1.4 図
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上
述
の
ハ
ー
パ
ラ
の
結
論
は
、
全
て
の
人
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
賛
成
さ
れ
る
と
は
ハ
ー
バ
ラ
自
身
も
思
っ
て
い
な
い
。
事
実
上
、

有
力
な
専
門
家
（
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
人
や
公
的
な
立
場
に
あ
る
人
、
な
ら
び
に
国
連
の
或
る
部
門
の
人
々
）
は
、
ハ
ー
バ
ラ
の
説
に

正
に
反
対
の
こ
と
を
主
張
し
て
来
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
反
対
の
見
解
を
考
察
し
、
証
拠
と
議
論
を
注
意
深
く
考
慮
し
た
後
、

若
干
の
ネ
グ
リ
ジ
ブ
ル
な
制
限
や
保
留
を
付
し
て
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
自
己
の
結
論
を
問
執
す
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
前
述
の
よ
う
に
経
済
発
展
、
特
に
後
進
国
の
そ
れ
を
刺
戟
す
る
要
因
と
し
て
、
国
際
貿
易
を
讃
美
し
て
い
る
が
、

一
方
、
貿
易
の
こ
の
機
能
に
も
限
度
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
に
大
量
の
貿
易
も
種
々
の
国
の
間
、
地
域

の
間
の
完
全
な
、
或
い
は
殆
ど
完
全
な
実
質
貨
銀
の
均
等
化
、
或
い
は
よ
り
一
般
的
に
い
え
ば
一
人
当
り
実
質
所
得
の
均
等
化
を
生

ぜ
し
め
る
こ
と
は
期
待
出
来
な
い
し
、
貿
易
は
全
て
の
場
合
に
お
い
て
必
ず
し
も
既
存
の
国
際
的
不
均
等
を
是
正
す
る
も
の
と
は
限

ら
わ
さ
れ
（
第
一
・
二
図
）
、
逓
減
生
産
費
の
場
合
に
は
原
点
Ｏ
に
対
し
て
凸
な
る
曲
線
旦
坐
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
（
第
一
・
三
図
）
こ
と
は
周
知

の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
⑦
、
国
四
牙
号
Ｈ
、
目
胃
ｏ
ｑ
ｇ
目
前
目
画
威
ｏ
自
己
犀
且
の
．
Ｆ
ｏ
目
○
口
．
ら
ぷ
．
や
ご
ｅ

い
ま
資
源
の
生
産
性
が
向
上
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
生
産
可
能
曲
線
は
そ
れ
ぞ
れ
外
方
へ
シ
フ
ト
す
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ａ
は
Ｂ
配
へ
、
日
射

〃
／

は
日
斡
へ
、
旦
錘
は
珂
蝿
へ
シ
フ
ト
す
る
。
価
格
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、
い
ま
生
産
の
均
衡
点
を
そ
れ
ぞ
れ
Ｐ
、
Ｂ
と
巳
す
れ
ば
、
生
産
性
向

上
の
結
果
そ
れ
ら
は
Ｐ
、
Ｂ
、
必
へ
移
行
す
る
。
（
第
一
・
一
’
一
・
三
図
）

次
に
貿
易
が
開
か
れ
て
生
産
転
換
が
行
わ
れ
る
と
Ｐ
、
Ｂ
、
巳
点
は
そ
れ
ぞ
れ
生
産
可
能
曲
線
上
を
動
く
。
最
も
普
通
と
考
え
ら
れ
る
生
産

″
〃

費
逓
増
の
場
合
を
と
っ
て
見
る
と
Ｂ
点
は
Ｑ
点
へ
動
い
て
国
際
価
格
山
ｌ
恥
と
な
る
の
が
静
態
的
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
動
態
的
の
場
合

Ｊ

に
は
Ｑ
は
そ
の
東
北
の
Ｑ
へ
移
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
生
産
量
も
貿
易
量
も
増
大
す
る
こ
と
と
な
る
。
（
第
一
・
四
図
）

’一一
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ハ
ー
バ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
「
古
典
的
又
は
新
古
典
的
理
論
は
、
自
由
貿
易
は
実
質
所
得
の
国
際
的
均
等
化
を
生
じ
る
と
い
う
こ
と
を

、
、

教
え
る
も
の
で
は
な
い
。
古
典
理
論
の
教
え
る
も
の
は
、
貿
易
が
あ
る
場
合
に
は
貿
易
の
な
い
場
合
に
比
べ
て
各
人
は
そ
の
状
態
が

よ
く
な
り
ｅ
①
ヰ
①
Ｈ
Ｏ
Ｓ
、
各
国
は
自
由
貿
易
に
よ
っ
て
最
上
の
給
付
を
う
け
る

ｅ
①
黒
の
①
ｇ
①
ｅ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ

し
、
自
由
貿
易
が
最
上
の
貿
易
政
策
で
あ
る
と
い
う
原
則
に
対
し
て
若
干
の
例
外
は
あ
り
、
そ
し
て
後
進
国
に
お
い
て
は
先
進
工
業

国
に
お
け
る
よ
り
も
例
外
は
多
数
で
あ
り
、
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
認
め
て
い
る
。

（
１
）

自
由
貿
易
下
に
お
け
る
要
素
価
格
の
国
際
的
均
等
化
の
問
題
に
つ
い
て
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
な
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
「
或
る
仮
定
の
下
に
お
い
て
は
自
由
な
商
品
貿
易
が
、
労
働
の
自
由
な
国
際
移
動
や
生
産
要
素
一
般
の
自
由
移
動
の
完
全
な

代
替
物
で
あ
り
、
貿
易
国
間
の
要
素
価
格
の
完
全
な
均
等
化
に
至
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
を
、
証
明
出
来
た
と
考
え
て
い
る
人
が
あ

る
。
そ
の
幸
福
な
結
果
に
対
し
て
必
要
な
仮
定
は
、
最
初
に
考
え
ら
れ
た
よ
り
は
は
る
か
に
ず
っ
と
制
限
的
で
あ
り
、
非
現
実
的
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
要
素
価
格
の
均
等
化
は
事
実
上
殆
ど
考
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
「
要
素

価
格
均
等
化
理
論
は
古
典
的
貿
易
理
論
の
一
つ
と
し
て
宣
言
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
」
の
で
あ
っ
て
、
「
古
典
理
論
が
真
に
教
え
る
も

の
は
貿
易
は
富
国
、
貧
国
全
て
の
国
に
利
益
を
与
え
る
が
、
し
か
し
、
貿
易
だ
け
で
は
必
ず
し
も
国
際
間
の
不
均
等
を
除
去
し
、
或

い
は
不
均
等
を
減
少
し
さ
え
も
す
る
と
は
限
ら
な
い
ｏ
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
第
四
章
第
五
節
参
照
）

そ
の
理
由
を
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
静
態
的
社
会
に
住
ん
で
い
る
な
ら
ば
、
貿
易
は
所
得
を
完

全
に
均
等
化
し
な
い
と
し
て
も
、
均
等
化
さ
せ
る
傾
向
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
動
態
的
に
発
展
す
る
世
界
は
貿
易
と

関
連
す
る
影
響
よ
り
も
多
く
の
他
の
影
響
を
う
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
多
量
の
無
制
限
貿
易
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
歴
史
的
に
国

ら
な
い
と
し
て
い
る
。
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際
的
不
均
等
が
小
さ
く
な
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
世
界
で
は
後
進
国
に
と
っ
て
貿
易
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
命

題
か
ら
、
国
際
的
不
均
等
は
貿
易
な
き
（
又
は
少
量
の
）
場
合
よ
り
は
、
貿
易
の
あ
る
（
大
量
に
）
場
合
の
方
が
よ
り
小
さ
い
と
い

う
こ
と
は
導
き
出
さ
れ
な
い
。
」

℃
、

、
、

そ
れ
で
は
「
何
故
に
国
際
的
不
均
等
が
、
貧
国
に
対
し
て
貿
易
が
与
え
る
特
別
の
利
益
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
増
大
す
る
か
も
し
れ

、
、

、
、

、
、

、
、

な
い
（
増
大
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
は
い
え
ぬ
）
」
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
二
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。

第
一
は
人
口
圧
力
は
多
く
の
後
進
国
で
は
多
く
の
先
進
国
よ
り
も
強
い
。
そ
し
て
貿
易
が
最
初
に
よ
り
高
い
生
活
水
準
、
よ
り
よ

い
健
康
状
態
、
改
善
さ
れ
た
衛
生
と
低
い
死
亡
率
に
導
く
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
口
圧
力
は
ま
す
ま
す
強
く
な
り
さ
え
す
る
。

後
進
国
に
生
じ
る
貿
易
の
相
対
的
に
大
き
な
利
益
が
、
こ
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
充
分
に
克
服
す
る
に
足
る
程
の
も
の
で
な
い
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
可
能
で
あ
る
。

第
二
に
先
進
国
も
静
止
し
て
い
な
い
。
先
進
国
も
ま
た
発
展
し
、
そ
の
う
ち
に
は
後
進
国
よ
り
速
く
成
長
す
る
も
の
さ
え
あ
る
。

貿
易
は
後
進
国
に
対
し
て
よ
り
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
す
と
し
て
も
、
先
進
国
は
所
得
水
準
の
み
な
ら
ず
所
得
の
成
長
率
に
つ
い
て

も
後
進
国
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
、
後
進
国
が
追
付
く
こ
と
は
難
し
い
。

後
進
国
が
先
進
国
に
追
い
つ
く
機
会
に
関
し
て
は
、
古
い
古
典
学
派
の
学
者
達
は
余
り
に
も
楽
観
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
理
由
と

し
て
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
収
穫
逓
減
の
法
則
の
作
用
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
等
は
収
穫
逓
減
と
い
う
冷
酷
な
法
則
に
よ
っ
て
経

済
発
展
の
水
準
に
は
、
ど
の
国
も
（
先
進
国
と
い
え
ど
も
）
そ
れ
を
貫
き
得
な
い
上
限
が
あ
る
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

今
日
で
は
科
学
及
び
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
収
穫
逓
減
法
則
の
陰
欝
な
結
果
を
無
限
に
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
将
来
長
い
期
間

に
わ
た
っ
て
免
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
は
、
多
く
の
経
済
学
者
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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第一章 ハーバラーの「調和的発展」理論

こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
的
自
由
貿
易
は
貧
国
を
ま
す
貧
し
く
し
、
富
国
を
ま
す
ま
す
富
ま
し
め
る
の
で
あ
る
。

℃

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
こ
の
理
論
を
新
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
の
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
は
資
本
主
義
制
度
の
支
持
者
で
は
な
か
っ
た
と
し

（
１
）

て
も
、
資
本
主
義
を
公
平
に
扱
っ
た
が
、
彼
の
後
継
者
は
そ
う
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
マ
ル
ク
ス
が
資
本
主
義
が
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
力
に
つ
い
て
、
高
い
見
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
、
マ
ル

ク
ス
が
「
共
産
党
宣
言
」
に
お
い
て
、
資
本
主
義
が
ど
の
よ
う
に
し
て
後
進
国
を
工
業
化
し
、
そ
の
生
産
力
を
増
大
し
た
か
を
記
述

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
勿
論
、
マ
ル
ク
ス
は
資
本
主
義
は
後
進
国
の
人
民
大
衆
の
福
祉
を
向
上
さ
せ
る
目
的
で
、
生
産

を
向
上
さ
せ
た
と
は
教
え
て
い
な
い
し
、
植
民
地
主
義
に
は
反
対
で
あ
っ
た
が
、
国
際
貿
易
や
国
際
資
本
移
動
が
も
つ
、
間
接
的
、

動
態
的
効
果
に
つ
い
て
は
よ
く
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
理
論
の
搾
取
的
部
面
す
な
わ
ち
、
貿
易
の
利
益

は
不
均
等
に
分
配
さ
れ
る
の
で
貧
国
は
損
失
を
被
る
と
い
う
部
面
は
、
新
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
よ
っ
て
受
け
つ
が
れ
た
の
で
あ
る
。

古
典
理
論
に
よ
れ
ば
全
て
の
参
加
国
（
先
進
国
た
る
と
後
進
国
た
る
と
を
問
わ
ず
）
が
、
外
国
貿
易
か
ら
利
益
を
享
受
す
る
と
い

う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
反
対
に
外
国
貿
易
は
先
進
国
に
有
利
に
、
後
進
国
に
不
利
な
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
と
説
く
理
論
が
あ
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
そ
の
よ
う
な
理
論
を
、
仙
新
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
と
、
②
近
代
理
論
と
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
。

一
新
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論

こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
資
本

（
１
）

例
え
ば
、
勺
．
戸
．
蟹
日
匡
①
房
○
口
》
旨
蔚
日
騨
昏
○
口
巳
鄙
篇
且
の
沙
且
夢
①
両
Ｐ
巨
農
圖
匡
○
口
９
吋
ゅ
鼻
○
吋
勺
昌
８
晩
．
閃
８
口
○
口
旨
き
日
自
己
．
］
ロ
ロ
①

ら
ぉ
．
お
よ
び

冒
蔚
Ｈ
ｐ
ｐ
は
○
昌
巳
蜀
四
鼻
○
門
勺
昌
８
両
四
巨
巴
旨
凹
は
○
口
．
Ｏ
ｐ
８
シ
盟
旨
《
閃
８
口
○
日
旨
］
○
口
【
ロ
巴
．
冒
画
①
ら
ち
．

四

33



マ
ル
ク
ス
の
窮
乏
化
理
論
宮
の
旦
の
且
口
品
営
の
◎
鳥
）
ｌ
そ
れ
は
資
本
主
義
の
下
で
は
、
各
国
の
労
働
者
階
級
は
ま
す
ま
す

（
２
）

貧
困
化
す
る
と
説
く
も
の
で
あ
る
が
ｌ
は
国
際
経
済
の
面
に
残
存
し
、
今
日
の
非
マ
ル
ク
ス
主
義
学
者
に
よ
っ
て
近
代
的
な
形
で

提
起
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
見
て
い
る
。

提
起
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、

二
近
代
的

理
論

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
貿
易
は
概
し
て
よ
り
豊
か
な
、
進
歩
的
地
域
（
及
び
国
）
に
有
利
な
、
そ
し
て
、
他
の
地
域
に
不
利

な
基
本
的
偏
向
を
も
っ
て
作
用
す
る
。
そ
し
て
自
然
に
放
任
す
れ
ば
自
由
な
貿
易
は
後
進
地
域
の
停
滞
を
恒
久
化
す
る
傾
向
さ
え
あ

（
３
）

る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。

第
一
は
統
制
さ
れ
な
い
貿
易
は
長
期
的
に
は
交
易
条
件
を
第
一
次
生
産
者
に
不
利
な
ら
し
め
、
彼
等
に
過
度
の
循
環
的
不
安
定
性

（
４
）

を
与
え
る
傾
向
が
あ
る
と
い
い
た
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
（
交
易
条
件
長
期
不
利
化
説
）

第
二
は
貿
易
は
擬
装
失
業
を
生
ぜ
し
め
、
或
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
を
永
続
せ
し
め
る
。
あ
る
い
は
貿
易
は
擬
装
失
業
を
根
絶
す

る
こ
と
が
出
来
ず
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
（
擬
装
失
業
説
）

第
三
は
、
先
進
工
業
国
と
後
進
第
一
次
生
産
国
の
間
に
は
「
逆
流
効
果
」
（
ｇ
烏
の
①
甚
侭
島
の
。
厳
）
が
働
ら
く
と
い
わ
れ
る
。
逆

流
効
果
な
る
も
の
は
本
来
、
地
域
間
の
発
展
の
不
均
等
に
つ
い
て
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
無
批
判
的
に
国
際
的
な
場
面

に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
逆
流
効
果
説
）

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
こ
れ
ら
の
三
つ
の
論
点
に
つ
い
て
、
順
次
に
こ
れ
を
批
判
し
て
行
く
。

と
見
ら
れ
る
。

国
際
貿
易
が
後
進
国
に
不
利
な
影
響
を
与
え
る
と
い
う
近
代
理
論
は
、
ハ
ー
パ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
次
の
三
つ
の
柱
の
上
に
立
つ
も
の
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第一章 ハーバラーの「調和的発展」理論
一
、
交
易
条
件
の
長
期
不
利
化
問
題

第
一
次
生
産
国
に
と
っ
て
交
易
条
件
が
不
利
化
す
る
長
期
的
傾
向
が
あ
る
と
い
う
説
は
、
最
近
の
理
論
的
な
ら
び
に
統
計
的
研
究

に
よ
っ
て
打
破
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
説
は
⑪
不
充
分
な
経
験
的
証
拠
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
②
事
実
を
誤
解
し
た
も
の
で
あ

り
、
③
主
張
さ
れ
た
事
実
の
証
明
は
誤
謬
で
あ
り
、
従
っ
て
将
来
も
不
利
化
傾
向
は
続
く
と
は
推
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
５
）

交
易
条
件
不
利
化
説
は
シ
ン
ガ
ー
ー
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
の
命
題
と
し
て
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
経
験
的
基
礎
は
、
英
国
の
輸

入
価
格
対
輸
出
価
格
の
比
率
は
一
八
七
六
’
八
○
年
の
一
六
三
よ
り
、
一
九
三
八
年
の
一
○
○
に
ま
で
変
化
し
た
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
こ
れ
は
英
国
の
交
易
条
件
の
改
善
を
意
味
す
る
が
、
英
国
の
交
易
条
件
の
改
善
か
ら
、
た
だ
ち
に
こ
れ
を
裏
返
し
て
第
一
次
生

産
物
輸
出
国
の
交
易
条
件
が
、
そ
れ
だ
け
悪
化
し
た
と
い
う
結
論
を
出
す
こ
と
は
疑
わ
し
い
と
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
み
て
い
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
次
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。

（
６
）

第
一
に
キ
ン
ド
ル
バ
ー
ガ
ー
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
英
国
の
交
易
条
件
は
全
て
の
他
の
工
業
国
の
交
易
条
件
を
代
表
す
る
も
の

で
は
な
い
。
キ
ン
ド
ル
バ
ー
ガ
ー
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
英
国
の
交
易
条
件
の
変
動
と
他
の
工
業
国
の
そ
れ
と
の
間
に
は
大
き
な
開
き

が
あ
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
た
。

第
二
に
英
国
の
交
易
条
件
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
英
国
と
貿
易
す
る
原
料
輸
出
国
の
交
易
条
件
の
逆
数
で
あ
る
と
何
の
疑
も
な
し

に
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
ば
英
国
の
輸
入
価
格
は
ｃ
・
ｉ
・
ｆ
、
輸
出
価
格
は
ｆ
・
・
・
ｂ
で
と
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
輸
入
品
は
英
国
の
輸
入
港
ま
で
の
輸
送
費
を
含
め
て
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
輸
出
品
は
英
国
の
輸
出
港
か

ら
外
国
の
行
先
地
ま
で
の
輸
送
費
を
除
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
者
の
側
の
交
易
条
件
を
評
価
す
る
た
め
に

は
、
輸
出
価
格
も
輸
入
価
格
も
こ
れ
ら
の
国
々
の
入
口
で
測
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
そ
の
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他
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
運
賃
率
が
変
化
す
る
時
期
に
は
、
輸
出
品
及
び
輸
入
品
価
格
算
定
の
地
理
的
な
基
準
の
変
更（ワ０）

は
交
易
条
件
に
大
き
な
差
を
生
ぜ
し
め
る
。
こ
の
問
題
を
研
究
し
た
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
教
授
は
、
統
計
的
に
次
の
よ
う
に
結
論
し
た
。

例
え
ば
一
八
七
六
年
か
ら
一
九
○
五
年
に
至
る
間
の
期
間
に
第
一
次
生
産
物
の
価
格
が
英
国
で
下
落
し
た
が
、
そ
の
大
部
分
、
恐
ら

く
全
部
は
英
国
向
運
賃
率
の
大
き
な
低
落
に
帰
せ
ら
れ
る
。
英
国
の
製
造
工
業
品
の
輸
出
価
格
は
、
こ
の
時
期
に
一
五
％
低
落
し
た

の
で
、
第
一
次
生
産
国
の
交
易
条
件
は
、
そ
の
輸
出
品
及
び
輸
入
品
に
つ
い
て
ｆ
・
・
・
ｂ
価
格
が
用
い
ら
れ
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら

（命ひ）

く
有
利
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
（
五
五
Ｉ
五
七
頁
）
。
カ
ー
ル
・
メ
ー
ジ
ャ
ー
・
ラ
イ
ト
（
国
連
）
は
そ
の
注
目
す
べ
き
論
文
に
お
い

て
、
英
国
で
輸
入
価
格
が
下
落
し
て
い
る
時
期
に
同
商
品
の
価
格
が
遠
い
積
荷
港
で
上
昇
し
、
差
額
は
運
賃
率
の
下
落
に
よ
っ
て
吸

収
さ
れ
て
い
る
多
数
の
例
を
ひ
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
景
気
循
環
的
な
価
格
下
落
に
つ
い
て
さ
え
も
、
屡
々
真
実
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
加
え
て
、
最
近
の
リ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
原
料
価
格
の
下
落
の
悪
影
響
は
運
送
費
の
大
幅
の
下
落
に
よ
っ
て
輸
出
者
に
関

す
る
限
り
、
大
い
に
緩
和
さ
れ
た
。

第
三
に
長
期
に
わ
た
る
交
易
条
件
の
数
字
は
後
進
国
不
利
化
へ
の
強
い
偏
向
（
ぬ
陣
○
侭
亘
凹
め
）
を
示
す
。
何
故
な
ら
ば
、
古
い

生
産
物
の
質
の
変
化
と
新
し
い
商
品
の
出
現
に
つ
い
て
掛
酌
を
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
質
が
改
善
す
る
の
は
、
主
と
し
て
工
業
生
産

物
で
あ
る
が
、
一
方
第
一
次
生
産
物
は
質
的
に
は
大
体
に
お
い
て
、
同
一
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
文
字
通
り
幾
百
と
い
う
新
生

産
物
が
、
多
年
に
わ
た
っ
て
完
成
工
業
品
の
リ
ス
ト
に
加
え
ら
れ
た
か
ら
、
こ
れ
ら
の
要
因
に
よ
っ
て
第
一
次
生
産
物
輸
出
国
の
交

易
条
件
の
動
き
は
、
そ
れ
が
実
際
に
あ
っ
た
よ
り
も
、
ず
つ
と
不
利
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
キ
ン

ド
ル
バ
ー
ガ
ー
教
授
は
機
械
の
価
格
指
数
を
計
算
す
る
場
合
に
、
物
理
的
重
量
当
り
の
機
械
の
ド
ル
価
格
と
定
義
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
そ
れ
故
に
機
械
が
軽
く
な
っ
て
よ
り
能
率
的
に
な
り
、
機
械
一
個
当
り
の
ド
ル
価
格
が
不
変
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
そ
れ
は
当
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然
価
格
下
落
を
示
す
べ
き
で
あ
る
の
に
）
、
機
械
の
価
格
指
数
は
上
昇
（
交
易
条
件
後
進
国
に
不
利
化
）
を
示
す
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
考
察
か
ら
明
ら
か
と
な
る
こ
と
は
、
考
察
さ
れ
た
期
間
に
現
実
に
交
易
条
件
の
低
下
が
生
じ
た
か
ど
う
か
は
、
非
常
に

疑
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
か
り
に
議
論
を
進
め
る
た
め
に
、
第
一
次
生
産
者
（
或
い
は
そ
の
グ
ル
ー
プ
）
の
商
品
交
易
条
件
が

実
際
に
悪
化
し
た
と
仮
定
せ
よ
。
そ
れ
が
関
係
す
る
一
国
又
は
諸
国
の
福
祉
に
対
し
て
も
つ
意
味
は
、
変
化
の
根
底
に
あ
る
原
因
の

如
何
に
よ
る
。
も
し
も
生
産
費
が
下
落
し
た
た
め
に
輸
出
価
格
が
低
下
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
交
易
条
件
の
悪
化
は
何
等
の
不
吉

な
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
一
九
世
紀
の
末
葉
に
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
漸
次
に
欧
州
市
場
に
そ
の
農
産

物
を
も
っ
て
進
出
し
て
来
た
と
き
に
、
第
一
次
生
産
物
の
相
対
的
価
格
下
落
の
基
礎
的
な
理
由
は
、
新
し
く
開
発
さ
れ
た
地
域
の
生

産
費
（
内
陸
及
び
海
洋
の
運
送
費
も
含
め
て
）
が
、
甚
だ
し
く
低
下
し
た
こ
と
に
あ
る
。
（
欧
州
の
競
争
者
の
生
産
費
よ
り
も
ず
っ

と
低
か
っ
た
）
そ
れ
故
に
価
格
の
下
落
は
、
欧
州
農
業
に
損
害
を
与
え
た
け
れ
ど
も
、
海
外
の
供
給
者
（
後
進
国
）
に
損
害
を
与
え

ま
た
、
厚
生
的
見
地
か
ら
問
題
と
な
る
の
は
商
品
交
易
条
件
で
は
な
く
し
て
、
単
一
生
産
要
素
交
易
条
件
で
あ
る
。
単
一
生
産
要

シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル

素
交
易
条
件
は
商
品
交
易
条
件
又
は
、
複
合
生
産
要
素
交
易
条
件
と
異
な
っ
て
、
均
斉
的
な
概
念
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
単
一
生

産
要
素
交
易
条
件
は
両
貿
易
国
に
と
っ
て
同
時
に
改
善
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
商
品
交
易
条
件
が
変
化
さ
れ
な
い
で
留
ま

っ
て
い
て
も
、
両
貿
易
国
は
そ
の
輸
出
生
産
物
の
コ
ス
ト
を
低
下
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
し
て
各
国
は
輸
出
し
た
生
産
要
素
の
一

単
位
当
り
に
つ
き
よ
り
多
く
の
商
品
を
得
る
の
で
あ
る
。

交
易
条
件
不
利
化
理
論
は
主
張
さ
れ
た
事
実
の
説
明
に
お
い
て
も
、
実
際
に
起
っ
た
も
の
の
確
認
に
お
い
て
も
、
同
様
に
不
注
意

で
あ
っ
た
。
第
一
次
生
産
者
に
不
利
に
交
易
条
件
が
変
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
通
常
二
つ
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
㈲
は
工

と
低
か
っ
た
）
そ
主

た
と
は
い
え
な
い
。
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業
国
に
お
け
る
独
占
的
操
作
で
あ
り
、
口
は
エ
ン
ゲ
ル
法
則
の
作
用
で
あ
る
。

Ｈ
工
業
国
に
お
け
る
工
業
の
使
用
者
及
び
労
働
組
合
は
、
実
質
的
に
生
産
費
が
低
下
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
通
謀
し
て
価

格
を
つ
り
あ
げ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
技
術
進
歩
の
成
果
を
、
低
い
価
格
の
形
で
消
費
者
に
渡
さ
な
い
で
賃
銀
及
び
利
潤

を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
等
自
身
で
こ
れ
を
保
有
す
る
。

工
業
国
の
通
貨
政
策
は
大
抵
の
場
合
に
、
貨
幣
賃
銀
を
一
定
に
し
て
物
価
を
下
落
さ
せ
る
代
り
に
、
物
価
を
安
定
ま
た
は
上
昇
さ

え
せ
し
め
て
、
貨
幣
賃
銀
を
上
昇
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
労
働
組
合
の
政
策
は
そ
の
結
果
に
確
か
に
貢
献
し
た
。
し
か
し
、
物
価

水
準
上
昇
を
招
い
た
こ
の
政
策
が
、
第
一
次
生
産
物
と
完
成
品
と
の
相
対
的
価
格
の
変
化
を
生
ぜ
し
め
る
に
至
っ
た
と
い
う
徴
候
は

少
し
も
な
い
。
交
易
条
件
悪
化
理
論
は
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
価
格
水
準
と
、
二
商
品
の
相
対
的
価
格
と
の
混
同
に
基
い
て
い
る
。

完
成
品
の
独
占
的
価
格
操
作
（
消
費
財
た
る
と
資
本
財
た
る
と
を
問
わ
ず
）
は
工
業
国
の
国
内
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
り
は
国
際

貿
易
に
お
い
て
は
少
な
く
、
五
十
年
ま
た
は
百
年
前
に
比
べ
て
ず
っ
と
少
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
現
在
で
は
多
く
の
工
業
中
心
地
が

あ
っ
て
そ
れ
ら
が
世
界
市
場
で
相
互
に
競
争
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

口
エ
ン
ゲ
ル
の
法
則
は
食
糧
に
費
さ
れ
る
消
費
者
所
得
の
百
分
率
が
、
所
得
の
減
少
函
数
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
ｏ

所
得
が
上
昇
す
る
と
き
は
、
人
々
は
そ
の
所
得
の
よ
り
少
な
い
部
分
を
食
糧
に
費
や
す
。
人
‘
々
が
富
む
に
従
っ
て
、
第
三
次
産
業
が

よ
り
重
要
と
な
る
か
ら
、
恐
ら
く
原
料
に
費
さ
れ
る
所
得
の
百
分
率
は
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
こ
の
単
な
る
事
実
か
ら
は
、
第
一
次
生
産
物
の
価
格
は
完
成
品
の
価
格
に
比
べ
て
下
落
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

は
決
し
て
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
多
く
の
相
殺
的
な
力
や
、
傾
向
が
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
技
術
の
変
化
、
先
進

国
及
び
後
進
国
の
工
業
化
、
人
口
増
加
、
第
一
次
生
産
に
お
け
る
収
穫
逓
減
の
法
則
が
こ
れ
で
あ
る
。
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も
し
も
二
つ
の
学
派
の
う
ち
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
と
た
ず
ね
る
な
ら
ば
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
両
者
と
も
に
間
違
っ
て
い
る
と
答
え

る
。
交
易
条
件
は
、
同
時
に
反
対
の
方
向
に
動
く
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
こ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
反
対
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
勿
論
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
交
易
条
件
は
全
然
変
化
し
な
い
の
で
は
な
く
、
或
る

時
は
一
方
向
へ
、
ま
た
他
の
時
は
他
方
向
へ
動
く
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
も
そ
の
よ
う
に
動
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
も
か
く
も
、
こ
の
よ
う
な
薄
弱
な
基
礎
の
上
で
予
想
を
す
る
こ
と
は
軽
卒
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
不
確
実
な
外
挿
法
（
①
〆
ｑ
色
‐

宮
医
威
○
国
）
の
力
を
か
り
て
政
策
を
勧
告
す
る
こ
と
は
無
責
任
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
無
責
任
さ
は
二
つ
の
対
立
す
る
学
派
の
、
そ
れ

ぞ
れ
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
一
方
は
先
進
国
に
お
け
る
農
業
の
保
護
を
勧
告
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
交
易
条
件
は
工
業
国
に

不
利
に
変
化
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
他
方
は
後
進
国
に
お
け
る
工
業
の
保
護
を
勧
告
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
交
易
条
件
は
後
進

（
ｍ
）

工
業
国
側
の
見
地
か
ら
見
て
、
交
易
条
件
が
不
利
化
す
る
と
い
う
悲
観
的
な
理
論
は
、
シ
ン
ガ
ー
ｌ
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
ー
ミ
ュ

ル
ダ
ー
ル
命
題
の
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
奇
妙
な
事
に
は
、
い
ず
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
人
も
他
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
は
正
反

対
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
気
付
い
て
い
な
い
の
で
、
誰
も
反
対
派
の
議
論
に
対
し
て
論
争
を
行
な
お
う
と
し
な
い
の

（
９
）

あ
げ
て
い
る
。

交
易
条
件
は
農
業
や
抽
出
産
業
に
お
い
て
は
、
収
穫
逓
減
の
法
則
の
作
用
の
た
め
に
、
仮
借
な
く
、
工
業
国
に
不
利
に
変
化
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
の
一
派
が
あ
る
こ
と
は
興
味
が
あ
る
。
こ
の
理
論
は
リ
カ
ー
ド
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
そ
し
て
英
国
の

経
済
的
思
考
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
支
配
力
を
も
っ
て
い
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
は
交
易
条
件
に
つ
い
て
、
大
い
に
頭
を
悩
ま
し
た
。
ケ

イ
ン
ズ
も
一
時
は
（
一
九
一
二
年
）
英
国
の
交
易
条
件
の
悪
化
に
驚
い
た
。
現
在
で
は
Ａ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
再
び
こ
の
問
題
を
と
り

で
あ
る
。
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国
に
不
利
に
動
く
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
保
護
主
義
者
は
ど
こ
で
も
、
矛
盾
し
た
予
想
を
基
礎
と
し
て
、
し
ら
ず
し
ら
ず
の
う
ち

に
一
致
し
て
同
一
の
結
果
、
す
な
わ
ち
両
グ
ル
ー
プ
諸
国
に
と
っ
て
不
利
と
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
貿
易
量
の
減
退
を
生
ぜ
し
め
て

交
易
条
件
の
短
期
間
の
不
安
定
、
特
に
景
気
循
環
的
な
変
化
に
つ
い
て
原
料
生
産
者
の
不
平
は
、
勝
手
に
主
張
さ
れ
た
長
期
的
悪

化
傾
向
よ
り
は
実
質
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
景
気
循
環
的
変
動
は
そ
れ
が
画
か
れ
る
程
規
則
正
し
く
、
大
き
く
、
普
遍
的

な
も
の
で
は
な
い
。
い
ろ
い
ろ
の
型
の
原
料
や
食
糧
は
い
ろ
い
ろ
の
循
環
の
パ
タ
ー
ン
と
振
幅
と
を
も
っ
て
い
る
。
循
環
的
変
動
は

金
属
の
場
合
に
最
大
で
あ
っ
て
、
原
料
は
食
糧
よ
り
も
そ
の
変
動
が
大
き
い
。
短
期
に
お
い
て
さ
え
も
、
実
質
的
な
救
済
は
不
況
期

に
お
け
る
運
賃
率
の
低
下
に
よ
っ
て
屡
々
与
え
ら
れ
て
い
る
。

第
一
次
生
産
者
の
交
易
条
件
の
、
真
に
重
大
な
悪
化
は
は
げ
し
い
不
況
の
と
き
に
お
こ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
大
不
況
は
先
進

国
に
も
後
進
国
と
同
様
に
打
撃
を
与
え
る
。
も
つ
と
も
価
格
下
落
と
い
う
形
よ
り
は
む
し
ろ
失
業
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
誰
が
最
も
打
撃
を
う
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
思
考
す
る
こ
と
は
む
だ
な
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、

さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
深
刻
な
不
況
は
過
去
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
経
済
が
戦
後
三
度
経
験
し
た
よ
う

な
景
気
後
退
は
確
か
に
再
び
起
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
深
刻
な
長
期
に
わ
た
る
不
況
は
決
定
的
に
な
く
な
っ
た
。
勿
論
、
ク
リ
ー

ピ
ン
グ
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
問
題
の
方
が
は
げ
し
い
不
況
問
題
よ
り
も
、
も
つ
と
痛
切
な
問
題
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
個
人
的

に
は
ク
リ
ー
ピ
ン
グ
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
危
険
を
、
西
欧
の
同
じ
経
済
学
者
の
仲
間
の
多
く
の
も
の
程
は
軽
く
見
な
い
。
何
故

な
ら
ば
、
ク
リ
ー
ピ
ン
グ
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
容
易
に
緩
や
か
な
リ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
導
き
、
さ
も
な
い
場
合
に
比
べ
て
景
気
循

環
期
間
を
平
均
し
て
見
れ
ば
、
雇
用
水
準
を
低
下
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
げ
し
い
不
況
よ
り
ま
だ
し
も
で
あ
る
。
緩
慢

い
る
。

40



第一章 ハーバラーの「調和的発展」理論
な
り
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
後
進
国
の
輸
出
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
問
題
は
、
現
在
の
機
構
の
た
す
け
を
か
り
て
解
決
し
得
る
。
Ｉ

Ｍ
Ｆ
そ
の
他
の
国
際
的
、
国
内
的
機
関
を
通
じ
る
特
別
の
信
用
協
定
や
、
恐
ら
く
何
等
か
の
商
品
安
定
計
画
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
得

る
。
残
っ
て
い
る
不
安
定
性
は
確
か
に
原
料
輸
出
国
の
発
展
に
、
重
大
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
と
な
る
程
大
き
い
も
の
で
も
な
い
し
、

妨
害
さ
れ
な
い
国
際
貿
易
が
こ
れ
ら
諸
国
に
も
た
ら
す
莫
大
な
利
益
を
帳
消
し
す
る
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
も
な
い
。

（
１
）
ハ
ー
パ
ラ
ー
は
、
新
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
名
前
を
あ
げ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
ド
ッ
ブ
、
バ
ラ
ン
ら
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
「
窮
乏
化
法
則
」
は
、
先
進
国
の
国
内
で
は
労
働
者
階
級
の
生
活
向
上
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
て
い
る
。

そ
の
論
拠
と
し
て
も
凹
巳
め
ぎ
①
①
貝
→
←
冒
胃
凶
印
目
地
シ
自
画
房
岸
○
陣
呂
の
目
蔚
（
冨
○
旨
昏
ご
閃
①
急
①
君
《
ｚ
①
君
国
○
烏
ゞ
○
９
．
乞
圏
・
）
を
あ
げ
て

い
る
Ｏ

（
つ
ｏ
）
（

（
４
０
）
〕

一
ｃ
ｍ
可
。

（
５
）
国
．
盟
品
閂
〕
笥
冨
目
の
茸
ご
目
○
口
９
３
旨
の
胃
曾
の
ｇ
旨
く
①
昌
品
騨
且
国
ｏ
ｑ
ｏ
昌
品
ｇ
ｐ
ｐ
ｇ
＄
・
シ
ョ
２
８
国
胃
。
ロ
。
目
。
詞
の
ご
ｏ
罫
》

勺
名
①
圃
騨
目
印
ｇ
①
①
ｇ
温
め
．
旨
畠
ゞ
己
８
．

詞
．
犀
の
豆
昏
．
目
胃
同
８
口
目
号
己
の
ぐ
巴
名
目
の
貝
具
旨
武
目
毎
日
の
凰
８
四
目
の
○
日
の
○
国
筋
埠
ｏ
画
の
９
，
．
ご
口
詳
＆
圏
昌
。
ｐ
の
．
ら
ち
．

シ
ン
ガ
ー
も
プ
レ
ピ
ッ
シ
ュ
も
本
質
的
に
は
同
意
見
で
あ
る
。
シ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
工
業
国
の
技
術
進
歩
の
利
益
は
高
い
所
得
と
し
て
生

産
者
に
分
配
さ
れ
る
の
に
、
第
一
次
生
産
国
で
は
こ
の
よ
う
な
技
術
進
歩
の
利
益
は
低
価
格
の
形
を
と
っ
て
消
費
者
に
分
配
さ
れ
る
。
封
鎖
経

済
に
お
い
て
は
実
質
所
得
の
上
昇
に
は
い
ず
れ
の
形
を
と
ろ
う
と
も
問
題
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
生
産
者
が
国
内
に
、
消
費
者
が
海
外
に
あ
る
場
合
に
は
大
き
な
差
違
を
生
じ
る
の
で
あ
る
。
工
業
国
は
第
一
次
生
産
物
の
消
費
者

閉
由
の
｛
芹
』
》
』
。
、
唖

争

⑦
．
田
騨
冨
１
国
ゞ
《
．
ｐ
閉
門
①
巴
①
冒
篇
『
ご
角
威
○
コ
巴
①
シ
扁
冨
易
の
ご
く
の
『
写
陛
目
厨
》
（
目
①
『
ョ
的
具
目
『
且
①
）
．
、
》
侭
里
諒
巳
昌
津
営
門
ｚ
騨
武
○
一
扇
蓉
弄
○
コ
。
ョ
』
①
》

目 ⑦

ご
辱
己
巴
》
シ
目
冒
蔚
目
沙
陸
○
口
巳
両
８
冒
○
冒
昌
》
ｚ
①
君
国
○
鳥
．
己
獣
．
固
い
．

冨
○
晶
凹
国
》
←
《
目
き
①
閂
も
国
叩
詞
ロ
ロ
目
の
。
ｐ
切
具
目
『
秒
・
の
ご
碑
君
の
①
ご
シ
四
一
の
ご
岸
匡
『
①
鱒
ご
己
言
い
ご
匡
箇
ｏ
ｇ
Ｈ
ヨ
蝿
》
ゞ
閃
８
画
○
目
鼻
昼
の
四
》
シ
己
『
罠
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ど
崩
壊
し
た
。
（
擬
装
生

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
）

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
第
二
の
柱
で
あ
る
擬
装
失
業
に
つ
い
て
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
進
国
に
は
（
主
と
し
て
農
業
に
お
い
て
）
大
量

の
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
多
少
と
も
容
易
に
利
用
さ
れ
る
労
働
（
擬
装
失
業
）
が
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
交
易
条
件
の
長
期
悪
化

理
論
ほ
ど
は
強
い
支
柱
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
と
見
て
い
る
。
後
進
国
及
び
先
進
国
の
経
済
専
門
家
の
批
判
の
下
に
、
こ
の
説
は
殆

（屯上）
（⑥必）

（＠Ｊ）
（月詮）

ど
崩
壊
し
た
。
（
擬
装
失
業
理
論
の
初
期
の
批
判
者
達
の
中
に
は
、
ケ
ス
ト
ナ
ー
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
、
シ
ュ
ル
ッ
、
グ
ッ
デ
ィ
ン
な
ど

今
で
は
以
前
の
熱
狂
的
な
支
持
者
に
よ
っ
て
さ
え
も
次
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
農
業
か
ら
工
業
へ
の
擬
装
失

と
し
、
工
業
製
品
の
生
産
者
と
し
て
、
両
方
の
世
界
の
最
も
よ
い
と
こ
ろ
を
と
っ
た
の
に
、
後
進
国
は
製
造
工
業
品
の
消
費
者
と
し
て
、
原
料

品
の
生
産
者
と
し
て
両
方
の
世
界
の
最
も
悪
い
と
こ
ろ
を
と
っ
た
。

な
お
プ
レ
ピ
ッ
シ
ュ
の
説
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
三
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）
、
ロ
胃
房
の
勺
．
民
旨
巳
鼻
）
①
侭
①
Ｈ
迄
日
の
目
扇
９
月
３
８
》
Ｐ
同
日
○
℃
８
口
の
ゆ
ゆ
①
煕
巨
・
誤

Ｚ
①
君

国
Ｏ
Ｈ
Ｆ

ｓ
獣
．

（
７
）

嗣
目
両
］
厨
尋
○
尋
戸
《
《
司
旨
①
周
①
貝
巨
、
具
目
Ｈ
騨
・
①
可
①
貢
ぐ
①
①
冒
勺
乱
目
色
尉
望
勺
Ｈ
Ｏ
Ｑ
巨
匡
ｏ
冒
函
色
ご
旦
閂
口
旦
匡
騨
凰
巴
ａ
ｏ
匡
巨
庁
凰
の
ゞ
』
胃
貝
閂
‐
毎
日
の
凰
。
凹
口

向
ｏ
ｏ
ｐ
Ｏ
日
旨
診
ぬ
巴
厨
壷
、
ロ
日
日
閏
や
ら
獣
．

（
８
）

ｐ
旨
．
二
吋
Ｈ
碕
彦
芹
曇
《
《
ｎ
ｏ
目
ぐ
①
鼻
弓
罠
庁
里
湧
巨
旦
目
凰
騨
ご
函
巳
騨
吋
日
射
騨
口
の
》
こ
向
ｅ
Ｏ
ｐ
ｏ
Ｂ
ざ
〕
○
自
制
ロ
巴
亨
の
①
石
斧
．
ろ
圏
．

（
９
）

シ
ロ
黒
冒
閃
○
冨
国
“
○
Ｐ
《
《
目
宮
①
○
彦
四
口
四
口
函
煕
Ｈ
ｐ
ｇ
員
①
具
芹
彦
①
国
吋
葺
切
冒
閃
の
○
口
○
日
顎
こ
閃
８
口
○
日
旨
き
匡
吋
ご
巴
々
の
の
胃
．
ら
段
．

（
、
）
ス
タ
ン
レ
ー
・
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ス
は
、
そ
の
陰
欝
な
書
物
「
石
炭
問
題
」
（
一
八
六
五
年
初
版
、
一
九
○
六
年
三
版
）
で
、
こ
の
テ
ー
マ
を

と
り
あ
げ
た
。
（
第
三
版
の
十
三
章
を
見
よ
）

こ
の
英
国
の
見
解
が
、
世
紀
の
転
換
点
の
頃
の
ド
イ
ツ
に
強
く
反
映
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す

で
に
の
べ
た
。

五
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第一章 ハーバラーの「調和的発展」理論
業
を
移
転
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
初
期
の
安
易
な
楽
観
主
義
は
消
滅
し
た
。
多
く
の
後
進
国
で
は
、
静
態
的
な
擬
装
失
業
は
非
常
に

低
い
水
準
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
．
…
・
・
保
有
地
の
平
均
的
な
規
模
が
増
大
し
、
或
る
程
度
の
機
械
化
が
導
入
さ
れ
な
い

（
５
）

限
り
、
農
業
生
産
に
下
落
を
見
る
こ
と
な
し
に
、
相
当
数
の
労
働
者
が
農
業
か
ら
は
放
出
さ
れ
な
い
。
」

こ
の
ヒ
ギ
ン
ス
の
声
明
は

幻
滅
（
ｓ
の
筐
巨
凰
○
口
目
①
日
）
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。

世
界
の
各
地
の
後
進
国
で
、
広
い
経
験
を
も
つ
最
高
の
農
業
専
門
家
の
一
人
で
あ
る
シ
ュ
ル
ッ
は
、
次
の
こ
と
を
き
っ
ぱ
り
と
宣

言
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
ど
こ
の
ど
ん
な
貧
国
で
も
小
部
分
（
例
え
ば
五
％
）
で
さ
え
の
労
働
力
を
、
農
業
か
ら
工
業
に
移
転
さ
せ
れ

（
６
）

ば
、
他
の
事
情
に
し
て
等
し
い
限
り
、
必
ず
生
産
高
が
減
少
す
る
と
い
う
証
拠
が
あ
る
」
と
。
そ
の
後
彼
は
付
加
し
て
、
「
擬
装
失
業

（
７
）

に
基
礎
を
お
く
開
発
計
画
は
予
期
し
た
成
果
を
あ
げ
な
か
っ
た
。
」

と
述
べ
て
い
る
。

ハ
ー
パ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
「
失
業
」
（
ロ
ロ
①
日
己
昌
日
①
貝
）
と
い
う
言
葉
が
、
後
進
国
と
関
連
し
て
用
い
ら
れ
る
と
き
は
最
も
不
仕
合

せ
（
自
具
○
吋
目
ご
鼻
①
）
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
後
進
国
の
失
業
の
情
勢
も
、
先
進
国
に
お
け
る
不
況
失
業
と

殆
ど
等
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
不
況
失
業
は
有
効
需
要
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
容
易
に
救
済
さ
れ
る
（
少
く
と
も
こ
れ
以
上
減
少
し
得

な
い
或
る
最
低
限
度
ま
で
減
少
し
得
る
）
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
擬
装
失
業
と
い
う
言
葉
の
創
唱
者
で
あ
る
ヌ

ル
ク
セ
は
、
勿
論
擬
装
失
業
の
救
済
は
容
易
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。

ハ
ｉ
パ
ラ
ー
は
擬
装
失
装
の
概
念
は
、
山
後
進
国
で
は
労
働
の
生
産
性
が
非
常
に
低
い
こ
と
（
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
諸
国
が
絶
望

的
に
貧
し
く
、
後
進
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
略
等
し
い
・
）

お
よ
び
②
生
産
性
は
或
る
種
の
経
済
部
門
で
は
他
よ
り
も
低
い
と
い

う
こ
と
の
二
点
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
て
い
る
。
し
か
し
、
確
か
に
農
業
を
労
働
生
産
性
が
、
特
に
低
い
唯
一
の
経

済
部
門
と
看
な
す
こ
と
に
は
反
対
し
て
い
る
。
ケ
ス
ト
ナ
ー
に
よ
れ
ば
労
働
の
生
産
性
は
或
る
非
農
業
的
都
市
職
業
に
お
い
て
も
低
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い
（
時
と
し
て
は
ゼ
ロ
又
は
負
の
こ
と
も
あ
る
）
。

こ
れ
は
後
進
国
の
都
会
の
道
路
を
散
歩
す
れ
ば
、
た
ま
た
ま
の
観
察
者
で
さ
え

も
確
信
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
み
じ
め
な
状
態
を
否
定
し
た
り
、
極
少
化
し
た
り
、
ま
た
そ
れ
を
改
善
す
る
た
め
に
は
ど

う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
、
ま
た
は
す
べ
き
で
な
い
、
な
ど
と
は
ハ
ー
バ
ラ
ー
も
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
を

擬
装
失
業
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
能
率
的
で
な
く
と
も
無
限
の
使
用
可
能
な
人
力
が
あ
っ
て
、
他
の
ど
こ
の
生
産
高
の

減
少
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
な
し
に
新
し
い
産
業
を
ス
タ
ー
ト
す
る
の
に
利
用
出
来
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
れ
は
全
然
そ
う
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
過
度
の
単
純
化
は
安
易
な
解
決
策
を
と
ら
し
め
、
そ
の
結
果
は
悲
歎
や
失
望
を
生
じ
稀
少
資
源
の
浪
費
と
な
る
が
、

こ
の
よ
う
な
浪
費
に
は
貧
し
い
国
は
た
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

手
軽
で
は
あ
る
が
完
全
に
非
現
実
的
な
仮
定
（
自
由
に
求
め
ら
れ
、
容
易
に
就
業
す
る
未
利
用
の
資
源
が
大
量
に
あ
る
と
い
う
）

か
ら
引
き
出
さ
れ
た
一
つ
の
誤
っ
た
政
策
的
結
論
の
一
例
を
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
次
に
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
誤
っ
た
結
論
は
Ｅ
Ｃ
Ｌ
Ａ

の
出
版
物
に
再
三
、
再
四
現
れ
、
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
労
作
に
充
ち
溢
れ
て
い
る
か
ら
多
く
の
後
進
国
の
政
策
に
及
ぼ
す
有
害
な
影
響

は
強
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
み
て
い
る
。

す
な
わ
ち
そ
の
結
論
と
い
う
の
は
「
後
進
国
で
は
高
関
税
や
割
当
そ
の
他
の
方
策
に
よ
る
輸
入
の
制
限
は
、
貿
易
量
の
縮
少
に
導

か
ず
、
輸
入
品
の
構
成
の
変
化
、
〔
消
費
財
（
箸
侈
的
性
質
）
よ
り
資
本
財
へ
〕
を
生
ぜ
し
め
る
だ
け
で
あ
る
ｏ
」

と
い
う
の
で
あ
っ

て
こ
れ
は
先
進
国
の
場
合
と
反
対
で
あ
る
。
先
進
国
で
は
輸
入
の
制
限
は
輸
出
の
減
少
に
導
き
、
貿
易
数
量
の
全
体
と
し
て
の
減
少

を
生
じ
る
と
い
う
古
典
的
な
原
則
が
な
お
妥
当
す
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
「
貧
国
は
そ
の
全
て
の
外
国
為
替
収
入
を
、
と
も
か
く
も
消
費
す
る
。
そ
し
て
輸
入
制
限
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ

て
彼
等
の
消
費
し
な
い
ド
ル
は
、
何
か
他
の
も
の
に
費
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
そ
れ
は
明
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ハ
ー
バ
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
に
擬
装
失
業
の
概
念
を
割
引
し
て
考
え
、
そ
れ
を
比
較
的
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
で
な
く
、
ま
た
逆
説
的

で
な
い
後
進
国
の
低
生
産
性
（
均
一
的
に
低
く
な
く
と
も
）
と
い
う
概
念
に
還
元
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
絶
望
的
な
態
度

を
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ハ
ー
パ
ラ
ー
は
産
出
高
や
生
産
性
を
あ
げ
る
た
め
に
何
も
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
た

何
も
す
べ
き
で
な
い
と
は
い
っ
て
い
な
い
。

マ
ー
ジ
ナ

ハ
ー
バ
ラ
ー
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
主
要
な
仕
事
は
各
国
の
内
部
で
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
保
護
主
義
者
の
政
策
は
限
界

ル的
な
寄
与
を
な
す
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
漸
次
に
労
働
の
質
を
改
善
す
る
こ
と
、
（
教
育
、
保
健
、
そ
の
他
の

改
善
に
よ
る
）
、
可
動
性
を
増
加
す
る
こ
と
、
全
ゆ
る
種
類
の
公
共
事
業
に
投
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
基
礎
構
造
」
（
旨
辱
Ｐ
‐
⑰
吋
巨
？

、
℃

目
Ｈ
①
）
を
改
善
す
る
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
成
長
、
可
動
性
、
民
間
の
創
業
心
、
企
業
へ
の
社
会
的
、
政
策
的
な
障
害
を
除
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
大
規
模
の
投
資
を
含
む
積
極
的
方
策
と
同
じ
位
に
多
く
の
こ
と
を
な
し
得
る
こ
と
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

（
１
）
ｚ
・
民
ｇ
ｇ
ｇ
９
Ｂ
日
の
目
筋
。
ｐ
埠
○
厨
の
○
Ｈ
ｚ
目
富
①
●
の
９
℃
辱
呉
宵
呂
日
巳
ゅ
芦
・
ロ
旨
ご
目
の
ａ
①
ぐ
座
ｇ
ａ
９
ｐ
ｐ
ｇ
＄
》
（
目
線
弓
蔚

ら
か
に
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

何
故
な
ら
ば
利
用
し
得
る
外
国
為
替
の
量
は
、
も
し
資
源
が
輸
出
産
業
か
ら
引
き
抜
か
れ
て
保
護
産
業
に
入
れ
ば
、
少
な
く
な
る

と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
保
護
さ
れ
た
産
業
が
輸
出
産
業
を
含
め
て
他
の
産
業
か
ら
で
な
く
、
未
利
用
資

源
の
プ
ー
ル
、
す
な
わ
ち
、
擬
装
失
業
か
ら
労
働
者
を
配
置
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
だ
け
は
事
情
は
異
っ
て
来
る
。
し
か
し
、

こ
の
未
利
用
資
源
の
プ
ー
ル
は
、
不
幸
に
し
て
存
在
し
な
い
。
後
進
国
は
稀
少
性
の
一
般
法
則
か
ら
免
れ
な
い
。
擬
装
失
業
の
理
論

は
単
に
四
次
元
の
、
号
巨
伽
①
×
白
色
。
ご
口
四
の
経
済
学
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
希
望
的
観
測
」
（
且
、
匡
巳
昏
旨
嵐
凋
）
で
あ
る
と
ハ

は
単
に
四
次
元
の
、
号
声

ｌ
バ
ラ
ー
は
み
て
い
る
。
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次
に
ハ
ー
パ
ラ
ー
は
、
第
三
の
柱
で
あ
る
逆
流
効
果
説
の
批
判
を
行
な
う
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
自
由
貿
易
は
常
に
、
或
い
は
少
な

く
と
も
正
常
の
場
合
に
は
後
進
国
の
発
展
を
援
助
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
こ
れ
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
り
、
富
国
が
発
展
し
、
成
長
し
、

そ
の
産
出
高
と
所
得
と
を
増
加
す
る
そ
の
事
実
こ
そ
、
ま
さ
に
後
進
国
に
は
有
利
な
効
果
よ
り
も
不
利
（
ロ
ロ
厨
ぐ
○
日
凹
匡
①
）
な
効
果

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
逆
流
効
果
説
に
つ
い
て
は
本
書
第
四
章
参
照
）

こ
れ
は
先
進
国
と
後
進
国
の
調
和
的
関
係
に
関
す
る
、
古
典
的
貿
易
理
論
に
挑
戦
す
る
目
新
し
い
見
解
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し

（
３
）

門
．
一
員
の
ｏ
己
巨
庁

の
ｇ
の
画
○
①
少

○
ず
旨
色
函
○
や

１
Ａ
。
１
日
写
①
閃
８
国
○
日
旨

目
①
鼻
言
伊
鼻
旨

凄
目
①
風
８
》
ｚ
①
君
国
日
屏
の
冨
蔚
留
彦
８
』
具
冒
Ｑ
易
さ
凰
巴
色
冒
。
Ｆ
ゆ
ず
○
日
閃
巴
鼻
冒
８
ゞ

○
○
円
己
①
屋
己
巳
ぐ
閂
望
ご
切
目
崖
ｇ
冒
鼠
、
己
獣
．

（
４
）
グ
ッ
デ
ィ
ン
教
授
が
幾
度
も
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
後
進
国
が
苦
し
ん
で
い
る
の
は
擬
装
失
業
で
は
な
く
し
て
、
生
産
性
の
低
水
準

（
手
の
労
働
の
み
な
ら
ず
、
経
営
労
働
、
機
械
労
働
そ
の
他
の
）
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
図
星
を
さ
し
た
も
の
と
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
信
じ
て
い
る
。

（
５
）

国
．
国
蒟
四
口
、
》
も
Ｈ
ｏ
め
も
①
ｏ
誌
ざ
寓
騨
口
胃
ご
蔚
吋
旨
騨
は
○
自
己

同
Ｃ
Ｏ
冒
○
日
ぎ
ゑ
さ
吋
匡
勺
○
］
拝
ぽ
め
、
シ
己
凰
｝
ら
雪
、
ｐ
や
○
・

（
６
）

目
．
－
ご
・
胃
彦
屋
岸
圃
→
目
昏
①
罰
○
房
ｇ
⑦
Ｃ
ぐ
①
吋
口
目
①
具
旨
も
Ｎ
Ｃ
目
ｏ
は
ご
頤
⑦
吋
○
尋
昏
ゞ
や
ご
い

（
７
）

ｌ
Ａ
ｏ
Ｉ
ｌ
周
彦
①
閃
○
○
国
○
日
片
目
⑦
騨
具

Ｆ
抄
武
ロ
シ
目
①
風
の
秒
や
や
や

鼠
１
国
．

○
○
国
前
日
己
○
国
旨
ｐ
ｚ
ｃ
．
ご
県

ら
笛
、
）

１
８
１
１
冒
閏
四
国
巴
○
○
日
目
①
国
威
○
口
岳
の
勺
３
厘
の
日
具
ご
旨
号
ａ
①
ぐ
堅
○
で
ａ
ｅ
ｏ
ロ
昌
凰
①
い
》
急
時
蕨
呂
騨
津
印
昌
ｇ
鼻
．
国
秒
ヨ
ヴ
ロ
品
》
冒
騨
割
る
農
．

（
２
）
当
ぐ
旨
閂
》
の
○
日
の
閃
①
牙
ｏ
は
○
口
の
○
口
昏
①
８
回
８
胃
９
９
穏
扁
の
＆
ご
ロ
①
日
己
目
目
①
鼻
・
旨
・
向
○
国
首
号
匡
８
①
の
秒
毎
国
巴
爾
①
８
口
＄
①
口
‐

ぐ
巳
冒
】
①
貝
○
両
ｏ
ｏ
ｐ
９
己
の
○
・
両
⑰
閏
望
⑫
冒
彦
Ｏ
ｐ
Ｏ
Ｈ
ｇ
両
巨
需
凰
○
⑦
ロ
日
ロ
》
罰
ざ
Ｑ
①
〕
四
目
凰
討
○
ゞ
ら
３
．

（
３
）

門
．
二
戸
の
ｏ
匡
巨
言
》
目
豈
①
閃
○
篇
ｇ
ｏ
○
ぐ
①
日
日
①
胃
言
勺
ｇ
Ｂ
Ｏ
武
口
顕
⑦
８
乏
合
宣
旨
㈲
．
ロ
．
星
ご
巨
恵
》
＆
。
．
月
ロ
①
⑳
自
前
具
芹
ゴ
①
の
Ｏ
Ｂ
巴

一〈

目
豈
①

』＠ｍ。》
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第一章 ハーバラーの「調和的発展」理論
て
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
、
古
典
理
論
の
立
場
か
ら
反
論
を
試
み
る
。

工
業
国
の
経
済
が
発
展
し
、
産
出
高
と
所
得
が
上
昇
す
る
な
ら
ば
原
料
、
食
糧
、
旅
行
者
サ
ー
ビ
ス
及
び
一
般
財
の
輸
入
需
要
が

増
加
す
る
。
こ
の
需
要
増
加
は
工
業
国
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
全
て
輸
出
す
る
後
進
国
に
と
っ
て
、
明
か
な
利
益
で
あ
る
。

先
進
国
で
は
経
済
発
展
の
結
果
、
所
得
が
上
昇
す
れ
ば
貯
蓄
率
も
高
く
な
る
。
そ
し
て
追
加
的
資
本
の
若
干
は
、
後
進
国
へ
の
投
資

の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
好
機
会
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
富
国
に
お
け
る
慢
性
的
な
過
度
の
貯
蓄
、
投
資
機
会
の
欠
乏
よ

り
長
期
停
滞
が
生
じ
る
と
考
え
る
人
々
に
と
っ
て
も
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

大
ま
か
に
い
っ
て
富
国
に
お
け
る
富
の
増
加
と
共
に
、
よ
り
多
く
の
資
本
が
貧
国
の
た
め
に
利
用
出
来
る
と
い
う
右
の
、
結
論
は

過
去
の
発
展
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。

古
い
工
業
国
は
そ
の
産
出
高
を
発
展
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
屡
々
そ
の
消
耗
的
資
源
（
地
下
資
源
）
を
枯
渇
（
の
ｘ
冨
匡
の
ｓ

さ
せ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
他
国
に
地
下
資
源
の
輸
出
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
英
国
は
そ
の
鉱
物
資
源
を
実
際
上
、
消
費
し

つ
く
し
た
の
で
、
ま
す
ま
す
外
国
に
た
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
米
国
は
旧
世
界
よ
り
は
供
給
は
豊
か
で
あ
っ
た
が
、
鉄
鉱
石

を
カ
ナ
ダ
や
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
か
ら
、
石
油
を
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
か
ら
、
銅
、
鉛
、
亜
鉛
を
チ
リ
、
ペ
ル
ー
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
輸
入
す
る

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
一
時
的
不
況
、
保
護
主
義
者
の
政
策
お
よ
び
新
し
い
鉱
床
の
発
見
に
よ
っ
て
生
じ
る
時
々
の
後
退

は
あ
っ
て
も
、
先
進
国
が
後
進
国
か
ら
鉱
物
資
源
を
輸
入
す
る
と
い
う
こ
の
発
展
は
進
め
ら
れ
、
疑
も
な
く
続
く
こ
と
だ
ろ
う
。

勿
論
工
業
国
の
（
或
い
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
進
国
の
）
技
術
進
歩
は
、
屡
々
特
定
の
後
進
国
（
又
は
先
進
国
）
に
損
害
を
与
え

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。
合
成
窒
素
の
導
入
は
チ
リ
の
天
然
硝
石
の
需
要
を
減
少
せ
し
め
た
。
レ
イ
ヨ
ン
や

ナ
イ
ロ
ン
の
発
明
は
日
本
の
絹
に
ひ
ど
い
打
撃
を
与
え
、
そ
れ
よ
り
程
度
は
低
か
っ
た
が
綿
花
に
も
打
撃
を
与
え
た
。
合
成
コ
ー
ヒ
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－
の
発
明
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
そ
の
他
の
コ
ー
ヒ
ー
国
に
は
お
そ
ろ
し
い
打
撃
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
は
イ
ン
ド
の
織
物
輸

出
は
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
に
損
害
を
与
え
た
し
、
日
本
の
工
業
発
展
は
旧
い
工
業
中
心
地
に
打
撃
を
与
え
た
。

こ
の
よ
う
に
先
進
国
と
後
進
国
と
の
間
の
貿
易
関
係
に
は
縮
少
要
因
も
あ
る
が
、
‐
過
去
百
年
な
い
し
百
五
十
年
を
大
観
す
れ
ば
、

先
進
国
経
済
の
拡
大
や
発
展
は
後
進
国
に
と
っ
て
大
き
な
恩
恵
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
（
勿
論
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
後
進

国
は
全
然
進
歩
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
屡
々
聞
か
さ
れ
る
主
張
を
否
定
す
る
が
、
同
時
に
若
干
の
後
進
国
に
お
い
て
は
、
人
口
の
急

速
な
増
加
が
総
産
出
高
の
上
昇
の
大
き
な
又
は
小
さ
な
部
分
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
を
十
分
に
知
っ
て
い
る
）
。

も

し
も
後
進
国
が
先
進
国
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
全
ゆ
る
技
術
的
及
び
医
学
的
改
善
、
（
先
進
国
の
純
然
た
る
科
学
的
及
び
文
化
的
進
歩

は
い
わ
ず
と
も
）
を
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
後
進
国
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
以
上

の
発
展
の
機
会
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
先
進
国
が
十
分
に
発
展
せ
ず
、
後
進
国
の
諸
商
品
に
対
す
る
有
効
需
要
を
も
た
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
そ
の
コ
ー
ヒ
ー
を
、
マ
ラ
ャ
は
錫
と
ゴ
ム
、
イ
ラ
ク
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
は
そ
の
石
油
を
何
処
に
売
れ
ば

よ
い
か
。
イ
ン
ド
は
そ
の
織
物
を
何
処
に
売
れ
る
か
、
そ
の
他
の
半
工
業
国
は
も
し
も
高
度
先
進
国
が
急
速
に
発
展
し
、
よ
り
簡
単

な
種
類
の
商
品
の
輸
出
か
ら
よ
り
精
巧
な
複
雑
な
生
産
物
の
生
産
と
輸
出
へ
、
綿
製
品
か
ら
レ
ー
ヨ
ン
や
ナ
イ
ロ
ン
へ
、
織
物
か
ら

機
械
、
車
輌
、
薬
品
、
器
具
へ
、
簡
単
な
型
の
も
の
か
ら
熟
練
や
科
学
知
識
を
ま
す
ま
す
多
く
必
要
と
す
る
高
度
の
加
工
品
へ
移
っ

て
行
か
な
か
っ
た
ら
、
若
干
の
完
成
品
や
原
料
を
精
製
し
て
輸
出
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
出
来
よ
う
か
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
後
、
若
干
の
国
々
が
他
の
も
の
よ
り
前
進
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
進
歩
が
あ
り
得

よ
う
か
と
い
う
発
展
戦
略
の
中
心
的
問
題
に
触
れ
る
。
（
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
経
済
発
展
戦
略
Ｐ
．
○
・
国
刷
呂
目
四
口
ゞ
シ
陣
Ｈ
鼻
①
喝

９
両
８
旨
○
日
甘
口
①
ぐ
巴
８
日
①
具
》
己
協
を
参
照
さ
れ
た
い
ｏ
）
先
進
国
は
、
彼
等
が
な
し
と
げ
た
よ
う
な
発
展
を
し
な
か
っ
た
な
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第一章 ハーバラーの「調和的発展」理論
ら
ば
他
の
諸
国
は
自
分
達
だ
け
で
そ
れ
を
全
部
や
っ
た
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
後
進
国
は
や
る
だ
ろ
う
、
し
か
し
何
世
紀
か
が
失
わ

れ
た
で
あ
ろ
う
と
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
み
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
、
先
進
工
業
国
の
発
展
は
貧
し
い
後
進
国
に
利
益
を
与
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
推
定
を
確

認
す
る
。
こ
の
確
認
さ
れ
た
推
定
を
こ
れ
を
背
景
と
し
て
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
い
わ
ゆ
る
「
逆
流
効
果
」
（
そ
れ
は
先
進
国
の
発
展
は

後
進
国
に
対
し
て
不
利
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
い
わ
れ
る
）
を
次
の
諸
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
一
に
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
有
利
な
効
果
、
（
彼
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
波
及
効
果
」
《
《
の
胃
①
昌
島
①
。
蕨
》
》
）
を
無
視
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
「
逆
流
効
果
」
（
不
利
な
効
果
）
に
比
べ
る
と
不
確
実
で
あ
り
、
且
つ
重
要
で
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

彼
は
逆
流
効
果
を
大
げ
さ
に
い
い
た
て
、
発
展
が
成
長
し
つ
つ
あ
る
中
心
点
か
ら
周
辺
の
地
域
へ
、
ど
の
よ
う
に
拡
が
っ
て
行
く
か

と
い
う
問
題
を
非
常
に
狭
く
、
過
度
に
静
態
的
で
且
つ
近
視
眼
的
な
見
地
か
ら
見
て
い
る
。

そ
れ
で
は
「
逆
流
効
果
」
（
不
利
な
効
果
）
と
は
何
か
、
こ
の
効
果
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
し
、
正
確
に
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
「
連
続
的
、
累
積
的
因
果
関
係
」
や
「
悪
循
環
」
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
仮
に
社

会
で
偶
然
の
事
故
が
お
こ
り
そ
の
た
め
に
人
口
の
大
部
分
が
仕
事
を
失
っ
た
と
す
る
。
そ
の
時
に
は
租
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
社
会
は
外
部
の
事
業
か
ら
は
魅
力
的
で
な
く
な
る
。
こ
の
過
程
は
勢
を
得
て
く
る
（
盟
昏
①
Ｈ
Ｂ
Ｏ
日
の
目
目
日
）
。
そ
し
て
縮

（も上）

少
の
「
悪
循
環
」
が
開
始
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
推
論
は
景
気
循
環
理
論
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
不
利
な
衝
撃
の
累
積
が
悪
循
環
に
至
る
と
い
う
こ
と
は

本
質
的
に
短
期
的
現
象
で
あ
っ
て
、
均
衡
分
析
を
覆
え
す
も
の
で
は
な
い
。
も
つ
と
も
攪
乱
の
後
の
新
均
衡
は
通
常
は
、
漸
次
に
接

（⑤色）

近
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
直
ち
に
確
立
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
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し
か
し
、
こ
の
重
要
問
題
に
対
す
る
歴
代
の
成
長
理
論
家
に
よ
る
、
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
用
語
法
の
誇
示
、
例
え
ば
「
貧
困
の
悪
循

環
」
（
ヌ
ル
ク
セ
）
、
「
持
続
的
成
長
へ
の
成
功
的
離
陸
の
た
め
の
最
小
の
ス
ピ
ー
ド
」
（
ロ
ス
ト
ウ
）
そ
の
他
の
譽
嚥
は
、
問
題
の
理

解
の
た
め
に
何
ら
つ
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

最
初
の
ス
タ
ー
ト
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
命
題
は
、
何
故
に
あ
る
地
域
又
は
国
が
一
度
び
あ
る
一
定
の
敷
居
を
こ
え
て
し
ま
っ
た

な
ら
ば
、
成
長
が
よ
り
速
く
な
り
、
或
る
期
間
は
他
を
リ
ー
ド
す
る
理
由
を
説
明
す
る
。
し
か
し
、
客
観
的
条
件
が
不
利
で
な
い
な

ら
ば
、
他
地
域
も
同
じ
よ
う
に
成
長
を
す
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
理
由
を
説
明
し
な
い
。
ハ
ー
バ
ラ
ー

（句①）

は
、
こ
の
場
合
は
逆
流
効
果
が
は
た
ら
い
て
い
る
も
の
と
見
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
次
の
も
の
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
発

展
し
つ
つ
あ
る
地
域
は
、
停
滞
的
地
域
よ
り
重
要
な
人
物
を
惹
き
つ
け
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
貧
国
よ
り
富
国
へ
選
択
的
移

民
が
開
始
さ
れ
る
。
若
い
、
技
能
の
あ
る
、
企
業
的
精
神
の
あ
る
人
々
は
停
滞
的
地
域
を
去
っ
て
行
く
。
」

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
「
国
家
間
よ
り
も
一
国
内
に
お
い
て
よ
り
多
く
起
り
や
す
い
。
イ
タ
リ
ヤ
の
場
合
に
北
部
は
進
歩
的
で
、
南
部
は
後
進

的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
標
準
的
な
例
で
あ
る
。
」

と
見
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
、
こ
の
熟
練
労
働
の
移
動
は
現
在
で
は
、
先
進
国
と
後
進
国
と
の
間
の
国
際
関
係
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
と
は
見
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
過
去
に
お
い
て
米
国
そ
の
他
海
外
諸
国
は
旧
世
界
か
ら
の
熟
練
労
働
者
、
技
師
、

科
学
者
な
ど
の
移
民
に
よ
っ
て
甚
だ
し
い
利
益
を
う
け
た
。
最
近
の
移
民
の
大
き
な
波
は
ナ
チ
及
び
共
産
主
義
者
の
圧
迫
か
ら
生
じ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
移
民
に
よ
っ
て
移
民
母
国
に
若
干
の
損
害
が
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
経
済
発
展
は
重
大
な
停
止
を
う
け
る
こ

な
問
題
で
あ
る
と
見
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
重
要
問
題
》

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
発
展
の
低
水
準
か
ら
、
経
済
的
進
歩
へ
の
第
一
歩
は
特
に
難
し
い
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
重
要
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ハ
ー
バ
ラ
ー
は
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
「
非
常
に
極
端
な
仮
定
」
で
あ
る
と
し
、
完
全
に
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
一
致
す
る
場

、

合
は
お
そ
ら
く
一
つ
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
発
展
し
つ
つ
あ
る
工
業
国
の
比
較
優
位
が
工
業
の
全
域
に
わ
た
る
こ
と
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
発
展
は
既
存
の
工
業
や
古
い
生
産
物
の
生
産
費
の
低
下
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
主
と
し
て
新
し
い
商
品
や
新
し
い
工

あ
る
。 ハ
ー
バ
ラ
ー
は
後
進
国
か
ら
先
進
国
へ
の
資
本
移
動
は
時
々
あ
っ
た
（
例
え
ば
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
よ
り
米
国
又
は
欧
州
へ
）
こ

と
を
否
定
し
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
イ
ン
フ
レ
や
政
治
的
危
険
か
ら
逃
避
す
る
資
本
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
本
移
動
は

い
わ
ば
上
流
へ
向
っ
て
進
む
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
利
子
率
の
高
い
地
域
か
ら
低
い
地
域
へ
進
む
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
明
か
に

示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
資
本
移
動
は
多
小
と
も
病
的
な
脱
線
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
純
資
本
移
動
は
全
体
と
し
て
、
富
国
か

ら
貧
国
へ
と
い
う
正
し
い
方
向
へ
行
わ
れ
て
来
た
と
い
う
事
実
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
ｏ
」

と
し
て
い
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
次
に
、
い
わ
ゆ
る
グ
レ
ア
ム
・
ケ
ー
ス
（
の
国
冒
Ｂ
８
い
①
）
す
な
わ
ち
、
「
発
展
す
る
中
心
（
先
進
国
）
は
外
部
経

済
に
よ
る
収
穫
逓
増
に
よ
っ
て
た
す
け
ら
れ
、
比
較
的
停
滞
的
な
周
辺
地
域
（
後
進
国
）
に
対
し
て
工
業
の
全
分
野
に
わ
た
っ
て
競

争
的
優
位
（
８
日
冨
貸
旨
の
目
く
い
昌
樹
①
）
を
も
ち
、
外
部
経
済
の
期
待
出
来
な
い
第
一
次
生
産
の
み
を
後
進
国
に
ま
か
せ
る
」
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
こ
の
点
は
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
主
張
の
最
も
強
い
点
で
あ
っ
て
、
そ
の
克
服
が
最
も
困
難
な
点
で

域
間
で
多
く
生
じ
る
。

－
バ
ラ
ー
は
考
え
る
。

と
は
な
か
っ
た
と
見
て
い
る
。

資
本
移
動
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
一
国
の
進
歩
的
地
方
は
停
滞
的
地
方
か
ら
資
本
を
引
き
つ
け
る
。
こ
の
こ
と
も
国
際
間
よ
り
は
地

間
で
多
く
生
じ
る
。
し
か
し
「
世
界
の
先
進
地
域
と
後
進
地
域
と
の
間
の
関
係
で
は
、
重
要
な
要
因
と
は
な
り
得
な
い
。
」
と
ハ
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業
の
導
入
に
あ
る
。
新
工
業
の
導
入
は
た
し
か
に
比
較
生
産
費
の
連
鎖
の
中
に
ギ
ャ
ッ
プ
を
つ
く
り
出
し
て
、
若
干
の
工
業
生
産
物

に
お
け
る
比
較
優
位
を
後
進
国
に
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
上
に
外
部
経
済
は
、
屡
々
た
と
え
輸
出
品
が
農
産
物
で
構
成
さ
れ
て

い
て
も
、
そ
の
国
の
経
済
の
輸
出
セ
ク
タ
ー
に
生
じ
る
。

例
え
ば
、
米
国
や
カ
ナ
ダ
で
は
農
産
物
の
輸
出
が
鉄
道
の
建
設
や
北
米
大
陸
の
西
部
の
開
拓
を
刺
戟
す
る
の
に
役
立
っ
た
。
こ
れ

は
巨
大
な
規
模
の
外
部
経
済
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
後
進
国
は
自
国
が
比
較
優
位
を
も
つ
商
品
の
生
産
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

外
部
経
済
か
ら
利
益
を
う
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
、
い
わ
ゆ
る
グ
レ
ア
ム
・
ケ
ー
ス
は
幼
稚
産
業
保
護
論
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
せ
い
一
杯
で
あ

っ
て
、
「
富
国
の
急
速
な
成
長
が
貧
国
に
利
益
を
与
え
る
と
い
う
強
い
推
定
を
無
効
な
ら
し
め
る
こ
と
は
決
し
て
出
来
な
い
。
」
と
結

論
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
、
先
進
工
業
国
の
発
展
や
成
長
が
後
進
国
に
対
し
て
損
害
を
支
え
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
、
先

（
１
）
○
．
冒
買
Ｑ
巴
．
閃
８
国
○
日
旨
目
胃
○
ｑ
秒
冒
Ｑ
ご
己
号
ａ
①
ご
陛
呂
＆
詞
①
四
○
国
ｍ
、
門
○
己
８
口
．
己
署
】
や

園
．

（
邦
訳
、
小
原
敬
士
、
経
済
理
論
と
低
開
発
地
域
）

（
２
）
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
静
態
的
均
衡
分
析
は
、
幾
分
割
引
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
変
化
の
後
に
均
衡
は
直
ち
に
で
は
な
く

し
て
、
通
常
、
動
態
過
程
、
恐
ら
く
若
干
の
変
動
の
後
に
確
立
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

（
３
）
Ｐ
ｐ
国
制
目
白
目
》
・
一
目
ぐ
の
の
§
の
具
宮
胃
尉
の
沙
且
ゞ
一
目
農
の
ョ
ゞ
獣
ロ
ロ
且
閂
‐
号
ぐ
畠
８
８
８
自
己
菌
の
の
ご
》
Ｐ
日
の
刷
冒
画
冒
○
コ
○
日
』
。

罰
①
ぐ
尉
尋
．
静
算
．
届
ご
》
も
や

顔
Ｃ
ｌ
忠
Ｐ

七
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ハ
ー
パ
ラ
ー
は
自
由
貿
易
は
原
則
と
し
て
、
経
済
発
展
の
た
め
の
最
上
の
政
策
で
あ
る
と
っ
た
が
、
し
か
し
、
適
当
な
保
護
政
策

の
下
に
お
い
て
は
、
自
由
貿
易
の
場
合
よ
り
も
経
済
発
展
を
ス
ピ
ー
ド
・
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
を
み
と
め
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
貿
易

、
、

℃
℃

の
な
い
場
合
に
比
べ
て
、
貿
易
の
あ
る
場
合
の
方
が
発
展
に
有
利
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
自
由
貿
易
の
場
合
よ
り
も
、
適

当
な
保
護
貿
易
の
場
合
の
方
が
発
展
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
を
み
と
め
て
い
る
。
そ
の
論
拠
は
幼
稚
産
業
保
護
論
で
あ
る
。

ハ
ー
パ
ラ
ー
は
幼
稚
産
業
保
護
の
論
拠
と
し
て
、
外
部
経
済
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
「
特
定
の
製
造
工
業
又
は
製
造
工
業
全
体
と
し
て
の
発
展
は
、
外
部
経
済
を
つ
く
り
出
す
。
外
部
経
済
と

は
多
く
の
、
ま
た
は
全
て
の
企
業
に
利
益
を
与
え
る
緩
漫
な
、
浸
透
的

含
①
儲
ぐ
ゅ
の
ぎ
①
）
改
良
で
あ
っ
て
結
局
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
産
業
を
保
護
な
し
に
外
国
の
競
争
に
対
抗
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
外
部
経
済
は
成

立
が
緩
慢
で
あ
り
、
予
見
が
困
難
で
あ
り
、
屡
々
民
間
企
業
が
そ
れ
を
十
分
に
わ
が
も
の
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
性
質

を
も
っ
て
い
る
の
で
、
民
間
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
だ
け
で
は
外
部
経
済
の
実
現
を
確
実
な
ら
し
め
る
の
に
十
分
で
は
な
い
ｏ
」

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
外
部
経
済
の
最
も
重
要
な
例
と
し
て
、
次
の
事
実
を
あ
げ
て
い
る
ｐ
す
な
わ
ち
、
後
進
国
に
お
け
る
工
業
の
発
展

を
屡
々
困
難
な
ら
し
め
、
ま
た
は
抑
制
す
る
要
因
は
普
通
程
度
に
さ
え
も
訓
練
さ
れ
た
、
普
通
程
度
に
（
日
８
９
胃
①
ご
）
さ
え
も
信

頼
さ
れ
る
熟
練
労
働
の
不
足
で
あ
る
。
擬
装
失
業
理
論
の
失
敗
は
こ
の
重
要
な
事
実
を
見
逃
し
た
か
、
ま
た
は
そ
れ
か
ら
注
意
を
そ

進
国
の
成
長
は
後
進
国
に
普
及
し
て
後
進
国
に
利
益
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
原
則
的
に
十
分
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
結
論

し
た
。
も
と
よ
り
例
外
も
あ
り
、
特
定
の
後
進
国
は
先
進
国
の
発
展
に
よ
っ
て
損
害
を
被
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
偶
然

の
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
先
進
国
と
後
進
国
の
間
の
利
害
関
係
の
調
和
と
い
う
一
般
的
原
則
を
破
る
も
の
で
は
な
い
と
ハ
ー

バ
ラ
ー
は
考
え
て
い
る
。
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ら
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
訓
練
さ
れ
な
い
、
未
熟
練
の
、
信
頼
出
来
な
い
労
働
者
も
訓
練
さ
れ
、
ま
た
改
善
さ
れ
得
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
改
善
は
緩
慢
で
あ
り
、
且
つ
非
常
に
費
用
の
か
か
る
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
を
望
み
ど
お
り
に
迅
速
に
実
現
す
る
た
め

に
は
、
政
府
だ
け
が
行
使
し
得
る
力
と
強
制
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
そ
の
費
用
が
、
民
間
企
業
の
力
を
上
廻
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
と
し
て
も
、
民
間
企
業
は
労
働
者
が
一
度
び
訓

練
さ
れ
、
そ
の
生
産
性
が
増
加
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
改
善
の
成
果
を
高
い
賃
銀
の
形
で
要
求
し
な
い
と
は
確
信
出
来
な
い
。
そ

れ
故
に
こ
の
過
程
を
遂
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
民
間
企
業
に
必
ず
し
も
依
存
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
す
な
わ
ち
、
労
働
が
よ

り
能
率
的
と
な
っ
た
後
に
は
外
国
の
競
争
に
対
抗
し
て
当
初
の
損
失
を
と
り
も
ど
す
、
或
い
は
別
の
表
現
を
す
れ
ば
、
当
初
の
「
投

資
」
（
そ
れ
は
熟
練
、
訓
練
、
企
業
へ
の
投
資
で
あ
る
が
）
の
報
酬
を
得
る
こ
と
に
望
み
を
托
し
て
、
暫
く
の
間
は
批
失
を
し
な
が

ら
生
産
す
る
こ
と
は
民
間
企
業
の
な
し
得
る
と
こ
ろ
で
に
な
い
。

（勺１）

こ
の
よ
う
な
場
合
に
政
府
が
介
入
し
、
必
要
な
投
資
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
行
な
う
事
が

出
来
る
。
直
接
的
と
い
う
の
は
、
教
育
又
は
訓
練
計
画
、
又
は
政
府
経
営
の
企
業
の
形
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
間
接
的
投
資
の

一
例
は
関
係
産
業
を
保
護
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
市
場
を
確
保
し
、
労
働
者
の
雇
入
れ
を
、
た
と
え
労
働
者
が
能
率
高
く
賃
銀
も
高
い

外
国
労
働
者
と
比
べ
て
、
非
能
率
的
で
且
つ
費
用
が
高
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
仕
甲
斐
の
あ
る
こ
と
（
葛
○
Ｈ
ｇ
‘

葛
冨
｝
①
）
と
す
る
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
、
幼
稚
産
業
保
護
を
政
府
の
間
接
的
投
資
（
育
成
資
本
の
投

（１４）

下
）
と
見
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
「
こ
の
政
策
は
、
最
終
的
に
は
成
功
す
る
と
し
て
も
、
一
時
的
な
負
担
を
高
物
価

（
外
国
貿
易
に
よ
っ
て
安
く
買
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
に
）
の
形
で
、
一
国
に
課
す
る
と
い
う
事
実
を
見
逃
が
す
べ
き
で
は
な
い
。

し
か
し
、
投
資
が
一
時
的
困
難
を
生
ぜ
し
め
る
の
は
投
資
に
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
の
投
資
で
も
そ
う
で
あ
る
。
一
国
は
将
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第一章 ハーバラーの「調和的発展」理論
来
と
り
も
ど
す
こ
と
を
希
望
し
て
、
現
在
の
消
費
と
福
祉
と
を
放
棄
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
し
、
こ
の
よ
う
な
「
育
成
」
資
本
の
投

下
は
、
お
そ
ら
く
非
常
に
有
利
な
投
資
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
時
的
な
負
担
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
投
資
の
目
的
は
何
で
あ
る

か
を
認
識
す
る
こ
と
が
、
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
擬
装
失
業
の
理
論
の
誤
謬
は
ま
さ

に
こ
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
実
際
に
は
「
投
資
の
仕
業
」
（
四
ｇ
ｏ
自
己
ぐ
①
津
日
①
具
ａ
・
眉
詳
巳
）
で
あ
る
も
の
を
「
自

然
の
自
由
な
贈
物
」
（
津
８
唱
津
ｇ
ご
鼻
日
①
）
と
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。

後
進
国
で
は
資
本
は
稀
少
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
節
約
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
実
施
す
る
に
値
す
る
計
画
だ
け

が
企
て
ら
れ
る
こ
と
が
甚
だ
し
く
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
輸
入
制
限
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、
訓
練
、
熟
練
、
教
育
へ
投
資
を

す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
育
成
投
資
の
場
合
に
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
、
一
国
は
一
定
の
時
間
後
に
は
自
分
の
足
で
立
つ
こ
と
が
出
来
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
産
業
の
み
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
。

投
資
は
常
に
ギ
ャ
ム
ブ
ル
で
あ
る
。
機
会
の
判
断
を
誤
る
と
投
下
さ
れ
た
資
本
の
全
部
、
又
は
一
部
の
損
失
を
生
ぜ
し
め
る
危
険

は
常
に
あ
る
。
「
育
成
」
投
資
の
場
合
に
は
費
用
が
か
く
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
通
常
の
場
合
よ
り
は
危
険
は
大
で
さ
え
あ
る
。
私
的

投
資
家
は
成
功
し
な
か
っ
た
ら
自
動
的
に
処
罰
せ
ら
れ
る
。
も
し
も
私
的
生
産
者
が
人
々
の
欲
す
る
も
の
を
生
産
し
な
い
な
ら
ば
、

彼
は
損
失
を
被
る
。
幼
稚
産
業
保
護
の
場
合
に
お
い
て
は
失
敗
に
よ
る
損
失
は
商
品
の
高
価
格
の
形
で
経
済
一
般
に
負
担
さ
れ
る
。

そ
の
商
品
は
国
内
生
産
に
よ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
国
際
貿
易
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
安
く
供
給
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

実
際
に
ど
う
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
る
人
は
少
な
く
、
誰
も
幼
稚
産
業
保
護
作
用
の
真
の
費
用
を
計
算
し
て
出

す
こ
と
は
殆
ど
出
来
な
い
。
一
度
び
高
関
税
障
壁
の
背
後
で
新
産
業
が
設
立
さ
れ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
全
産
業
又
は
大
部
分
の
産
業

を
危
険
な
ら
し
め
る
こ
と
な
し
に
、
関
税
を
と
り
除
く
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
何
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故
な
ら
ば
、
常
に
若
干
の
限
界
企
業
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
実
際
に
も
ん
ち
ゃ
く
を
お
こ
す
。
そ
し
て
他
の
限
界
内
（
旨
芽
色
‐

目
色
晶
旨
巴
）
企
業
も
保
護
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
超
過
利
潤
を
失
な
う
こ
と
を
欲
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

保
護
に
値
す
る
産
業
を
選
択
し
、
必
要
な
関
税
の
高
さ
を
決
定
す
る
単
純
明
快
な
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
都
合
が
よ
い

が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
基
準
は
な
い
か
ら
お
そ
ら
く
は
経
済
の
全
構
造
を
考
慮
に
入
れ
、
同
時
に
企
て
ら
れ
て
い
る
国
内
開
発

政
策
の
全
施
策
を
も
考
慮
に
入
れ
て
行
わ
れ
る
判
断
に
頼
る
こ
と
が
常
に
必
要
で
あ
ろ
う
。

幼
稚
産
業
保
護
関
税
に
つ
い
て
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
、
工
業
製
品
の
広
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
均
一
的
な
輸
入
関
税
が
最
善
の
方
法

で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
制
度
で
は
、
現
実
に
生
産
さ
れ
る
商
品
の
選
択
を
市
場
の
諸
力
（
日
四
烏
鼻
さ
Ｈ
ｏ
①
の
）
に
委
ね
る
。

企
業
家
的
才
能
を
充
分
に
賦
与
さ
れ
た
国
で
は
、
こ
の
方
法
は
発
展
さ
る
べ
き
産
業
を
政
府
が
計
画
し
た
り
、
ま
た
は
政
府
が
そ
れ

を
自
ら
経
営
し
た
り
す
る
よ
り
は
ず
っ
と
す
ぐ
れ
て
い
る
。

（⑨色）

均
一
関
税
の
高
さ
に
つ
い
て
は
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
、
リ
ス
ト
の
説
を
引
用
し
、
二
○
’
三
○
％
の
長
期
的
保
護
を
与
え
て
成
熟
に
ま

で
成
長
し
な
い
産
業
は
保
護
に
値
し
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
一
国
は
こ
の
よ
う
な
産
業
で
は
基
本
的
な
比
較
優
位
を
欠
い
て
い
る
も

の
と
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
実
際
は
右
に
の
べ
た
よ
う
な
関
税
制
度
が
行
わ
れ
て
い
な
い
で
、
全
て
の
後
進
国
は
（
先
進
国
も
同
じ
こ
と
だ
が
）

上
述
の
政
策
と
殆
ど
正
反
対
の
政
策
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
諸
国
は
非
常
に
細
分
化
さ
れ
た
関

税
を
も
ち
、
そ
の
上
に
大
部
分
は
き
び
し
い
為
替
管
理
を
行
な
っ
て
い
る
。
為
替
管
理
は
高
い
補
足
的
関
税
に
等
し
い
。
そ
し
て
そ

の
構
造
と
負
担
と
は
外
部
の
も
の
に
関
す
る
限
り
、
行
政
上
の
秘
密
に
よ
っ
て
完
全
に
お
お
い
か
く
さ
れ
て
い
て
、
開
発
政
策
に
携

わ
る
内
部
の
人
々
に
対
し
て
も
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
輪
廓
だ
け
し
か
し
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
強
く
疑
っ
て
い
る
。
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ハーバラーの「調和的発展」理論第一章
ハ
ー
バ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
関
税
政
策
は
後
進
国
に
損
害
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
ハ
ー
パ
ラ
ー

の
述
べ
た
簡
素
な
制
度
に
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
進
国
は
そ
の
発
展
を
ス
ピ
ー
ド
・
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。
こ
こ
で
ハ
ー
パ
ラ
ー
が
繰
返
し
て
強
調
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
助
言
は
極
端
な
自
由
放
任
政
策
へ
の
勧
告
で
は

な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
発
展
政
策
は
価
格
機
構
の
強
い
力
を
通
じ
て
、
そ
の
強
い
力
の
助
け
を
か
り
て
遂
行
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
反
対
に
市
場
の
諸
力
に
反
対
し
た
り
、
遊
行
し
た
り
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
国
内
の
分
野
と
同
様
に
国
際
貿
易
の
分

野
に
お
け
る
政
策
と
し
て
も
妥
当
す
る
。
」

と
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
述
べ
、
発
展
政
策
は
価
格
機
構
の
作
用
を
利
用
し
て
行
う
べ
き
こ
と

を
説
い
て
い
る
。

最
後
に
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
「
教
育
、
保
健
、
公
共
一
般
投
資
に
お
け
る
行
動
は
輸
入
制
限
と
い
う
消
極
的
政
策
よ
り
は
よ
り
重
要
で

あ
る
。
後
者
国
内
投
資
政
策
は
勿
論
前
者
（
貿
易
政
策
）
よ
り
も
ず
っ
と
容
易
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
に
国
内
投
資
政
策
は
過
度
に

行
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
一
方
貿
易
政
策
は
等
閑
視
さ
れ
勝
ち
で
あ
る
。
」

と
結
ん
で
い
る
。

（１）
リ
ス
ト
は
「
国
民
は
将
来
の
利
益
を
得
る
た
め
に
、
現
在
の
利
益
を
犠
牲
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
保
護
関
税
は
、
最
初
は
工
業

製
品
の
価
格
を
増
加
す
る
が
、
時
が
経
つ
に
従
っ
て
そ
の
国
が
完
全
に
発
達
し
た
そ
れ
自
身
の
工
業
力
を
き
ず
き
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
工

業
製
品
は
外
国
よ
り
輸
入
す
る
価
格
よ
り
低
廉
な
価
格
で
国
内
で
生
産
さ
れ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
現
在
の
負
担
は
「
育
成
資
本
」
（
両
目
①
‐

毒
ロ
畠
の
冨
豆
菌
］
）
の
投
資
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
後
の
時
代
に
国
民
に
複
利
で
果
実
を
生
む
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

国
目
鼻
．
固
い
の
ｚ
島
。
自
己
等
唾
蔚
日
号
獄
弓
ｏ
胃
胃
胃
口
黛
ｏ
ｐ
ｏ
目
の
ゞ
淳
鼠
骨
冨
目
鼻
》
葛
の
詩
の
》
園
且
臼
ゞ
呼
農
ロ
》
ら
ぢ
ぁ
．
畠
い
、

⑦
．
国
鼻
祁
己
目
》
己
閏
旨
蔚
尉
冒
秒
武
○
国
巴
①
国
四
目
号
］
・
国
①
邑
旨
》
ら
園
．
の
．
ｇ
や
８
。

（２）
リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
「
当
初
四
○
な
い
し
六
○
％
の
保
護
関
税
に
よ
っ
て
、
技
術
的
産
業
を
設
立
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
二
○
な
い
し
、
三

○
％
の
連
続
的
な
保
護
関
税
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
に
は
、
工
業
力
の
基
本
的
条
件
が
欠
け
て
い
る
と
一
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ハ
ー
バ
ラ
ー
は
静
態
的
な
比
較
生
産
費
理
論
よ
り
出
発
し
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
や
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
国
際
貿

易
の
間
接
的
、
動
態
的
影
響
を
詳
細
に
論
じ
た
。
国
際
貿
易
は
一
定
の
生
産
函
数
の
内
部
で
国
民
所
得
を
増
加
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て

一
国
を
し
て
よ
り
多
く
貯
蓄
し
、
且
つ
投
資
す
る
こ
と
を
得
せ
し
め
る
の
み
な
ら
ず
、
生
産
能
力
を
も
増
加
す
る
の
で
あ
る
。
解
析

的
に
い
え
ば
生
産
可
能
曲
線
を
外
方
へ
押
し
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｈ
貿
易
は
経
済
的
に
必
要
な
全
ゆ
る
種
類
の
資
本
財

を
輸
入
す
る
こ
と
を
得
せ
し
め
る
。
口
貿
易
は
考
案
や
技
術
的
知
識
や
技
能
や
経
営
的
、
企
業
家
的
役
務
の
普
及
の
た
め
の
伝
達
ベ

ル
ト
と
し
て
役
立
つ
。
日
貿
易
は
国
際
資
本
移
動
の
媒
介
物
で
あ
る
。
四
自
由
貿
易
は
最
も
有
効
な
反
独
占
政
策
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
貿
易
は
健
全
な
競
争
を
助
長
す
る
。

自
由
貿
易
は
若
干
の
制
限
や
留
保
付
き
で
あ
る
が
、
か
く
し
て
経
済
発
展
の
最
善
の
政
策
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
自

由
貿
易
は
富
国
に
も
貧
国
に
も
利
益
を
与
え
る
も
の
（
何
故
な
ら
ば
基
礎
的
な
利
害
の
調
和
が
あ
る
か
ら
だ
）
と
考
え
る
が
、
新
マ

ル
ク
ス
主
義
者
や
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
な
ど
、
近
代
理
論
家
の
一
部
は
富
国
と
貧
国
と
の
間
に
は
基
礎
的
な
不
調
和
を
み
と
め
る
。
従
っ

て
そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
自
由
貿
易
は
貧
国
に
と
っ
て
有
害
で
あ
り
、
富
国
に
よ
る
搾
取
の
手
段
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立

つ
近
代
理
論
は
三
つ
の
柱
に
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｈ
交
易
条
件
長
期
不
利
化
（
後
進
国
に
対
し
て
）
説
、
口
擬
装
失
業
説
、

般
に
推
定
出
来
よ
う
。
甸
．
冒
黒
ゞ
色
．
秒
．
○
．
切
罵
。

８５

藤
井
茂
教
授
も
、
後
進
国
工
業
化
と
幼
稚
産
業
保
護
に
つ
い
て
、
傾
聴
す
べ
き
論
考
を
行
っ
て
居
ら
れ
る
。
（
藤
井
茂
「
工
業
化
政
策
と
幼

稚
産
業
保
護
論
」
）
（
国
民
経
済
雑
誌
第
九
二
巻
第
一
号
昭
和
三
○
年
七
月
）
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第一章 ハーバラーの「調和的発展」理論
日
逆
流
効
果
説
が
そ
れ
で
あ
る
。

Ｈ
に
つ
い
て
は
、
後
進
国
に
と
っ
て
交
易
条
件
が
長
期
的
に
不
利
化
す
る
傾
向
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
口
に
つ
い
て
は
、
擬
装
失

業
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
労
働
の
低
い
生
産
性
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
擬
装
失
業
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
希
望
的
観
測
（
尋
尉
匡
巳

昏
冒
固
侭
）
に
過
ぎ
な
い
。
日
逆
流
効
果
は
地
域
間
で
は
、
存
在
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
国
際
間
で
は
殆
ど
存
在
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
論
じ
て
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
自
由
貿
易
政
策
の
一
般
的
妥
当
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
進
国
に
関
し
て
は
自
由

貿
易
政
策
に
よ
る
よ
り
も
、
幼
稚
産
業
保
護
政
策
を
適
当
に
実
施
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
方
が
経
済
発
展
の
ス
ピ
ー
ド
・
ア
ッ
プ
が
出

来
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
保
護
関
税
制
度
は
極
め
て
簡
素
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
出
来
る
限
り
価
格
機
構
の
も

つ
強
い
力
を
か
り
て
、
経
済
発
展
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
ハ
ー
バ
ラ
ー
の
自
由
貿
易
の
も
た
ら
す
利
益
と
、
国
際
関
係
の
調
和
的
発
展
に
対
す
る
強
い
楽
観
的
信
念
が
、
随
処

に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
く
感
じ
る
が
、
こ
れ
が
ハ
ー
バ
ラ
ー
の
説
の
長
所
で
も
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
が
弱
点
で
も
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
ら
の
痛
烈
な
批
判
も
一
理
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
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第二章 ヌルクセの「需要動因」理論

ヌ
ル
ク
セ
は
「
今
日
の
西
欧
世
界
に
お
い
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
貿
易
お
よ
び
発
展
の
理
論
は
主
と
し
て
十
九
世
紀
の
経

験
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け
て
い
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
の
多
く
は
十
九
世
紀
の
世
界
貿
易
の
モ
デ
ル
を
何
か
『
正
常
な
』
（
ロ
。
尉
日
巴
）
も

の
か
、
ま
た
は
『
理
想
的
』
（
ａ
①
巴
）
な
も
の
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
が
、
時
が
経
つ
に
従
っ
て
そ
れ
は
『
非
常
に
特
殊
な
事
情
』

（
ぐ
①
ｑ
Ｒ
ｏ
昌
胃
・
一
吋
ｏ
ｐ
Ｂ
の
８
国
８
ｍ
）
の
産
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
明
か
に
な
っ
て
来
た
。
」
と
述
べ
、
十
九
世
紀
の
世
界
貿

易
の
パ
タ
ー
ン
と
二
十
世
紀
の
そ
れ
と
は
著
し
く
異
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
変
化
す
る
現
実
の
世
界
情
勢
を
適
確
に
理
解
し
、

こ
れ
に
対
処
し
て
行
く
た
め
に
は
新
し
い
考
え
方
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
十
九
世
紀
と
二
十
世
紀
と
で
は
世
界
貿
易
の
パ
タ
ー
ン
は
ど
う
変
化
し
た
か
、
「
十
九
世
紀
と
二
十
世
紀
の
世
界
貿
易
動

向
の
対
比
」
が
ヌ
ル
ク
セ
の
第
一
の
課
題
で
あ
る
。

そ
し
て
著
し
く
変
化
し
た
二
十
世
紀
の
横
界
貿
易
の
パ
タ
ー
ン
の
中
で
後
進
国
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
発
展
を
は
か
っ
て
行
け

ば
よ
い
か
、
十
九
世
紀
当
時
の
「
貿
易
に
よ
る
成
長
」
と
い
う
方
法
は
二
十
世
紀
に
は
適
当
で
な
く
な
っ
た
と
す
れ
ば
ど
う
い
う
方

法
で
成
長
を
達
成
す
れ
ば
よ
い
か
、
こ
れ
が
ヌ
ル
ク
セ
の
第
二
の
課
題
で
あ
る
「
国
際
経
済
と
成
長
の
問
題
」
で
あ
る
。

ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
一
九
五
七
年
に
は
世
界
の
貿
易
量
は
記
録
的
な
大
き
さ
に
達
し
た
が
、
世
界
の
生
産
量
に
対
す
る
割
合
は
今

日
で
は
約
一
五
○
年
前
よ
り
も
低
下
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
で
は
世
界
生
産
額
の
約
十
分
の
一
が
貿
易
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
第
一
次
大
戦
以
前
で
は
こ
の
比
率
は
約
六
分
の
一
で
あ
っ
た
。

℃
、

、

ヌ
ル
ク
セ
は
世
界
経
済
に
お
け
る
国
際
貿
易
の
重
要
性
を
十
分
に
測
定
す
る
も
の
は
世
界
貿
易
の
世
界
生
産
に
対
す
る
平
均
的
比

一
●
一
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℃
℃

Ｄ

率
で
は
な
く
し
て
、
百
年
以
前
と
比
べ
て
、
貿
易
と
生
産
と
の
増
分
的
（
旨
貝
の
旨
の
具
己
）
比
率
（
限
界
的
比
率
）
で
あ
る
こ
と
を

主
張
す
る
。
貿
易
は
海
外
の
「
新
興
国
」
の
み
な
ら
ず
、
欧
州
の
「
旧
国
」
の
成
長
に
も
決
定
的
な
役
割
を
満
じ
た
。
例
え
ば
英
国

で
は
リ
カ
ー
ド
の
時
代
に
は
耕
作
限
界
は
や
せ
た
土
地
へ
拡
げ
ら
れ
、
山
腹
ま
で
耕
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
、
ま
も
な
く
貿
易

の
急
増
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
食
糧
生
産
に
力
を
注
が
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
に
英
国
や
そ
の
他
西
欧
諸
国
の
工
業
化
は
あ
れ
ほ
ど
ま

で
は
進
行
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
ヌ
ル
ク
セ
は
見
て
い
る
。

ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
貿
易
は
十
九
世
紀
に
は
「
成
長
の
エ
ン
ジ
ン
」
（
①
晶
旨
①
具
四
○
乏
昏
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
ヌ
ル
ク

セ
が
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
（
四
円
ロ
①
口
凰
の
罰
ｏ
ｇ
Ｈ
誌
○
口
）
よ
り
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
貿
易
は
単
に
与
え
ら
れ
た
資

（の必）

源
ス
ト
ッ
ク
の
最
適
配
分
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ヌ
ル
ク
セ
も
こ
れ
を
肯
定
し
貿
易
は
資
源
の
最
適
配
分
の

問
題
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
「
貿
易
は
世
界
の
中
心
地
か
ら
周
辺
地
域
へ
経
済
成
長
の
活
溌
な
過
程
が
伝
達
さ
れ
る
手
段
」
で
も
あ

っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
伝
統
的
貿
易
理
論
は
貿
易
が
経
済
成
長
の
伝
達
手
段
で
あ
っ
た
面
を
多
少
と
も
無
視
し
て
、
孤
立
経

済
が
相
互
に
接
触
し
た
場
合
に
行
わ
れ
る
国
際
分
業
の
利
益
の
解
明
に
力
を
注
い
だ
よ
う
で
あ
る
。
国
際
特
化
の
理
論
は
静
態
的
で

は
あ
る
が
、
基
本
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
交
通
の
革
命
的
な
改
善
や
関
税
の
引
下
げ
、
そ
の
他
に
よ
っ
て
経
済
が
相
互
に
開
放
さ
れ

た
時
代
に
は
甚
だ
適
切
な
理
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
何
も
の
か
を
忘
れ
て
い
た
。
「
貿
易
は
既
存
資
源
の
よ
り
よ
き
配
分
の

手
段
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
成
長
伝
達
の
エ
ン
ジ
ン
で
も
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
古
典
的
貿
易
理
論
は
経
済
成
長
の
動
態
的
な
伝
播

（
身
ご
色
目
ｏ
の
胃
の
昌
旦
①
８
口
○
日
］
○
四
○
芝
昏
）
と
い
う
本
質
的
な
問
題
に
何
故
余
り
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
か
、
ヌ
ル
ク
セ
は
お

そ
ら
く
経
済
の
成
長
は
あ
た
か
も
わ
れ
わ
れ
の
呼
吸
す
る
空
気
の
如
く
当
然
視
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
経
済
の
成
長
は
新
興
国
で
も

旧
国
で
も
満
足
す
べ
き
ペ
ー
ス
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
孤
立
し
て
い
た
二
国
が
「
接
触
に
入
る
」
と
い
う
魅
力
あ
る
理
論
的
問
題
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第二章 ヌルクセの「需要動因」理論
に
比
較
し
て
特
に
興
味
の
あ
る
問
題
の
よ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
解
釈
し
て
い
る
。
一
度
び
諸
国
の
経
済
が
接
触
に
入

り
、
国
際
分
業
の
た
め
に
そ
の
資
源
が
再
配
分
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
後
に
ど
う
い
う
こ
と
が
起
る
か
と
い
え
ば
、
十
九
世
紀
に
お
い

て
は
全
て
の
も
の
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
勿
論
諸
国
の
経
済
は
成
長
し
、
進
歩
し
た
と
ヌ
ル
ク
セ
は
見
る
。

経
済
拡
大
の
焦
点
は
最
初
英
国
で
あ
っ
た
。
英
国
の
人
口
は
十
九
世
紀
に
は
多
数
の
移
出
民
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
倍
と

な
っ
た
が
、
そ
の
間
に
実
質
所
得
は
約
十
倍
に
、
輸
入
量
は
二
○
倍
以
上
に
増
加
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
十
九
世
紀
と
い
う
場

合
に
ヌ
ル
ク
セ
は
原
則
と
し
て
一
八
一
五
年
よ
り
一
九
一
四
年
に
至
る
期
間
を
指
す
）
英
国
の
輸
入
と
国
民
所
得
の
比
は
十
九
世
紀

（
３
）

初
期
に
は
約
十
二
％
で
あ
っ
た
が
、
後
期
に
は
三
○
％
に
増
加
し
た
。
こ
れ
に
は
貿
易
政
策
の
変
化
が
重
要
な
原
因
と
な
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
基
礎
的
な
条
件
は
こ
の
よ
う
な
変
化
を
強
め
る
の
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。
産
業
革
命
は
天
然
資
源
に
乏
し
い
小
島

に
、
合
成
物
資
が
未
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
と
き
に
、
起
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
経
済
拡
大
は
第
一
次
商
品
に
対
す
る
英
国

の
急
速
且
つ
着
実
に
増
加
す
る
需
要
に
よ
っ
て
第
一
次
商
品
の
生
産
適
地
で
あ
る
後
進
地
域
へ
伝
達
さ
れ
た
。
海
外
現
地
の
生
産
要

素
（
そ
の
成
長
は
部
分
的
に
は
貿
易
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
）
は
有
利
な
輸
出
向
け
第
一
次
生
産
の
拡
大
に
よ
っ
て

主
と
し
て
吸
収
さ
れ
た
。
そ
の
上
に
、
原
料
や
食
糧
に
対
す
る
中
心
地
の
需
要
増
加
は
資
本
と
労
働
が
中
心
地
か
ら
周
辺
地
域
へ
移

動
す
る
誘
因
を
創
出
し
、
中
心
地
か
ら
周
辺
地
域
へ
成
長
伝
達
の
過
程
を
促
進
し
た
。

（
１
）
閃
．
ｚ
日
爾
①
、
句
騨
芹
①
目
の
旦
目
吋
且
の
抄
且
己
の
ぐ
巴
名
目
①
具
》
君
旨
爾
豐
伊
①
９
日
＄
ち
ぢ
、
礫
。
。
昏
○
目
．
己
＄
》
も
息
．

（
２
）
ロ
．
園
．
罰
○
冨
算
の
○
口
》
・
一
目
胃
甸
具
員
①
ｇ
目
前
目
秒
武
○
口
巴
目
Ｈ
且
①
．
ご
旨
両
の
關
蔚
旨
冨
○
画
の
冨
望
目
冨
○
曼
・
（
Ｆ
ｏ
ご
号
冒
ゞ
ら
ち
軍
）
や
国
少

少
目
①
乱
８
口
向
８
口
ｏ
目
。
シ
脇
Ｃ
Ｏ
冨
武
○
画
ゞ
詞
①
且
自
照
旨
昏
①
目
ｇ
ｏ
ｇ
ｏ
員
貝
①
Ｈ
ｐ
騨
威
○
口
巳
毘
且
①
（
弓
冨
置
号
蒄
冨
騨
・
ら
ち
）
や
い
臼
・
に
再
録

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。

、

「
十
九
世
紀
の
特
化
は
単
に
一
定
数
の
人
間
の
労
働
を
最
大
の
効
果
を
あ
げ
る
よ
う
に
使
用
す
る
た
め
の
工
夫
で
は
な
か
っ
た
。
特
化
は
成
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「
貿
易
を
通
じ
て
の
成
長
」
は
特
に
新
興
国
に
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
ら
の
地
域
は
、
故
フ
オ
ル
ヶ
・
ヒ
ル
ゲ
ル
ト
の
い
う
世
界
の

温
帯
に
あ
る
「
新
定
住
地
域
」
（
『
の
四
○
コ
印
具
Ｈ
の
ｏ
①
具
切
①
産
の
日
①
貝
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
カ
ナ
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ウ
ル
グ
ァ

イ
、
南
ア
フ
リ
カ
、
豪
州
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
を
含
ん
で
あ
る
。
ヒ
ル
ゲ
ル
ト
は
米
国
を
こ
の
中
に
含
め
な
か
っ
た
が
ヌ
ル
ク
セ

は
米
国
も
新
定
住
地
域
に
入
る
も
の
と
見
て
い
る
。

ヌ
ル
ク
セ
は
こ
れ
ら
の
諸
地
域
に
共
通
の
本
質
的
特
徴
の
一
つ
は
第
一
次
商
品
の
輸
出
と
こ
の
輸
出
に
よ
っ
て
直
接
ま
た
は
間
接

に
誘
発
さ
れ
た
民
間
海
外
投
資
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（勺４）

ヌ
ル
ク
セ
は
マ
ー
シ
ャ
ル
が
「
旧
世
界
が
新
世
界
に
提
供
し
た
か
が
や
か
し
い
市
場
」
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
マ
ー
シ

℃
、

、
、

ヤ
ル
は
こ
れ
ら
の
市
場
が
成
長
す
る
市
場
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
が
「
諸
国
民
の
経
済
的
進

（
２
）

歩
を
決
定
す
る
原
因
は
国
際
貿
易
の
研
究
に
属
す
る
」
と
言
明
し
た
の
は
当
時
の
経
験
か
ら
印
象
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑

、

長
の
エ
ン
ジ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
も
目
ざ
ま
し
い
効
果
は
マ
ル
サ
ス
が
鎖
を
解
い
た
悪
魔
を
一
世
紀
の
間
追
い
つ
め
て
逃
さ
な
か
っ
た
こ
と

■
Ｅ

、

で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
レ
ッ
ド
・
ク
イ
ー
ン
が
ア
リ
ス
の
五
倍
も
金
持
で
し
か
も
五
倍
も
利
巧
で
あ
っ
た
の
と
丁
度
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の

島
の
住
民
は
第
一
次
大
戦
前
十
年
間
に
、
明
ら
か
に
余
り
信
頼
さ
れ
る
計
算
で
は
な
い
が
‐
普
通
に
引
用
さ
れ
る
計
算
に
よ
れ
ば
彼
等
の
百
年

、
、

℃

前
の
祖
先
に
比
べ
て
四
倍
も
裕
福
に
な
り
、
し
か
も
そ
の
数
も
四
倍
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
。

（
３
）

国
Ｐ
．
の
．
”
○
匡
口
の
○
口
．
《
←
『
ｇ
ｏ
彦
騨
己
哩
品
煕
目
ｏ
曾
吋
①
具
昏
の
国
尉
旨
農
両
８
国
○
日
顎
：
両
８
口
○
日
ざ
］
○
日
目
巴
ゞ
の
①
耳
①
目
冨
Ｈ
己
襲
．

ヌ
ル
ク
セ
は
一
八
七
○
年
以
後
は
英
国
の
成
長
率
は
低
下
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
第
一
次
世
界
大
戦
前
夜
ま
で
は
依
然
と
し
て
国
際
経
済

に
中
心
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
と
み
て
い
る
。

｜
◆
一
一
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第二章 ヌルクセの「需要動因」理論
が
な
い
。
し
か
し
、
二
十
世
紀
の
後
半
に
は
マ
ー
シ
ャ
ル
の
こ
の
言
葉
は
奇
妙
に
聞
え
る
が
、
歴
史
的
な
条
件
に
て
ら
し
て
は
じ
め

て
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
英
国
と
海
外
新
興
諸
国
と
の
間
の
経
済
関
係
と
い
う
特
殊
な
経
験
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
ヌ
ル
ク

セ
は
「
新
興
地
域
の
経
済
的
進
歩
は
国
際
特
化
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
中
心
地
に
起
り
つ
つ
あ
っ
た
急
速
な
成
長
が
第
一
次
生
産

物
の
活
溌
な
需
要
増
加
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
も
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
お
そ
ら
く
十
九
世
紀
の
貿
易
の
最
も

目
ざ
ま
し
い
特
徴
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

新
興
国
は
急
増
す
る
世
界
貿
易
総
量
の
う
ち
で
そ
の
占
め
る
割
合
も
大
い
に
増
加
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
新
興
国

の
貿
易
量
が
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
増
大
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
英
国
の
輸
入
に
お
い
て
新
興
国
の
占
め
る
割
合
は
一
九
世

紀
の
中
葉
に
は
八
％
で
あ
っ
た
の
が
、
末
葉
に
は
一
八
％
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
新
興
国
の
う
ち
に
は
米
国
を
含
ん
で
い
な
い
。
英

国
の
輸
入
額
に
お
い
て
米
国
の
占
め
る
割
合
は
こ
の
時
期
に
は
可
成
り
安
定
し
て
い
て
二
○
％
弱
で
あ
っ
た
。
米
国
の
割
合
が
急
増

し
た
の
は
こ
の
時
期
よ
り
も
以
前
で
あ
っ
た
。

ヌ
ル
ク
セ
は
こ
こ
で
英
国
の
輸
入
地
域
構
成
の
変
化
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
次
表
の
通
り
で
あ
る
。

英国輸入地域構成の変化

1857-

59

19

8

21

52

1911－

13

19

18

23

40

国 名

米 国

その他｢新興国』(a)

欧州工業国(b)

その他地域

合 計 1m 100

(a) カナダ，アルゼンチ

ン，南アフリカ，豪州
ニユージーアンド

(b) ドイツ，フランス，

イタリー，ベルギー，

オランダﾞ

(ヌルクセ前掲書p. 16)
全
世
界
の
貿
易
が
急
速
な
歩
調
で
拡
大
し
て
い
た
間
に
、
新
興
国
の
輸

出
品
は
特
に
活
溌
な
需
要
増
加
を
享
受
し
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
英
国
資
本

は
主
と
し
て
こ
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
地
域
へ
流
出
し
た
。
英
国
の
海
外
投

下
資
本
の
地
理
的
分
布
が
或
る
程
度
の
確
信
を
も
っ
て
明
か
に
さ
れ
る
の

は
一
八
七
○
年
以
降
で
あ
る
が
、
そ
の
年
に
お
い
て
英
国
の
海
外
投
資
現

在
高
の
三
分
の
一
以
下
し
か
占
め
て
い
な
か
っ
た
「
新
定
住
地
域
」
（
ヌ
ル
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ク
セ
は
こ
の
う
ち
に
米
国
を
含
め
て
い
る
）
は
一
九
一
三
年
に
は
約
三
分
の
二
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
米
国
の
占
め
る
割
合
は
一
八

七
○
年
も
一
九
一
三
年
も
二
○
％
で
あ
っ
て
変
化
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
他
の
新
興
国
の
占
め
る
割
合
は
一
八
七
○
年
の
一
○
％
か

ら
一
九
一
三
年
の
四
五
％
へ
と
急
増
し
た
。
米
国
へ
の
投
資
が
急
増
し
た
の
は
一
八
七
○
年
以
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
信
頼
し
得
る
統
計
は
な
い
。

ら
ず
、
資
本
の
流
入
に
お
い
て
も
特
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
貿
易
と
投
資
と
は
明
ら
か
に
関
係
が
あ
り
、
「
後
進
国
へ
の
民
間
国
際
投
資

は
直
接
的
で
は
な
い
と
し
て
も
根
本
的
に
は
必
要
の
食
糧
や
原
料
に
対
す
る
需
要
の
増
大
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
」
も
の
と
ヌ
ル
ク

セ
は
見
て
い
る
。
も
と
よ
り
貿
易
と
投
資
の
結
び
つ
き
は
タ
イ
ミ
ン
グ
の
点
で
は
必
ず
し
も
密
接
な
も
の
で
は
な
い
。
一
八
八
○
年

代
は
農
産
物
の
貿
易
は
比
較
的
に
沈
滞
し
て
い
た
が
、
活
溌
な
資
本
輸
出
が
行
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
外

国
投
資
は
工
業
中
心
地
に
お
け
る
原
料
需
要
拡
大
と
い
う
長
期
的
な
見
通
し
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
。

英国海外投資の地理的分布

ヌ
ル
ク
セ
は
こ
こ
で
英
国
海
外
投
資
の
地
理
的
分
布
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。

国 名 1913

％

20

45

5

30

100

(4,0m）

1870

％

20

10

50

20

100

(1,000）

米 国

その他新興国

欧 州

その他地域

合 計

(金 額）
百万ポンド

(ヌルクセ前掲書P. 17)

新
興
国
へ
の
投
資
の
割
合
が
一
○
％
か
ら
四
五
％
へ
急
増
し
た
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で

も
目
ざ
ま
し
い
増
加
で
あ
る
が
、
こ
の
間
に
英
国
の
海
外
投
資
総
額
が
十
億
ポ
ン
ド
よ

り
四
十
億
ポ
ン
ド
へ
と
増
加
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
新
興
国
へ
の
投
資
は
一
八
七
○
年

の
一
億
ポ
ン
ド
か
ら
一
九
一
三
年
に
は
十
八
億
ポ
ン
ド
へ
と
飛
躍
的
な
増
加
を
示
し
た

こ
と
が
特
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

英
国
の
第
一
次
生
産
物
の
輸
入
増
加
が
大
多
数
の
第
一
次
生
産
国
へ
の
英
国
資
本
の

輸
出
を
誘
発
し
た
の
で
あ
る
が
、
「
新
定
住
地
域
」
は
そ
の
輸
出
品
の
需
要
増
加
の
み
な
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第二章 ヌルクセの「需要動因」理論
ヌ
ル
ク
セ
は
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
経
済
成
長
の
本
質
的
な
累
積
過
程
を
み
と
め
、
「
持
て
る
も
の
に
は
与
え
ら
れ
ん
」
角
○
昏
○
の
①

（
３
）

蛍
曽
○
富
ぐ
①
讐
昌
冨
唱
ぐ
①
目
）
と
い
う
こ
と
を
「
発
展
の
第
一
法
則
」
（
苔
①
勵
昇
冒
署
旦
号
ぐ
①
ざ
宮
口
①
貝
）
と
呼
ぶ
の
は
十
分

な
理
由
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。

「
累
積
的
過
程
」
（
。
匡
日
巳
胃
冨
の
冒
○
ｏ
の
め
ゅ
）
の
概
念
は
ウ
ィ
ク
セ
ル
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
、
そ
れ
は
短
期
的
景
気
循
環
理
論
に
用

（
４
）

い
ら
れ
た
が
、
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
や
ス
ヴ
ェ
ニ
ル
ソ
ン
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
概
念
は
長
期
の
成
長
に
も
う
ま
く
適
用
出
来

る
も
の
と
ヌ
ル
ク
セ
は
考
え
、
次
の
よ
う
な
長
期
発
展
の
累
積
過
程
を
の
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
発
展
の
累
積
過
程
は
輸
出
需
要
と
外
国
投
資
と
の
関
係
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
。
そ
の
生
産
物
に
対
す
る
需
要

が
海
外
で
増
大
し
つ
つ
あ
る
よ
う
な
天
然
資
源
を
も
つ
地
域
は
こ
れ
ら
の
資
源
を
開
発
し
、
生
産
物
の
供
給
を
増
加
す
べ
き
資
本
を

受
け
取
っ
た
。
輸
出
需
要
の
増
加
だ
け
で
も
有
利
な
要
因
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
そ
れ
は
交
易
条
件
を
有
利
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。

も
し
、
交
易
条
件
が
有
利
化
さ
れ
な
い
と
し
て
も
そ
の
国
が
比
較
優
位
を
も
っ
て
い
る
分
野
に
自
国
の
資
本
と
労
働
の
増
加
分
を
導

入
し
、
従
っ
て
交
換
に
得
ら
れ
る
多
種
多
様
の
輸
入
品
の
供
給
を
増
加
す
る
。
更
に
そ
の
上
に
外
国
資
本
が
流
入
す
る
な
ら
ば
そ
れ

に
よ
っ
て
輸
出
部
門
そ
れ
自
身
が
拡
大
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
国
内
活
動
の
拡
大
に
も
必
要
不
可
欠
な
（
動
力
や
交
通
機
関
な
ど
）

社
会
の
一
般
施
設
（
○
ぐ
①
曽
の
且
旨
昌
昌
①
ゅ
）
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
実
際
に
お
い
て
鉄
道
は
新
定
住
地
域
に
お
い
て
海

外
投
資
の
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
は
今
日
世
界
で
も
つ
と
も
繁
栄
し
て
い
る
国
々
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ヌ
ル
ク

セ
は
貿
易
ｌ
投
資
関
係
が
過
去
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
地
域
の
急
速
な
発
展
の
唯
一
つ
の
説
明
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
他
に
も

要
因
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
在
取
扱
っ
て
い
る
主
題
の
外
に
あ
る
も
の
と
み
て
い
る
。

マ
ー
シ
ャ
ル
や
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
十
九
世
紀
の
情
勢
を
考
察
し
て
欧
州
の
旧
い
国
と
海
外
の
新
し
い
国
と
を
そ
れ
ぞ
れ
世
界
の
工
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場
及
び
穀
倉
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
勿
論
世
界
の
見
方
と
し
て
は
不
完
全
で
あ
る
。
そ
れ
は
異
国
（
①
関
○
号

８自国賃①の）、

す
な
わ
ち
、
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
を
無
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
中
国
、
イ
ン
ド
、
熱
帯
ア
フ
リ
カ
及
び
中
央
ア
メ
リ
カ
は
「
貿

易
を
通
じ
る
成
長
」
の
諸
力
に
よ
っ
て
影
響
を
被
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
が
、
新
定
住
諸
国
に
比
べ
る
と
こ
れ
ら
の
ア
ウ
ト
サ
イ

ダ
ー
は
輸
出
需
要
の
拡
大
や
資
本
の
流
入
と
い
う
点
で
は
比
較
的
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
一
方
、
東
南
ア
ジ
ア
一
部
の
よ
う
に
貿
易
と

（
５
）

資
本
移
動
が
特
に
活
溌
で
あ
っ
た
地
方
（
例
え
ば
イ
ン
ド
ネ
シ
ヤ
）
で
は
そ
の
た
め
に
「
二
重
経
済
」
自
己
①
８
国
○
日
］
が
つ
く
り

出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
十
分
に
発
達
し
た
輸
出
部
門
が
原
始
的
な
国
内
経
済
と
共
存
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ヌ
ル
ク
セ
は
こ
の
よ
う
な

不
釣
合
な
発
展
の
パ
タ
ー
ン
で
も
成
長
が
全
然
行
わ
れ
な
い
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
進
歩
の
他
の
条
件

が
欠
如
し
て
い
る
時
に
は
外
部
的
な
貿
易
Ｉ
投
資
の
エ
ン
ジ
ン
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
見
て
い
る
。

（
６
）

ヌ
ル
ク
セ
は
ホ
ブ
ソ
ン
が
そ
の
「
帝
国
主
義
論
」
に
お
い
て
十
九
世
紀
に
獲
得
さ
れ
た
英
国
の
植
民
地
（
そ
れ
は
新
帝
国
主
義
の

産
物
で
あ
る
が
）
は
マ
ラ
ャ
を
例
外
と
し
て
、
英
国
の
貿
易
拡
大
に
は
比
較
的
重
要
で
な
い
割
前
し
か
も
た
な
か
っ
た
こ
と
に
気
付

い
て
い
た
こ
と
は
興
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
統
計
的
検
証
に
よ
っ
て
ホ
ブ
ソ
ン
は
大
陸
欧
州
諸
国
と
海
外
の
新
興
国
が

英
国
の
貿
易
拡
大
に
主
要
な
割
前
を
占
め
た
こ
と
を
認
め
た
。
そ
れ
で
は
新
帝
国
主
義
の
経
済
的
動
機
は
何
で
あ
る
か
、
ホ
ブ
ソ
ン

の
答
は
外
国
投
資
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
社
会
が
そ
の
余
剰
貯
蓄
の
は
け
口
を
見
付
け
、
植
民
地
市
場
を
独
占
的
に
支
配
し
、
未
発

達
な
社
会
に
過
剰
物
資
を
投
売
す
る
と
い
う
欲
望
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ホ
ブ
ソ
ン
の
帝
国
主
義
の
経
済
的
説
明
で
あ
っ
た
。
ヌ
ル
ク

セ
は
ホ
ブ
ソ
ン
の
こ
の
説
明
は
ホ
ブ
ソ
ン
が
貿
易
拡
大
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
以
前
に
行
な
っ
た
分
析
と
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
、
ホ
ブ
ソ
ン
は
貿
易
に
つ
い
て
行
っ
た
よ
う
に
海
外
投
資
の
地
理
的
分
布
を
検
討
す
れ
ば
、
英
国
の
資
本
は
未
発
達
な
熱
帯
経

済
を
迂
回
し
て
、
英
帝
国
内
及
び
英
帝
国
外
の
新
定
住
地
域
に
主
と
し
て
流
入
し
た
こ
と
を
知
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
ｏ
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ヌ
ル
ク
セ
は
以
上
の
よ
う
に
ホ
ブ
ソ
ン
を
批
判
し
、
肥
沃
な
温
帯
地
方
（
そ
れ
は
現
在
多
少
と
も
に
工
業
化
し
て
い
る
が
）
が
世

界
の
主
要
な
穀
倉
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
こ
れ
ら
の
肥
沃
な
温
帯
地
方
は
世
界
の
食
糧
不
足
と
い
う
マ
ル
サ
ス
の
亡
霊
を
少
な
く
と

も
一
世
紀
又
は
二
世
紀
の
問
は
追
い
散
ら
し
た
。
こ
れ
が
英
国
の
資
本
輸
出
の
主
要
な
目
的
で
あ
り
、
成
果
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。Ｑ
・
い
田
口
吋
昌
ぐ
ゅ
Ｐ
ｚ
①
ｇ
①
匙
抄
口
烏
冒
日
騨
叩
シ
鯉
口
。
］
旦
国
自
己
閃
８
口
○
日
雷
ｚ
①
尋
唱
○
鳥
〕
ら
主
）

い
ず
れ
も
外
来
人
と
土
着
民
と
が
別
個
の
社
会
を
形
成
し
て
い
て
相
互
の
間
に
何
等
の
関
連
も
な
い
状
態
を
い
う
。
ブ
ー
ケ
は
オ
ラ
ン
ダ
人

（
西
欧
人
）
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ヤ
土
着
氏
の
二
つ
の
社
会
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
フ
ァ
ー
’
一
バ
ル
は
西
欧
人
、
華
僑
そ
の
他
の
外
来
人
、
土

着
民
の
三
つ
の
社
会
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
６
）
］
．
ｒ
国
。
冨
○
邑
麿
日
胃
Ｈ
厨
房
日
．
Ｐ
津
ロ
号
》
ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
過
小
消
費
論
者
で
あ
る
ホ
ブ
ソ
ン
に
と
っ
て
は
英
国
の
経
常
貯
蓄
の

一
部
は
国
内
の
企
業
の
利
潤
と
活
動
を
維
持
す
る
た
め
に
絶
え
ず
海
外
へ
投
資
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
何
故
な
ら
ば
過
剰

貯
蓄
と
過
小
消
費
は
英
国
の
投
資
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
低
下
し
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
お
い
て
英
国
の
貯
蓄
の
一
部
分
は
海
外
に
投
資
さ
れ

た
が
、
そ
の
理
由
は
英
国
の
消
費
支
出
（
輸
入
品
に
対
す
る
支
出
も
含
め
て
）
が
海
外
及
び
国
内
へ
の
投
資
誘
因
を
つ
く
り
出
し
た
か
ら
で
あ

（
３
）
こ
の
言
葉
は
Ｐ
．
民
．
９
苛
口
貝
○
別
の
言
葉
で
あ
る
。

（４，）
の
、
旨
胃
旦
巴
》
閃
旨
冒
伊
騨
ロ
島
色
目
Ｑ
㈲
○
○
吋
』
ｚ
①
君

国
ｏ
鳥
》
』
虜
式
閂
．
ゆ
く
⑦
口
冒
房
○
国
ゞ
《
一
己
①
ロ
①
汽
○
目
自
己
農
騨
《
旨
く
少
鷲
①
目
印
胃
○
こ
の
日
こ

両
斉
○
口
○
日
尉
丙
目
己
ｍ
丙
凰
津
や
ら
、
少
や
い
Ｐ

（
５
）

．
一
重
経
済
」
と
い
う
言
葉
は
オ
ラ
ン
ダ
の
経
済
学
者
ブ
ー
ケ
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
Ｑ
・
国
．
国
。
鼻
①
、
両
８
国
○
日
旨
い
色
目

向
８
画
。
目
。
勺
呂
昌
呉
ロ
ロ
巳
の
Ｃ
ｓ
①
丘
①
⑫
．
ｚ
①
葛
唱
○
烏
ゞ
己
困
）
フ
ァ
ー
’
一
バ
ル
は
「
複
合
経
済
」
国
日
巴
両
８
口
○
冒
昌

と
い
う
言
葉
を
つ

（
１
）

毎
．
旨
騨
刷
ぽ
ゅ
房

（
２
）
》
ず
一
Ｑ
・
己
・
圃
司
Ｐ

か
つ
て
い
る
０

◆

㈲
別
冒
９
国
の
い
具

同
ｏ
ｏ
ｐ
Ｏ
Ｂ
』
８
』
や
⑥
。
“
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二
十
世
紀
に
な
る
と
情
勢
は
一
変
し
、
世
界
貿
易
の
拡
大
率
は
著
し
く
緩
慢
化
し
た
。
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
五
八
年
に
至
る
期

間
に
世
界
の
貿
易
量
は
（
ソ
連
圏
を
除
き
）
五
七
％
し
か
増
加
し
な
か
っ
た
。
百
年
前
に
は
そ
の
増
加
率
は
約
五
倍
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
一
八
五
○
’
八
○
年
間
に
は
二
七
○
％
、
一
八
八
○
’
一
九
一
三
年
間
に
は
一
七
○
％
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
貿
易
の
緩
慢
化
は
世
界
経
済
の
成
長
が
お
そ
ら
く
以
前
よ
り
は
速
い
で
あ
ろ
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
じ
た
。
一
九
世

紀
の
少
な
く
と
も
後
半
で
は
貿
易
の
成
長
は
工
業
生
産
程
は
速
く
な
い
と
し
て
も
総
生
産
よ
り
は
速
か
っ
た
。

ヌ
ル
ク
セ
は
一
九
二
八
年
以
来
、
国
際
貿
易
の
増
加
が
世
界
生
産
の
増
加
よ
り
お
く
れ
て
い
る
理
由
の
一
部
と
し
て
米
国
の
よ
う

な
世
界
生
産
に
お
け
る
地
位
が
世
界
貿
易
に
お
け
る
地
位
よ
り
も
相
対
的
に
大
き
い
国
で
生
産
が
増
加
し
た
た
め
で
あ
る
と
見
て
い

る
。
た
と
え
米
国
が
そ
の
輸
入
と
国
民
生
産
と
の
比
率
（
そ
れ
は
比
較
的
に
低
い
も
の
で
あ
る
が
）
を
維
持
し
た
と
し
て
も
米
国
の

世
界
生
産
に
お
け
る
割
前
の
増
加
は
世
界
貿
易
の
世
界
生
産
に
対
す
る
比
率
を
減
少
せ
し
め
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
米
国
の
輸
入

率
は
低
下
し
て
お
り
、
こ
れ
が
世
界
貿
易
を
世
界
生
産
よ
り
も
さ
ら
に
一
層
お
く
ら
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

勿
論
、
貿
易
政
策
の
趨
勢
も
貿
易
対
生
産
の
総
合
比
率
の
変
化
に
何
等
か
の
関
係
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
世
界
貿
易
の
内
部

比
率
に
生
じ
た
変
化
を
全
く
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ヌ
ル
ク
セ
は
．
九
一
四
年
以
前
に
は
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
は
工
業

（
註
１
）

製
品
の
輸
出
よ
り
も
速
か
に
増
加
し
た
。
し
か
る
に
二
十
世
紀
の
中
葉
に
は
食
糧
、
原
料
の
輸
出
が
工
業
製
品
の
輸
出
よ
り
も
遅
れ

る
傾
向
が
あ
る
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
特
に
第
一
次
生
産
国
の
輸
出
が
工
業
国
の
輸
出
と
比
べ
て
遅
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
二
十
世

る
と
ヌ
ル
ク
セ
は
み
て
い
る
。

｜●一一一
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第二章 ヌルクセの「需要動因」理論

世界輸出数量指数 1928＝100世界貿易金額における非工業

国の占める割合(a) (%)
19591955

石油輸出国を
含む

1928 1957

石油輸出国を
除く ’ 162

151

工業国よりの輸出(a)

非工業国よりの輸出(b)

そのうち(1)石 油

(2)そ の 他

139

138

479

118．5

1928 1957

’輸出 33．8 31．3 32．2 24．4

輸入 28．0 35．0 26．9 30．0
a) OEEC,ヨーロッパ，米国，カ
ナダ，日本

b) その他全ての国

（ただしソビエト圏を除く）
資料: Trends in lnternational Trade,
GATT, Geneva, 1958,

（ヌルクセ前掲書P. 20)

（
註
２
）

紀
の
ブ
ー
ム
商
品
で
あ
る
石
油
を
除
け
ば
そ
の
遅
れ
は
可
成
り
大
き
い
も
の
と

ｅ

ｄ

な
る
ｏ
（
註
仙
②
こ
れ
ら
は
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
の
批
判
を
う
け
る
。
第
三
章
参
照
）

ａｒＴ

石
油
を
除
外
し
て
計
算
す
る
理
由
を
ヌ
ル
ク
セ
は
次
に
示
し
て
い
る
。
仙
石

ｌ

、
ノ

ａ

隣鋤＆劾
油資源は自然の恩恵であって不均等に分布されていること、②僅か

齢
函
嘩
Ｐ

国
ト
、
‐
書

に
限
ら
れ
た
諸
国
で
輸
出
向
け
の
採
掘
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
後
進
国
の

壬》
恥部》一趨一》華一幸州訴踵》串一部》》》一手》権峰幸碓トー学》誹

り
資

よ
う
な
貿
易
拡
大
を
享
受
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

非
工
業
国
が
世
界
貿
易
金
額
総
計
に
占
め
る
割
合
を
一
九
二
八
年
と
五
七
年

も
匪

氾
と

ｔ
乱
⑲

に
つ
い
て
比
較
す
れ
ば
、
輸
出
に
お
い
て
低
下
し
て
い
る
の
に
反
し
、
輸
入
に

岬伽一四おいて増加している。
》額恥甦碓し輻蝿鋤唯個嶬轌恥唱匪確峠糎唖識紬や筆鋤嘩働跨唖誕酢叩雑軸癖
唾州唾坪麺の側では後進国の地位は向上しているｏ輸出と輸入の差は資本移転
Ｊ
ｆ
料
、

く
そ
の
他
貿
易
外
受
取
を
示
し
て
い
る
。
後
進
国
の
輸
出
の
「
ラ
ッ
グ
」
は
た
と

ａ
資

く
く

え
輸
入
の
側
「
リ
ー
ド
」
で
釣
合
が
と
れ
る
と
し
て
も
厄
介
な
問
題
で
あ
る
。

73



２

輸
出
合
計
（
ソ
連
地
域
を
除
く
）
一
○
○
％

全
体
と
し
て
工
業
国
（
Ａ
グ
ル
ー
プ
）
は
高
所
得
国
で
あ
り
、
非
工
業
国
（
Ｂ
グ
ル
ー
プ
）
は
殆
ど
が
低
所
得
国
で
あ
る
。
豪
州
、

｜
豆
－
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
お
よ
び
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
も
Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
た
が
こ
れ
ら
は
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
国
で
あ
る
が
、
国

内
的
に
は
高
度
に
工
業
化
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
低
所
得
国
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
少
数
の
例
外
は
全
体
の
構
図
に
重
大
な

影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
ヌ
ル
ク
セ
は
み
て
い
る
。

ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
こ
の
構
図
は
世
界
経
済
の
基
本
的
な
不
釣
合
い
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
二
十
カ
国
は
相

互
に
最
上
の
顧
客
と
な
っ
て
い
る
。
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
百
余
の
諸
国
は
Ａ
Ｂ
両
グ
ル
ー
プ
を
合
併
し
た
総
人
口
の
三
分
の
二
を
保
有
し

て
い
る
が
、
相
互
の
貿
易
は
非
常
に
少
な
い
。
そ
れ
は
低
い
購
買
力
と
低
い
生
産
性
に
よ
る
も
の
と
ヌ
ル
ク
セ
は
見
て
い
る
。
Ｂ
グ

ル
ー
プ
の
対
Ａ
グ
ル
ー
プ
輸
出
は
Ｂ
グ
ル
ー
プ
相
互
間
の
輸
出
の
二
倍
半
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
と
反
対
に
Ａ
グ
ル
ー
プ
諸
国
間
の

輸
出
は
Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
輸
出
よ
り
も
遙
か
に
大
き
い
。
先
進
国
と
後
進
国
の
間
の
貿
易
関
係
の
こ
の
よ
う
な
不
均
斉
的
な
性

格
を
心
に
留
め
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
ヌ
ル
ク
セ
は
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
不
安
定
な

今
８
‐
胃
ゆ
く
ご
世
界
貿
易
の
構
造
は
何
等
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
反
対
に
十
九
世
紀
の
貿
易
は
先
進

次
に
一
九
五
七
年
の
輸
出
を
そ
の
方
向
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
（
Ａ
は
工
業
国
、
Ｂ
は
非
工
業
国
と
す
る
）

工
業
国
相
互
間
（
Ａ
Ａ
）

四
三
％

％

工
業
国
対
非
工
業
国
（
Ａ
Ｂ
）

二
六
％

非
工
業
国
対
工
業
国
（
Ｂ
Ａ
）

二
二
％

非
工
業
国
相
互
間
（
Ｂ
Ｂ
）

九
％
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②
特
殊
な
場
合
と
し
て
先
進
工
業
国
の
総
産
出
高
の
う
ち
サ
ー
ビ
ス
の
占
め
る
割
合
が
上
昇
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
原
料
の
需
要
が
、

国
民
生
産
の
上
昇
よ
り
も
お
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。

③
多
く
の
農
産
物
に
対
す
る
消
費
者
需
要
の
所
得
弾
力
性
が
低
い
こ
と
。

側
先
進
国
の
農
業
保
護
主
義
が
後
進
国
の
第
一
次
生
産
物
の
輸
入
に
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
こ
れ
は
誇
張
し
過
ぎ

て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
特
に
西
欧
諸
国
の
新
定
住
地
域
か
ら
の
輸
入
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
北
大
西
洋
地
域
の
後

つ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
一

業
へ
重
点
が
移
っ
た
こ
と
。

ヌ
ル
ク
セ
は
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
点
は
こ
の
中
心
地
は
一
人
当
り
の
実
質
所
得
で
表
示
す
れ
ば
活

発
な
進
歩
を
見
せ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
活
溌
な
成
長
率
は
第
一
次
生
産
物
に
対
す
る
輸
入
需
要
の
そ
れ
に
比
例
し
た
増
加
を

通
じ
て
世
界
の
他
の
部
分
へ
伝
達
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

そ
こ
で
ヌ
ル
ク
セ
は
何
故
に
そ
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
理
由
を
六
項
目
に
わ
た
っ
て
挙
げ
て
い
る
。

山
先
進
国
経
済
に
お
け
る
工
業
生
産
の
構
成
が
「
軽
」
工
業
よ
り
「
重
」
工
業
（
例
え
ば
機
械
工
業
や
化
学
工
業
）
へ
重
点
が
移

っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
完
成
生
産
物
に
お
け
る
原
料
含
有
分
（
国
言
目
鼻
①
凰
巴
８
貝
の
貝
）
の
高
い
産
業
か
ら
、
そ
れ
が
低
い
産

地
域
へ
も
つ
と
甚
だ
し
い
集
中
を
見
せ
て
い
た
こ
と
は
ル
イ
ス
教
授
が
一
八
八
七
年
に
つ
い
て
作
成
し
よ
う
と
し
た
有
用
で
あ
る
が

（
１
）

幾
分
不
完
全
な
世
界
貿
易
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
か
ら
明
か
で
あ
る
。

今
日
の
非
共
産
世
界
の
経
済
成
長
の
中
心
は
北
米
及
び
西
欧
で
あ
り
、
こ
れ
を
便
宜
的
に
北
大
西
洋
地
域
と
い
っ
て
も
よ
い
。
仔

細
に
観
察
す
る
と
こ
れ
ら
の
中
心
の
二
つ
の
主
要
部
分
は
そ
の
原
料
供
給
源
を
西
半
球
及
び
東
半
球
の
南
部
に
そ
れ
ぞ
れ
も
っ
て
い

プ
包
○
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⑥
主
要
な
工
業
中
心
は
天
然
原
料
を
合
成
そ
の
他
人
工
代
用
品
（
大
部
分
は
そ
の
士
地
の
生
産
物
で
あ
る
少
数
の
基
礎
的
な
要
素

か
ら
つ
く
る
）
で
置
き
換
え
る
傾
向
が
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
来
た
こ
と
、
生
ゴ
ム
、
絹
、
藍
、
硝
石
、
ジ
ュ
ー
ト
、
ヘ
ム
プ
、
植

物
油
、
皮
革
な
ど
主
要
商
品
に
対
す
る
需
要
は
二
十
世
紀
に
お
け
る
化
学
工
業
の
発
達
に
よ
っ
て
確
か
に
抑
制
さ
れ
、
あ
る
場
合
に

は
著
し
く
減
少
さ
せ
ら
れ
た
。
米
国
の
輸
入
品
の
う
ち
で
最
近
技
術
進
歩
の
影
響
を
う
け
た
も
の
は
チ
ク
ル
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

こ
れ
は
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
の
製
造
の
た
め
に
中
央
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
さ
れ
る
植
物
産
品
で
あ
る
が
、
米
国
の
化
学
工
業
は
品
質
の

劣
ら
ぬ
或
い
は
よ
り
優
れ
た
合
成
代
用
品
を
つ
く
り
出
し
た
。

（ワロ）

こ
れ
ら
の
理
由
で
後
進
国
の
輸
出
が
お
く
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
一
九
二
○
年
代
後
期
以
来
、
第
一
次
生
産
国
か
ら
米
国
及
び

西
欧
へ
の
輸
出
は
工
業
地
域
の
国
民
総
生
産
の
合
計
の
三
・
五
％
か
ら
三
％
へ
低
下
し
た
も
の
と
見
積
ら
れ
て
い
る
。
も
し
、
石
油

を
除
く
な
ら
ば
三
・
五
％
か
ら
二
・
五
％
へ
低
下
し
た
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
過
去
三
十
年
間
に
わ
た
っ
て
第
一
次
生
産
国
は

工
業
世
界
の
産
出
高
と
所
得
の
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
輸
出
の
比
率
の
甚
だ
し
い
縮
少
に
苦
し
ん
だ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ヌ
ル
ク
セ
は
特
に
米
国
に
つ
い
て
考
察
し
、
米
国
の
輸
入
の
国
民
総
生
産
に
対
す
る
比
率
は
過
去
五
十
年
間
に
わ
た
っ
て
六
％
か

ら
三
％
へ
低
落
し
た
が
こ
れ
は
十
九
世
紀
に
英
国
の
輸
入
率
が
上
昇
し
た
こ
と
と
明
ら
か
な
対
照
を
見
せ
て
い
る
も
の
と
み
て
い
る
。

シ
カ
ゴ
大
学
の
Ｔ
・
ｗ
・
シ
ュ
ル
ッ
教
授
は
輸
入
原
料
だ
け
で
な
く
全
体
と
し
て
原
料
に
対
す
る
需
要
は
ア
メ
リ
カ
経
済
の
生
産
の

回
収
や
再
加
工
な
ど
）

進
熱
帯
諸
国
か
ら
の
輸
入
に
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
上
に
多
く
の
保
護
主
義
が
工
業
製
品
の
貿
易
も
ま
た
妨
害
し
て
い

る
。
説
明
す
べ
き
問
題
は
第
一
次
生
産
国
の
輸
出
の
比
較
的
な
「
ラ
ッ
グ
」
で
あ
る
。

⑤
天
然
原
料
の
工
業
的
使
用
に
お
い
て
可
成
り
の
節
約
が
達
成
さ
れ
て
来
た
こ
と
（
例
え
ば
電
気
錫
メ
ッ
キ
や
金
属
の
組
織
的
な
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拡
大
に
遙
か
に
遅
れ
た
こ
と
を
決
定
的
に
示
し
た
。
従
っ
て
ヌ
ル
ク
セ
の
指
摘
し
て
い
る
原
料
貿
易
の
減
少
は
可
成
り
一
般
的
な
傾

向
の
国
際
的
局
向
に
過
ぎ
な
い
。
資
本
と
技
術
的
知
識
今
①
呂
凰
ｏ
己
戸
口
○
言
‐
冒
急
）
が
十
分
に
備
っ
て
い
る
国
で
「
研
究
と
開
発
」

の
た
め
の
投
資
が
原
料
を
合
成
生
産
物
で
置
換
え
て
行
く
の
は
自
然
の
傾
向
で
あ
る
と
ヌ
ル
ク
セ
は
見
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
対

し
て
経
済
学
者
の
う
ち
に
は
米
国
の
第
一
次
商
品
輸
入
の
拡
大
の
見
通
し
を
強
調
す
る
傾
向
を
も
つ
も
の
も
あ
る
。
彼
等
は
正
し
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
長
期
予
測
を
行
な
う
の
は
決
し
て
安
全
で
は
な
い
。
過
去
数
十
年
の
事
実
は
趨
勢
の
変
化
を
示
す
に
十
分
で
あ

る
。
一
九
五
二
年
の
ペ
イ
リ
ー
委
員
会
の
報
告
は
一
九
七
五
年
に
お
け
る
米
国
の
原
料
需
要
の
有
名
な
見
論
し
で
あ
る
が
、
こ
の
た

め
に
は
「
生
産
技
術
は
変
化
し
な
い
」
こ
と
が
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
最
も
大
切
な
要
因
が
除
か
れ
て
い
る
こ
と
と
な
っ
て

無
意
味
で
あ
る
。
ヌ
ル
ク
セ
は
こ
れ
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
王
子
の
い
な
い
ハ
ム
レ
ッ
ト
劇
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

或
る
意
味
で
は
米
国
は
鉱
物
資
源
に
つ
い
て
は
外
国
依
存
度
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
多
く
の
人
々
は
ペ
ィ
リ
ー

報
告
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
、
す
な
わ
ち
、
約
半
世
紀
間
に
米
国
の
原
料
消
費
は
九
八
％
増
加
し
た
の
に
そ
の
生
産
は
七
○
％
し

増
加
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
二
十
世
紀
の
初
期
に
は
原
料
の
正
味
輸
出
国
で
あ
っ
た
米
国
は
正
味
輸
入
国
に
転
化
し
た
。

こ
の
変
化
は
時
と
し
て
「
鋏
状
効
果
」
（
ｍ
凰
切
の
○
刷
の
帯
。
蕨
）
と
い
わ
れ
る
。
米
国
の
原
料
消
費
が
原
料
生
産
よ
り
も
四
○
％
も
速

く
上
昇
し
た
こ
と
は
勿
論
興
味
が
あ
り
、
且
つ
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
更
に
も
つ
と
印
象
的
な
こ
と
は
米
国
の
国
民
総
生
産
は
原

料
消
費
よ
り
も
約
一
五
○
％
も
速
く
（
原
料
消
費
の
九
八
％
増
に
対
し
て
国
民
総
生
産
は
二
四
二
％
増
）
上
昇
し
た
こ
と
で
あ
る
。

な
に
よ
り
も
著
し
い
こ
と
は
米
国
の
工
業
生
産
は
米
国
の
経
済
の
原
料
の
消
費
よ
り
も
三
倍
以
上
も
早
く
（
原
料
消
費
の
九
八
％
増

に
対
し
て
製
造
工
業
生
産
は
三
三
五
％
増
）
増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ヌ
ル
ク
セ
は
米
国
経
済
の
発
展
の
概
要
を
は
次
表
に
示
し
て
い
る
。
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ヌ
ル
ク
セ
は
今
日
の
世
界
貿
易
統
計
を
そ
れ
だ
け
切
離
し
て
考
察
し
た
な
ら
ば
後
進
国
の
第
一
次
商
品
の
輸
出
の
「
お
く
れ
」
は
、

こ
れ
ら
の
諸
国
の
外
部
に
あ
る
需
要
の
要
因
に
よ
る
も
の
か
、
ま
た
は
後
進
国
自
身
の
供
給
の
制
限
に
よ
る
も
の
か
は
い
ず
れ
と
も

決
定
し
難
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
を
探
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
進
国
の
輸
出
の
「
お
く
れ
」
は
大
工
業
中
心
地
か
ら
発

散
す
る
「
海
外
需
要
の
相
対
的
停
滞
の
反
映
で
あ
る
」
こ
と
が
わ
か
る
と
し
て
需
要
側
に
原
因
の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
ヌ
ル
ク
セ

る
と
ヌ
ル
ク
セ
は
み
る
。

米 国 経 済 の 発 展

19“－13 1944-50

(1935-39年価格10億ドル）
百分率
変 化

原 料 生 産

原 料 消 費

国民総生産

製造工業生産

８
４

７
●
●
卓

４
４

３
７

４
４

％
％

％
％

７
９

４
３

０
８

２
５

十
十
浬
柊

１
２

３
４

8．2

8．7

149．0

204

(1935-39= 100)

註(1)(2)はPaley Reportから採用（ただし農産食料品

と金を除く）生産の数字にはスクラップその他からの

金属の再製は含まない。これはその相対的重要性が増
加しつつある。

（3)は R, F. Daly (Studies in Income and Wealth,

Vol. 14)の論文よりT.W･Schultzの引用したもの。

（4)は連邦準備銀行指数をNBER指数にリンクしてS

Fabricantによって作成されたもの。

（ヌルクセ前掲書p. 25)

以
上
の
総
合
的
な
結
果
と
し
て
米
国
の
第
一
次
商
品
の
輸
入
は
米
国

経
済
の
成
長
に
歩
調
を
合
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は

決
し
て
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
同
様
の
傾
向
が
西
欧
で
も
作
用
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
西
欧
で
は
過
去
三
十
年
間
石
油
輸
入
が
目
ざ
ま
し

く
増
加
し
た
の
で
こ
の
傾
向
は
大
き
な
程
度
ま
で
蔭
蔽
さ
れ
て
来
て
い

明
ら
か
に
「
鋏
状
効
果
」
は
原
料
節
約
や
合
成
品
の
増
加
そ
の
他
の

要
因
に
よ
っ
て
蔭
蔽
さ
れ
た
。
特
に
金
属
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
米
国
の

輸
入
す
る
錫
、
鉛
、
銅
は
全
て
が
消
え
て
な
く
な
る
の
で
は
な
い
。
こ

れ
ら
の
金
属
は
何
度
も
何
度
も
使
用
さ
れ
、
金
属
の
回
転
ス
ト
ッ
ク
へ

の
追
加
分
に
必
要
と
さ
れ
る
だ
け
が
輸
入
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
一

定
量
の
工
業
生
産
を
支
持
す
る
に
必
要
な
分
が
輸
入
さ
れ
る
の
で
は
な

い
○
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も
若
干
の
場
合
に
は
生
産
国
側
の
供
給
制
限
政
策
が
有
効
に
働
い
た
こ
と
も
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、
ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
こ
の
よ

う
な
供
給
制
限
政
策
は
第
一
次
輸
出
生
産
物
の
相
対
的
に
不
利
な
需
要
状
態
に
対
す
る
反
作
用
と
も
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
供

給
制
限
政
策
は
世
界
需
要
の
拡
大
が
緩
慢
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
需
要
曲
線
の
下
部
で
常
に
価
格
非
弾
力
的
と
な
り
勝
ち
な
輸
出
生

産
物
の
供
給
を
引
き
締
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
交
易
条
件
を
好
転
さ
せ
る
と
い
う
「
保
護
貿
易
の
た
め
の
交
易
条
件
論
」
（
前
Ｈ
日
切
９

吋
且
①
胃
唱
日
①
具
ざ
甸
冒
○
前
９
８
己
）
を
実
行
す
る
の
に
事
実
上
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
と
見
て
い
る
。
（
こ
の
ヌ
ル
ク
セ
の
需
要

重
視
論
の
批
判
に
つ
い
て
は
本
書
第
三
章
を
参
照
さ
れ
た
い
）

若
干
の
国
（
例
え
ば
イ
ン
ド
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ヤ
）
で
は
人
口
圧
力
に
よ
っ
て
地
方
的
需
要
を
み
た
す
た
め
の
自
給
生
産
に
逆
戻
り

し
、
輸
出
向
第
一
次
生
産
が
害
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
ヌ
ル
ク
セ
は
認
め
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
給
生
産
へ

の
復
帰
は
不
可
避
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
方
法
と
し
て
は
輸
出
作
物
を
出
来
る
限
り
維
持
、
増
産
し
、
増
加
す
る
人

口
に
必
要
な
食
糧
は
輸
入
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
或
程
度
ま
で
現
実
に
お
こ
り
つ
つ
あ
り
、
後
進
国
は
今
や
米
国
、

カ
ナ
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
豪
州
な
ど
よ
り
輸
出
さ
れ
る
食
糧
の
重
要
な
は
け
口
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
き
の
チ
ャ
ー
ト
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
世
界
貿
易
の
不
均
斉
な
状
態
の
下
で
は
変
動
の
原
因
は
先
進
国
の
需
要
に
あ
る
と
考
え
る

の
が
自
然
的
で
あ
る
と
ヌ
ル
ク
セ
は
主
張
し
て
い
る
。
工
業
の
十
分
の
九
以
上
、
生
産
活
動
の
五
分
の
四
以
上
が
先
進
工
業
国
に
集

中
し
て
い
る
と
い
う
世
界
で
は
、
伝
統
的
国
際
貿
易
理
論
と
連
想
す
る
対
称
性
、
互
恵
性
及
び
相
互
依
存
の
諸
概
念
は
中
心
国
と
周

辺
国
と
の
間
の
貿
易
関
係
に
つ
い
て
は
幾
分
そ
の
適
合
性
に
疑
問
が
あ
る
。
後
進
国
の
多
数
の
人
口
や
広
大
な
面
積
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
総
体
の
経
済
か
ら
い
え
ば
後
進
国
は
巨
大
な
工
業
経
済
と
比
較
す
れ
ば
憐
れ
む
べ
き
ほ
ど
小
さ
い
。
こ
の
よ
う
な
世
界
で
は
支

配
的
な
経
済
と
従
属
的
な
経
済
と
の
区
別
は
国
際
経
済
関
係
の
動
態
的
観
点
か
ら
は
死
活
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
純
粋
で
単
純
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な
貿
易
理
論
の
基
礎
に
横
た
わ
る
概
念
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
議
論
の
別
の
種
類
に
す
な
わ
ち
成
長
の
国
際
経
済
学

０８

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
ヌ
ル
ク
セ
は
考
え
る
。

（
１
）
こ
ぐ
．
諺
．
Ｆ
①
君
一
い
秒
自
・
勺
．
］
．
○
一
㈲
①
四
吋
］
輻
《
《
の
①
。
巳
色
垪
聾
署
冒
ぬ
い
旨

勺
Ｈ
ｏ
Ｑ
屋
ｇ
目
○
口
騨
口
包
司
崗
色
Ｑ
①
善
罠
雪
Ｃ
ｌ
己
屋
・
こ
目
ロ
①
冨
騨
画
ｏ
彦
＄
蔚
尉

1938192819131876-80

P．L. Yates, Forty Years of Fore!gn Trade, p. 57.

A(先進国) 1876, 1913=米国，英国，ベルギー，フランス，ドイ

ツオーストリー，ハンガリー，オランダ，イタリー，

スエーデン，スイス，日本

1928,1938＝米国，英国，ベルギー，フランス，ドイ

ツ，オーストリー，チェコスロバキヤ，オランダ，イ

タリー，スエーデン，スイス，カナダ，日本，台湾，

朝鮮

1938 1953 1955 1958

2

GATT, International Trade, 1957-58

A(先進国)=北米（米国，カナダ),西欧(OEE C加盟本国),
日本
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ヌ
ル
ク
セ
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
二
十
世
紀
の
中
葉
に
は
北
大
西
洋
両
岸
の
工
業
中
心
地
は
第
一
次
生
産
物
に
対
す
る
需
要
の
拡

大
を
通
じ
て
そ
れ
自
身
の
成
長
率
を
第
一
次
生
産
国
へ
、
輸
出
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
技
術
が
ま
す
ま
す
精
巧
化
す
る

に
つ
れ
て
土
壌
か
ら
の
粗
生
産
物
（
農
産
物
）
は
先
進
工
業
経
済
で
は
相
対
的
に
必
要
で
な
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
も
、
後
進

国
が
一
般
に
比
較
優
位
を
も
つ
（
少
な
く
と
も
静
態
的
見
地
か
ら
）
傾
向
が
あ
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
素
朴
で
単
純
な
土
壌
生

産
物
で
あ
る
。

ヌ
ル
ク
セ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
米
国
と
の
間
の
域
内
貿
易
（
旨
茸
騨
‐
耳
目
①
）
は
一
八
八
七
年
の
（
不
完
全
）
な
世
界
総
輸
出
額
の
六
四
％
を
占

め
た
。
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
南
米
の
地
域
内
貿
易
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
先
進
地
域
の

域
内
貿
易
の
百
分
率
に
大
き
な
差
を
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
六
五
％
と
い
う
数
字
は
次
の
小
島
清
教
授
の
計
算
と

異
っ
て
い
る
。
小
島
清
教
授
は
世
界
貿
易
に
お
け
る
先
進
国
と
後
進
国
別
の
シ
ェ
ア
ー
の
推
移
を
右
の
よ
う
な
チ
ャ
ー
ト
に
示
し
て
お
ら
れ
る
。

小
島
清
「
世
界
経
済
の
新
展
開
と
そ
の
理
論
」
（
国
際
経
済
学
会
編
「
世
界
経
済
の
新
展
開
」
一
九
六
○
年
）

こ
の
チ
ャ
ー
ト
に
よ
る
と
、
⑩
戦
前
は
先
進
国
間
貿
易
は
逓
減
傾
向
に
あ
っ
た
か
、
戦
後
は
漸
増
傾
向
に
あ
る
。
②
先
進
国
後
進
国
間
貿
易

は
戦
前
は
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
漸
減
傾
向
に
あ
る
。
③
後
進
国
間
貿
易
は
戦
前
は
シ
ェ
ァ
ー
は
小
さ
い
が
著
し
い
増
加
傾
向
に
あ

っ
た
が
、
戦
後
は
停
滞
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
２
）
小
島
清
氏
は
そ
の
他
に
㈹
先
進
国
側
で
国
防
考
慮
や
完
全
雇
用
政
策
が
、
保
護
主
義
と
合
成
工
業
の
進
歩
を
生
じ
た
こ
と
、
回
後
進
国
側

で
は
そ
の
発
展
段
階
が
人
口
稀
薄
な
地
域
の
収
穫
逓
増
の
時
代
か
ら
人
口
稠
密
な
地
域
の
収
穫
逓
減
の
時
代
に
入
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
お
ら
れ

る
。
（
一
橋
論
叢
昭
和
三
五
年
七
月
号
）

（
３
）
冒
昌
ざ
晶
農
ゞ
目
胃
言
○
同
国
己
。
冒
剖
即
○
亘
①
目
．
己
署
》
や
扇
。

呼
冒
巳
冒
騨
雷
己
既一

●

四

81



一
九
世
紀
の
状
態
は
異
っ
て
い
た
。
支
配
的
経
済
す
な
わ
ち
英
国
の
成
長
は
原
料
や
食
糧
に
対
す
る
需
要
の
拡
大
を
通
じ
て
周
辺

へ
成
長
を
伝
達
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
今
日
で
は
、
先
進
国
か
ら
後
進
国
へ
の
経
済
成
長
の
普
及
に
役
立
つ
力
が
貿
易
の
分
野
で
は

百
年
以
前
程
に
は
強
力
で
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
周
辺
地
域
の
十
九
世
紀
に
お
け
る
発
展
の
パ
タ
ー
ン
は
第
一
次

生
産
物
の
輸
出
市
場
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
「
こ
の
成
長
伝
達
機
構
は
今
日
で
は
比
較
的
低
調
で
あ
る
。
」
と
ヌ
ル

ク
セ
は
見
る
。
（
註
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
こ
の
点
を
批
判
す
る
’
第
三
章
参
照
）

貿
易
状
態
の
変
化
は
国
際
投
資
に
も
若
干
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
第
一
次
商
品
に
対
す
る
需
要
の
活
溌
な
拡
大
は
民
間
資
本
が
周

辺
地
域
へ
大
量
に
流
出
す
る
誘
因
と
な
っ
た
。
後
進
国
に
お
け
る
生
産
的
投
資
の
た
め
の
民
間
資
本
の
移
動
は
後
進
国
の
主
要
輸
出

品
に
対
す
る
海
外
の
需
要
の
成
長
に
主
と
し
て
依
存
し
て
い
た
。
人
口
稀
薄
な
所
得
の
低
い
後
進
国
で
は
国
内
市
場
は
一
般
に
は
何

（
１
）

等
の
強
い
投
資
誘
因
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
在
少
量
の
民
間
資
本
が
後
進
国
に
流
出
し
て
い
る
の
は
先
進
国
の

高
度
の
累
進
税
な
ど
別
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
一
般
的
に
つ
い
て
「
原
料
需
要
と
外
国
投
資
と
の
累
積
的
な
相
互
作
用
は
十
九
世
紀

の
経
験
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
弱
化
し
て
い
る
ｏ
」
も
の
と
ヌ
ル
ク
セ
は
考
え
て
い
る
。
（
こ
の
点
が
ハ
ー
バ
ラ
ー
の
見

解
と
異
る
点
で
あ
る
。
）

例
外
は
石
油
輸
出
国
で
あ
る
。
石
油
は
世
界
需
要
の
素
晴
ら
し
い
拡
大
を
享
受
し
て
い
る
第
一
次
商
品
で

あ
り
、
こ
の
商
品
を
輸
出
し
て
い
る
非
工
業
国
は
そ
の
世
界
貿
易
に
お
け
る
割
前
を
著
し
く
増
大
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
二
八
年

と
一
九
五
七
年
と
を
比
較
す
る
と
石
油
輸
出
国
の
世
界
貿
易
に
占
め
る
割
合
は
輸
出
で
は
一
・
六
％
よ
り
六
・
九
％
へ
、
輸
入
で
は

一
・
一
％
よ
り
四
・
六
％
へ
上
昇
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
石
油
国
は
民
間
外
資
の
大
部
分
を
、
戦
後
の
米
国
の
直
接
投
資
の
大
部
分

を
引
き
つ
け
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
当
然
で
あ
る
と
ヌ
ル
ク
セ
は
見
る
。

ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
十
九
世
紀
の
「
新
興
国
」
と
二
十
世
紀
の
石
油
国
と
の
間
に
は
奇
妙
な
類
似
が
あ
る
。
両
者
と
も
に
祇
界
貿
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易
の
う
ち
の
割
前
が
増
加
し
て
い
る
。
両
者
と
も
に
外
国
民
間
資
本
を
惹
き
つ
け
て
お
り
、
両
者
と
も
人
口
稀
薄
で
あ
る
。
新
興
国

は
マ
ル
サ
ス
を
悩
ま
し
た
世
界
の
食
糧
危
機
を
追
放
し
、
石
油
国
は
英
国
で
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
や
ジ
ェ
ボ
ン
ス
を
悩
ま
し
た
石
炭
の
枯

渇
に
よ
る
燃
料
の
危
機
を
払
い
の
け
た
。
こ
れ
ら
は
若
干
の
類
似
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
主
要
な
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
今

日
の
石
油
国
は
百
年
前
の
新
興
国
と
同
様
に
第
一
次
生
産
物
に
対
す
る
海
外
需
要
と
民
間
の
国
際
投
資
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
の
間

の
累
積
的
関
係
を
証
明
し
て
い
る
。
再
び
古
い
規
則
が
通
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
（
石
油
の
埋
蔵
量
を
）
持
て
る
も
の
に
は
（
外
国

資
本
）
が
与
え
ら
れ
ん
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
油
以
外
に
広
汎
な
第
一
次
商
品
が
世
界
需
要
の
強
い
増
加
を
享
受
し
て
い
た
な

ら
ば
、
後
進
国
へ
多
量
の
民
間
資
本
が
惹
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
疑
う
多
く
の
理
由
が
あ
ろ
う
か
、
た
と
え
い
ろ
い
ろ
の
形
と
程
度

の
政
治
的
危
険
が
あ
っ
た
と
し
て
も
（
政
治
的
危
険
は
常
に
存
在
し
て
来
た
し
、
将
来
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
）
で
あ
る
。

貿
易
の
分
野
で
は
輸
出
停
滞
、
輸
入
増
大
の
傾
向
が
あ
る
の
で
政
府
借
款
や
贈
与
が
民
間
外
国
投
資
の
不
足
を
補
う
た
め
に
必
要

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
資
本
移
転
お
よ
び
そ
の
他
の
受
取
（
米
国
の
海
外
軍
事
支
出
を
含
め
て
）
の
助
け
を
か
り
て
後
進
国
は
世
界

輸
入
に
お
け
る
そ
の
割
前
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
こ
と
は
石
油
輸
出
国
を
除
外
し
て
も
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
機
構

を
動
か
す
力
は
異
っ
て
い
る
。
そ
の
力
は
過
去
と
同
程
度
に
は
市
場
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
か
ら
は
生
じ
な
か
っ
た
。

こ
の
見
地
か
ら
見
れ
ば
大
多
数
の
後
進
国
の
輸
出
貿
易
の
ラ
ッ
グ
と
富
国
か
ら
貧
国
へ
の
公
的
な
非
商
業
的
な
資
金
の
移
転
が
緊

急
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
間
に
は
関
連
が
あ
る
。
ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
い
わ
ゆ
る
ド
ル
不
足
を
示
す
も
の
は
こ
の
非
商
業
ト

ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
の
要
求
と
そ
の
利
用
で
あ
る
。
何
故
に
十
九
世
紀
に
ス
タ
ー
リ
ン
グ
不
足
の
声
を
間
か
な
か
つ
た
か
の
基
本
的
理
由

は
西
欧
、
特
に
英
国
の
第
一
次
生
産
物
に
対
す
る
需
要
の
急
速
且
つ
長
期
の
増
大
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
上
に
こ
の
需
要
増

大
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
後
進
地
域
へ
の
民
間
資
本
輸
出
の
刺
戟
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
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政
府
に
よ
る
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
は
民
間
資
本
移
動
と
異
っ
て
「
持
て
る
も
の
へ
」
分
配
さ
れ
る
よ
り
は
「
必
要
に
応
じ
て
各
自

へ
」
分
配
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
分
配
は
政
治
的
、
経
済
的
な
考
慮
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け
る
こ
と
は
さ
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
資
本

移
動
総
額
の
大
き
さ
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
非
工
業
国
の
商
品
輸
入
の
価
額
と
比
較
し
て
見
る
と
一
九
一
三
年
の
外
国
投
資
の
状
況
よ

り
余
り
低
い
も
の
で
は
な
い
。
一
九
一
三
年
に
は
西
欧
及
び
米
国
か
ら
の
資
本
の
純
流
出
は
こ
れ
ら
の
工
業
地
域
か
ら
そ
の
他
の
世

界
が
輸
入
し
た
額
の
約
二
○
％
に
等
し
か
っ
た
。
こ
れ
は
全
部
民
間
資
本
で
あ
っ
た
。
一
九
五
六
’
五
七
年
に
は
先
進
国
か
ら
後
進

国
へ
の
総
資
本
移
動
の
相
対
的
大
さ
は
一
九
一
三
年
と
殆
ん
ど
等
し
く
一
七
％
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
内
訳
は
民
間
資
本
七
％
、

政
府
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
一
○
％
（
う
ち
贈
与
八
％
、
借
款
二
％
）
と
な
っ
て
い
て
、
政
府
の
贈
与
及
び
政
府
（
ま
た
は
政
府
保
証
）

の
借
款
が
大
部
分
で
あ
り
、
そ
の
主
要
部
分
は
米
国
よ
り
来
て
い
る
。

要
す
る
に
機
構
は
異
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
資
本
資
源
は
先
進
国
か
ら
後
進
国
へ
以
前
と
殆
ん
ど
同
様
に
動
い
て
い
る
。
興
味

の
あ
る
事
実
は
一
九
五
六
年
に
先
進
国
よ
り
後
進
国
へ
流
れ
た
五
○
億
ド
ル
の
民
間
及
び
政
府
資
本
は
後
進
地
域
で
そ
の
年
に
行
な

わ
れ
た
総
資
本
形
成
の
約
三
分
の
一
に
及
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
資
本
は
可
成
り
の
量
が
正
し
い
方
向
へ

動
い
て
い
る
こ
と
は
疑
が
わ
な
い
。
た
だ
世
界
貿
易
の
状
態
が
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
に
こ
と
を
ヌ
ル
ク
セ
は
強
調
す
る
。

国
際
経
済
学
の
原
理
や
政
策
に
つ
い
て
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
か
、
十
九
世
紀
の
「
貿
易
を
通
ず
る
成
長
」
と
い
う
処
方

は
過
去
と
同
様
に
効
能
が
あ
る
が
、
世
界
貿
易
の
状
態
が
変
化
し
た
と
す
れ
ば
工
業
中
心
地
以
外
の
地
域
の
経
済
成
長
の
た
め
の
主

要
な
パ
タ
ー
ン
は
何
か
、
こ
れ
が
今
や
考
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

ヌ
ル
ク
セ
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
「
国
際
経
済
と
成
長
の
問
題
」
に
移
る
。

（１）
概
し
て
い
え
ば
国
内
市
場
か
外
国
直
接
投
資
流
入
の
実
質
的
な
誘
因
を
提
供
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
若
干
の
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ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
十
九
世
紀
の
「
貿
易
に
よ
る
成
長
」
の
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
世
界
経
済
の
周
辺
地
域

は
第
一
次
生
産
物
に
対
す
る
需
要
の
急
速
な
増
加
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
た
。
こ
れ
は
第
一
次
生
産
国
の
交
易
条
件
を
改
善
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
の
実
質
所
得
を
引
上
げ
た
。
第
一
次
生
産
国
の
交
易
条
件
の
好
転
は
工
業
国
の
交
易
条
件
の
悪
化
を
意
味
す
る
と
考

え
ら
れ
勝
ち
で
あ
る
が
、
輸
送
費
の
激
減
に
よ
っ
て
工
業
国
の
交
易
条
件
も
改
善
さ
れ
た
。

第
一
次
生
産
物
に
対
す
る
需
要
の
拡
大
は
交
易
条
件
の
改
善
（
そ
れ
は
余
り
に
も
強
調
さ
れ
す
ぎ
る
と
ヌ
ル
ク
セ
は
見
る
）
を
生

じ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
点
で
も
周
辺
地
域
の
経
済
発
展
に
役
立
つ
た
し
て
と
ヌ
ル
ク
セ
は
次
の
諸
点
を
示
し
て
い
る
。

側
国
内
の
労
働
力
や
資
本
ス
ト
ッ
ク
に
生
じ
た
増
加
に
対
し
て
比
較
的
有
利
な
用
途
を
与
え
た
。

②
遊
休
資
源
を
活
動
さ
せ
、
そ
れ
を
輸
出
向
生
産
に
引
き
入
れ
た
。

③
成
長
の
中
心
地
で
行
な
わ
れ
て
い
た
資
本
と
労
働
の
増
加
の
一
部
を
周
辺
地
域
に
引
き
つ
け
る
の
に
役
立
っ
た
。
海
外
需
要
が

増
大
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
輸
出
向
第
一
次
生
産
に
資
本
と
改
良
さ
れ
た
技
術
の
適
用
が
促
進
さ
れ
た
。
ま
た
他
の
条
件
の
好
い

国
で
は
国
内
経
済
の
拡
大
も
促
進
さ
れ
た
。

ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
以
上
が
「
貿
易
に
よ
る
成
長
」
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
こ
れ
が
十
九
世
紀
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
今
日
で
は
先
進
工
業
国
の
第
一
次
生
産
物
に
対
す
る
需
要
に
ラ
ッ
グ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
過
去
に
お
け
る
程
は

顕
著
で
は
な
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う
な
ラ
ッ
グ
が
あ
る
と
す
れ
ば
後
進
地
域
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
ヌ
ル
ク
セ

国
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
離
陸
」
（
曇
．
冨
冨
‐
昌
冨
）
が
既
に
起
っ
た
と
こ
ろ
だ
け
に
限
ら
れ
る
と
ヌ
ル
ク
セ
は
見
て
い
る
。

一
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の
見
る
と
こ
ろ
で
は
後
進
地
域
で
は
生
活
水
準
の
向
上
へ
の
欲
求
は
高
ま
り
つ
つ
あ
り
、
労
働
力
も
資
本
も
増
加
し
つ
つ
あ
る
が
、

そ
の
主
要
輸
出
品
に
対
す
る
海
外
の
需
要
は
停
滞
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
直
面
し
て
、
追
加
的
な
労
働
や
資
本
を
伝
統
的

な
輸
出
部
門
に
注
入
す
る
こ
と
は
無
益
な
こ
と
で
あ
る
と
ヌ
ル
ク
セ
は
主
張
す
る
。

過
去
三
十
年
間
に
石
油
輸
出
国
を
除
い
た
非
工
業
国
の
輸
出
は
約
二
十
五
％
増
加
し
た
。
同
じ
期
間
に
こ
れ
等
諸
国
の
経
済
活
動

人
口
は
（
質
を
考
え
な
い
で
）
そ
の
数
だ
け
で
も
五
○
％
増
加
し
た
。
資
本
も
国
内
の
資
本
形
成
だ
け
で
な
く
海
外
か
ら
も
可
成
り

の
額
が
流
入
し
た
。
資
本
は
輸
出
向
第
一
次
生
産
の
た
め
の
投
資
と
は
無
関
係
の
政
府
資
本
が
大
部
分
で
あ
っ
た
。

ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
は
後
進
国
で
生
産
資
源
が
絶
え
間
な
く
増
大
し
て
い
る
こ
と
ば
驚
く
に
足
り
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に

生
産
要
素
の
存
在
量
が
不
変
で
あ
る
と
い
う
古
典
的
な
仮
定
で
議
論
を
し
て
も
有
益
で
は
な
い
Ｏ
今
日
の
後
進
国
で
は
現
実
に
は
生

産
要
素
は
そ
の
速
度
は
異
な
っ
て
い
て
も
絶
え
ず
量
的
に
増
加
し
、
質
的
に
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
ヌ
ル
ク
セ
は
強
調
す
る
。

第
一
次
産
業
が
経
済
成
長
の
た
め
に
魅
力
あ
る
機
会
を
提
供
し
な
い
と
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
増
大
す
る
労
働
力
や
資
本
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
か
、
可
動
的
な
生
産
資
源
は
後
進
国
か
ら
成
長
の
中
心
地
で
あ
る
先
進
国
へ
移
動
す
る
こ
と
が
最
上
の
解
決
策
で
あ
る
よ
う

だ
が
、
そ
れ
は
非
実
際
的
な
方
法
で
あ
る
と
ヌ
ル
ク
セ
は
見
る
。
そ
れ
で
も
可
能
な
限
り
民
間
資
本
や
労
働
力
は
後
進
国
か
ら
先
進

国
へ
移
動
し
て
い
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
労
働
の
場
合
は
受
入
国
に
よ
っ
て
、
資
本
の
場
合
は
送
出
国
に
よ
っ
て
こ
の

よ
う
な
移
動
は
厳
重
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。

よ
り
現
実
的
な
解
決
策
と
し
て
ヌ
ル
ク
セ
は
工
業
化
を
あ
げ
る
。
工
業
化
は
成
長
問
題
を
解
決
す
る
一
般
的
方
向
で
あ
る
。

ヌ
ル
ク
セ
は
工
業
化
に
は
二
つ
の
型
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
伽
工
業
国
へ
の
輸
出
を
目
的
と
す
る
工
業
製
品
の
製
造

と
、
②
後
進
国
の
国
内
市
場
向
生
産
を
主
と
し
て
目
的
と
す
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ヌ
ル
ク
セ
は
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
を
区
別
す
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第二章 ヌルクセの「需要動因」理論
蝿

る
基
礎
的
な
理
由
と
し
て
、
第
二
の
タ
イ
プ
の
工
業
化
は
国
内
農
業
の
補
完
的
進
歩
を
必
要
と
す
る
が
、
第
一
の
タ
イ
プ
の
工
業
化

は
こ
れ
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
均
衡
成
長
論
の
立
場
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
農
業
改
革
を
必

要
と
す
る
点
で
は
輸
出
の
た
め
の
工
業
化
よ
り
は
国
内
市
場
向
け
の
工
業
化
の
方
が
難
し
い
が
、
他
方
に
お
い
て
輸
出
の
た
め
の
工

業
化
は
先
進
工
業
国
の
貿
易
政
策
に
依
存
し
て
い
る
の
に
対
し
て
国
内
市
場
向
け
の
工
業
化
は
こ
の
よ
う
な
危
険
か
ら
免
れ
て
い
る

か
ら
、
そ
の
点
で
は
国
内
向
け
工
業
化
の
方
が
容
易
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
い
ず
れ
の
型
の
工
業
化
に
し
て
も
、
後
進
国
が
自
然
的
に
生
産
に
適
し
て
い
る
第
一
次
商
品
の
輸
出
を
放
棄

し
た
り
、
縮
少
し
た
り
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
一
次
生
産
物
に
対
す
る
海
外
の
需
要
が
増
加
し
て
い
る
限

り
で
は
伝
統
的
な
輸
出
を
拡
大
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
有
利
で
あ
る
。
工
業
化
が
真
に
必
要
と
な
る
の
は
資
源
が
増
大
し
て
く
る
の

で
伝
統
的
部
門
に
お
け
る
生
産
の
拡
大
に
よ
っ
て
は
比
較
優
位
を
も
っ
て
こ
れ
を
吸
収
し
得
な
い
場
合
で
あ
る
。
従
っ
て
ヌ
ル
ク
セ

の
い
う
工
業
化
は
輸
出
向
け
で
あ
れ
国
内
市
場
向
け
で
あ
れ
、
既
存
の
輸
出
部
門
の
上
に
積
重
ね
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
国

は
た
と
え
海
外
需
要
拡
大
の
停
滞
の
結
果
と
し
て
既
存
の
輸
出
部
門
に
お
け
る
「
増
分
的
」
（
ま
た
は
限
界
的
）
比
較
優
位
（
《
《
白
目
①
日
①
‐

貝
巳
》
』
８
日
冨
吋
胃
冒
①
且
ぐ
ゅ
具
品
①
）
が
低
く
と
も
、
高
い
「
既
存
」
比
較
優
位
（
《
《
①
の
冨
匡
勝
冨
ｑ
》
８
日
君
国
戴
く
①
且
ぐ
ゅ
具
侭
①
）

を
亭
受
し
て
い
る
限
り
は
既
存
の
輸
出
部
門
の
上
に
工
業
化
を
行
な
う
の
で
あ
る
。

（
１
）
ヌ
ル
ク
セ
は
「
増
分
的
」
（
ま
た
は
限
界
的
）
比
較
優
位
と
「
既
存
比
較
優
位
」
と
を
区
別
す
る
。
こ
の
区
別
は
伝
統
的
貿
易
理
論
の
中

心
概
念
を
経
済
成
長
問
題
に
適
用
す
る
と
き
に
直
ち
に
必
要
と
な
る
こ
と
は
Ａ
・
Ｊ
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
「
工
業
化
と
貿
易
」
（
旨
目
印
曾
巨
旨
鼻
さ
目

四
目
目
且
の
）
（
一
九
四
三
年
）
五
’
六
頁
に
お
い
て
用
語
は
同
一
で
な
い
が
明
か
に
し
て
い
る
。
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第
一
次
生
産
物
の
需
要
状
態
が
先
進
国
の
成
長
に
有
利
で
な
い
と
す
れ
ば
、
後
進
国
の
若
干
は
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
に
加
え
て

工
業
製
品
を
輸
出
し
は
じ
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
進
国
進
歩
の
主
要
な
路
線
は
先
進
国
の
巨
大

な
市
場
へ
輸
出
す
る
た
め
の
工
業
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
有
力
な
意
見
が
あ
る
。
ｗ
・
Ａ
・
ル
イ
ス
は
特
に
こ
の
方
法
を

労
働
が
資
本
の
み
な
ら
ず
土
地
と
の
比
較
に
お
い
て
も
最
も
豊
富
な
要
因
で
あ
る
人
口
稠
密
な
地
域
に
適
し
た
解
決
策
だ
と
教
え
て

い
る
。
ガ
ッ
ト
の
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
バ
ラ
ー
報
告
も
イ
ン
ド
や
香
港
の
よ
う
な
人
口
密
度
が
高
く
比
較
的
貧
し
い
国
は
小
麦
の
よ
う
な

食
糧
を
土
地
と
資
本
と
に
富
ん
で
い
る
豪
州
、
カ
ナ
ダ
お
よ
び
米
国
の
よ
う
な
先
進
国
か
ら
輸
入
す
る
た
め
に
低
廉
な
労
働
集
約
的

な
工
業
製
品
を
輸
出
す
る
の
が
自
然
的
、
経
済
的
な
発
展
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
国
際
貿
易
に
お
け
る
要
素
比
例
説
は
天
然
資

源
に
乏
し
く
人
口
過
剰
の
国
の
「
限
界
的
」
比
較
優
位
は
繊
維
品
の
よ
う
な
単
純
な
工
業
製
品
の
輸
出
増
加
に
あ
る
こ
と
を
深
く
示

唆
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
結
論
は
世
界
の
最
も
有
望
な
食
糧
供
給
源
は
い
ま
な
お
熱
帯
よ
り
も
む
し
ろ
温
帯
新
定
住
地
域
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
発
見
し
て
い
る
経
済
地
理
学
者
（
例
え
ば
ダ
ッ
ド
レ
ー
・
ス
タ
ン
プ
）
の
見
解
に
合
致
す
る
。

輸
出
向
け
工
業
化
の
場
合
に
は
思
い
き
っ
た
、
苦
痛
の
多
い
国
内
農
業
の
改
革
を
行
な
う
必
要
を
避
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う

点
で
魅
力
の
あ
る
解
決
法
で
あ
る
。
工
業
製
品
は
購
買
力
に
不
足
し
な
い
外
国
市
場
で
売
却
さ
れ
、
そ
の
代
価
は
食
糧
を
輸
入
す
る

費
用
を
支
払
う
の
に
役
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
比
較
的
に
容
易
な
解
決
法
で
あ
る
。
そ
の
上
に
輸
出
向
け
工
業
化
は
そ
の
輸

出
品
に
対
す
る
海
外
の
総
需
要
が
増
大
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
。
後
進
国
の
輸
出
工
業
は
先
進
国
の
高
コ
ス
ト
の
生
産

者
を
排
除
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
高
コ
ス
ト
生
産
者
は
よ
り
生
産
的
で
よ
り
有
利
な
方
面
、
例
え
ば
熟
練
サ
ー

一
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第二章 ヌルクセの「需要動因」理論
ビ
ス
業
、
機
械
工
業
、
化
学
工
業
な
ど
に
移
行
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
若
干
の
困
難
な
点
も
あ
る
こ
と
を
ヌ
ル
ク
セ
は
認
め
る
。
ま
ず
供
給
の
例
か
ら
い
え
ば
、
た
と
え
人
口
が
稠
密
な
地
域
で

も
労
働
者
が
文
盲
で
、
不
熟
練
で
、
訓
練
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
工
業
化
の
た
め
に
真
に
低
廉
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
要
素
比
例

分
析
は
質
に
関
係
な
し
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
人
口
が
豊
富
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
労
働
が
比
較
的
に
豊
富
で
あ
り
低
廉
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
い
い
得
る
こ
と
は
労
働
は
潜
在
的
に
ｇ
ｏ
庁
①
貝
屋
ご
）
豊
富
低
廉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

労
働
を
経
済
能
率
の
最
低
水
準
に
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
低
廉
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
容
易
で
な
い
。
事
実

上
、
先
進
工
業
国
の
歴
史
は
工
業
労
働
力
の
創
出
は
恐
ろ
し
く
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
大
量
の
社
会
一
般
投
資
、
動
力

や
輸
送
な
ど
公
共
事
業
投
資
と
は
別
に
特
に
教
育
と
保
健
の
改
善
の
た
め
の
投
資
が
必
要
で
あ
る
。

供
給
の
側
の
別
の
困
難
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
比
較
優
位
の
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
第
一
次
生
産
物
と
新
し
い
工

業
製
品
と
の
間
に
広
い
ギ
ャ
ッ
プ
な
い
し
は
或
る
種
の
不
連
続
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
困
難
は
重
大
で
は
あ
る
が
、
工
業
製

品
に
輸
出
補
助
金
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
も
の
と
ヌ
ル
ク
セ
は
み
て
い
る
。

需
要
の
側
に
お
け
る
障
害
と
し
て
は
先
進
工
業
国
の
貿
易
政
策
が
あ
る
。
先
進
工
業
国
が
寛
大
な
政
策
を
と
っ
て
く
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
輸
出
の
た
め
の
工
業
化
が
成
功
す
る
の
で
あ
る
。
一
般
的
な
考
察
や
最
近
の
経
験
か
ら
見
れ
ば
先
進
国
の
寛
大
さ
は
確

実
に
信
頼
出
来
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

輸
出
向
け
の
工
業
化
を
行
っ
て
い
る
後
進
国
の
一
般
的
な
場
合
に
つ
い
て
見
れ
ば
先
進
工
業
中
心
地
の
反
作
用
は
心
配
の
種
で
あ

る
。
後
進
国
が
輸
出
を
開
始
す
る
工
業
製
品
が
需
要
の
急
速
に
増
大
す
る
製
品
（
例
え
ば
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
と
か
ジ
ェ
ッ
ト
機
）
で
あ

れ
ば
問
題
は
余
り
困
難
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
輸
出
は
工
業
国
の
既
存
の
生
産
者
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
工
業
国
に
市
場
を
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見
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
な
る
ほ
ど
既
存
の
生
産
者
は
増
大
す
る
市
場
の
一
定
の
割
合
が
保
護
貿
易
政
策
に
よ
っ
て
彼
等
の
た
め

に
保
証
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
新
来
者
は
輸
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
商
品
に
対
す
る
需
要
が
上

昇
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
大
き
な
利
益
を
期
待
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
主
要
な
困
難
は
こ
の
種
の
需
要
拡
大

商
品
の
生
産
に
は
先
進
工
業
国
が
圧
倒
的
な
比
較
優
位
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
新
来
者
は
一
般
的
に
繊
維
品
の
よ
う
な
粗
製
の
単
純
な
工
業
製
品
を
輸
出
す
る
こ
と
に
満
足
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
原
則

と
し
て
、
こ
れ
ら
の
商
品
に
つ
い
て
は
純
需
要
は
急
速
に
は
拡
大
し
て
い
な
い
の
で
先
進
国
の
既
存
の
生
産
者
は
こ
の
よ
う
な
後
進

国
の
輸
出
品
が
大
量
に
増
大
す
る
と
す
れ
ば
必
ず
損
害
を
被
り
、
排
除
さ
れ
る
に
相
違
な
い
。
先
進
国
の
既
存
の
高
コ
ス
ト
供
給
者

を
排
除
し
て
輸
出
市
場
を
開
拓
す
る
と
い
う
こ
と
は
利
益
で
は
な
く
し
て
苦
労
と
抵
抗
と
失
敗
と
の
源
泉
と
な
る
。

繊
維
工
業
は
通
常
、
後
進
国
で
開
始
さ
れ
る
最
初
の
工
業
で
あ
る
の
と
丁
度
同
じ
よ
う
に
そ
れ
は
先
進
国
で
第
一
に
病
弱
化
す
る

産
業
の
一
で
あ
る
。
先
進
国
で
は
労
働
者
も
経
営
者
も
後
進
国
か
ら
の
「
不
公
正
」
な
低
賃
銀
競
争
に
反
対
し
て
直
ち
に
抗
議
を
提

出
す
る
。
保
護
主
義
者
の
偉
大
な
味
方
で
あ
る
「
貧
民
労
働
」
（
《
《
葱
号
閂
‐
］
号
○
吋
ご
）
論
が
再
び
持
ち
出
さ
れ
る
。
「
ソ
ー
シ
ャ

ル
ダ
ン
ピ
ン
グ
」
の
非
難
も
き
か
れ
る
。
た
と
え
新
来
者
が
そ
の
一
つ
の
利
点
す
な
わ
ち
、
豊
富
な
労
働
と
低
廉
な
能
率
賃
銀
を
利

用
し
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
非
難
が
浴
び
せ
ら
れ
る
。
幼
稚
産
業
保
護
論
に
本
質
的
に
一
致
す
る
輸
出
補

助
金
に
よ
っ
て
低
賃
銀
競
争
が
促
進
さ
れ
る
と
き
は
工
業
中
心
地
に
お
け
る
抗
議
は
さ
ら
に
一
層
憤
り
が
は
げ
し
く
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
先
進
国
で
は
保
護
政
策
が
採
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
保
護
政
策
は
後
進
国
を
し
て
粗
製
の
単
純

な
工
業
製
品
を
先
進
国
の
大
量
市
場
へ
の
代
り
に
後
進
国
相
互
の
市
場
へ
輸
出
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
解
決
策
は
後

進
世
界
の
内
部
の
消
費
の
た
め
の
生
産
拡
大
と
な
る
。
こ
れ
は
別
の
発
展
パ
タ
ー
ン
と
し
て
取
扱
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

90
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最
近
の
経
験
は
先
進
工
業
国
へ
の
輸
出
の
た
め
の
工
業
化
は
危
険
で
あ
り
、
且
つ
困
難
で
あ
る
こ
と
示
し
て
い
る
。
米
国
は
一
九

五
七
年
初
期
に
日
本
の
輸
出
業
者
が
米
国
市
場
へ
若
干
の
繊
維
製
品
の
輸
出
を
「
自
発
的
」
に
制
限
す
る
と
い
う
協
定
を
確
保
し
た
。

英
国
も
間
も
な
く
こ
の
便
利
な
例
に
な
ら
っ
て
、
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
お
よ
び
香
港
の
繊
維
製
造
業
者
を
説
得
し
て
英
国
市
場
へ

の
輸
出
を
抑
制
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
カ
ナ
ダ
で
は
政
府
が
国
内
繊
維
産
業
に
高
度
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
一
方
、

一
九
五
八
年
九
月
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
開
か
れ
た
英
連
邦
経
済
会
議
は
「
後
進
国
か
ら
の
工
業
製
品
の
輸
出
を
阻
害
す
べ
き
で
な

い
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
の
決
議
の
実
際
的
効
果
は
可
成
り
の
興
味
を
も
っ
て
見
守
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
態
の
下
で
は
、
も
し
先
進
国
で
労
働
の
移
動
性
が
低
く
、
後
進
国
の
低
賃
銀
競
争
に
よ
っ
て
損
害
を
う
け
た
産
業

で
失
業
が
生
じ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
保
護
政
策
を
と
っ
て
も
何
等
か
の
経
済
的
な
正
当
性
が
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
ハ

（屯且）

Ｉ
バ
ラ
ー
で
さ
え
も
こ
の
保
護
政
策
論
の
妥
当
性
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
質
的
に
は
短
期
的
な
議
論
で
あ
る
。

輸
出
向
け
工
業
化
と
い
う
発
展
の
パ
タ
ー
ン
は
先
進
工
業
国
に
お
け
る
労
働
の
高
度
の
国
内
移
動
性
と
適
応
性
と
に
依
存
し
て
い

る
。
先
進
工
業
国
は
そ
の
比
較
的
優
位
が
低
い
か
又
は
低
下
し
つ
つ
あ
る
産
業
か
ら
転
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
質
所
得
を
増
加
す

る
で
あ
ろ
う
ｏ
し
か
し
、
彼
等
自
身
の
目
前
の
安
楽
の
た
め
に
そ
の
所
得
の
成
長
の
幾
分
か
を
犠
牲
と
し
て
、
産
業
調
整
を
避
け
た

り
、
緩
和
し
た
り
し
た
い
と
欲
す
る
の
も
無
理
は
な
い
。
彼
等
は
犠
牲
を
払
う
余
裕
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

（
２
）

西
欧
は
特
に
消
費
財
生
産
か
ら
資
本
財
や
化
学
品
の
生
産
へ
転
換
す
る
こ
と
が
勧
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
現
実
に

（、、）

起
り
つ
つ
あ
る
ｏ
英
国
で
は
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の
綿
業
の
縮
少
は
「
大
災
難
の
物
語
」
（
８
３
伽
禽
○
℃
巨
○
の
《
○
ご
）
と
し
て
の
く
ら
れ
て

い
る
。
反
対
に
或
る
意
味
で
は
そ
れ
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
再
調
整
の
顕
著
な
成
功
物
語
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
再
調
整
は
綿
業
に

従
事
し
て
い
る
多
く
の
個
人
に
と
っ
て
災
難
で
あ
っ
た
が
、
綿
業
以
外
で
は
活
発
で
拡
大
し
つ
つ
あ
る
英
国
経
済
に
お
い
て
個
人
や

91



そ
の
子
孫
は
他
の
職
業
に
転
じ
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
運
命
を
改
善
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

米
国
も
自
国
を
第
一
次
商
品
の
自
然
的
輸
入
者
で
あ
り
、
後
進
国
を
こ
れ
ら
第
一
次
商
品
の
自
然
的
輸
出
者
で
あ
る
と
考
え
る
傾

向
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
十
九
世
紀
の
貿
易
モ
デ
ル
の
継
続
的
な
影
響
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
米
国
国
内
で
生
じ
た

（
４
）

事
実
か
ら
見
て
も
貧
し
い
地
域
か
ら
富
め
る
地
域
へ
工
業
製
品
が
輸
入
さ
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
自
然
の
法
則
に
背
く
も
の
で
は
な

い
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。
大
体
に
お
い
て
米
国
経
済
の
重
点
は
資
本
財
、
化
学
品
、
そ
の
他
多
量
の
資
本
と
熟
練
と
を
必
要
と
す

る
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
方
向
に
動
い
て
い
る
。
し
か
し
、
米
国
は
単
純
な
種
類
の
消
費
財
の
産
出
高
の
縮
少
を
許
す
で
あ
ろ
う
か
、
ヌ

ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
米
国
の
貿
易
政
策
が
国
内
産
業
へ
の
損
害
の
防
止
を
そ
の
本
質
的
な
任
務
の
一
と
し
て
承
認
し
た
こ
と
は
特
に
不

幸
で
あ
っ
た
。
こ
の
損
害
防
止
へ
の
関
心
は
米
国
の
産
業
構
造
が
正
し
い
方
向
へ
変
化
す
る
こ
と
を
防
止
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
変

化
を
遅
ら
せ
る
傾
向
が
あ
る
。
後
進
国
経
済
の
発
展
の
た
め
に
は
先
進
国
経
済
で
実
行
可
能
な
速
度
よ
り
は
も
つ
と
速
い
速
度
で
の

適
応
を
必
要
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

米
国
貿
易
政
策
の
批
判
者
は
永
年
来
、
米
国
が
無
償
の
贈
与
と
そ
の
他
の
形
の
外
国
援
助
に
よ
っ
て
援
助
し
て
い
る
諸
国
か
ら
の

輸
入
を
制
限
す
る
の
は
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
来
た
。
し
か
し
、
実
業
界
の
有
力
な
人
々
か
ら
は
米
国
は
こ
れ
ら
諸
国
を

政
府
の
贈
与
で
援
助
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
米
国
の
雇
用
状
態
や
国
内
の
所
得
分
配
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
輸
入
を
認
め
る
べ
き
で
な
い

と
い
う
声
を
聞
く
。
し
か
し
こ
の
議
論
は
厄
介
な
質
問
を
生
ぜ
し
め
る
。
援
助
の
受
取
国
は
自
己
の
処
分
に
任
さ
れ
た
資
源
を
ど
う

す
れ
ば
よ
い
か
、
も
し
、
⑩
そ
の
輸
出
可
能
な
第
一
次
生
産
物
が
海
外
需
要
の
低
率
の
拡
大
に
直
面
し
て
い
る
な
ら
ば
、
②
工
業
製

品
の
輸
出
が
障
害
に
出
会
う
な
ら
ば
、
第
三
の
可
能
な
機
会
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
内
消
費
の
た
め
の
生
産

の
拡
大
が
そ
れ
で
あ
る
。
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後
進
地
域
の
「
国
内
需
要
の
た
め
の
工
業
化
」
こ
そ
は
ヌ
ル
ク
セ
の
最
も
力
を
注
い
で
い
る
主
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
最

初
の
出
発
点
か
ら
実
際
家
の
よ
く
知
っ
て
お
り
、
経
済
学
者
が
大
層
興
味
を
い
だ
い
て
い
る
困
難
な
問
題
に
出
会
う
。
問
題
は
こ
う

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
小
農
民
、
農
業
労
働
者
及
び
そ
の
家
族
が
人
口
の
三
分
の
二
な
い
し
は
五
分
の
四
を
形
成
し
て
お
り
、
こ
の

人
達
は
余
り
に
も
貧
し
く
工
場
生
産
物
ま
た
は
彼
等
が
既
に
買
入
れ
た
わ
ず
か
ば
か
り
の
も
の
以
上
に
は
買
い
得
な
い
国
で
は
工
業

製
品
に
対
す
る
市
場
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
の
経
済
に
は
実
質
的
な
購
買
力
の
不
足
が
あ
り
、
そ
れ
は
農

業
の
低
生
産
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
裏
返
し
て
い
え
ば
そ
の
国
の
経
済
は
新
産
業
の
労
働
者
の
生
活
を
支
え
る
に
必
要
な
食
糧

を
供
給
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヌ
ル
ク
セ
は
そ
れ
故
に
国
内
市
場
向
け
の
工
業
発
展
は
農
業
に
お
い
て
も
補
完
的
な
進
歩
す
な
わ
ち
農
業
生
産
性
の
向
上
を
必
要

と
す
る
こ
と
を
述
べ
、
国
内
の
工
業
発
展
だ
け
を
切
離
し
て
推
し
進
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
均
衡
発
展
は
今
や
一
般
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
一
九
四
○
年
代
に
流
行
し
て
い
た
「
工
業
化
」
と
い
う
言
葉
で
さ
え
も
今
日
の
経

済
発
展
文
献
に
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
農
業
の
進
歩
と
工
業
の
進
歩
と
の
間
の
関
係
は
新
し
い

へ へ へ へ

4 3 2 1
ｰ 四 一 …

○
◆
国
色
胃
匙
閂
』
の
日
ぐ
昌
具
冒
蔚
目
抄
威
○
口
巴
門
３
号
自
胃
○
ｑ
』
（
勺
己
ロ
８
８
国
】
ら
厨
）
や

忌

両
○
両
》
両
ｏ
ｏ
ｐ
Ｏ
Ｈ
巳
。
の
巨
円
ぐ
①
望
９
両
口
『
○
℃
①
旨

乞
い
。
（
⑦
①
ロ
①
ぐ
Ｐ
ら
段
）

毎
．
当
・
国
境
ｏ
尋
目
胃
唇
吋
ｏ
Ｑ
ｐ
ｏ
は
○
口
甘

津
局
星
ご
●
○
拭
匡
両
○
○
口
○
日
顎
（
Ｆ
○
口
Ｑ
ｏ
ｐ
一
ら
、
。
）
や
』
Ｓ

ヌ
ル
ク
セ
は
プ
エ
ル
ト
リ
コ
か
ら
米
国
本
土
へ
工
業
製
品
が
輸
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

一一●｜｜’
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発
見
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
や
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
の
よ
う
な
十
八
世
紀
の
経
済
学
者
に

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
古
く
か
ら
の
真
理
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

近
代
経
済
学
者
が
こ
の
均
衡
成
長
の
考
え
に
付
加
し
た
こ
と
は
「
消
費
者
需
要
の
所
得
弾
力
性
」
の
概
念
（
こ
の
概
念
は
百
年
以

上
も
前
に
エ
ン
ゲ
ル
の
法
則
に
含
蓄
さ
れ
て
い
た
ｏ
）
の
簡
単
な
適
用
で
あ
る
。
農
業
も
工
業
も
共
に
前
進
す
る
が
、
必
ず
し
も
同

一
の
歩
調
で
は
な
い
。
大
層
貧
し
い
国
で
は
製
造
工
業
に
お
け
る
一
定
の
増
加
の
た
め
に
は
そ
れ
ほ
ど
貧
し
く
な
い
国
に
お
け
る
よ

り
も
よ
り
大
き
な
農
業
の
進
歩
を
必
要
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
逆
に
食
糧
生
産
に
お
け
る
一
定
の
増
加
は
一
人
当
り
の
所
得
が
既
に

（⑨色）

可
成
り
高
い
地
域
で
は
そ
れ
が
今
な
お
非
常
に
低
い
地
域
よ
り
も
製
造
工
業
の
よ
り
大
き
な
増
加
を
支
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
両

者
の
増
加
率
の
間
の
均
衡
関
係
は
時
に
よ
っ
て
、
ま
た
国
に
よ
っ
て
異
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
農
業
と
工
業
と
い
う

二
つ
の
大
き
な
部
門
の
「
連
結
的
進
歩
」
（
《
崖
烏
＆
胃
○
四
①
ｍ
の
〕
》
）
と
い
う
基
本
原
則
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。

国
内
市
場
向
け
の
工
業
化
に
は
農
業
の
進
歩
が
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
、
農
業
の
改
革
と
い
う
困
難
な
問

題
が
生
じ
る
。
遙
か
大
多
数
の
後
進
国
の
農
業
は
保
守
的
で
、
時
と
し
て
は
封
建
的
で
、
常
に
伝
続
に
束
縛
さ
れ
、
受
動
的
で
、
非

資
本
主
義
的
な
経
済
部
門
で
あ
る
か
ら
、
農
業
の
部
門
に
お
け
る
革
新
は
市
場
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
だ
け
に
感
応
し
て
生
じ
る
も
の

と
い
う
こ
と
を
あ
て
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
米
国
に
お
い
て
さ
え
も
農
業
拡
張
事
業
は
進
歩
的
で
主
と
し
て
市
場
指
向
的
な
経

済
に
お
け
る
開
発
政
策
の
非
市
場
的
方
法
の
古
典
的
な
例
で
あ
っ
た
。
後
進
国
の
経
済
で
は
必
要
な
改
善
や
再
組
織
は
地
方
に
お
け

る
革
命
を
要
請
し
、
大
多
数
の
人
々
の
生
活
に
影
響
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
輸
出
市
場
向
け
の
工
業
化
が
、

も
し
必
要
な
程
度
ま
で
実
行
可
能
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
ず
つ
と
便
利
で
あ
る
と
い
う
理
由
な
の
で
あ
る
。

今
一
つ
の
困
難
の
原
因
は
世
界
の
温
帯
に
比
べ
て
熱
帯
の
農
業
改
良
の
物
理
的
可
能
性
が
幾
分
か
疑
は
し
い
こ
と
に
あ
る
か
も
し
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第二章 ヌルクセの「需要動因」理論
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
灌
概
、
新
耕
作
技
術
、
或
る
地
域
で
多
く
の
土
地
と
労
働
と
を
浪
費
す
る
農
地
細
分
化
の
改
革

な
ど
を
通
じ
て
改
良
の
余
地
は
十
分
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
農
業
と
工
業
と
の
「
連
結
的
進
歩
」
の
二
部
門
観
察
が
受
諾
さ

れ
る
と
す
れ
ば
、
製
造
工
業
の
分
野
の
中
で
同
じ
原
理
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
疑
問
が
生
じ
る
。
原
理
の
こ
の
よ
う
な
拡
張
は

若
干
の
経
済
学
者
に
と
っ
て
受
諾
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ヌ
ル
ク
セ
は
そ
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
小

農
民
が
何
等
の
市
場
向
け
の
余
剰
を
生
産
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
貧
し
さ
の
た
め
に
工
場
か
ら
何
物
も
買
う
こ
と
が
出
来
な
い
と
す

れ
ば
、
全
体
と
し
て
工
業
は
失
敗
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
と
丁
度
同
じ
よ
う
に
、
製
造
工
業
の
一
分
野
が
工
業
お
よ
び
農
業
の
他
の

部
門
か
ら
の
支
持
の
不
足
す
な
わ
ち
、
市
場
の
不
足
の
た
め
に
失
敗
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
確
か
に
一
産
業
の
拡
大
は
所
得
と
支
出

に
影
響
を
与
え
、
他
の
産
業
の
拡
大
を
誘
発
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
他
の
産
業
が
外
部
の
刺
戟
を
受
動
的
に
受
取
る
に

す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
拡
大
は
遅
く
、
且
つ
不
確
実
で
あ
る
だ
ろ
う
と
ヌ
ル
ク
セ
は
み
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
緩
慢
性
と
受
動
性
が
最
初
に
拡
大
を
開
始
し
た
産
業
を
緩
慢
化
し
、
且
つ
邪
魔
を
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ

う
の
べ
た
後
、
ヌ
ル
ク
セ
は
自
己
の
持
論
の
均
衝
成
長
の
原
理
を
主
張
す
る
。
「
約
言
す
れ
ば
な
る
ほ
ど
能
動
的
な
部
門
は
受
動
的

な
部
門
を
引
上
げ
る
傾
向
が
あ
る
（
こ
れ
が
不
均
衡
成
長
論
者
が
心
に
画
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
）
が
、
受
動
的
部
門
が
能
動
的
部

門
を
抑
制
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
同
様
に
真
実
で
あ
る
。
全
て
の
部
門
が
他
の
部
門
か
ら
の
信
号
を
待
つ
こ
と
な
く
何
等
か
の
拡

大
的
気
力
（
堅
Ｐ
巳
を
も
っ
て
自
発
的
に
前
進
す
る
と
い
う
意
味
で
或
る
程
度
ま
で
『
能
動
的
』
で
あ
る
方
が
よ
く
は
な
い
だ
ろ
う

か
、
価
格
に
よ
る
刺
戟
と
抑
制
は
各
部
門
の
前
進
率
を
社
会
の
需
要
の
パ
タ
ー
ン
と
一
致
さ
せ
る
た
め
だ
け
に
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

均
衡
的
拡
大
の
原
理
は
産
出
高
の
全
体
的
な
成
長
率
を
促
進
す
る
手
段
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
」

こ
の
均
衡
成
長
の
障
害
と
し
て
受
動
的
な
部
門
が
能
動
的
な
部
門
を
ひ
き
戻
す
と
い
う
問
題
は
未
発
達
な
農
業
が
工
業
の
進
歩
の
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足
手
ま
と
い
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
工
業
分
野
の
内
部
で
は
種
々
の
支
部
門
が
伝
統
に
束
縛
さ
れ
た
農
業
部

門
よ
り
は
機
敏
で
進
歩
的
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
お
そ
ら
く
そ
れ
程
は
重
大
で
は
な
い
。
工
業
部
門
の
内
部
で
は
何
か
一
つ
の
分

野
の
生
産
の
拡
大
が
他
の
分
野
の
拡
大
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
真
実
で
は
な
い
。
単
独
の
産
業
は
コ
ス
ト
を
引
下
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
手
工
業
や
村
落
工
業
の
古
い
、
よ
り
未
発
達
な
生
産
方
法
を
排
除
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
身

の
道
を
前
進
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
そ
の
生
産
物
に
対
す
る
総
需
要
の
増
加
は
必
要
で
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

し
、
既
存
の
需
要
量
は
工
場
生
産
の
方
法
の
導
入
を
有
利
と
す
る
の
に
十
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
進
国
で
は
こ
れ
が
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
い
。
手
工
業
か
ら
工
場
制
工
業
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
な
技
術
的
不
連
続
性
に
直
面
し
た
時
は
他
の
分

野
に
お
け
る
生
産
の
拡
大
（
そ
れ
は
一
定
の
生
産
物
に
対
す
る
需
要
の
拡
大
を
意
味
す
る
）
が
工
業
の
分
野
に
お
け
る
産
出
高
増
加

（
１
）

投
資
と
は
区
別
さ
れ
る
生
産
費
低
下
投
資
の
た
め
に
さ
え
も
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
考
察
は
国
際
成
長
経
済
学
の
必
要
成
分
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
質
的
に
は
こ
れ
は
簡
単
な
一
つ
の
点
に
要
約
せ
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
進
国
で
生
産
要
素
の
ス
ト
ッ
ク
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
が
、
先
進
工
業
中
心
国
へ
の
輸
出
の
増
加
に
よ
る
発
展

が
何
等
か
の
理
由
に
よ
っ
て
遅
滞
又
は
妨
害
さ
れ
る
な
ら
ば
、
相
互
に
市
場
を
提
供
し
あ
う
た
め
に
国
内
の
需
要
の
所
得
弾
力
性
に

応
じ
て
多
様
化
さ
れ
た
産
出
高
増
加
の
必
要
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
国
際
的
な
比
較
優
位
に
従
っ
て
特
化
さ
れ
た
輸
出

の
た
め
の
生
産
拡
大
と
は
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
。
国
内
市
場
向
け
の
生
産
の
増
加
は
結
局
は
国
内
的
な
需
要
拡
大
の
パ
タ
ー
ン
に

一
致
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
同
義
反
復
で
は
な
い
と
し
て
も
、
平
々
凡
々
の
説
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
国
内
市
場
拡
大
の
パ
タ
ー
ン
は
経
済
成
長
の
過
程
に
お
け
る
資
源
増
加
分
の
能
率
的
な
配
分
に
つ
い
て
価
格
が
果
た

す
役
割
を
少
し
も
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
価
格
の
相
対
的
変
化
は
市
場
経
済
で
は
特
定
の
資
源
の
利
用
可
能
性
と
消
費
者
の
需
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要
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
均
衡
路
線
に
沿
っ
て
生
産
拡
大
の
パ
タ
ー
ン
を
導
く
必
要
不
可
欠
な
手
段
で
あ
る
。
特
定
の
要
素
の
不
足

は
相
対
的
な
価
格
の
ス
ケ
ー
ル
の
変
化
を
生
ぜ
し
め
、
消
費
者
の
需
要
は
価
格
の
変
化
に
対
し
て
自
ら
を
調
整
す
る
。
価
格
弾
力
性

が
社
会
の
需
要
の
パ
タ
ー
ン
を
決
定
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
し
か
し
、
相
対
価
格
の
変
化
は
経
済
成
長
そ
の
も

の
と
は
何
等
の
密
接
な
、
あ
る
い
は
決
定
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
な
い
。
し
か
る
に
一
方
、
所
得
の
変
動
は
成
長
の
直
接
の
反
映
で

あ
り
尺
度
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
ヌ
ル
ク
セ
は
需
要
の
所
得
弾
力
性
の
概
念
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

国
際
的
比
較
優
位
に
従
っ
て
特
化
が
行
な
わ
れ
る
「
貿
易
を
通
じ
る
成
長
」
と
区
別
す
る
た
め
に
国
内
の
所
得
弾
力
性
に
従
っ
て

行
な
わ
れ
る
多
様
化
さ
れ
た
生
産
の
拡
大
を
「
均
衡
成
長
」
と
よ
ぶ
か
ど
う
か
は
名
称
の
問
題
で
あ
る
と
ヌ
ル
ク
セ
は
み
て
い
る
。

こ
れ
は
或
る
意
味
で
は
便
利
な
用
語
法
で
あ
る
。
し
か
し
「
均
衡
成
長
」
は
い
ろ
い
ろ
な
人
々
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
も
ち
、

し
か
も
、
ヌ
ル
ク
セ
の
主
題
に
対
し
て
適
当
で
な
い
言
外
の
意
味
を
も
つ
の
で
、
ヌ
ル
ク
セ
自
身
は
こ
の
言
葉
を
用
い
な
い
。

云
う
ま
で
も
な
く
、
生
産
拡
大
の
多
様
化
に
は
限
度
が
あ
る
。
能
率
的
な
工
場
の
最
少
限
度
の
大
き
さ
は
重
要
な
実
際
的
考
慮
に

値
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
屡
々
一
国
に
お
け
る
産
業
の
多
様
化
を
限
定
す
る
。
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
国
内
消
費
向
け
の
多
様
化

さ
れ
た
生
産
局
の
増
大
の
論
拠
は
国
家
の
限
界
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
決
定
的
な
点
に
わ
れ
わ
れ
を
導
く
。

後
進
国
の
国
内
市
場
向
工
業
は
こ
れ
ら
の
諸
国
に
お
け
る
相
互
の
市
場
へ
の
輸
出
向
生
産
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
特
に
小

国
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
貿
易
政
策
の
自
由
化
へ
の
強
い
主
張
を
形
成
し
、
後
進
国
の
間
で
出
来
れ
ば
関
税
同
盟
を
結
成

す
る
に
至
ら
し
め
る
、
工
業
製
品
（
消
費
財
）
の
こ
れ
ら
後
進
諸
国
の
域
内
貿
易
の
結
果
は
先
進
工
業
国
か
ら
の
こ
れ
ら
の
商
品
の

購
入
の
減
少
と
な
る
。
そ
れ
は
丁
度
国
内
消
費
向
け
の
工
業
生
産
が
、
そ
の
国
の
工
業
製
品
（
消
費
財
）
の
輸
入
を
低
下
せ
し
め
に

る
至
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ヌ
ル
ク
セ
は
こ
れ
ら
の
結
果
は
長
期
的
に
見
れ
ば
必
然
的
で
あ
る
と
は
み
て
い
な
い
。

’
1
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後
進
国
に
お
け
る
国
内
市
場
向
け
の
工
業
生
産
は
普
通
の
場
合
に
は
「
輸
入
代
替
」
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
国
内
生
産
の
拡
大
は
純
然
た
る
国
内
商
品
に
つ
い
て
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
純
然
た
る
国
内
商
品
は
正
常
な
場
合

に
は
外
国
貿
易
に
入
り
こ
ま
な
い
し
、
直
接
に
輸
入
競
争
産
業
の
分
野
に
も
入
り
込
ま
な
い
と
い
う
反
対
論
が
あ
る
。

そ
の
上
に
「
輸
入
代
替
」
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
っ
て
、
③
輸
入
品
の
代
り
に
国
産
品
を
代
替
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
⑥
消
費
財
輸
入
の
代
り
に
資
本
財
輸
入
を
代
替
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
よ
り
包
括
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
事
実
ま
た

そ
れ
が
普
通
で
も
あ
る
が
、
二
つ
の
代
替
③
及
び
⑥
は
少
な
く
と
も
或
程
度
ま
で
は
結
合
し
て
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
一
国

が
そ
の
輸
出
所
得
を
十
分
に
増
加
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
消
費
財
の
輸
入
を
切
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
設

備
の
輸
入
を
増
加
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
国
は
外
部
か
ら
資
本
を
受
取
ら
な
く
て
も
、
消
費
を
節
約
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
自
国
の
貯
蓄
を
増
加
し
て
、
こ
れ
を
輸
入
資
本
財
に
転
換
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
追
加

的
な
生
産
能
力
の
創
出
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
早
か
れ
お
そ
か
れ
、
そ
の
国
の
市
場
の
全
体
の
大
き
さ
を
拡
大
す
る
。
ヌ
ル
ク

セ
に
よ
れ
ば
国
産
品
に
よ
る
輸
入
品
の
排
除
（
す
な
わ
ち
貿
易
縮
少
）
は
、
短
期
的
に
は
不
可
避
で
あ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
国
内

（α》）

生
産
と
実
質
購
買
力
の
両
者
が
増
加
す
る
に
従
っ
て
長
期
的
に
は
避
け
ら
れ
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。

結
局
に
お
い
て
工
業
製
品
消
費
財
の
輸
入
は
国
内
で
現
在
生
産
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
の
も
の
さ
え
も
お
そ
ら
く
発
展
以
前
の

水
準
を
こ
え
て
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
農
業
改
良
と
結
合
し
た
工
業
拡
大
は
市
場
の
大
さ
を
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
輸
出
の
側
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
考
察
し
て
い
る
発
展
の
パ
タ
ー
ン
は
若
干
の
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
国
内
市
場
向

け
の
工
業
化
が
根
を
下
し
た
と
き
、
先
進
国
へ
工
業
品
の
輸
出
を
行
な
う
こ
と
が
よ
り
容
易
と
な
る
。
輸
出
市
場
向
け
工
業
化
を
論

じ
た
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
を
発
見
し
た
。
す
な
わ
ち
、
先
進
国
の
中
心
地
自
身
は
そ
の
需
要
が
急
速
に
増
加
し
つ
つ
あ
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先
進
国
に
お
い
て
で
あ
る
。

る
商
品
の
生
産
に
比
較
優
位
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
新
来
者
は
一
般
に
需
要
が
相
対
的
に
停
滞
し
て
い
る
粗
製
の
、
単
純
な
工
業
製

品
の
輸
出
に
限
ら
れ
、
そ
の
結
果
は
既
存
の
供
給
者
に
損
害
を
与
え
、
立
腹
を
生
ぜ
し
め
る
。
し
か
し
、
一
度
び
後
進
国
が
国
内
消

費
向
け
工
業
の
一
定
の
最
低
限
度
の
数
量
と
種
類
を
確
立
し
た
な
ら
ば
、
後
進
国
は
「
進
歩
的
」
商
品
の
よ
り
多
く
を
生
産
す
る
手

段
方
法
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
進
歩
的
商
品
は
先
進
国
の
大
量
市
場
へ
そ
こ
の
何
等
の
既
存
の
生
産
者
を
害
す
る

こ
と
な
し
に
輸
出
さ
れ
る
。
結
局
、
先
進
国
の
間
の
貿
易
の
活
溌
な
拡
大
は
こ
れ
ら
先
進
国
の
工
業
活
動
の
相
互
排
斥
の
結
果
で
は

な
く
し
て
、
広
汎
な
種
類
の
工
業
製
品
に
対
し
て
総
需
要
が
拡
大
す
る
結
果
で
あ
る
。

と
も
か
く
も
国
内
市
場
向
工
業
化
の
初
期
段
階
に
お
い
て
は
絶
対
的
で
な
い
と
し
て
も
相
対
的
に
工
業
製
品
（
消
費
財
）
の
輸
入

が
減
少
し
て
、
資
本
財
の
輸
入
が
増
加
す
る
。
食
糧
の
輸
入
も
増
加
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
国
内
市
場
向
け
工
業
化
の
本

質
的
特
徴
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
輸
出
市
場
向
け
の
工
業
化
と
異
っ
て
国
内
市
場
向
け
工
業
化
は
必
然
的
に
国
内
農
業
の
生
産
性

と
食
糧
生
産
の
増
加
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
ヌ
ル
ク
セ
が
論
じ
た
生
産
高
の
拡
大
と
多
様
化
は
消
費
財
の
形
態
に
お
け
る
最
終
生
産

物
の
「
水
平
的
」
構
成
に
関
係
が
あ
る
。
工
業
化
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
後
進
国
に
資
本
財
工
業
を
設
立
す
る
必
要
を
単

（
３
）

純
な
方
法
で
推
論
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
だ
し
、
資
本
財
工
業
の
設
立
が
有
利
で
あ
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一
般
的
に
い
っ
て
後
進
国
や
そ
の
集
団
が
国
内
生
産
に
よ
っ
て
大
き
な
規
模
の
経
済
（
そ
れ
は
先
進
工
業
国
に
お
い
て
鉄
鋼
、
機

械
、
輸
送
設
備
の
大
量
生
産
か
ら
生
じ
る
）
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
世
界
（
ソ
連
圏
を
除
く
）
で
現
在
行
わ
れ
て
い
る
投
資

の
九
○
％
以
上
は
工
業
国
で
行
わ
れ
て
い
る
。
近
代
技
術
の
進
歩
を
具
現
し
て
い
る
資
本
財
が
大
規
模
に
生
産
さ
れ
得
る
の
は
こ
の

９

後
進
国
が
近
代
設
備
に
よ
る
大
規
模
生
産
の
経
済
か
ら
利
益
を
得
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
の
資
本
財
需
要

９



の
大
部
分
を
輸
入
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
工
業
国
か
ら
の
総
輸
入
の
う
ち
で
資
本
財
が
着
実
に
増
加
す
る
割
前
、
（
現
在
約
半
分
）

を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
ヌ
ル
ク
セ
は
こ
れ
が
二
十
世
紀
の
貿
易
の
最
も
著
し
い
特
徴
で
あ

る
と
み
て
い
る
。
一
般
的
に
云
っ
て
先
進
国
は
工
業
製
品
を
主
と
し
て
相
互
間
で
輸
出
し
あ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
資
本
財
の
カ
テ

コ
リ
ー
に
お
い
て
は
そ
の
輸
出
は
主
と
し
て
後
進
国
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
。
百
年
以
前
に
は
世
界
経
済
の
中
心
地
と
周
辺
地
域
と
の

間
の
貿
易
は
主
と
し
て
繊
維
製
品
対
食
糧
及
び
繊
維
原
料
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
資
本
設
備
と
鉱
物
の
交
換
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
。
国
際
分
業
は
以
前
は
主
と
し
て
「
水
平
的
」
で
あ
っ
た
が
、
今
や
ま
す
ま
す
「
垂
直
的
」
と
な
っ
た
。

（１）
こ
の
区
別
は
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
に
よ
っ
て
一
九
五
六
年
の
ロ
ー
マ
の
国
際
経
済
学
会
会
議
に
お
け
る
そ
の
演
説
「
安
定
と
進
歩
、
貧
乏
国
の
問

題
」
に
お
い
て
非
常
に
有
効
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ロ
。
国
品
目
（
①
ｅ
・
陣
呂
登
ご
四
目
淳
晶
恩
朋
旨
昏
の
君
。
『
国
９
．
国
ｏ
目
旦
Ｐ
Ｃ
目
。
ロ
》

（
１
）

こ
の

題
」
に
お

｝
＠
ｍ
“
）
》
己

ヴ
ァ
イ
ナ
ー
は
外
部
経
済
の
整
備
の
た
め
の
投
資
に
よ
っ
て
生
産
費
の
低
下
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
よ
う
な
投
資
を
「
生
産
を
増
加
し

な
い
が
コ
ス
ト
を
低
下
す
る
投
資
」
と
い
っ
て
い
る
。

ヴ
ァ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
外
部
経
済
と
い
う
概
念
は
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
っ
て
創
唱
さ
れ
、
産
業
が
自
己
に
属
す
る
企
業
の
数

を
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
を
拡
大
す
る
や
否
や
そ
の
産
業
に
属
す
る
個
々
の
企
業
に
対
し
て
生
じ
る
技
術
的
又
は
貨
幣
的
費
用
の

減
少
を
い
う
ｏ
後
に
こ
の
概
念
は
拡
大
さ
れ
て
一
定
の
産
業
が
同
じ
国
又
は
地
方
の
他
の
産
業
の
拡
大
に
よ
っ
て
そ
の
産
業
に
有
利
な
結
果

（
生
産
費
の
低
下
）
生
じ
る
場
合
を
包
含
し
て
い
る
。
産
業
の
補
完
性
に
よ
る
節
約
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
こ
の
種
の
節
約
で
あ
る
。

（２）
ヌ
ル
ク
セ
は
ヒ
ル
ゲ
ル
ト
の
有
名
な
研
究
の
結
論
の
一
を
次
に
引
用
し
て
こ
れ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
国
内
工
業
生
産
が

国
内
で
販
売
さ
れ
得
る
工
業
製
品
の
総
量
の
こ
れ
に
呼
応
し
た
増
加
を
伴
う
程
度
ま
で
は
国
内
工
業
生
産
は
、
輸
入
工
業
製
品
の
市
場
を
蚕
食

す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」
（
本
書
第
七
章
参
照
）

こ
れ
は
真
に
動
態
的
な
見
解
で
あ
っ
て
、
ヒ
ル
ゲ
ル
ト
の
研
究
が
示
す
よ
う
に
真
に
現
実
的
な
見
解
で
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
貿
易
理
論

い
い
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ヌ
ル
ク
セ
は
後
進
国
の
発
展
に
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
示
し
た
。
伽
は
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
を
通
じ
る
成
長
で
あ
り
、
②
は
製
造

消
費
財
の
輸
出
を
通
じ
る
成
長
で
あ
り
、
③
は
国
内
市
場
的
生
産
の
拡
大
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
或
る
意
味
に
お
い
て
は
任
意
的
な
分

類
で
あ
る
こ
と
を
ヌ
ル
ク
セ
は
み
と
め
る
。
し
か
し
経
済
学
に
お
け
る
大
多
数
の
分
類
は
任
意
性
の
要
素
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

伝
達
と
分
析
の
便
宜
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
。
よ
り
重
要
な
こ
と
は
現
実
の
世
界
で
は
滅
多
に
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
だ
け
を
孤
立
し

て
見
出
だ
す
こ
と
は
な
く
、
通
常
、
二
又
は
そ
れ
以
上
の
混
合
を
見
る
。
三
つ
の
主
要
な
パ
タ
ー
ン
は
容
易
に
結
合
さ
れ
る
。
個
々

の
国
で
さ
え
も
そ
の
全
て
を
同
時
に
行
な
お
う
と
す
る
こ
と
は
想
像
出
来
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ー
ン
に
与
え
ら
れ
る
ウ
ェ
イ
ト
は

も
ち
ろ
ん
世
界
各
国
で
そ
の
国
々
の
国
内
資
源
の
状
態
や
海
外
の
需
要
の
状
態
に
よ
っ
て
異
る
。

そ
の
上
に
発
展
の
パ
タ
ー
ン
の
相
対
的
な
ウ
ェ
イ
ト
は
時
の
経
過
と
共
に
変
化
す
る
。
パ
タ
ー
ン
ー
は
第
一
次
生
産
物
に
対
す
る

需
要
の
拡
大
を
通
じ
て
作
用
し
、
十
九
世
紀
に
お
い
て
世
界
経
済
の
周
辺
地
域
に
経
済
成
長
の
た
め
の
主
要
な
機
会
を
与
え
た
。
こ

の
線
に
沿
う
前
進
は
今
な
お
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
前
に
述
べ
た
諸
理
由
に
よ
っ
て
低
所
得
国
の
大
多
数
に
対
し
て
比
較
的
に

の
伝
統
的
枠
内
で
は
快
適
な
場
所
を
発
見
し
な
か
っ
た
。
」
と
ヌ
ル
ク
セ
は
い
っ
て
い
る
。

（
３
）
一
般
的
に
云
っ
て
公
共
事
業
は
資
本
財
工
業
よ
り
も
高
い
優
先
順
位
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
資
本
財
は
輸
入
可
能
で
あ
る
が
、
一

方
、
基
本
的
サ
ー
ビ
ス
、
例
え
ば
国
内
運
輸
、
水
道
、
電
力
な
ど
は
物
理
的
に
輸
入
さ
れ
な
い
し
、
電
気
の
よ
う
な
も
の
は
遠
距
離
を
運
ぶ
こ

と
が
出
来
な
い
。
も
し
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
が
い
や
し
く
も
得
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
生
産
す
る
設
備
は
そ
の
土
地
に
設
置
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
基
本
的
サ
ー
ビ
ス
の
欠
除
は
発
展
に
対
す
る
絶
対
的
障
害
で
あ
り
得
る
が
、
国
産
の
設
備
が
な
い
こ
と
は
絶
対
的
障

害
で
は
な
い
。

四
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制
限
さ
れ
た
機
会
し
か
提
供
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
石
油
輸
出
国
は
特
別
の
場
合
で
あ
る
。

先
進
国
へ
の
輸
出
の
た
め
の
工
業
化
（
パ
タ
ー
ン
の
Ｉ
）
は
或
る
程
度
ま
で
試
み
ら
れ
た
が
、
或
る
場
所
で
は
成
功
し
た
。
そ
し

て
専
門
家
の
う
ち
に
は
そ
の
近
い
将
来
に
お
け
る
偉
大
な
結
果
を
予
言
す
る
人
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
現
在
は
主
要
な
要
素
と

し
て
は
述
べ
る
こ
と
は
殆
ど
出
来
な
い
。
イ
ン
ド
は
そ
の
労
働
力
の
う
ち
で
五
％
以
下
が
工
場
に
働
い
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
け
れ

ど
も
繊
維
製
品
の
輸
出
国
と
し
て
登
場
し
た
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
の
輸
出
が
英
国
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
る
前
で
さ
え
も
、
そ
の
輸
出

は
大
体
に
お
い
て
後
進
地
域
に
向
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
ま
た
別
の
話
で
あ
る
。

よ
り
多
く
の
こ
と
が
パ
タ
ー
ン
Ⅲ
（
国
内
市
場
拡
大
の
パ
タ
ー
ン
）
の
線
に
沿
っ
て
お
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
地
方
的
基
礎

は
後
進
国
に
お
け
る
食
糧
生
産
の
形
に
お
い
て
過
去
十
年
間
に
約
二
五
％
の
拡
大
を
見
た
。
し
か
し
、
一
人
当
り
基
準
で
は
そ
の
増

加
は
一
○
％
以
下
で
あ
っ
た
。
国
内
市
場
向
け
工
業
化
は
疑
も
な
く
拡
が
り
つ
つ
あ
る
。
先
進
国
と
後
進
国
の
所
得
水
準
に
お
け
る

継
続
的
且
つ
拡
大
的
な
ギ
ャ
ッ
プ
は
あ
る
け
れ
ど
も
一
人
当
り
で
な
く
と
も
、
総
計
で
表
示
し
た
経
済
成
長
は
以
前
よ
り
お
そ
ら
く

よ
り
広
汎
に
拡
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
全
体
と
し
て
は
一
九
五
○
年
代
で
は
過
去
の
い
か
な
る
時
よ
り
も
よ
り
急
速
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
お
お
い
か
く
す
べ
き
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
工
業
中
心
諸
国
間
の
活
溌
な
地
域
内
貿
易
の
外
部
で
は
、
経
済
成
長
の
ど
れ
だ
け
が
「
貿
易
を
通
じ
る
成
長
」

と
し
て
分
類
さ
れ
得
る
か
、
経
済
成
長
が
パ
タ
ー
ン
ー
に
沿
っ
て
進
行
す
る
こ
と
を
発
見
し
た
な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
は
驚
き
、
失
望
す

べ
き
だ
ろ
う
か
、
国
際
特
化
は
わ
れ
わ
れ
の
物
質
文
明
の
必
要
不
可
欠
の
基
礎
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
は
経
済
的
能
率
の
考
慮
に
確
固

た
る
基
礎
を
も
つ
。
世
界
は
能
率
を
軽
蔑
す
る
ほ
ど
豊
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
国
際
貿
易
に
ど
ん
な
場
合
で
も
発
展

の
全
て
の
問
題
を
解
く
こ
と
を
期
待
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
根
拠
の
な
い
期
待
は
あ
る
種
の
歴
史
的
連
想
の
影
響
に
よ
る
も
の
か
も
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十
九
世
紀
に
は
経
済
成
長
は
国
際
貿
易
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
以
前
ま
で
高
い
輸
送
費
用
そ
の
他
の
障
害
で

孤
立
し
て
い
た
諸
国
が
今
や
特
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
要
因
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
全

て
で
は
な
い
。
そ
の
上
に
、
経
済
発
展
は
貿
易
を
通
じ
て
周
辺
地
域
に
普
及
し
た
。
何
故
な
ら
ば
興
隆
し
つ
つ
あ
る
工
業
中
心
の
進

歩
の
パ
タ
ー
ン
は
後
進
地
域
が
生
産
に
適
し
て
い
た
土
壌
か
ら
の
粗
生
産
物
に
対
す
る
急
速
に
増
加
す
る
需
要
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う

し
れ
な
い
。

現
在
の
変
化
し
た
状
態
に
お
い
て
輸
出
向
第
一
次
生
産
の
拡
大
（
パ
タ
ー
ン
ー
）
も
い
ま
な
お
演
ず
べ
き
役
割
が
あ
る
。
た
と
え

石
油
を
除
い
て
も
、
後
進
地
域
か
ら
工
業
中
心
に
輸
入
さ
れ
る
第
一
次
生
産
物
の
量
は
一
九
二
八
年
よ
り
は
約
二
○
％
多
い
。
石
油

輸
出
国
以
外
に
そ
の
主
要
輸
出
品
の
成
長
の
状
態
が
全
く
十
分
で
あ
る
国
も
あ
る
。

し
か
し
、
全
体
と
し
て
の
構
図
を
考
え
る
と
現
状
で
は
大
多
数
の
国
に
と
っ
て
パ
タ
ー
ン
ー
は
或
る
範
囲
で
は
す
ぐ
れ
て
は
い
る

が
、
そ
の
範
囲
は
十
分
遠
く
に
達
し
な
い
。
特
に
生
産
要
素
が
後
進
国
で
は
人
口
、
保
健
、
教
育
、
及
び
資
本
（
国
内
及
び
輸
入
）

の
増
加
を
通
じ
て
、
始
終
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
方
に
お
い
て
広
い
範
囲
の
第
一
次
生
産
物
に
対
す
る

世
界
の
需
要
は
増
加
が
比
較
的
に
緩
慢
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
下
に
お
い
て
は
貿
易
を
通
じ
る
成
長
の
伝
統
的
パ
タ
ー
ン
を

専
ら
強
調
す
る
こ
と
は
、
適
当
で
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
過
去
か
ら
の
遺
物
と
解
さ
れ
る
。
他
の
発
展
の
パ
タ
ー
ン
の
必
要
と
そ
れ

が
含
む
多
く
の
新
し
い
問
題
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

な
も
の
で
あ
っ
た
。
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以
上
は
ヌ
ル
ク
セ
の
見
た
十
九
世
紀
以
来
の
国
際
貿
易
の
傾
向
と
経
済
発
展
と
の
関
係
及
び
そ
の
よ
う
な
国
際
貿
易
の
傾
向
の
変

化
に
対
処
し
て
、
経
済
発
展
を
如
何
に
す
べ
き
か
、
（
具
体
的
に
は
「
工
業
化
」
政
策
と
な
る
が
）
が
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
そ
の
理
論
的
背
景
は
い
か
な
る
も
の
か
、
こ
れ
が
第
三
部
「
貿
易
理
論
の
動
態
的
局
面
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
静
態
論

と
動
態
論
、
要
素
供
給
量
の
動
学
的
性
格
、
窮
乏
化
成
長
論
、
交
易
条
件
論
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

以
下
で
は
ヌ
ル
ク
セ
の
所
説
を
要
約
し
つ
つ
若
干
の
批
判
を
加
え
て
行
き
た
い
。

ヌ
ル
ク
セ
が
屡
々
述
べ
て
い
る
よ
う
に
近
年
に
は
後
進
国
の
第
一
次
輸
出
品
に
対
す
る
外
国
需
要
の
拡
大
は
工
業
国
の
輸
出
や
国

民
所
得
の
増
加
率
よ
り
も
お
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ヌ
ル
ク
セ
は
ま
ず
古
典
的
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
静
態
的
分
析
を
行
な
う
。
す
な
わ
ち
「
比
較
優
位
の
理
論
に
よ
れ
ば
一
国
が
そ
の
既

存
の
輸
出
品
の
需
要
状
態
が
不
利
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
貨
幣
機
構
を
通
じ
て
何
等
か
の
力
が
働
い
て
こ
の
状
態
に
対
す
る
二
つ
の
型

の
調
整
を
生
ぜ
し
め
る
。
比
較
生
産
費
目
盛
り
（
ぃ
８
－
①
）
の
輸
出
の
方
の
端
で
は
新
商
品
（
目
盛
り
で
は
次
位
に
あ
る
）
が
輸
出
さ

れ
は
じ
め
、
目
盛
り
の
輸
入
の
部
で
は
こ
れ
ま
で
輸
入
さ
れ
て
い
た
商
品
が
輸
入
リ
ス
ト
か
ら
除
か
れ
て
国
内
で
生
産
さ
れ
る
。
さ

き
に
の
べ
た
二
つ
の
発
展
の
パ
タ
ー
ン
（
す
な
わ
ち
、
第
二
及
び
第
三
）
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
二
つ
の
場
合
に
必
ず
し
も
正
確
で

は
な
い
が
、
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

静
態
理
論
は
変
化
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
が
そ
の
取
扱
う
変
化
は
一
回
か
ぎ
り
の
変
化
で
あ
る
。
国
際
特
化
の
古
典
理
論
が

分
析
す
る
貿
易
か
ら
の
利
益
も
こ
の
よ
う
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
一
度
び
貿
易
が
開
か
れ
て
生
産
要
素
が
適
当
に
再
配
分
さ
れ
る

Ⅱ■■■■■■

ー

■■■■■■■■
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第二章 ヌルクセの「需要動因」理論
と
、
高
い
所
得
水
準
が
到
達
せ
ら
れ
る
。
こ
の
理
論
は
困
難
な
し
に
「
最
適
関
税
」
修
正
を
受
け
入
れ
、
貿
易
制
限
の
た
め
の
交
易

条
件
論
（
そ
れ
も
同
じ
く
静
態
的
で
あ
る
）
を
支
持
す
る
。

こ
の
種
の
貿
易
理
論
は
完
全
に
静
態
的
で
あ
っ
て
極
め
て
有
益
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
視
野
が
限
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
と
反
対
に
動
態
論
は
ハ
ロ
ッ
ド
の
い
う
よ
う
に
、
連
続
的
な
変
化
の
効
果
と
変
化
率
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
進
的
経
済

中
心
か
ら
の
一
九
世
紀
の
型
の
成
長
伝
達
は
本
質
的
に
動
態
理
論
で
あ
る
。
粗
生
産
物
に
対
す
る
増
大
す
る
需
要
は
決
定
的
な
特
徴

で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
こ
の
需
要
を
充
た
す
た
め
に
周
辺
地
域
へ
の
生
産
要
素
の
流
出
を
生
ぜ
し
め
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
先
進

国
か
ら
後
進
国
へ
の
成
長
伝
達
の
エ
ン
ジ
ン
は
相
対
的
に
見
て
以
前
ほ
ど
は
強
力
で
な
く
な
っ
て
い
る
。

古
典
的
モ
デ
ル
を
現
状
に
適
用
し
、
動
態
的
解
釈
を
行
な
う
と
き
に
ヌ
ル
ク
セ
は
二
つ
の
変
化
率
を
と
り
あ
げ
る
。
一
は
第
一
次

生
産
物
の
外
国
需
要
の
拡
大
率
で
あ
り
、
二
は
後
進
国
に
お
け
る
生
産
資
源
の
増
加
率
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
第
一
次
生
産
物
の
外
国

需
要
の
一
回
限
り
の
下
方
移
動
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
問
題
と
し
て
い
る
点
は
外
国
需
要
が
上
方
移
動
す
る
率
が

先
進
国
の
輸
出
と
所
得
に
比
較
し
て
お
く
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
「
第
一
次
商
品
に
対
す
る
外
国
の
需
要
は
一
般
に
価
格
非
弾
力
的
で
あ
り
、
需
要
曲
線
の
上
方
へ
の
シ
フ
ト

も
緩
慢
で
あ
る
。
」
従
っ
て
「
こ
の
よ
う
な
需
要
状
態
の
下
で
は
コ
ス
ト
切
下
げ
や
産
出
高
の
増
加
は
第
一
次
生
産
国
に
有
利
で
な

い
ｏ
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
価
格
非
弾
力
的
な
需
要
は
も
し
も
需
要
曲
線
そ
れ
自
身
が
活
溌
に
上
方
へ
移
行
し
て
い
る
と
き
に

は
障
害
で
は
な
い
。
」
の
で
あ
っ
て
問
題
は
こ
の
よ
う
な
需
要
拡
大
が
生
じ
な
い
と
き
に
の
み
は
じ
ま
る
も
の
と
ヌ
ル
ク
セ
は
見
て
い

プ（》○動
態
論
に
お
い
て
は
古
典
的
貿
易
理
論
で
通
常
仮
定
さ
れ
て
い
る
「
要
素
供
給
量
の
一
定
」
と
い
う
こ
と
を
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
な

105



ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
成
長
（
四
○
急
昏
）
と
進
歩
（
胃
○
四
①
の
ゅ
）
と
は
異
っ
た
概
念
で
あ
り
、
数
の
増
加
だ
け
で
も
総
生
産
能
力
の

「
成
長
」
を
形
成
す
る
が
し
か
し
、
一
人
当
り
産
出
高
及
び
所
得
で
表
示
し
た
「
進
歩
」
を
形
成
し
な
い
。
一
般
的
に
い
っ
て
「
進

歩
」
は
労
働
力
の
数
よ
り
以
外
の
要
素
の
進
歩
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
生
産
要
素
の
供
給
の
増
加
が
進
歩
を

含
む
か
ど
う
か
の
一
般
的
な
検
討
を
行
な
う
の
で
あ
る
。

ヌ
ル
ク
セ
は
生
産
要
素
の
供
給
は
従
属
変
数
、
独
立
変
数
、
あ
る
い
は
政
策
変
数
と
も
な
り
得
る
も
の
と
見
て
い
る
。
⑪
国
際
貿

易
の
一
般
均
衡
体
系
で
は
要
素
供
給
は
要
素
価
格
の
従
属
変
数
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
（
オ
リ
ー
ン
の
場
合
）
こ
れ
は
可
成

り
の
進
歩
で
あ
る
が
、
し
か
し
必
ず
し
も
動
態
の
方
向
へ
で
は
な
い
。
②
或
る
要
素
供
給
を
独
立
変
数
と
し
て
取
扱
う
こ
と
は
よ
り

現
実
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
程
度
ま
で
人
力
の
増
加
、
知
識
の
普
及
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
「
政
府
」
資
本
輸
入
に
さ
え
あ
て
は
ま

る
。
そ
れ
は
価
格
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
や
政
府
の
国
内
政
策
に
関
係
な
く
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
③
発
展
計
画
に
お
い
て
要
素
供
給

は
政
策
変
数
と
な
る
。
「
資
源
動
員
」
の
問
題
は
追
加
的
の
生
産
要
素
は
ど
う
す
れ
ば
得
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
熟
練
の

増
加
や
人
口
に
比
較
し
て
物
的
資
本
の
量
な
ど
に
特
別
の
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
場
合
で
あ
る
。
余
剰
の
農
業
労

い
。
現
実
の
典
型
的
な
場
合
に
お
い
て
後
進
国
の
生
産
要
素
の
ス
ト
ッ
ク
は
人
口
従
っ
て
労
働
力
の
増
加
に
よ
り
、
健
康
、
教
育
、

熟
練
の
改
善
に
よ
り
、
国
内
の
資
本
創
出
お
よ
び
海
外
よ
り
の
資
本
輸
入
を
通
じ
て
絶
え
ず
増
加
し
つ
つ
あ
る
。

ｂ
、

、
℃

、
、

、
、

ｂ
、

、
℃

ｂ
、

℃
、

ｂ
、

、
℃

、
℃

ｂ
、

、
、

、

か
く
て
ヌ
ル
ク
セ
は
後
進
国
の
輸
出
ラ
ッ
グ
の
原
因
「
国
内
生
産
要
素
供
給
の
成
長
率
と
比
較
し
て
、
外
国
需
要
の
成
長
率
の
お

℃
Ｕ

く
れ
」
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
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第二章 ヌルク
働
者
を
資
本
形
成
に
使
用
す
る
の
は
資
源
動
員
の
一
例
で
あ
る
。
天
然
資
源
の
質
に
つ
い
て
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
そ
れ

は
「
比
較
生
産
費
を
支
配
す
る
最
も
恒
久
的
な
、
最
も
強
力
な
要
因
」
で
あ
る
と
Ａ
・
Ｊ
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
い
っ
て
い
る
が
、
ヌ
ル
ク

セ
は
「
物
理
的
な
恒
久
性
は
経
済
的
に
は
関
連
し
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
有
用
な
天
然
資
源
の
量
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
の
知
識

に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
知
識
は
変
数
で
あ
る
ｏ
」
と
し
て
い
る
。

ヌ
ル
ク
セ
は
「
限
界
的
要
素
配
分
」
す
な
わ
ち
、
追
加
的
な
生
産
要
素
を
ど
う
す
べ
き
か
、
増
加
資
源
の
配
分
は
動
態
的
貿
易
理

論
の
中
心
問
題
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

「
資
源
動
員
」
と
「
追
加
資
源
配
分
」
を
別
の
区
劃
に
お
く
こ
と
は
幾
分
独
断
的
で
も
あ
り
、
明
ら
か
に
あ
る
場
合
に
は
前
者
は
後

者
に
直
接
に
結
び
つ
く
。
利
潤
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
た
企
業
投
資
で
は
そ
の
つ
な
が
り
は
特
に
密
接
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
的

に
い
っ
て
要
素
供
給
の
増
加
は
あ
る
程
度
ま
で
は
魅
力
あ
る
ま
た
は
有
利
な
機
会
が
追
加
的
要
素
の
使
用
に
対
し
て
存
在
し
て
い
る

論かどうかにかかっている。「海外諜素の拡大が比較的に緩慢であり、国内にも魅力のある機会がないとすれば
理圃

少
な
く
と
も
あ
る
種
の
資
源
（
資
本
を
含
む
）
の
成
長
は
さ
も
な
い
場
合
に
比
べ
て
緩
慢
で
あ
ろ
う
。
」
「
外
国
需
要
を
後
進
国
の
資

麺
本
ス
ト
ッ
ク
が
あ
る
程
度
ま
で
そ
れ
自
身
を
適
応
さ
せ
る
起
動
力
と
見
て
も
非
現
実
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
」
資
源
適
応
の
最
も
著

需が
し
い
例
は
そ
の
輸
出
生
産
物
の
世
界
需
要
が
急
速
に
増
加
し
て
い
る
国
々
へ
の
民
間
資
本
の
国
際
移
動
で
あ
る
。
（
十
九
世
紀
の
新

姪
興
国
、
二
十
世
紀
の
石
油
国
）
以
上
を
総
合
し
て
見
る
と
要
素
供
給
は
動
態
に
お
い
て
も
静
態
に
お
い
て
も
従
属
変
数
で
あ
る
だ
ろ

ルヌ
う
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
上
に
要
素
の
変
化
は
自
生
変
数
又
は
政
策
変
数
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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追
加
的
資
源
は
既
存
の
輸
出
部
門
が
さ
し
あ
た
っ
て
は
そ
の
国
の
比
較
的
に
最
も
能
率
的
な
分
野
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
へ
導
入
さ

る
べ
き
だ
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
外
国
需
要
の
状
態
が
不
利
で
あ
る
な
ら
ば
そ
う
い
う
こ
と
を
す
れ
ば
交
易
条
件

（勺Ｌ）

の
悪
化
を
生
じ
る
。
そ
れ
は
現
実
に
一
国
の
総
実
質
所
得
を
減
少
せ
し
め
る
。
こ
の
可
能
性
は
「
窮
乏
化
成
長
」
と
い
う
名
の
下
に

若
干
の
注
意
を
あ
つ
め
て
い
る
。
そ
れ
は
想
像
出
来
る
そ
し
て
分
析
的
に
は
非
常
に
興
味
の
あ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
起
る

必
然
性
は
な
い
も
の
と
ヌ
ル
ク
セ
は
見
る
。

他
方
に
お
い
て
伝
統
的
な
輸
出
活
動
か
ら
資
源
を
引
き
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
利
益
は
あ
る
の
が
、
典
型
的
な
場
合
に
は

伝
統
的
な
輸
出
品
に
対
す
る
需
要
は
絶
対
的
に
は
低
下
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
輸
出
品
の
生
産
を
少
な
く
と
も
維
持
す

℃
、

Ｕ

る
こ
と
が
有
利
で
あ
る
。
追
加
的
資
源
を
既
存
の
輸
出
部
門
に
投
入
す
る
こ
と
は
輸
出
需
要
が
非
弾
力
的
で
そ
の
拡
大
が
緩
慢
で
あ

る
と
き
に
は
有
益
で
は
な
い
。
従
っ
て
一
国
の
現
在
の
輸
出
生
産
物
に
お
け
る
既
存
の
比
較
優
位
は
高
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
の

分
野
の
限
界
比
較
優
位
は
ゼ
ロ
で
あ
る
か
叉
は
負
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
生
産
要
素
ス
ト
ッ
ク
の
増
加
分
に
は
新
し
い
輸

出
活
動
の
発
展
に
用
い
る
べ
き
か
ま
た
は
国
内
消
費
を
充
た
す
こ
と
を
目
的
と
し
、
少
な
く
と
も
最
初
に
は
既
存
の
輸
入
品
に
お
さ

か
え
る
こ
と
に
役
立
つ
産
業
を
設
立
す
る
の
に
用
い
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

古
典
的
モ
デ
ル
で
は
輸
出
増
加
と
輸
入
減
少
に
よ
っ
て
調
整
が
行
わ
れ
る
と
き
に
そ
の
割
合
を
決
定
す
る
の
は
輸
出
と
輸
入
の
目

盛
の
両
端
に
お
け
る
比
較
生
産
費
目
盛
の
形
で
あ
る
の
が
正
常
で
あ
る
。
た
と
え
ば
比
較
生
産
費
目
盛
が
輸
入
の
端
で
振
れ
（
嵐
目
）

て
い
る
か
、
輸
出
の
端
で
滑
ら
か
に
上
昇
し
て
い
る
と
き
は
調
整
は
主
と
し
て
輸
入
の
減
少
よ
り
も
新
し
い
輸
出
を
通
じ
て
行
わ
れ

’一一●一一一
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国
内
市
場
向
け
の
生
産
は
「
窮
乏
化
成
長
」
よ
り
の
が
れ
る
方
法
と
し
て
興
味
が
あ
る
。
「
窮
乏
化
成
長
」
の
概
念
に
よ
れ
ば
生

産
要
素
ス
ト
ッ
ク
の
増
加
は
交
易
条
件
の
悪
化
を
通
じ
て
窮
乏
に
導
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
交
易
条
件
の
悪
化
は
不
利
な
外
国
需

℃
、

、

要
状
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
輸
出
向
け
生
産
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
理
論
的
な
か
か
し
（
の
。
胃
①
日
。
尋
）
と

し
て
そ
れ
は
疑
も
な
く
そ
の
用
途
を
も
つ
。
窮
乏
化
成
長
は
そ
れ
は
経
済
的
決
定
論
（
①
８
口
○
目
。
号
敲
Ｈ
昌
凰
の
日
）
で
あ
っ
て
不
可

避
的
な
必
然
と
し
て
受
取
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
古
典
的
モ
デ
ル
と
両
立
し
な
い
の
で
は
な
い
。
「
窮
乏
化
」
は
「
成
長
以
前
の

状
態
」
と
比
較
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
「
貿
易
以
前
」
の
状
態
と
で
は
な
い
。
窮
乏
化
成
長
を
生
ぜ
し
め
た
の
は
何
か
、

明
ら
か
に
そ
れ
は
価
格
機
構
で
は
な
い
。
も
し
交
易
条
件
が
悪
化
し
た
な
ら
ば
何
故
に
追
加
的
な
資
源
が
輸
出
部
門
に
殺
到
す
る
の

ら
ば
で
あ
る
。

同
内
市
場
向
け
の
産
出
高
の
拡
張
と
い
う
事
実
か
ら
、
「
産
出
高
の
拡
張
は
国
内
所
得
弾
力
性
」
に
沿
っ
て
多
様
化
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
国
内
産
出
高
成
長
の
過
程
は
そ
の
「
水
平
的
構
成
」
に
お
い
て
あ
る
「
バ
ラ
ン
ス
」
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
「
財

と
サ
ー
ビ
ス
の
追
加
的
供
給
が
、
そ
の
需
要
を
つ
く
り
出
す
」
（
こ
こ
に
ヌ
ル
ク
セ
の
均
衡
成
長
理
論
に
お
け
る
セ
イ
の
法
則
が
見

ら
れ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
）
が
あ
る
い
は
具
体
的
に
は
余
分
の
産
出
高
が
十
分
な
市
場
を
見
出
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な

ろ
う
か
。

同
様
な
考
慮
が
「
動
態
的
」
な
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
。
人
口
増
加
国
に
お
い
て
も
輸
出
市
場
向
け
の
工
業
生
産
を
行
な
う
に
は

必
ず
し
も
低
廉
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
一
国
は
輸
出
の
側
に
著
し
い
限
界
比
較
優
位
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
資
源
の

ス
ト
ッ
ク
は
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
情
勢
に
お
い
て
要
素
の
増
加
の
大
部
分
は
国
内
市
場
向
け
生
産
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か

る
。
（
逆
の
場
合
は
逆
）
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（ワ“）

か
、
「
窮
乏
化
成
長
」
は
「
供
給
の
産
出
高
弾
力
性
」
と
い
う
新
し
い
概
念
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
相
対
的
な
価
格
変
化
を
通
じ

て
作
用
せ
ず
し
て
、
そ
の
代
り
に
予
め
定
め
ら
れ
た
活
動
の
一
定
の
方
向
へ
要
素
増
加
分
が
向
う
と
い
う
固
定
的
な
性
向
と
似
た
も

の
で
あ
る
。
も
し
も
伝
統
的
部
門
の
「
供
給
の
産
出
高
弾
力
性
」
が
高
け
れ
ば
、
交
易
条
件
の
悪
化
は
そ
の
他
の
部
門
の
産
出
高
拡

張
よ
り
生
じ
る
実
質
所
得
の
増
加
を
相
殺
し
て
余
り
あ
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。

ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
供
給
の
産
出
高
弾
力
性
は
受
入
れ
が
容
易
で
な
い
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
需
要
の
所
得
弾
力
性
に

類
推
し
て
構
成
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
そ
の
類
推
は
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
、
個
人
及
び
全
体
の
需
要
の
所
得
弾
力
性
の
概
念
も
困

難
な
点
を
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
欲
望
の
多
様
化
と
「
人
間
の
胃
の
限
ら
れ
た
能
力
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
生
産
の
側

に
は
こ
れ
に
比
較
す
べ
き
も
の
が
あ
る
か
。
需
要
の
考
慮
と
独
立
し
て
、
要
素
の
増
分
が
何
故
に
一
定
の
予
め
定
め
ら
れ
た
パ
タ
ー

ン
に
従
っ
て
自
ら
を
配
分
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
か
、
要
素
創
造
と
要
素
配
分
の
制
度
は
関
連
は
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
要
素
創
造

Ｊ
巧

が
要
素
配
分
へ
の
魅
力
あ
る
機
会
に
依
存
し
て
い
る
限
り
は
輸
出
品
に
対
す
る
不
利
な
需
要
状
態
が
要
素
配
分
を
輸
出
産
業
に
引
き

つ
け
る
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
な
い
だ
ろ
う
。

古
典
的
貿
易
理
論
は
既
存
の
労
働
及
び
資
本
の
国
内
移
動
性
を
仮
定
し
た
。
現
実
に
は
既
存
の
生
産
要
素
の
地
理
的
又
は
職
業
的

の
移
動
性
の
必
要
で
な
い
状
態
は
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
イ
ン
ド
ネ
シ
ヤ
の
小
農
民
が
輸
出
向
け
の
ゴ
ム
か
ら
国
内
消

費
向
け
の
米
に
転
換
す
る
場
合
の
如
き
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
生
産
構
造
の
伸
縮
性
で
あ
る
。

「
窮
乏
化
成
長
」
は
要
素
増
加
分
の
移
動
性
を
否
定
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
る
に
一
般
の
考
察
は
た
と
え
既
存
の
そ
し
て
既
に

雇
用
さ
れ
て
い
る
生
産
要
素
は
「
可
動
的
」
日
○
豆
房

で
な
い
と
し
て
も
要
素
増
加
分
は
可
動
的
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

ス
ヴ
ェ
ニ
ル
ソ
ン
が
強
調
す
る
よ
う
に
生
産
構
造
の
変
革
は
発
展
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
暗
黙
の
う
ち
に
変
革
の
能
力
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を
否
定
す
る
概
念
は
発
展
よ
り
も
む
し
ろ
窮
乏
化
へ
の
道
を
辿
る
の
は
全
く
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
」

ヌ
ル
ク
セ
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
「
窮
乏
化
成
長
」
論
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る
。

（
１
）

「
窮
乏
化
成
長
」
に
つ
い
て
バ
グ
ワ
ッ
テ
ィ
の
理
論
が
有
名
で
あ
る
が
、
村
上
敦
氏
は
こ
れ
を
要
領
よ
く
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
（
村
上
敦

「
『
窮
乏
化
成
長
』
と
『
工
業
化
』
の
理
論
」
国
際
経
済
理
論
の
新
展
開
一
九
六
○
年
八
月
）
の
で
同
氏
に
従
っ
て
こ
れ
を
略
述
し
た
い
。

「
窮
乏
化
成
長
」
と
は
端
的
に
い
っ
て
相
対
的
価
格
を
不
変
と
し
た
場
合
の
産
出
高
増
加
に
も
と
ず
く
、
実
質
所
得
の
増
分
と
産
出
高
の
増
加

が
も
た
ら
す
交
易
条
件
の
不
利
化
に
よ
る
実
質
所
得
の
減
少
と
を
比
較
し
た
場
合
は
、
後
者
が
前
者
を
上
廻
り
、
差
引
き
実
質
所
得
が
か
え
っ

て
低
落
す
る
如
き
経
済
成
長
を
意
味
し
て
い
る
。

従
っ
て
こ
こ
で
は
経
済
成
長
Ｉ
産
出
高
増
大
と
交
易
条
件
の
変
動
と
の
関
連
を
追
求
す
る
の
が
第
一
の
課
題
で
あ
る
。

今
、
二
国
（
Ａ
、
Ｂ
）
、
二
商
品
（
ｘ
、
Ｙ
）
不
完
全
特
化
、
全
て
の
要
素
の
完
全
雇
傭
と
い
う
モ
デ
ル
を
た
て
、
Ａ
国
の
経
済
成
長
が
そ
の

交
易
条
件
に
与
え
る
効
果
を
Ａ
国
の
輸
入
タ
イ
プ
商
品
Ｙ
の
タ
ー
ム
で
分
析
し
よ
う
。

バ
グ
ワ
ッ
テ
ィ
に
よ
れ
ば
Ａ
国
の
経
済
成
長
相
対
価
格
不
変
の
下
で
余
分
の
産
出
高
を
生
産
し
得
る
能
力
の
増
大
は
次
の
六
つ
の
経
路
を
経

て
そ
の
交
易
条
件
に
影
響
す
る
。

（
１
）
成
長
に
基
く
Ｙ
の
産
出
高
の
変
化

率
・
葛
Ⅱ
良
・
岡
目
・
穴

…
：

：：
：
：：：（』）

向
で

罰
、
”
鳥
珈
逗
到
ｅ
毎
画
ｓ
禺
謝
印
ｓ
画
軒
肝
例

肉
匙
少
画
ｓ
謬
肝
例
誇
計

胸
豐
Ⅱ
十
・
＊
、
ぺ
癖
誰
ｓ
繍
鼠
製
蔦

（
２
）
成
長
に
基
く
Ｙ
の
需
要
の
変
化

穴I
Il

肉|員
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淫

半
員
Ⅱ
。
・
画
。
雷
・
愚

：：
…
…
…

：
８

．
歳
總
羅
鯛
寵
誠
…
ｇ

こ
の
伽
、
②
の
差
額
は
交
易
条
件
を
不
変
と
し
た
場
合
の
Ａ
国
の
輸
入
需
要
の
純
変
化
を
意
味
し
て
い
る
。
⑩
ｌ
②
が
正
な
ら
ば
輸
入
需

要
は
減
少
し
、
負
な
ら
ば
増
加
す
る
。
こ
の
結
果
、
交
易
条
件
は
前
者
の
場
合
Ａ
国
に
好
転
し
、
後
者
の
場
合
に
悪
化
す
る
傾
向
を
も
つ
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
交
易
条
件
の
変
化
は
更
に
輸
入
タ
イ
プ
商
品
Ｙ
の
需
給
に
影
響
す
る
。
即
ち
、

（
３
）
交
易
条
件
変
化
に
基
く
Ｙ
需
要
の
変
化

＊・勢、Ⅱ‐中・両・輿、…
…

：
……

：…
（“）

・
病
機
種
川
鱸
窯
蕊
窯
謬

（
４
）
交
易
条
件
変
化
に
基
く
Ｙ
供
給
の
変
化

率・急、Ⅱ申．ｑ・§：：
…：：……：：：…：

：（傘）
官
ｑ
Ⅱ
中
・
＊
、
異
誰
ｅ
霞
譲
（
馴
甑
識
奪
）
擢
登
藤

（５）
交
易
条
件
変
化
に
よ
る
実
質
所
得
変
化
か
ら
生
じ
る
Ｙ
需
要
の
変
化

‐卵・冒・§Ⅱｌ小』蚕『・画。弓・園、……：…
…

（唾）
向
で

ミ
Ⅲ
Ｃ
ｌ
民
・
・
営
盗
罫
シ
卿

曾
尽
ｉ
叩
・
郡
ゞ
剛
帥
製
淵
｛
胃
院
胤
豐
軸
墜
３
珊
燗
猿
ご
序

（
６
）
交
易
条
件
変
化
に
基
く
Ｂ
国
の
Ｙ
供
給
変
化

雫
。
。
、
Ⅲ
求
・
ゞ
愚
・
§
…

：：…：
…：

…
（。）
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と
こ
ろ
で
交
易
条
件
の
不
利
化
は
そ
れ
だ
け
実
質
所
得
の
損
失
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
成
長
の
純
効
果
を
知
る
た
め
に
は
産

出
高
増
加
に
伴
な
う
実
質
所
得
の
増
分
か
ら
こ
の
損
失
を
差
引
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
相
対
価
格
不
変
の
も
と
で
産
出
高
増
加
に
よ
る
実
質
所
得

の
増
分
を
趣
と
す
る
と
交
易
条
件
不
利
化
に
基
く
実
質
所
得
の
損
失
は
員
愚
と
し
て
求
め
ら
れ
る
か
ら
、

、
．
ａ
』
冨

辿
界
、
Ｍ
Ⅳ

直ぐ一洲芋燕、国圃ｅ電癖露。霞誘（鰯：燕）震ご祷
以
上
六
つ
の
要
因
の
う
ち
⑪
、
剛
、
⑥
は
Ａ
国
輸
入
タ
イ
プ
商
品
Ｙ
の
供
給
の
変
化
を
、
②
、
③
、
⑤
は
需
要
の
変
化
を
そ
れ
ぞ
れ
表
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
均
衡
に
お
い
て
は
Ｙ
に
関
す
る
需
要
と
供
給
は
一
致
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
交
易
条
件
は
窮
極
的
に
こ
の
一
致
を
も
た
ら

す
よ
う
に
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
意
味
か
ら
〔
（
。
＋
公
）
＋
（
ｅ
〕
ｌ
〔
○
）
＋
食
）
十
（
ｅ
〕
Ⅱ
。
侭
苛
叫
愚
酔
升
び
小
炉

（
ｏ
・
陣
尉
ｌ
園
・
熈
弓
）
閑

、
Ｊ
ノ

＆
ト
ー

！
ｊ
罪
・
ｑ
ｔ
冒
十
帥
・
晦
十
、
非
〕

に
従
っ
て
経
済
成
長
は
純
利
益
及
至
純
損
失
を
も
た
ら
す
。
し
か
る
に
「
窮
乏
化
成
長
」
と
は
最
初
に
定
義
し
た
よ
う
に
後
者
の
場
合
で
あ

／
白

、

‐熊‐〔＊ｑ＋求奮冨十小の十本・旨・§ご
ノ

ダ
雑
（
ｏ
・
同
。
民
ｌ
電
閃
ご
）
氏
Ⅱ
包
旨
庁
守
・
蛛
汁
同
ロ
胃
Ｉ
岡
。
乱
保
守
が
院

、
．
且
雲
亀

均
卜

、
Ｃ

ノ

で
あ
ろ
う
。

こ
の
⑧
式
か
ら
経
済
成
長
の
交
易
条
件
に
与
え
る
効
果
を
総
括
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
。
る
こ
れ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
分
子
成
（
長

に
伴
な
う
所
得
効
果
）
が
正
で
輸
入
需
要
が
増
し
、
且
つ
分
母
も
正
で
あ
る
と
交
易
条
件
は
成
長
国
（
Ａ
国
）
に
不
利
化
（
§
Ｖ
ｅ

す
る

と
な
る
。

包
宍
州

昼
、
伽
Ⅱ

昼
、
叩
Ⅱ冒
罪
．
ｑ
＋
ざ
＋
帥
・
両
十
、
・
非
〕

（
“
）

（
『
）
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る
か
ら
、こ
の
う
ち
原
点
に
凸
な
消
費
無
差
別
曲
線
と
凹
な
生
産
可
能
曲
線
を
仮
定
す
る
と
、
６
，
ヶ
は
正
で
あ
り
、
γ
も
ま
た
通
常
正
と
考
え
ら

（
２
）

れ
る
か
ら
「
窮
乏
化
成
長
」
が
生
じ
る
た
め
に
は
恥
が
負
で
か
つ
か
な
り
大
き
く
な
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
こ
ろ
で
軸
は
Ｂ
国
の
Ｙ
商
品
輸
出

供
給
の
交
易
条
件
に
対
す
る
弾
力
性
で
あ
り
、
こ
れ
と
Ｂ
国
の
ｘ
商
品
輸
入
需
要
の
交
易
条
件
弾
力
性
必
と
の
間
に
は
弓
鳳
ｌ
食
言
Ⅱ
一
と
い

う
関
係
が
あ
る
か
ら
、
式
の
右
辺
は
Ｐ
ｌ
ｓ
圏
と
書
き
改
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
ご
圖
が
１
よ
り
十
分
に
小
さ
い
場
合
に
は
そ
れ
だ
け

「
窮
乏
化
成
長
」
の
可
能
性
が
大
き
い
わ
け
で
あ
る
。

（１）
こ
こ
で
需
要
の
産
出
高
弾
力
性
と
は
人
口
成
長
、
一
人
当
り
所
得
の
成
長
お
よ
び
所
得
分
配
の
変
化
を
含
む
総
所
得
の
上
昇
に
対

す
る
総
消
費
の
冨
冒
く
さ
Ｈ
を
あ
ら
わ
す
概
念
と
し
て
所
得
弾
力
性
に
優
先
し
て
用
い
ら
れ
る
。

（
２
）
篭
Ⅱ
、
・
率
が
負
に
な
る
可
能
性
、
即
ち
、
経
済
成
長
に
つ
れ
て
当
該
商
品
の
産
出
高
が
減
少
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
生
産

要
素
供
給
の
増
加
と
の
関
連
で
は
詞
昏
８
百
め
ぽ
に
よ
り
、
技
術
進
歩
と
の
関
連
で
は
ぎ
自
切
○
国
に
よ
り
取
扱
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
窮
乏
化
成
長
理
論
を
後
進
国
に
適
用
し
た
場
合
は
ど
う
な
る
か
、
村
上
敦
氏
に
よ
れ
ば

「
窮
乏
化
」
成
長
の
生
ず
る
条
件
式
は

（非・の＋非ｑ＋堂）△ｌご“
で
あ
っ
た
。

と
な
り
、
こ
の
た
め
の
条
件
は

堂
Ⅱ
号
．
罪
侭
斗
邸
峠

園

（＊・”＋副ｑ＋管）八‐雲覺
で
あ
る
、

、
．
昼
ご
自

爵ｊ調．ｑ＋篭豊十斗”＋、熊

1 ノ

。。。・・・。（Ｃ）

。。。（』○）
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第二章 ヌルクセの「需要動因」理論

次
に
ヌ
ル
ク
セ
は
交
易
条
件
変
動
の
問
題
に
入
る
。
ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
外
国
為
替
勘
定
の
不
可
避
的
な
過
渡
的
困
難
は
別
と
す

（
４
）
一
方
右
辺
昂
は
第
一
次
商
品
に
関
す
る
工
業
国
側
の
輸
入
需
要
の
価
格
弾
力
性
で
あ
る
が
こ
れ
は
明
ら
か
に
小
さ
い
。

か
く
し
て
後
進
国
は
そ
の
経
済
構
造
か
ら
見
て
窮
乏
化
成
長
に
向
う
可
能
性
が
大
き
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

パ
グ
ワ
ッ
テ
ィ
の
論
文
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

］
・
国
ロ
四
四
召
秒
は
》
《
《
『
→
ゴ
ョ
厨
①
己
職
冒
函
Ｏ
Ｈ
Ｃ
君
昏
竿
衿
の
①
○
日
①
茸
月
旦
ｚ
ｏ
言
昌
閃
①
ａ
①
言
鼻
岡
８
画
○
日
ざ
陣
屋
巳
①
ｍ
］
ロ
ロ
の
ゞ
ら
圏
．

《
《
旨
蕨
Ｈ
口
四
は
○
自
己
自
吋
湧
旦
①
ｐ
ｐ
ｑ
閃
８
己
○
日
ざ
閃
〆
も
騨
口
里
○
Ｆ
こ
毎
日
①
己
。
②
口
閃
ｏ
ｏ
ｐ
Ｏ
目
旨
閃
①
急
①
君
》
己
９
．
ろ
圏
．

。
《
の
Ｈ
ｇ
算
ご
目
日
日
い
且

目
吋
沙
口
の
騨
旨
Ｑ
○
○
日
も
沙
Ｈ
Ｐ
は
ぐ
の
シ
ロ
ぐ
ゆ
ロ
拝
騨
顕
の
》
ご
閃
。
●
冒
○
日
置
閂
目
前
門
口
騨
庁
ざ
ご
巴
の
壱
シ
○
ｍ
ｏ
黒
》
］
爵
Ｐ

（
２
）

国
．
］
呂
口
、
○
口
》
旨
討
目
鼻
５
回
巳
目
Ｈ
且
①
騨
口
・
閃
８
口
○
日
ｇ
ｏ
Ｈ
ｏ
言
昏
ゞ
ら
圏
．
○
富
．

後
進
国
は
一
般
に
単
種
生
産
機
構
を
も
ち
、
少
数
の
第
一
次
商
品
の
生
産
に
特
化
し
て
こ
れ
を
輸
出
す
る
と
と
も
に
工
業
製
品
全
般
の
輸

入
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
前
節
の
モ
デ
ル
Ａ
国
を
後
進
国
と
す
る
と
き
、
ｘ
商
品
は
第
一
次
商
品
で
あ

り
、
Ｙ
商
品
は
工
業
製
品
と
な
る
。
こ
の
前
提
の
下
に
こ
の
条
件
式
の
条
項
の
大
い
さ
を
吟
味
し
て
み
よ
う
。

（
１
）
Ｙ
一
皿
即
ち
、
工
業
製
品
の
輸
入
に
対
す
る
国
内
生
産
の
割
合
は
未
だ
か
な
り
低
い
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
。
Ⅲ
ミ
＋
胃
で
あ
る

か
ら
非
ｌ
＋
非
で
あ
り
、
Ｙ
一
繋
小
さ
け
れ
ば
小
さ
い
程
Ｃ
一
皿
も
小
さ
く
な
る
。

（
２
）
工
業
製
品
の
価
格
変
動
に
対
す
る
需
要
の
シ
フ
ト
は
所
得
水
準
の
低
い
後
進
国
に
お
い
て
一
般
に
小
さ
い
と
見
ら
れ
る
。
故
に
ど
の

値
は
小
さ
い
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
同
様
に
工
業
化
の
初
期
段
階
で
は
生
産
可
能
曲
線
に
沿
う
輸
入
タ
イ
プ
商
品
の
供
給
弾
力
性
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

と
も
か
く
条
件
式
の
左
辺
を
構
成
す
る
各
項
目
の
合
計
値
は
（
今
Ｙ
の
値
は
問
わ
な
い
と
し
て
）
後
進
国
の
場
合
は
さ
ほ
ど
大
き
く
は

な
り
得
な
い
。

四
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（
１
）

れ
ば
、
一
国
は
そ
の
交
易
条
件
の
悪
化
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
常
の
場
合
に
は
国
際
収
支
を
改
善
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ

の
モ
デ
ル
で
は
対
外
均
衝
は
交
易
条
件
の
変
化
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
、
交
易
条
件
は
国
際
貿
易
理
論
で
卓
越
し
た
地
域
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
十
分
の
理
由
が
あ
る
け
れ
ど

も
英
国
そ
の
他
で
は
「
長
期
成
長
の
研
究
に
お
い
て
交
易
条
件
の
変
化
の
現
実
の
程
度
と
経
済
的
意
義
を
誇
張
す
る
傾
向
が
あ
っ

た
」
と
し
て
い
る
。
人
は
こ
れ
ら
の
変
化
に
つ
い
て
あ
た
か
も
各
国
に
お
い
て
資
源
は
永
久
に
既
存
の
産
業
に
委
ね
ら
れ
る
か
、
ま

た
は
あ
た
か
も
新
し
く
創
造
さ
れ
た
資
源
は
同
じ
産
業
に
一
定
の
比
例
で
懐
入
す
る
こ
と
が
と
も
か
く
も
予
め
決
定
さ
れ
て
い
る
か

の
よ
う
に
考
え
勝
ち
で
あ
る
。
短
期
ま
た
は
中
期
で
さ
え
も
、
資
源
は
多
か
れ
少
な
か
れ
固
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
交
易
条
件

の
変
化
は
景
気
循
環
に
お
い
て
は
悪
名
高
き
ほ
ど
に
広
く
且
つ
攪
乱
的
で
あ
る
。
し
か
し
長
期
的
に
は
各
国
内
の
労
働
と
資
本
と
は

他
の
職
業
に
移
動
す
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
移
動
し
て
い
る
。
輸
出
価
格
と
輸
入
価
格
と
の
割
合
が
著
し
く
下
降
又
は
上
昇
す
る
な

ら
ば
生
産
要
素
は
輸
出
産
業
か
ら
国
内
産
業
（
輸
入
競
争
産
業
を
直
接
、
間
接
に
含
む
）
へ
と
（
あ
る
い
は
そ
の
逆
）
移
動
す
る
。

成
長
す
る
経
済
に
あ
っ
て
は
こ
れ
は
既
存
の
要
素
の
移
動
よ
り
も
む
し
ろ
、
要
素
供
給
増
加
分
の
配
分
の
変
化
を
意
味
す
る
の
で
あ

る
。
外
国
貿
易
に
及
ぼ
す
影
響
は
輸
出
品
お
よ
び
輸
入
品
の
数
量
の
増
減
ま
た
は
お
そ
ら
く
は
貿
易
増
加
率
の
変
化
と
な
る
で
あ
る

善
っ
０こ
の
よ
う
に
し
て
交
易
条
件
の
変
化
は
生
産
お
よ
び
資
源
の
配
分
に
変
化
を
誘
発
し
、
そ
れ
は
ま
た
交
易
条
件
の
変
化
に
逆
行
反

（、、）

作
用
す
る
傾
向
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
交
易
条
件
の
変
化
は
長
期
的
に
見
れ
ば
「
洗
い
流
さ
れ
ぎ
画
呂
○
鼻
勝
ち
で
あ
る
」
。
残

っ
て
い
る
の
は
海
外
の
需
要
に
よ
っ
て
国
際
貿
易
を
通
じ
て
誘
発
さ
れ
た
国
内
及
び
輸
出
部
門
の
生
産
活
動
の
成
長
又
は
衰
退
で
あ

る
。
こ
の
見
解
に
も
と
ず
け
ば
、
交
易
条
件
や
国
際
収
支
の
変
化
は
経
済
成
長
（
又
衰
退
）
の
過
程
が
一
国
か
ら
他
国
か
ら
他
国
へ
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第二章 ヌルクセの「需要動因」理論
伝
達
さ
れ
る
機
構
の
中
の
一
時
的
な
（
茸
色
口
の
苛
昌
）
要
素
で
あ
る
。
短
期
に
お
い
て
国
際
収
支
問
題
で
あ
る
の
は
中
期
に
お
い
て
交

易
条
件
の
問
題
と
な
り
、
長
期
に
お
い
て
は
発
展
の
問
題
と
な
る
。

価
格
の
関
係
の
変
化
に
応
じ
て
国
内
の
要
素
が
移
動
す
る
可
能
性
の
た
め
に
海
外
需
要
状
能
の
長
期
的
趨
勢
は
交
易
条
件
の
変
化

に
は
十
分
に
反
映
さ
れ
る
必
要
が
な
い
。
こ
れ
は
海
外
需
要
の
変
化
が
重
要
で
は
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
成
長
の
方
向

に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
「
そ
の
比
較
優
位
を
も
つ
商
品
の
輸
出
需
要
が
拡
大
し
て
い
る
国
は
幸
運
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
そ

れ
は
そ
の
生
産
要
素
の
成
長
の
た
め
に
比
較
的
有
利
な
用
途
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
り
、
外
部
世
界
か
ら
多
種
多
様

の
財
を
ま
す
ま
す
多
く
供
給
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

こ
れ
と
比
較
し
て
国
内
市
場
の
拡
大
は
理
想
的
な
も
の
で
な
く
、
一
時
の
「
ま
に
あ
わ
せ
」
豆
の
昌
胃
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

他
の
如
何
な
る
行
動
方
向
す
な
わ
ち
、
窮
乏
化
成
長
よ
り
も
、
そ
し
て
増
加
分
の
生
産
要
素
を
遊
休
に
し
て
お
く
よ
り
も
す
ぐ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
国
内
市
場
向
け
の
生
産
拡
大
は
国
際
特
化
の
相
対
的
程
度
を
低
下
し
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
伝
統
的
な
「
貿
易
を
通

じ
る
成
長
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
と
比
較
し
て
要
素
配
分
の
能
率
を
低
下
す
る
。
そ
れ
は
困
雑
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
多
種
多
様
の

特
殊
な
資
源
を
創
出
す
る
。
そ
れ
は
輸
入
制
限
を
必
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
輸
入
制
限
は
短
期
ま
た
は
中
期
に
お
い
て
交
易
条
件
上

の
理
由
か
ら
は
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
長
期
的
に
は
幼
稚
産
業
保
護
論
や
幼
稚
経
済
保
護
論
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
希
望
が

あ
る
。
長
期
に
お
い
て
は
比
較
生
産
費
の
目
盛
り
は
幼
稚
産
業
が
成
長
す
る
に
従
っ
て
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
遠
い
問
題
は
別
と
し
て
、
国
内
市
場
向
け
の
生
産
の
拡
張
は
国
際
特
化
の
代
用
物
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
貿
易
を

通
じ
る
成
長
伝
達
機
構
の
代
用
物
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
成
長
伝
達
機
構
は
以
前
ほ
ど
は
活
溌
で
は
な
い
。
し
か
し
、
公
的
資
本

移
転
、
技
術
援
助
、
知
識
の
普
及
、
消
費
の
み
な
ら
ず
生
産
に
及
ぼ
す
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
を
含
め
て
他
の
伝
達
方
法
の
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ヌ
ル
ク
セ
の
理
論
は
大
体
次
の
諸
点
に
要
約
出
来
る
。

佃
国
際
貿
易
は
単
に
生
産
要
素
の
最
適
配
分
に
よ
る
生
産
力
の
拡
大
、
所
得
増
大
と
い
う
利
益
を
生
じ
る
機
能
を
も
つ
の
み
な
ら

ず
、
成
長
伝
達
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
。

②
「
貿
易
を
通
じ
る
成
長
」
は
十
九
世
紀
に
は
完
全
に
発
揮
さ
れ
た
が
、
二
十
世
紀
に
は
後
進
国
の
輸
出
に
「
お
く
れ
」
が
見
ら

⑧
不
振
の
原
因
は
先
進
国
側
の
需
要
要
因
に
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
後
進
国
国
内
要
素
供
給
の
成
長
率
に
比
べ
て
先
進
国
需
要
の

成
長
率
の
お
く
れ
が
後
進
国
の
輸
出
の
「
を
く
れ
」
を
生
ぜ
し
め
た
。
従
っ
て
供
給
側
の
要
因
は
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ

は
ケ
ァ
ン
ク
ロ
ス
に
よ
っ
て
鋭
い
批
判
を
受
け
て
い
る
。
（
後
述
第
三
章
参
照
）

側
貿
易
に
よ
る
成
長
が
不
振
と
な
っ
た
の
で
後
進
国
は
「
工
業
化
に
よ
る
成
長
」
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
た
だ
し
、

（
４
）

重
要
性
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
記
憶
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
将
来
を
予
言
す
る
方
法
は
な
い
。
貿
易
を
通
じ
る
伝
達
の
状
態

は
過
去
に
お
い
て
変
化
し
た
如
く
、
将
来
も
変
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
ヌ
ル
ク
セ
は
み
て
い
る
。

（
１
）
ヌ
ル
ク
セ
こ
れ
は
価
格
調
整
の
副
産
物
と
し
て
、
為
替
相
場
の
変
化
か
「
金
本
位
」
機
構
に
よ
る
国
内
価
格
低
落
を
通
じ
て
お
こ
る
傾
向

れ
る
こ
と
。

（
２
）
た
と
え
ば
平
価
切
下
が
国
際
収
支
を
改
善
す
る
が
、
次
に
交
易
条
件
の
悪
化
を
も
た
ら
す
な
ら
ば
長
期
的
に
は
生
産
要
素
は
価
格
関
係
の

変
化
に
応
じ
て
輸
出
産
業
か
ら
輸
入
競
争
産
業
へ
移
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
移
動
は
均
衡
を
撹
乱
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
交
易
条

件
を
改
善
す
る
だ
ろ
う
と
ヌ
ル
ク
セ
は
み
て
い
る
。

が
あ
る
と
み
て
い
る
。四
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第二章 ヌルクセの「需要動因」理論

⑥
国
内
市
場
向
け
工
業
化
の
原
理
は
「
国
内
需
要
の
所
得
弾
力
性
に
従
っ
て
産
出
高
の
多
様
化
を
行
な
う
こ
と
」
で
あ
っ
て
こ
の

原
理
は
「
国
際
的
比
較
優
位
に
従
っ
て
特
化
す
る
」
と
い
う
国
際
特
化
の
原
理
と
対
照
的
で
あ
る
こ
と
。

、
生
産
の
多
様
化
（
そ
れ
は
「
均
衡
的
成
長
」
と
も
い
わ
れ
る
が
、
ヌ
ル
ク
セ
は
「
均
衡
的
成
長
」
な
る
言
葉
は
人
に
よ
っ
て
解

さ
れ
る
意
味
が
異
な
る
の
で
用
語
と
し
て
は
避
け
た
い
と
の
べ
て
い
る
。
）
の
理
論
は
「
供
給
は
そ
れ
自
ら
の
需
要
を
つ
く
り
出

す
」
と
い
う
セ
イ
の
法
則
に
も
と
ず
い
て
い
る
が
、
セ
イ
の
法
則
の
欠
点
が
そ
の
ま
ま
こ
の
均
衡
成
長
政
策
の
に
欠
点
と
な
る
。

ま
た
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
ら
の
不
均
衡
成
長
論
者
よ
り
も
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
自
由
経
済
化
に
均
衡
成
長
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う

か
、
計
画
経
済
体
制
で
な
け
れ
ば
所
期
の
目
的
を
達
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

⑧
「
窮
乏
化
成
長
」
に
つ
い
て
は
ヌ
ル
ク
セ
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
生
産
要
素
移
動
が
自
由
で
あ
る
限
り
は
生
じ
な
い
と
い
っ
て

い
る
。
生
産
要
素
移
動
は
後
進
国
で
は
可
成
り
不
自
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

⑩
交
易
条
件
の
変
化
に
つ
い
て
は
ヌ
ル
ク
セ
は
短
期
、
中
期
に
は
生
産
や
資
源
分
配
の
変
化
に
作
用
し
、
そ
れ
ら
は
ま
た
交
易
条

件
に
反
作
用
す
る
が
長
期
的
に
こ
れ
を
見
る
限
り
、
交
易
条
件
の
変
化
は
「
洗
い
流
さ
れ
る
」
葛
色
呂
○
具傾
向
が
あ
る
も
の
と

見
て
、
こ
れ
を
無
視
し
て
差
支
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。

従
来
の
輸
出
産
業
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
新
し
い
資
源
増
加
分
を
投
入
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
）
。

⑤
「
工
業
化
」
に
は
「
先
進
国
向
け
輸
出
の
た
め
の
工
業
化
」
と
「
国
内
市
場
向
け
工
業
化
」
と
あ
る
が
、
後
者
に
重
点
が
お
か

れ
る
こ
と
。

119





1

第
三
章

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
の
「
供
給
動
因
」
理
論

、





第三章 ケアンクロスの「供給動因」理論

（ｆユ）

ヌ
ル
ク
セ
が
国
際
貿
易
を
通
じ
る
後
進
国
の
経
済
発
展
の
動
因
を
先
進
国
の
需
要
増
加
に
求
め
、
需
要
側
の
要
因
を
特
に
強
調
し

（ワ“）

て
い
る
一
方
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
先
進
国
と
後
進
国
と
の
調
和
的
発
展
を
考
え
て
お
り
、
特
に
需
要
要
因
を
強
調
し
て
は
い
な
い
。
ヶ

（の③）

ア
ン
ク
ロ
ス
は
先
進
国
側
の
需
要
要
因
よ
り
も
、
後
進
国
側
の
供
給
要
因
を
重
視
す
る
。
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
に
よ
れ
ば
後
進
国
の
経
済

発
展
は
自
給
自
足
セ
ク
タ
ー
と
市
場
セ
ク
タ
ー
の
統
合
を
通
じ
て
進
行
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
統
合
を
促
進
す
る
最
初
の
力
は

先
進
国
の
需
要
圧
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
進
国
の
経
済
発
展
が
持
続
的
に
進
行
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
需
要
に
応
じ
る
供
給
能
力

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
供
給
能
力
が
衰
え
た
と
こ
ろ
に
二
十
世
紀
に
お
け
る
後
進
国
の
貿
易
を
通
じ
る
発
展
が
十
九
世
紀
ほ

ど
は
活
溌
に
行
わ
れ
な
い
原
因
が
あ
る
と
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
み
て
い
る
。

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
ま
ず
ヌ
ル
ク
セ
の
所
説
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

「
外
国
貿
易
に
よ
る
十
九
世
紀
の
『
成
長
の
エ
ン
ジ
ン
』
は
今
日
で
は
第
一
次
生
産
国
が
国
内
市
場
を
開
発
す
る
特
別
の
努
力
を
し

な
い
限
り
、
そ
の
増
大
す
る
資
源
を
完
全
に
利
用
す
る
こ
と
を
許
す
に
足
る
程
強
力
に
作
用
し
て
い
な
い
。
貿
易
は
専
ら
国
際
特
化

の
視
点
か
ら
の
み
分
析
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
成
長
が
経
済
拡
大
の
中
心
か
ら
第
一
次
商
品
の
輸
入
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
る
手
段
と

し
て
こ
れ
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
上
昇
す
る
需
要
は
第
一
次
生
産
国
に
お
け
る
雇
用
の
増
大
す
る
源
泉
を
供
給
す
る
ば
か
り
で

な
く
資
本
及
び
労
働
を
第
一
次
生
産
国
に
吸
引
し
、
成
長
伝
達
（
腎
○
尋
昏
‐
吋
四
ロ
切
目
爵
ご
己
）
の
過
程
を
促
進
す
る
。
こ
の
過
程
は

十
九
世
紀
に
お
け
る
英
国
の
発
展
と
世
界
の
温
帯
の
新
興
国
と
の
相
互
作
用
に
お
い
て
最
も
容
易
に
認
め
ら
れ
る
。
英
国
の
輸
入
増

加
分
が
最
大
で
あ
っ
た
の
は
こ
れ
ら
の
諸
国
か
ら
で
あ
り
、
英
国
資
本
の
流
出
は
主
と
し
て
こ
れ
ら
の
諸
国
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で

一
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二
十
世
紀
に
な
る
と
成
長
過
程
は
諸
種
の
力
に
よ
っ
て
鈍
化
さ
れ
た
。
そ
の
要
因
と
し
て
ヌ
ル
ク
セ
は
六
つ
を
あ
げ
て
い
る
、
こ

れ
ら
の
諸
力
の
た
め
に
工
業
国
の
産
出
高
の
成
長
と
原
料
の
摂
取
量
（
旨
菌
蔚
）
の
間
に
ラ
ッ
グ
が
生
じ
た
。
そ
し
て
こ
の
ラ
ッ
グ
は

（
特
に
石
油
を
考
慮
し
な
い
な
ら
ば
）
第
一
次
生
産
物
の
輸
入
に
波
及
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
第
一
次
生
産
国
は
不
活
溌
な
輸
出

市
場
に
直
面
し
た
が
、
一
方
、
そ
の
資
本
と
労
働
と
は
比
較
的
急
速
に
増
加
し
続
け
た
。
こ
の
二
つ
の
成
長
率
の
不
均
衡
は
第
一
次

生
産
国
を
ヂ
レ
ン
マ
に
お
ち
入
ら
せ
た
。
そ
れ
ら
の
追
加
的
な
資
源
に
対
す
る
雇
用
を
求
め
る
た
め
に
は
第
一
次
生
産
国
は
既
存
の

輸
出
部
門
の
比
較
優
位
に
よ
っ
て
の
み
導
か
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
輸
出
分
野
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
「
増

加
分
」
（
《
《
冒
日
①
日
の
貝
巴
ご
）
の
比
較
優
位
（
限
界
比
較
優
）
は
低
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
需
要
が
比
較
的
緩

慢
で
な
い
よ
う
な
別
の
活
動
分
野
を
発
見
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
次
生
産
国
は
比
較
的
単
純
な
タ
イ
プ
の
工
業
製
品
の
輸
出
市
場

を
開
拓
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
近
代
の
世
界
で
は
余
り
容
易
な
政
策
で
は
な
く
、
ま
た
成
功
す
る
政
策
で
も
な
い
。

第
一
次
生
産
国
に
は
唯
一
つ
の
と
る
べ
き
方
法
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
国
内
の
需
要
を
充
足
す
る
た
め
に
工
業
化
を
行
な
い
、

同
時
に
農
業
生
産
を
改
善
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
内
市
場
を
開
発
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
周
知
の
均
衡
成
長
論
的

℃
Ｕ

℃
、

む
、

、
、

、
、

、
、

、
、

治
療
策
に
め
ぐ
り
逢
う
。
こ
れ
を
再
述
す
れ
ば
「
相
互
に
地
方
的
に
市
場
を
与
え
合
う
た
め
に
国
内
の
需
要
の
所
得
強
力
性
に
応
じ

℃
Ｄ

Ｄ
℃

℃
、

、

て
多
様
化
さ
れ
た
産
出
高
の
増
加
（
前
掲
書
四
四
頁
）
」
を
促
進
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
傍
点
は
イ
タ
リ
ッ
ク
）
ヌ
ル
ク
セ
は
発

（
４
）

展
の
種
々
の
パ
タ
ー
ン
は
単
純
な
代
替
物
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
容
易
に
結
合
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ー
ン
に
与
え

ら
れ
る
ウ
エ
イ
ト
は
国
の
事
情
に
よ
っ
て
当
然
に
異
り
、
時
と
共
に
変
化
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
」

以
上
が
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
に
よ
る
ヌ
ル
ク
セ
の
所
論
の
要
約
で
あ
る
。

あ
っ
た
。
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ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
先
づ
、
「
現
在
は
成
長
伝
達
機
構
が
比
較
的
低
調
で
あ
る
」
（
ヌ
ル
ク
セ
前
掲
害
二
七
頁
）
と
い
う
点
を
と
り
あ

げ
成
長
の
伝
達
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
行
わ
れ
る
の
か
と
い
う
点
を
問
題
と
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

（ＦＤ）

．
九
世
紀
の
成
長
の
エ
ン
ジ
ン
が
働
い
た
の
は
最
近
に
定
住
さ
れ
、
そ
し
て
著
し
く
豊
か
な
国
々
の
少
数
の
グ
ル
ー
プ
に
限
定
さ

れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
国
は
今
や
工
業
化
し
、
又
は
工
業
化
へ
の
道
を
か
な
り
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
々
も
一
般
化
の
中
に

含
ま
れ
る
の
か
、
又
は
わ
れ
わ
れ
は
輸
出
需
要
の
拡
大
や
資
本
の
流
れ
か
ら
比
較
的
に
閑
却
さ
れ
た
貧
し
い
低
開
発
国
（
ヌ
ル
ク
セ

（。且）

の
い
う
「
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
・
カ
ン
ト
リ
ー
ズ
」
又
は
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
ズ
」
）
（
前
掲
書
一
八
頁
）
を
専
ら
考
察
す
る
の
で
あ
る

か
、
も
し
後
者
で
あ
る
な
ら
ば
成
長
伝
達
機
構
は
十
九
世
紀
又
は
そ
の
他
い
づ
れ
か
の
時
代
よ
り
も
現
在
の
方
が
強
力
に
働
い
て
い

な
い
と
い
う
証
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
誰
が
例
え
ば
ア
フ
リ
カ
の
発
展
に
つ
い
て
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。

（
２
）

。
、
困
凹
冨
匙
①
Ｈ
』
旨
敲
目
湧
陸
●
冒
巳
目
３
口
の
四
国
Ｑ
閃
８
国
○
冒
昌
Ｏ
ｄ
ｇ
巴
○
官
ロ
①
具
ゞ
ｚ
色
禽
○
口
巴
国
色
ご
丙
目
国
頭
］
冒
壱
の
ゅ
胃
○
ら
＄
．

（
３
）
Ｐ
．
民
．
。
ｇ
『
ロ
日
Ｏ
閉
》
冒
苛
門
口
鼻
５
口
巴
吋
吋
且
の
ｐ
ｐ
Ｑ
向
８
口
○
日
甘
口
①
ぐ
巴
○
冒
口
①
貝
ゞ
民
望
Ｅ
○
ｍ
》
ら
８
》
崗
凹
の
。
、
少

（
４
）
ヌ
ル
ク
セ
の
い
う
経
済
発
展
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
は
す
な
わ
ち
、
第
一
は
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
を
通
じ
る
成
長
（
四
○
葛
昏
昏
８
口
得

①
愚
ｏ
『
筋
○
軒
目
日
抄
ｑ
胃
。
（
甘
●
筋
）
、
第
二
は
消
費
財
（
工
業
製
品
）
の
輸
出
を
通
じ
る
成
長
（
喝
ｏ
君
昏
昏
８
自
碆
①
愚
◎
稗
の
具
目
四
国
貝
“
？

目
別
８
８
口
目
日
の
同
唱
＆
印
）
、
第
三
は
国
内
市
場
向
け
生
産
の
拡
大
（
①
〆
冒
邑
凰
ｏ
ｐ
ｇ
Ｏ
ｐ
ｇ
鼻
甘
Ｈ
８
日
①
叩
胃
目
色
烏
の
筋
）
で
あ
る
。
現
実

の
世
界
で
は
こ
れ
ら
の
パ
タ
ー
ン
は
孤
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
滅
多
に
な
く
、
通
常
は
二
ま
た
は
そ
れ
以
上
が
混
合
し
て
い
る
と
い
う
事
実

が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
ヌ
ル
ク
セ
は
指
摘
し
て
い
る
。
（
前
掲
書
四
八
頁
）

（
１
）

閃
．
ｚ

三
十
五
年
）

閃
．
ｚ
日
冨
①
、
勺
色
雰
９
国
の
ｇ
月
旦
の
Ｐ
且
己
２
①
ざ
冒
口
①
具
》
陣
○
の
昏
○
旨
》
ら
も
邦
訳
、
大
畑
弥
七
「
経
済
成
長
と
国
際
貿
易
」
（
昭
和

二
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も
し
前
者
で
あ
る
な
ら
ば
こ
れ
ら
（
新
定
住
）
諸
国
の
輸
出
の
増
加
を
制
限
し
た
の
は
供
給
要
因
よ
り
も
む
し
ろ
需
要
要
因
で
あ
る

と
い
う
証
拠
は
何
処
に
あ
る
の
か
」
と
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
反
問
す
る
。

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
供
給
側
の
要
因
と
し
て
後
進
国
の
工
業
化
に
よ
る
供
給
事
情
の
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
と
イ
ン
ド
を
例
に
あ
げ
て
、
こ
れ
ら
両
国
の
輸
出
は
（
イ
ン
ド
に
ビ
ル
マ
及
び
パ
キ
ン
ス
タ
ン
を
含
め
て
）
ア
ジ
ア
（
日
本
を
除

く
）
ア
フ
リ
カ
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
三
大
陸
の
輸
出
の
う
ち
で
以
前
は
三
分
の
一
を
占
め
た
が
、
現
在
で
は
七
分
一
に
低
下
し

て
い
る
。
こ
れ
は
外
国
需
要
の
不
足
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
両
国
に
お
い
て
進
行
し
た
工
業
化
そ
れ
に
人
口
増
加
、
消
費
水

（
３
）

準
の
向
上
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
次
に
外
国
需
要
に
よ
る
成
長
伝
達
過
程
に
お
い
て
現
在
は
十
九
世
紀
と
は
異
っ
て
政
府
や
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ

（
４
）

・
ボ
ー
ド
に
よ
る
干
渉
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
に
よ
れ
ば
「
多
数
の
低
開
発
国
で
経
済
発
展
の
最
も
重
要
な

課
題
の
一
は
自
給
自
足
部
門
（
の
号
の
陣
①
ロ
８
ｍ
①
ｏ
さ
儲
）
と
市
場
部
門
（
目
色
烏
の
爵
①
ｏ
８
Ｈ
の
）
と
を
統
合
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
へ
の
新
し
い
機
会
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
統
合
は
も
し
も
海
外
の
高
価
格
の
結
果
が
現
地
人
の

生
産
者
に
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
輸
出
需
要
の
圧
力
に
よ
っ
て
容
易
と
な
る
。
」

の
で
あ
る
が
「
戦
後
は
こ
の
条
件
は
必
ず

し
も
充
足
さ
れ
て
い
な
い
。
政
府
や
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
は
資
金
を
他
の
形
態
の
発
展
に
向
け
る
こ
と
に
よ
り
多
く
の
関

心
を
も
ち
、
第
一
次
生
産
物
の
高
価
格
に
よ
っ
て
自
給
自
足
部
門
が
縮
少
さ
れ
、
市
場
部
門
が
拡
大
さ
れ
る
と
い
う
作
用
に
つ
い
て

は
余
り
関
心
を
も
た
な
い
よ
う
で
あ
る
。
同
時
に
政
府
や
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
は
現
在
の
生
産
者
か
ら
の
弾
力
的
な
供
給

に
は
多
く
の
信
用
を
お
い
て
い
な
い
。
輸
出
税
の
賦
課
は
第
一
次
生
産
物
の
生
産
に
対
す
る
外
国
需
要
の
圧
力
を
軽
減
し
た
ｏ
」

従

っ
て
こ
れ
ら
の
輸
出
税
に
よ
っ
て
輸
出
の
増
加
が
抑
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
輸
出
減
退
を
需
要
側
の
要
因
に
の
み
帰
す
る
こ
と
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一
九
一
四
年
以
前
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ヌ
ル
ク
セ
の
い
う
よ
う
な
．
九
一
四
年
以
前
に
は
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
は
工
業
製
品

の
輸
出
よ
り
も
よ
り
急
速
に
増
加
し
た
」
（
ヌ
ル
ク
セ
、
前
掲
書
二
○
頁
）
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
は
な
い
と
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
主
張

す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
次
生
産
物
と
工
業
製
品
の
輸
出
を
金
額
で
比
較
し
て
み
れ
ば
一
八
七
○
年
代
の
後
期
と
一
九
一
四
年
と
の

間
に
は
相
対
的
な
大
き
さ
に
殆
ど
変
化
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
数
量
で
比
較
し
て
み
れ
ば
一
八
九
六
年
以
後
は
第
一
次
生
産
物
の

増
加
速
度
は
工
業
製
品
の
そ
れ
よ
り
は
遅
か
っ
た
と
い
う
証
拠
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
に
よ
れ
ば
国
際
貿
易
に
入
り

込
む
第
一
次
生
産
物
の
数
量
が
工
業
製
品
の
数
量
よ
り
も
相
対
的
に
増
加
し
た
の
は
一
九
一
四
年
よ
り
三
七
年
に
至
る
期
間
で
あ
っ

て
、
特
に
一
九
二
九
年
よ
り
三
七
年
に
至
る
期
間
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
以
後
は
そ
れ
ま
で
と
は
逆
に
工
業
製
品
の
数
量
の
方
が
第

一
次
生
産
物
の
数
量
よ
り
も
増
加
が
大
と
な
っ
た
。

そ
れ
故
に
一
九
二
八
’
五
七
年
の
三
十
年
間
を
と
り
あ
つ
か
う
場
合
に
は
、
こ
れ
を
一
九
二
九
’
三
七
年
の
期
間
と
戦
後
の
期
間

と
に
分
け
て
考
察
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
考
え
る
。
第
一
の
期
間
は
工
業
製
品
の
貿
易
は
沈
滞
し
た
が
、
第
一

は
適
当
で
な
い
と
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
論
じ
て
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
輸
出
の
ラ
ッ
グ
は
ヌ
ル
ク
セ
の
い
う
よ
う
に
必
ず
し
も
需
要
側
の
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
た

も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
供
給
側
の
要
因
も
働
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
取
扱
わ
れ
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
期
間
は
⑪
一
九
一
四
年
以
前
で
あ
る
か
、

②
一
九
五
○
年
以
後
で
あ
る
か
、
ま
た
は
③
一
九
二
八
年
よ
り
五
七
年
に
至
る
三
十
年
間
（
こ
れ
は
ヌ
ル
ク
セ
が
引
用
し
て
い
る
ガ

（
膚
、
）

ツ
ト
の
「
国
際
貿
易
の
趨
勢
」
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
期
間
で
あ
る
）
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
結
論
は
変
っ
て
く
る
も
の
と
ケ
ア

ツ
ト
の
一
国
際
貿
易
の
趨
卦

ン
ク
ロ
ス
は
考
え
て
い
る
。
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次
生
産
物
の
貿
易
は
維
持
さ
れ
た
。
第
二
の
時
期
に
は
工
業
製
品
の
貿
易
は
拡
大
さ
れ
た
が
、
第
一
次
生
産
物
の
貿
易
は
こ
れ
に
お

く
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
比
較
的
な
趨
勢
に
つ
い
て
得
ら
れ
る
結
論
は
比
較
に
用
い
る
時
期
の
如
何
に
よ
る
。
何
故
な
ら
ば
戦
前
と
戦
後
の
傾
向

は
明
ら
か
に
反
対
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
比
較
時
期
の
如
何
で
結
論
が
異
な
る
が
、
ケ
ァ
ン
ク
ロ
ス
は
ま
た
数
量
表
示
で
比
較
す
る
か
金
額
表
示
で
比
較
す
る

か
に
よ
っ
て
結
論
が
異
っ
て
来
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
何
故
な
ら
ば
第
一
次
生
産
物
と
工
業
製
品
と
の
相
対
的
価
格
に
大
き
な
変
化

ヌ
ル
ク
セ
は
ガ
ッ
ト
の
「
国
際
貿
易
の
趨
勢
」
よ
り
の
数
字
を
基
礎
と
し
て
枇
界
貿
易
（
金
額
）
に
お
け
る
非
工
業
国
の
割
前
は

一
九
二
八
年
に
は
三
三
・
八
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
五
七
年
に
は
三
一
・
三
％
に
低
下
し
た
と
し
、
も
し
石
油
輸
出
国
を
除
外

す
れ
ば
こ
の
比
率
は
三
二
・
二
％
か
ら
二
四
・
四
％
へ
と
低
下
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
石
油
輸
出
国

を
除
外
す
る
こ
と
に
は
正
当
な
理
由
は
な
い
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
、
伽
十
九
世
紀
の
発
展
機
構
の
最
も
顕

著
な
例
で
今
日
も
な
お
残
存
し
て
い
る
も
の
を
除
外
し
て
、
発
展
機
構
は
そ
れ
が
以
前
に
も
っ
て
い
た
力
の
あ
る
も
の
を
失
っ
た
と

推
論
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
②
ま
た
一
方
に
お
い
て
工
業
国
か
ら
石
油
産
出
国
へ
の
輸
出
を
含
め
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
に
お

い
て
そ
の
支
払
の
た
め
に
行
わ
れ
る
輸
出
を
除
外
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
③
石
油
輸
出
国
は
そ
の
数
が
少
な
く
、
特
に
幸
運
で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
れ
ら
の
国
を
別
扱
い
に
す
る
十
分
な
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
同
様
の
理
由
で
コ
ー
ヒ
ー
、
コ

コ
ア
、
及
び
茶
の
輸
出
国
（
或
い
は
ま
た
鉱
物
や
卑
金
属
の
輸
出
国
）
を
除
外
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ

の
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
ケ
ァ
ン
ク
ロ
ス
も
石
油
及
び
石
油
生
産
物
が
非
工
業
地
域
よ
り
の
輸
出
増
加
に
大
き
な
割
合
を
占
め
て

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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第一表 世界輸出における三後進大陸の占める割合

（ソビエトブロックを除く) (current prices)

輸 出 総 額 第一次生産物』 工 業 製 品2

大 陸
1913

％

4，0

9．5

1953

％

1913

％

7．1

13．6

1953

％

1953

％

2．2

2．8

1913

％

6．5

10．2

９
５

■
士

０
７

１
１

ア ブ リ カ

ア ジ ア

（日本を除く）

ラテン・アメリカ

３
３

①
●

０
４

9．1 11．3 15．6

９
５

●
序

０
５

21．1 1．4

合 計 22．6 28．0 36．3 49．5 6．4

1. SITC Categories O-4

2｡ SITC Categories 5-8

(資料) P. Lamartine Yates, @@Forty Years of Foreign Trade, 19 5 5. Table

A、23，，

い
る
こ
と
（
そ
の
割
合
は
数
量
的
に
い
っ
て
一
九
二
八
’
五
五
年
に
お
け

る
増
加
の
半
分
、
一
九
三
七
／
三
八
’
五
五
年
に
お
け
る
増
加
の
三
分
の

二
を
占
め
て
い
た
）
、
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。

（《。）

ケ
ァ
ン
ク
ロ
ス
は
イ
ェ
イ
ッ
の
「
外
国
貿
易
の
四
十
年
」
の
数
字
を
基
礎

と
し
て
後
進
地
域
が
世
界
貿
易
に
占
め
る
割
合
は
長
期
的
に
上
昇
傾
向
に

あ
る
と
い
う
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。
こ
の
結
論
は
ヌ
ル
ク
セ
の
到
達
し

た
も
の
と
は
反
対
で
あ
る
。
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
の
利
用
し
た
イ
ェ
イ
ッ
の
書

物
は
遅
れ
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
ヌ
ル
ク
セ
は
こ
れ
を
利
用
出
来
な
か
っ
た

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
（
日
本
を
除
く
）
及
び
ラ
テ
ン

・
ア
メ
リ
カ
は
一
九
一
三
年
よ
り
五
三
年
に
至
る
期
間
に
お
い
て
そ
れ
ぞ

れ
世
界
輸
出
に
お
け
る
割
前
を
上
昇
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
は
石
油
輸
出
の
増
大
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
が
、
各
種
の
第

一
次
生
産
物
に
お
い
て
も
割
前
の
増
加
が
見
ら
れ
る
。
全
て
の
燃
料
の
輸

出
（
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
３
）
を
除
い
て
も
一
九
一
三
’
五
三
年
に

お
い
て
三
つ
の
貧
困
な
大
陸
の
輸
出
合
計
の
増
加
は
富
め
る
大
陸
の
輸
出

増
加
よ
り
も
大
で
あ
っ
た
。
（
第
一
表
参
照
）

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
第
一
次
生
産
国
の
地
位
の
低
下
に
つ
い
て
の
ヌ
ル
ク
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セ
の
結
論
に
対
し
て
は
イ
ェ
イ
ッ
の
数
字
を
引
用
し
て
反
対
す
る
が
、
両
者
の
取
扱
っ
て
い
る
期
間
が
異
っ
て
い
る
の
で
い
ず
れ
が

正
し
い
と
は
速
断
は
出
来
な
い
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
貧
し
い
国
よ
り
の
輸
出
の
「
お
く
れ
」
（
厨
巴
が
事
実
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
理
由
の
検
討
に
う
つ
る
。

ヌ
ル
ク
セ
は
そ
の
理
由
と
し
て
六
つ
の
要
因
を
あ
げ
て
い
る
。
（
ヌ
ル
ク
セ
前
掲
書
二
三
頁
）
す
な
わ
ち
、

Ｈ
産
業
構
造
が
、
輸
入
原
料
の
含
有
分
の
低
い
「
重
」
工
業
中
心
に
変
化
し
た
こ
と

口
先
進
国
の
総
産
出
高
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
割
合
が
向
上
し
た
こ
と

日
多
く
の
農
産
物
に
対
す
る
消
費
者
需
要
の
所
得
弾
力
性
が
低
い
こ
と

Ｈ
産
業
構
些

口
先
進
国
（

日
多
く
の
函

四
農
業
保
華

園
原
料
使
雨

㈲
合
成
物
唇

が
こ
れ
で
あ
る
。

ケ
ァ
ン
ク
ロ
ス
は
こ
れ
ら
の
要
因
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
批
判
を
下
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
、
第
三
の
要
因
に
つ
い
て

は
こ
れ
ら
は
突
然
に
二
十
世
紀
に
な
っ
て
作
用
し
は
じ
め
た
も
の
で
は
な
い
。
第
五
の
要
因
が
近
年
に
な
っ
て
強
力
に
作
用
し
た
と

し
て
も
そ
れ
は
純
経
済
的
な
理
由
（
例
え
ば
非
鉄
金
属
の
高
価
な
ど
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
の
要
因
は
熱
帯
農
業
よ
り
も
非

熱
帯
農
業
に
よ
り
多
く
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
は
ヌ
ル
ク
セ
自
身
も
認
め
て
い
る
）
。

こ
の
結
果
残
る
要
因
は
第

一
と
第
六
だ
け
で
あ
る
。
第
一
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
工
業
国
グ
ル
ー
プ
の
内
部
で
工
業
の
移
動
が
行
な
わ
れ
た

も
の
と
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
重
工
業
の
拡
大
は
一
部
分
は
繊
維
工
業
な
ど
軽
工
業
の
置
換
え
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

農
業
保
護
主
義

原
料
使
用
の
節
約

合
成
物
質
の
導
入

（
例
え
ば
ス
ク
ラ
ッ
プ
の
再
加
工
）
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こ
れ
ら
の
軽
工
業
は
消
滅
し
た
の
で
は
な
く
、
他
の
比
較
的
お
く
れ
た
工
業
国
に
移
動
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
拡
大
は
或

る
程
度
ま
で
は
完
全
雇
用
下
に
行
わ
れ
る
世
界
投
資
の
高
水
準
の
徴
候
で
あ
る
と
述
べ
て
、
こ
の
要
因
だ
け
を
世
界
貿
易
の
数
量
や

構
造
に
複
雑
な
影
響
を
及
ぼ
す
他
の
要
因
か
ら
切
離
し
て
そ
の
効
果
を
論
じ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
、
第
六
の
要
因
す
な
わ
ち

合
成
物
質
の
導
入
が
疑
も
な
く
第
一
次
生
産
物
の
貿
易
を
制
限
す
る
重
要
な
要
因
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
合
成
物
質
の

導
入
は
戦
前
に
比
べ
て
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
高
価
と
な
っ
た
原
料
の
使
用
を
節
約
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
偶

然
で
は
な
い
。
ヌ
ル
ク
セ
の
第
六
の
要
因
は
相
対
的
な
価
格
の
動
き
と
い
う
経
済
的
な
刺
戟
に
よ
っ
て
技
術
的
進
歩
が
促
進
さ
れ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
論
じ
て
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
ヌ
ル
ク
セ
が
考
慮
の
外
に
お
い
た
と
思
わ
れ
る
価
格
要
因
を
追
求
す
る
。

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
に
よ
れ
ば
一
九
世
紀
に
第
一
次
生
産
物
の
貿
易
が
増
大
し
た
の
は
単
に
工
業
国
の
需
要
が
増
大
し
た
か
ら
だ
け
で

は
な
い
。
海
外
の
第
一
次
生
産
国
が
西
欧
、
特
に
英
国
市
場
で
大
き
な
割
前
を
と
る
こ
と
が
出
来
る
競
争
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に

も
よ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
世
界
中
で
の
低
コ
ス
ト
生
産
者
で
あ
り
、
も
し
も
顧
客
で
あ
る
西
欧
工
業
国
が
工
業
国
に
比
較
的
不

利
で
あ
る
第
一
次
産
業
よ
り
撤
退
し
、
工
業
国
に
比
較
的
有
利
な
第
二
次
産
業
を
発
達
さ
せ
る
な
ら
ば
工
業
国
は
大
き
な
節
約
を
す

る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
こ
う
論
じ
て
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
「
成
長
の
エ
ン
ジ
ン
」
は
ヌ
ル
ク
セ
の
い
う
よ
う
に
先
進
国
の
需
要

の
面
か
ら
だ
け
働
い
た
の
で
は
な
く
、
後
進
国
側
の
供
給
の
面
か
ら
も
働
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
特
に
価
格
面
に
お
け
る
後
進

国
の
強
い
競
争
力
（
低
コ
ス
ト
生
産
）
に
触
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
発
達
し
た
国
際
特
化
は
静
態
的
で
な
い
と
い
う
点
で
は
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
と
ヌ
ル
ク
セ
は
意
見
が
一
致
し
て
い
る
。

（
７
）

し
か
し
、
ヌ
ル
ク
セ
は
こ
れ
を
本
質
的
に
動
態
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
追
加
的
な
資
源
が
中
心
か

ら
流
出
し
て
、
発
展
を
促
進
し
た
と
い
う
意
味
で
動
態
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
全
く
別
の
意
味
で
こ
れ
を
前
進
的
（
官
ｃ
‐
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胃
の
め
巴
ぐ
①
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
仙
生
産
費
差
へ
の
構
造
的
適
応
が
実
現
す
る
こ
と
、
②
第
一
次
生
産
国
の
輸
出
者

が
そ
の
利
益
を
資
本
化
す
る
こ
と
、
及
び
③
輸
入
者
が
そ
の
産
業
構
造
に
お
い
て
よ
り
多
量
の
輸
入
品
を
受
け
入
れ
る
余
地
を
つ
く

る
こ
と
に
時
間
が
か
か
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
進
国
と
後
進
国
と
の
間
に
そ
の
生
産
の
構
造
的
調
整
が
行
わ
れ
、

国
際
特
化
を
よ
り
高
度
の
段
階
へ
前
進
さ
せ
て
行
く
こ
と
に
着
眼
し
て
前
進
的
と
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
に

℃
、

、

よ
れ
ば
世
界
の
貿
易
を
一
八
五
○
年
か
ら
八
○
年
ま
で
の
間
に
三
倍
に
増
加
さ
せ
た
の
は
国
際
特
化
に
お
け
る
こ
の
前
進
的
要
素

（
胃
○
四
①
の
里
ぐ
①
①
房
日
①
貝
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
成
長
率
が
低
下
し
た
の
は
こ
の
前
進
的
要
素
が
消
滅
又
は
減
退
し
た
か
ら
で
あ

次
に
ケ
ァ
ン
ク
ロ
ス
は
こ
の
よ
う
な
国
際
特
化
の
限
界
に
つ
い
て
の
べ
、
「
第
一
次
生
産
物
と
工
業
製
品
と
の
交
換
の
形
に
お
け
る

国
際
特
化
は
無
限
に
増
大
す
る
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
工
業
国
に
お
け
る
第
一
次
生
産
の
消
滅
が
そ
の

究
極
の
限
界
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
段
階
に
達
す
る
遙
か
以
前
に
工
業
国
に
お
け
る
第
一
次
生
産
の
競
争
的
地
位
が

強
化
さ
れ
（
収
穫
逓
減
法
則
の
逆
の
場
合
）
、
非
工
業
国
に
お
け
る
人
口
増
加
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
競
争
的
地
位
が
弱
化
す
る
。
両
グ

ル
ー
プ
の
政
府
も
極
端
な
国
際
特
化
を
抑
制
す
る
政
策
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
戦
争
は
両
グ
ル
ー
プ
に
特
化
傾
向
逆
転
へ
の

強
い
理
由
を
与
え
た
と
し
て
い
る
。

更
に
ケ
ァ
ン
ク
ロ
ス
は
後
進
国
工
業
化
の
進
展
に
よ
る
国
際
特
化
傾
向
の
制
限
に
つ
い
て
の
く
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
れ
ま
で
に
発

展
し
て
来
た
国
際
特
化
は
主
と
し
て
富
裕
国
の
間
で
あ
っ
た
が
こ
の
事
実
は
国
際
特
化
が
自
動
的
に
限
界
に
達
す
る
こ
と
（
の
農
‐

］
目
昌
品
）
に
役
立
っ
た
。
発
展
し
つ
つ
あ
る
第
一
次
生
産
国
の
国
内
市
場
が
富
裕
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
工
業
が
根
を
お
ろ
し
や

す
い
。
工
業
化
は
直
ち
に
外
国
貿
易
の
規
模
を
縮
少
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
生
産
資
源
の
総
量
は
増
加
し
つ
つ
あ
る
か

（
己
Ｈ
Ｏ
頭
吋
①
切
望
ぐ
①

①］（
○

る
と
さ
れ
て
い
る
。
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ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
工
業
化
が
進
歩
す
れ
ば
、
そ
れ
は
外
国
市
場
向
け
の
第
一
次
生
産
部
門
の
拡
大
と
矛
盾
す
る
こ
と
が

必
然
で
あ
る
。
そ
し
て
究
局
的
に
は
第
一
次
生
産
部
門
は
経
済
の
他
の
部
門
と
の
比
較
に
お
い
て
収
縮
を
は
じ
め
る
。
こ
の
過
程
は

新
興
国
で
最
も
容
易
に
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
で
最
も
重
要
な
も
の
は
米
国
で
あ
る
。
：
．
…
米
国
は
十
九
世
紀
の
成

長
伝
達
機
構
の
働
い
て
い
た
他
の
諸
国
よ
り
も
よ
り
速
か
に
且
つ
完
全
に
工
業
化
を
行
っ
た
ｏ
」

米
国
は
こ
れ
に
よ
っ
て
世
界
貿
易

の
構
造
を
変
化
し
、
前
進
的
特
化
の
形
態
を
変
化
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

第
一
次
生
産
物
の
市
場
は
国
際
特
化
の
変
化
と
と
も
に
ど
う
変
化
し
た
か
、
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
こ
れ
を
数
字
を
あ
げ
て
説
明
し
、

第
一
次
生
産
物
の
市
場
と
し
て
の
旧
工
業
国
の
地
位
が
低
下
し
た
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
例
え
ば
一
九
一
三
年
に

は
欧
州
（
英
国
を
含
む
）
は
第
一
次
生
産
物
の
世
界
輸
出
の
七
四
％
を
引
受
け
た
が
、
一
九
五
三
年
に
は
こ
の
比
率
は
五
四
％
に
減

少
し
て
い
る
。
（
イ
ェ
イ
ッ
前
掲
書
）
一
方
、
第
一
次
生
産
物
の
市
場
は
一
九
世
紀
に
発
展
し
た
大
陸
新
興
国
に
お
い
て
増
大
し
つ

つ
あ
る
。
第
一
次
生
産
物
に
特
化
し
た
輸
出
者
は
市
場
を
こ
れ
ら
の
新
興
国
（
そ
れ
ら
自
身
も
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
者
で
あ
り
一

世
紀
前
の
英
国
の
よ
う
な
競
争
力
の
弱
い
国
で
は
な
い
）
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
新
興
国
の
第
一
次
生
産
部
門
に
打
ち
勝

っ
て
、
こ
れ
を
圧
縮
し
て
前
進
的
な
特
化
を
行
な
う
こ
と
は
一
九
世
紀
に
高
コ
ス
ト
の
欧
州
の
生
産
者
に
打
ち
勝
っ
て
新
興
国
が
足

場
を
き
ず
い
た
こ
と
よ
り
は
一
層
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。

第
一
次
商
品
の
生
産
者
と
し
て
高
い
競
争
力
を
も
つ
米
国
が
支
配
的
な
地
位
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
第
一
次
商
品
の
主
要
な
輸
入

者
で
あ
る
英
国
が
十
九
世
紀
に
支
配
的
な
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
と
対
照
を
な
し
て
い
る
。
貧
し
い
第
一
次
生
産
国
の
発
展
は
富
裕
な

第
一
次
生
産
国
の
発
展
よ
り
は
遙
か
に
ず
っ
と
困
難
な
仕
事
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
貧
し
い
第
一
次
生
産
国
は
仲
間
同
志
の
競
争

が
さ
け
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
工
業
国
と
は
競
争
し
な
い
生
産
物
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
第
一
次
生
産
を
補
足
す
る
た
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め
に
、
国
内
又
は
外
国
市
場
向
け
の
工
業
化
を
行
な
う
こ
と
に
は
最
大
の
困
難
が
あ
る
と
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
見
て
い
る
。

ケ
ァ
ン
ク
ロ
ス
は
前
進
的
特
化
は
今
や
第
一
次
生
産
活
動
の
分
野
に
関
し
て
は
比
較
的
明
瞭
で
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
工

業
活
動
の
分
野
で
現
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
自
国
の
農
業
の
よ
り
以
上
の
、
或
い
は
よ
り
急
速
度
の
縮
少
を
喜

ば
な
い
が
、
よ
り
自
由
な
輸
入
政
策
を
と
り
得
る
諸
国
が
、
そ
の
代
り
に
工
業
製
品
の
よ
り
大
き
な
輸
入
を
認
め
る
こ
と
は
あ
り
得

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
米
国
や
ド
イ
ツ
で
起
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
或
程
度
ま
で
は
工
業
国
間
の
工
業
製
品
貿
易
の
著

し
い
拡
大
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
「
完
全
雇
用
の
状
態
の
下
で
は
工
業
諸
国
は
自
ら
進
ん
で
工
業
部
門
の
内
部
で
か
な
り
の

国
際
特
化
を
み
と
め
、
農
産
物
よ
り
も
工
業
製
品
を
よ
り
自
由
に
貿
易
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」

こ
れ
は
国
際
特
化
の
新
し
い
傾

向
で
あ
る
と
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
見
て
い
る
。

ケ
ァ
ン
ク
ロ
ス
は
国
際
特
化
の
傾
向
を
非
工
業
国
か
ら
の
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
と
工
業
国
か
ら
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
数
字
的
に
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
第
一
次
生
産
物
の
世
界
貿
易
で
非
工
業
国
の
占
め
る
割
合
は
一
九
一
三
年
の
三
六
・
三

％
か
ら
一
九
五
三
年
の
四
九
・
五
％
へ
と
上
昇
し
た
こ
と
は
第
一
表
に
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
メ
イ
ゼ
ル
ス
の
未
公
表
の
計
算
に
よ

れ
ば
こ
の
比
率
は
一
八
九
九
年
の
四
四
・
四
％
か
ら
一
九
五
○
年
に
は
六
八
・
○
％
に
上
昇
し
、
一
九
五
七
年
に
は
六
六
・
○
％
に

下
落
し
た
。
（
た
だ
し
、
メ
イ
ゼ
ル
ス
は
非
工
業
国
の
範
囲
を
広
く
と
っ
て
い
る
が
。
）
」

「
転
換
点
は
金
額
的
に
見
る
と
一
九
五
○
年
で
あ
る
が
、
数
量
的
に
は
一
九
三
七
年
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
以
来
金
額
面
に
お
け
る

後
進
国
輸
出
の
連
続
的
な
相
対
的
地
位
の
改
善
は
全
く
輸
出
品
の
価
格
上
昇
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
」

ケ
ア
ン
ク
ロ

ス
は
こ
う
論
じ
て
後
進
国
輸
出
品
の
価
格
上
昇
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
次
の
如
く
説
明
し
て
い
る
。

「
一
九
三
七
年
に
は
第
一
次
生
産
物
の
工
業
国
よ
り
の
輸
出
数
量
は
一
九
一
三
年
に
比
べ
て
多
少
低
か
っ
た
が
、
非
工
業
国
よ
り
の
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第二表 第一次生産物の輸出数量（1899-1957） 1913＝100

1899 1913 1929 1937 1950 1955 1957

工 業 国

その他諸国

71

62

６
７

９
５１

100

100

163

198

113

144

108

132

141

183

世 界 合 計 65 100 132 134 123 167 185

(註) A. Maizels (National lnstitute of Economic and Social Research)

の未公表の計算による。

第
一
次
生
産
物
の
輸
出
数
量
の
動
き
は
メ
イ
ゼ
ル
ス
の
計
算
に
よ
れ
ば
第
二
表
の
通
り
で
あ
る
。

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
以
上
の
よ
う
な
傾
向
を
明
か
に
し
た
後
、
二
つ
の
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
。

第
一
は
非
工
業
国
は
一
九
三
七
年
ま
で
は
工
業
国
よ
り
も
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
量
が
大
幅
に

増
加
し
た
が
、
一
九
五
○
年
以
後
は
工
業
国
よ
り
も
大
幅
な
増
加
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

（
第
二
表
参
照
）
一
九
三
七
年
以
前
と
異
っ
て
非
工
業
国
は
第
一
次
生
産
物
の
世
界
貿
易
で
占
め

る
割
合
は
増
加
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
競
争
的
地
位
の
将
来
も
案
じ
ら
れ
て
い
る
。
工
業

国
へ
の
輸
入
だ
け
を
と
っ
て
見
る
と
非
工
業
国
は
一
九
五
三
年
と
五
七
年
と
の
間
で
、
特
に
農
産

物
に
関
し
て
は
そ
の
地
位
が
低
下
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
の
点
は
一
九
三
七
年
以
来
、
両
グ
ル
ー
プ
の
輸
出
単
価
の
較
差
が
広
く
、
且
つ
継
続
的
に

輸
出
数
量
は
五
○
％
以
上
高
か
っ
た
。
輸
出
単
価
は
工
業
国
に
と
っ
て
は
約
一
○
％
上
昇
し
た
が
、

非
工
業
国
に
と
っ
て
は
僅
か
な
減
少
を
示
し
た
。
し
か
し
、
一
九
五
○
年
ま
で
に
目
ざ
ま
し
い
変

化
が
生
じ
た
。
工
業
国
か
ら
の
輸
出
数
量
は
増
加
し
た
が
非
工
業
国
か
ら
の
輸
出
数
量
は
著
し
く

減
少
し
た
。
同
時
に
工
業
国
の
輸
出
単
価
は
二
倍
に
な
っ
た
が
、
非
工
業
国
の
そ
れ
は
三
倍
以
上

に
な
っ
た
。
一
九
五
七
年
に
は
両
グ
ル
ー
プ
は
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
量
を
五
○
％
増
加
し
、
輸

出
単
価
の
較
差
は
僅
か
ば
か
り
縮
少
し
た
。
す
な
わ
ち
工
業
国
に
つ
い
て
は
二
○
○
か
ら
二
二
五

へ
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
三
二
六
か
ら
三
三
五
へ
（
い
ず
れ
も
一
九
一
三
年
１
一
○
○
）
と
上
昇

へ、
ア

し
た
。
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開
い
て
来
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
十
年
後
す
な
わ
ち
一
九
五
七
年
に
非
工
業
国
が
工
業
国
の
一
倍
半
の
輸
出
単
価
を
第
一
次
生
産

物
に
つ
い
て
得
て
い
る
と
す
れ
ば
、
非
工
業
国
の
輸
出
が
多
少
「
不
活
溌
」
（
員
の
旨
麗
尉
冒
の
ｍ
の
こ
）
の
徴
候
を
示
し
た
と
し
て
も
驚

く
に
足
り
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
工
業
国
が
第
一
次
生
産
物
の
国
内
生
産
を
発
展
さ
せ
、
輸
入
原
料
を
節
約
し
、
代
用
品
の
輸
入
を

促
進
す
る
強
力
な
理
由
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
も
の
と
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
統
計
的
に
推
論
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
価
格
要
因
を
無
視
し
た
な
ら
ば
戦
後
の
十
年
間
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
主
張
す
る
。

第
一
次
生
産
物
の
価
格
の
上
昇
は
完
全
雇
用
経
済
に
お
け
る
第
一
次
生
産
物
の
供
給
に
対
す
る
鋭
い
圧
力
を
反
映
し
、
こ
の
圧
力
は

供
給
の
弾
力
性
が
低
い
た
め
に
長
く
続
い
た
。
こ
の
低
い
弾
力
性
は
多
く
の
後
進
国
が
農
業
の
発
展
よ
り
も
工
業
化
へ
努
力
を
集
中

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
重
大
な
問
題
と
な
っ
た
。
後
進
国
が
工
業
化
に
よ
っ
て
そ
の
経
済
の
基
礎
を
拡
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
に

は
い
ろ
い
ろ
の
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
、
工
業
化
に
よ
っ
て
自
国
の
農
業
が
外
国
の
需
要
に
対
し
て
も
つ
感
応
度
を
低
く
す
る
こ
と

は
殆
ど
間
違
い
が
な
い
。
工
業
国
側
で
も
自
国
に
不
利
な
第
一
次
生
産
物
の
価
格
急
上
昇
の
た
め
に
（
し
か
も
戦
後
五
年
経
っ
て
も

戦
前
の
数
量
を
得
ら
れ
な
い
）
輸
入
を
節
約
す
る
こ
と
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
工
業
国
は
相
互
に
依
存
し
て
第
一
次
生
産
物
を

供
給
し
あ
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
高
価
な
生
産
物
か
ら
低
廉
な
生
産
物
へ
の
移
動
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
も
っ
と
も
、
北

米
が
弾
力
的
な
供
給
源
と
し
て
特
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
け
れ
ど
も
。
）

第
一
次
生
産
物
で
あ
っ
て
工
業
国
か
ら
輸
出
さ
れ
る
も
の
と
非
工
業
国
か
ら
輸
出
さ
れ
る
も
の
と
は
必
ず
し
も
同
一
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
世
界
需
要
の
拡
大
は
工
業
国
か
ら
輸
出
さ
れ
る
第
一
次
生
産
物
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
集
中
し
た
か
も
し

れ
な
い
。
メ
イ
ゼ
ル
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
第
一
次
生
産
国
は
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
生
産
物
に
特
化
し
て
お
り
、
世
界
経
済
の
成

長
に
よ
っ
て
う
け
る
影
響
も
同
一
で
は
な
く
、
需
要
の
変
化
に
応
じ
て
不
運
な
生
産
物
か
ら
幸
運
な
生
産
物
へ
転
換
す
る
こ
と
が
出
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来
る
も
の
も
少
な
い
。
従
っ
て
ヌ
ル
ク
セ
の
い
う
「
成
長
の
エ
ン
ジ
ン
」
の
働
く
の
は
第
一
次
生
産
国
の
う
ち
若
干
の
も
の
に
対
し

て
だ
け
で
あ
ろ
う
と
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
主
張
し
て
い
る
。

（
１
）
例
え
ば
カ
ナ
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ウ
ル
グ
ワ
イ
、
南
ア
フ
リ
カ
、
豪
州
、
’
百
－
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
温
帯
の
新
定
住
地
域
を
指
す
。
ヌ

ル
ク
セ
は
こ
の
他
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
も
含
め
る
。
（
ヌ
ル
ク
セ
前
掲
書
一
五
頁
）

（
２
）
例
え
ば
中
国
、
イ
ン
ド
、
熱
帯
ア
フ
リ
カ
及
び
中
央
ア
メ
リ
カ
を
指
す
。

（
３
）
ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
新
定
住
国
に
属
し
、
イ
ン
ド
は
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
に
属
し
て
お
り
、
両
者
は
そ
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
を
異
に
し
て
い
る
。
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
両
者
を
一
と
ま
と
め
に
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
適
当
で
は
な
い
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
工
業
化

の
事
例
に
よ
っ
て
論
証
す
る
方
が
論
旨
は
明
快
と
な
ろ
う
。

（
４
）
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ド
の
活
動
に
関
し
て
は
、
恒
弓
．
国
四
口
閏
》
言
の
鼻
毎
国
。
ｇ
園
農
の
．
に
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
邦
文
で
は
矢

内
原
勝
氏
の
研
究
が
あ
る
。
（
三
田
学
会
雑
誌
第
五
十
一
巻
第
四
号
）

（
５
）

⑦
シ
門
司
．
目
吋
①
ロ
Ｑ
切
冒
閂
昌
自
己
煙
戴
○
国
己

同
Ｈ
ｐ
ａ
の
』
。
①
口
①
ご
色
、
ろ
８
．

（
６
）

勺
．
Ｆ
，
昌
胃
①
叩
》
田
○
門
ご
園
の
胃
”
９
句
○
『
①
猿
二
目
鼠
ｇ

Ｆ
Ｏ
己
。
○
旨
》
ら
忠
．

（
７
）
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
第
一
次
生
産
物
の
価
格
変
動
の
大
き
い
こ
と
が
合
成
代
用
品
を
生
ん
だ
原
因
の
一
と
見
て
い
る
。
（
属
蔦
ざ
の
．
己
＄
》

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
貿
易
の
成
長
伝
達
機
構
に
つ
い
て
ヌ
ル
ク
セ
と
ハ
ー
バ
ラ
ー
と
の
見
解
を
比
較
対
照
す
る
の
で
あ
る
が
、
十
九

（
８
）
ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
先
進
国
よ
り
後
進
国
へ
の
十
九
世
紀
型
の
成
長
伝
達
は
本
質
的
に
動
態
的
な
も
の
で
あ
る
。
粗
生
産
物
（
自
且
①

胃
ａ
ｐ
ｏ
筋
）
に
対
す
る
増
加
す
る
需
要
は
決
定
的
な
要
因
で
あ
っ
て
、
こ
の
需
要
を
み
た
す
た
め
に
周
辺
地
域
へ
生
産
要
素
の
流
出
が
生
じ
る

の
で
あ
る
。

（
７
）
ハ
ー

国
ゆ
め
の
，
い
）

’一一
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世
紀
の
成
長
伝
達
機
構
は
ヌ
ル
ク
セ
の
い
う
よ
う
に
商
品
輸
出
の
面
だ
け
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

ヌ
ル
ク
セ
の
命
題
は
Ｈ
先
進
国
の
輸
入
性
向
が
減
少
す
る
こ
と
、
口
後
進
国
の
生
産
物
の
輸
出
市
場
の
成
長
率
が
そ
れ
に
応
じ
て

減
少
す
る
こ
と
、
日
そ
の
結
果
後
進
国
が
工
業
化
に
よ
っ
て
そ
の
国
内
市
場
を
発
展
さ
せ
る
手
段
を
と
ら
な
い
限
り
、
後
進
国
の
一

般
的
成
長
率
は
低
落
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
第
一
の
命
題
は
戦
後
の
時
代
に
は
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
疑
問
の
余
地
が
あ
り
、
第
二
の
命
題
は
第
一
の
命
題

か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
十
九
世
紀
に
そ
の
発
展
が
比
較
的
緩
慢
で
あ
っ
た
諸
国
に
つ
い
て
然
り
で
あ
り
、
第
三
の
命

題
だ
け
が
問
題
と
な
る
も
の
と
考
え
る
。

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
経
済
成
長
は
一
国
か
ら
他
国
へ
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
伝
達
せ
ら
れ
得
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
貿
易
は
単

に
市
場
を
準
備
し
、
そ
れ
に
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
資
源
の
成
長
や
再
配
分
を
促
進
す
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
仕
事
を
す
る
こ
と

が
出
来
る
。
貿
易
は
経
験
と
ア
イ
デ
ィ
ア
を
伝
達
し
、
態
度
や
制
度
を
変
更
し
、
発
展
へ
の
障
害
を
打
破
す
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
貿

易
の
間
接
の
利
益
を
四
つ
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
貿
易
が
行
わ
れ
る
規
模
に
応
じ
て
異
っ
て
い
る
。
貿
易
の
間
接
の
利
益
は
Ｈ

国
際
投
資
を
通
じ
る
資
本
の
供
給
、
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
ヌ
ル
ク
セ
が
詳
述
し
て
い
る
。
）

口
原
料
、
半
製
品
及
び
機
械
の
形
態
で
の

発
展
の
手
段
が
得
ら
れ
る
こ
と
、
日
知
識
、
技
能
及
び
経
営
才
能
な
ど
が
得
ら
れ
る
こ
と
、
及
び
四
独
占
の
成
立
を
防
止
し
、
健
全

な
競
争
を
刺
戟
す
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
間
接
の
利
益
は
高
度
工
業
国
に
お
け
る
よ
り
も
後
進
国
に
お
い
て
遙
か
に
大

で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
特
化
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
超
過
す
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
間
接
の
利
益
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
輸
出
の

成
長
は
経
済
発
展
の
尺
度
と
し
て
信
頼
度
が
低
く
な
る
。
た
と
え
輸
出
が
低
調
で
あ
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
が
輸
出
の
著
し
い

成
長
な
し
に
拡
大
し
た
こ
と
を
思
え
ば
こ
れ
と
同
じ
力
が
働
い
て
他
の
後
進
国
が
同
じ
よ
う
な
方
法
で
拡
大
す
る
こ
と
妨
げ
る
明
か
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以
上
の
所
論
は
直
接
的
、
間
接
的
な
要
因
で
貿
易
に
よ
る
成
長
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
楽
観
的
見
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ヌ

（も上）

ル
ク
セ
自
身
も
こ
の
楽
観
的
見
方
に
反
対
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
策
の
而
に
な
る
と
ヌ
ル
ク
セ
の
議
論
は
暖
昧
と
な

る
。
ヌ
ル
ク
セ
の
成
長
の
パ
タ
ー
ン
は
ど
の
程
度
ま
で
が
市
場
の
諸
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
、
ま
た
ど
の
程

度
ま
で
が
政
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
。
ヌ
ル
ク
セ
は
利
用
可
能
な
資
源
の
完
全
利
用
の
必

要
が
先
入
主
（
頁
①
ｏ
ｏ
ｏ
ｇ
由
武
○
口
）
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
彼
の
議
論
は
輸
出
市
場
の
限
界
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
積
極
的
な
工

業
化
政
策
を
主
張
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
不
明
瞭
な
点
は
政
府
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヌ
ル
ク
セ
の

推
奨
す
る
「
均
衡
成
長
」
（
皇
《
ｇ
伝
ロ
。
＆
四
○
尋
昏
ゞ
》
）
政
策
は
市
場
の
諸
力
に
は
そ
れ
以
上
干
渉
を
加
え
る
こ
と
な
し
に
輸
入
制
限

を
行
な
う
と
い
う
政
策
と
首
尾
一
貫
し
て
い
る
の
か
、
又
は
新
し
い
工
場
へ
の
政
府
の
投
資
を
要
請
す
る
の
か
が
明
か
で
な
い
。
ど

の
よ
う
な
方
法
を
と
る
に
せ
よ
、
工
業
製
品
の
市
場
を
創
造
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
ず
国
内
市
場
か
ら
若
干
の
輸

入
品
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
貧
し
い
国
に
工
場
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
雇
用

と
所
得
を
増
加
し
て
、
コ
ス
ト
を
償
う
価
格
で
売
れ
る
十
分
な
市
場
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
結
局
、
貧
し
い
後
進
国
で
は
市

場
が
大
多
数
の
工
業
に
つ
い
て
見
れ
ば
単
一
の
工
場
に
と
っ
て
余
り
に
も
小
さ
す
ぎ
る
の
で
あ
っ
て
、
所
得
が
か
な
り
高
い
水
準
に

達
し
て
も
依
然
と
し
て
そ
う
で
あ
る
。
多
数
の
工
場
を
同
時
に
建
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
情
勢
が
変
更
さ
れ
る
だ
ろ
う

な
理
由
は
な
い
。
市
場
の
諸
力
（
目
鼻
ｇ
ざ
門
。
①
の
）
は
輸
出
の
少
量
の
成
長
を
国
民
所
得
の
大
量
の
成
長
に
増
大
す
る
に
十
分
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
貿
易
の
間
接
の
利
益
が
生
産
性
の
一
般
的
上
昇
と
な
っ
て
表
わ
さ
れ
る
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
実
現
す
る

公
算
は
最
も
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
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か
。
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
雇
用
と
需
要
は
国
民
所
得
と
比
較
し
て
大
き
い
も
の
と
は
な
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
（
た
だ
し
、
そ
の

過
程
が
多
年
に
わ
た
っ
て
継
続
し
、
農
業
部
門
の
産
出
高
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
別
で
あ
る
。
）

後
進
国
の
最
大
の

産
業
、
す
な
わ
ち
農
業
生
産
が
改
善
さ
れ
る
な
ら
ば
追
加
的
所
得
は
ひ
と
り
で
に
工
業
生
産
物
の
市
場
を
拡
大
し
、
新
し
い
工
業
を

開
始
す
る
た
め
の
堅
固
な
基
盤
を
供
給
す
る
で
あ
ろ
う
。
ヌ
ル
ク
セ
は
屡
々
こ
の
点
を
強
調
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
ヌ
ル
ク
セ
は
工

業
化
が
正
常
に
開
始
さ
れ
る
方
法
に
つ
い
て
は
殆
ど
強
調
を
し
な
か
っ
た
。
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
に
よ
れ
ば
「
工
業
化
は
最
も
有
望
な
工

業
の
う
ち
少
数
の
も
の
か
ら
、
（
そ
れ
ら
は
屡
々
相
互
に
無
関
係
で
あ
る
が
、
）
一
方
で
は
輸
入
品
を
排
除
し
、
他
方
で
は
手
工
業
を
排

除
し
な
が
ら
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

こ
れ
ら
の
工
業
は
最
初
は
輸
出
は
行
わ
な
い
が
、
徐
々
に
輸
出
段
階
に
到
達
す
る
。
工
業

化
政
策
と
し
て
は
先
鋒
突
撃
（
《
《
名
①
四
目
８
９
侭
冒
）
が
全
線
進
撃
（
且
ぐ
ゅ
己
８
○
口
四
頁
○
且
陣
○
日
）
よ
り
も
も
っ
と
典
型
的
で

あ
る
よ
う
だ
と
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
考
え
て
い
る
。

右
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
ヌ
ル
ク
セ
の
「
均
衡
成
長
」
論
を
批
判
し
て
い
る
。

（
１
）
ヌ
ル
ク
セ
が
同
意
し
て
い
る
点
は
「
今
日
一
九
五
○
年
代
に
お
い
て
は
一
人
当
り
で
な
い
と
し
て
も
、
総
計
で
表
示
し
た
経
済
成
長
は
恐

ら
く
、
以
前
よ
り
も
広
汎
な
も
の
で
あ
り
、
世
界
全
体
と
し
て
見
た
場
合
に
は
よ
り
急
速
な
も
の
で
あ
ろ
う
」
（
ヌ
ル
ク
セ
前
掲
害
四
九
頁
）
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヌ
ル
ク
セ
は
工
業
国
の
外
部
で
は
こ
の
よ
う
な
成
長
は
果
し
て
貿
易
に
よ
る
成
長
と
し
て
分
類
さ
れ
る
か
ど
う

か
は
疑
っ
て
い
る
も
の
と
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
見
て
い
る
。

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
次
に
国
際
貿
易
と
経
済
発
展
に
関
す
る
ハ
ー
バ
ラ
ー
の
所
説
の
中
心
課
題
を
要
約
し
て
こ
れ
を
批
判
す
る
。

四
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第三章 ケアンクロスの「供給動因」理論
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
先
ず
、
「
実
質
的
な
自
由
貿
易
政
策
（
多
少
の
非
本
質
的
な
訂
正
や
逸
脱
が
あ
っ
て
も
）
が
経
済
発
展
、
特
に
後
進

国
の
経
済
発
展
に
は
最
善
の
政
策
で
あ
る
」
（
ハ
ー
バ
ラ
ー
前
掲
書
五
頁
及
び
十
五
頁
）
と
考
え
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
仙
政
府
が
資
源

配
分
機
構
と
し
て
の
比
較
生
産
費
に
改
良
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
考
え
を
捨
て
去
る
。
比
較
生
産
費
は
静
態
的
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
生
産
函
数
の
変
化
は
徐
々
に
行
わ
れ
、
予
知
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
（
一
○
頁
）
②
交
易
条
件
が
第
一
次
生
産

国
に
と
っ
て
有
利
に
動
く
か
、
不
利
に
動
く
か
は
体
系
的
な
傾
向
は
な
い
。
（
二
三
頁
）
③
自
由
に
求
め
ら
れ
る
大
量
の
未
利
用
資

源
が
あ
っ
て
、
即
座
に
就
業
の
用
意
が
出
来
て
い
る
と
い
う
仮
定
は
「
全
く
非
現
実
的
で
あ
る
」
（
二
七
頁
）
。
擬
装
失
業
は
「
希
望

的
観
測
」
で
あ
っ
て
、
現
実
は
低
い
生
産
性
で
あ
る
。
（
二
六
’
二
七
頁
）
側
先
進
国
と
後
進
国
と
の
関
係
は
後
進
国
が
利
益
を
得

（
１
）

る
と
こ
ろ
が
大
で
損
失
を
被
る
と
こ
ろ
が
小
で
あ
る
。
逆
流
効
果
（
ｇ
ｏ
厨
①
昌
品
①
爵
。
蕨
）
説
は
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

通
常
、
実
質
的
な
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
（
二
八
’
三
三
頁
）

以
上
の
よ
う
に
ハ
ー
バ
ラ
ー
の
説
を
要
約
し
た
後
に
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
最
後
の
項
目
で
あ
る
先
進
国
と
後
進
国
と
の
関
係
の
点
よ

り
批
判
を
は
じ
め
る
。
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
工
業
化
の
初
期
段
階
に
達
す
る
ま
で
は
後
進
国
は
不
利
で
あ
る
と
み
る
。

ハ
ー
バ
ラ
ー
は
先
進
国
と
後
進
国
と
の
関
係
で
は
後
進
国
が
有
利
だ
と
い
う
が
、
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
発
展
の
第
一
原
理
「
持
て
る

も
の
に
与
え
ら
れ
ん
」
（
←
←
さ
冨
日
昏
鼻
冒
昏
呂
邑
牙
哩
ぐ
①
ｐ
ご
）
す
な
わ
ち
「
早
く
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
は
有
利
で
あ
る
」

こ
と
を
強
調
す
る
。
な
る
ほ
ど
早
い
ス
タ
ー
ト
に
は
不
利
な
点
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
「
貧
乏
な
国
は
富
裕
な
隣
人
を

も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
得
、
富
裕
な
隣
人
の
繁
栄
が
停
止
し
た
ら
損
失
を
被
る
」
こ
と
も
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
事

を
は
じ
め
る
こ
と
が
経
済
発
展
で
は
特
に
困
難
で
あ
る
こ
と
、
技
術
が
進
歩
す
れ
ば
す
る
程
、
前
方
へ
の
跳
躍
は
大
幅
と
な
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
」
と
い
う
こ
と
は
依
然
と
し
て
事
実
で
あ
る
Ｏ
そ
れ
故
に
或
る
意
味
で
は
工
業
国
の
絶
え
間
の
な
い
発
展
は
「
後
進
国
の
離
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陸
」
（
←
《
国
百
○
屯
．
）
を
よ
り
困
難
な
ら
し
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
処
へ
で
も
自
由
に
自
己
の
工
場
を
建
て
る
場
所
を
選
択
し
得

る
外
国
工
業
家
の
見
地
か
ら
見
れ
ば
、
何
等
か
の
形
の
政
府
の
援
助
が
な
い
限
り
、
後
進
国
は
ま
す
ま
す
魅
力
の
な
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
ｏ
土
着
の
工
場
所
有
者
の
見
地
か
ら
見
れ
ば
工
業
化
の
過
程
が
既
に
相
当
進
ま
な
い
な
ら
ば
輸
入
品
と
競
争
す
る
こ
と
が
、

ま
す
ま
す
困
難
と
な
る
。
工
業
化
が
進
展
す
る
ま
で
は
彼
は
殆
ど
文
字
通
り
孤
立
し
て
い
る
。
し
か
も
孤
立
は
技
術
が
進
歩
す
る
に

従
っ
て
よ
り
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
課
す
る
こ
と
と
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、
原
則
と
し
て
見
れ
ば
⑪
必
要
な
工
業
設
備
の
範

囲
は
増
大
す
る
傾
向
が
あ
り
、
②
最
新
の
技
術
が
適
合
す
る
生
産
物
の
種
類
は
狭
く
な
る
傾
向
が
あ
り
、
③
考
慮
に
値
す
る
（
葛
○
‐

Ｈ
苫
８
口
切
己
①
Ｈ
旨
巴
生
産
の
最
小
限
度
の
規
模
は
拡
大
す
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
後
進
国
で
企
業
を
起
こ
そ
う
と
す
る
工
業

家
は
⑩
専
門
化
さ
れ
た
生
産
に
対
し
て
は
自
己
の
市
場
が
余
り
に
も
小
さ
す
ぎ
る
こ
と
②
彼
の
生
産
物
の
種
類
が
余
り
に
も
広
汎
で

あ
っ
て
、
最
も
進
歩
し
た
技
術
を
使
用
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
、
③
労
働
を
訓
練
し
、
補
助
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
必

要
な
投
資
は
余
り
に
も
巨
額
で
あ
る
の
で
合
理
的
な
条
件
で
資
本
を
集
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
こ
れ
ら
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
は
政
府
の
行
動
や
幸
運
（
戦
時
な
ど
）
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
お
そ
ら
く
時
間
の
経

過
と
共
に
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
だ
ろ
う
ｏ
」

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
発
展
の
第
一
原
理
を
援
用
し
て
後
進
国
の
不
利
を
力
説
す
る
が
、

一
度
び
工
業
化
の
初
期
段
階
が
完
成
す
れ
ば
事
情
が
変
化
し
、
上
述
の
議
論
は
迫
力
を
失
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

次
に
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
逆
流
効
果
に
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、
工
業
国
内
部
で
は
一
地
域
の
進
歩
は
他
の
地
域
の
発
展
に
害
が
あ

る
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
よ
り
成
功
的
な
地
域
の
成
長
は
累
積
的
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
へ
の
生
産
資
源
の
移
動
は
雪
だ

る
ま
の
よ
う
に
増
加
し
て
行
く
。
（
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
い
わ
ゆ
る
逆
流
効
果
）
し
か
し
な
が
ら
ハ
ー
バ
ラ
ー
も
指
摘
す
る
如
く
、
「
こ

む
、

、

の
こ
と
は
国
際
的
な
工
業
分
布
に
つ
い
て
は
何
事
も
証
明
し
て
い
な
い
。
」

工
業
国
と
前
工
業
国
（
胃
２
且
匡
の
目
巴
８
口
目
目
①
印
）
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第三章 ケアンクロスの「供給動因」 理論

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
こ
う
の
べ
て
の
い
わ
ゆ
る
逆
流
効
果
に
つ
い
て
は
否
定
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
に
よ
れ
ば
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
と
ヌ
ル
ク
セ
は
こ
の
点
で
は
一
般
的
に
意
見
が
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
意

見
が
異
っ
て
い
る
の
は
一
群
の
諸
国
の
発
展
が
他
の
群
の
諸
国
の
発
展
に
及
ぼ
す
相
互
作
用
を
歴
史
的
に
展
望
す
る
と
き
で
あ
る
。

ヌ
ル
ク
セ
に
と
っ
て
は
相
互
作
用
は
ま
す
ま
す
弱
化
し
て
行
く
も
の
と
考
え
ら
れ
、
（
ヌ
ル
ク
セ
前
掲
書
五
四
頁
）
ハ
ー
バ
ラ
ー
に

と
っ
て
は
利
害
関
係
の
調
和
は
以
前
に
変
ら
ず
強
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
に
よ
れ
ば
両
者
の
考
え
方
の
主
要
な
相
違
が
生
じ
る
の
は
Ｈ
未
利
用
資
源
と
口
資
源
配
分
機
構
と
し
て
の
比
較
生

産
費
の
価
値
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
両
者
と
も
に
労
働
の
生
産
性
の
低
水
準
と
後
進
国
で
労
働
が
（
実
質

的
に
見
て
）
低
廉
に
使
用
さ
れ
る
ま
で
に
は
巨
額
の
社
会
投
資
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
は
意
見
が
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ハ
ー
バ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
未
利
用
資
源
は
存
在
し
な
い
が
、
ヌ
ル
ク
セ
に
と
っ
て
は
政
策
の
主
要
問
題
は
後
進
国
に
お
い
て
着
実
に

増
加
す
る
資
源
に
対
す
る
雇
用
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
意
見
の
対
立
点
を
明
か
に
し
た
後
、
こ
れ
ら
は
国

々
の
事
情
に
よ
っ
て
異
る
も
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
大
多
数
の
国
の
場
合
に
つ
い
て
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
自
己
の
見
解
を
展
開
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
大
多
数
の
国
の
一
般
的
な
経
験
よ
り
す
れ
ば
、
若
し
も
労
働
そ
の
他
の
資
源
に
対
す
る
需
要
が
低
下
し
た
な
ら
ば
Ｈ

若
干
の
真
の
失
業
命
①
冒
匡
旨
①
自
邑
の
日
已
昌
日
①
具
）
口
若
干
の
短
時
間
労
働
、
及
び
日
若
干
の
比
較
的
生
産
性
の
低
い
職
業
へ
の
転

と
の
間
に
資
源
の
何
等
か
の
移
動
が
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
主
と
し
て
工
業
国
よ
り
前
工
業
国
へ
の
投
資
の
形
態
を
と
る
。
こ
れ
は
両

ａ

国
の
成
長
率
の
較
差
を
拡
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
狭
ば
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
較
差
が
残
存
し
て
い
て
も
、
「
工
業
国
に

お
け
る
よ
り
急
速
な
発
展
が
、
既
に
可
成
り
工
業
化
に
向
っ
て
前
進
し
て
い
る
諸
国
の
発
展
を
緩
慢
化
す
る
機
会
は
比
較
的
少
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
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換
が
生
じ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
後
進
国
で
は
こ
れ
ら
三
つ
の
現
象
が
す
べ
て
発
生
す
る
証
拠
が
あ
る
。
第
三
の
も
の
を
「
擬
装

失
業
」
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
は
大
し
た
問
題
で
は
な
い
。
（
労
働
に
対
す
る
需
要
の
増
加
と
労
働
の
生
産
性
の
増
大
と
は
平
行
す
る
よ

う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
限
り
は
）

後
進
国
で
は
労
働
の
供
給
構
造
は
通
常
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
の
水
準
の
熟
練
労
働
（
職
長
、
監
督
、
そ
の

他
）
に
お
い
て
隆
路
が
あ
る
。
従
っ
て
単
な
る
需
要
の
圧
力
だ
け
で
は
全
て
の
ゆ
る
み
（
の
旨
烏
）
を
除
去
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。

し
か
し
、
隆
路
を
除
く
た
め
に
労
働
者
の
訓
練
に
十
分
な
投
資
が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、
雇
用
の
水
準
（
そ
し
て
生
産
性
の
水
準
）
は

大
い
に
上
昇
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
に
論
争
は
二
つ
に
分
れ
る
。
一
方
は
ハ
ー
バ
ラ
ー
と
共
に
生
産
高
は
全
労
働
力
の
低
生

産
性
の
故
に
低
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
で
あ
り
、
他
方
で
は
（
主
要
な
労
働
者
が
速
か
に
訓
練
さ
れ
て
労
働
の
供
給
構
造
の
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
が
是
正
さ
れ
た
な
ら
ば
）
雇
用
は
需
要
に
弾
力
的
に
呼
応
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

更
に
こ
れ
に
関
連
し
て
今
一
つ
の
相
違
点
が
あ
る
。
ヌ
ル
ク
セ
は
追
加
的
資
源
は
伝
統
的
な
輸
出
品
（
そ
の
需
要
は
非
弾
力
的
で

あ
る
）
の
生
産
に
吸
収
さ
れ
る
よ
り
は
む
し
ろ
「
限
界
的
」
比
較
優
位
（
員
白
日
①
日
３
ｓ
弓

８
日
君
国
威
ぐ
①
且
ぐ
ゅ
昌
凋
①
）
に
従

っ
て
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
な
区
別
を
考
え
て
い
な
い
。
比
較
生
産
費
に
も
と
ず
い

て
、
全
資
源
（
増
加
分
も
含
め
て
）
が
配
分
さ
れ
る
こ
と
認
め
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
し
か
し
な
が
ら
製
造
工
業
品
に
対
す
る
均

一
の
輸
入
関
税
を
承
認
し
、
こ
の
面
か
ら
後
進
国
工
業
の
保
護
育
成
を
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
保
護
関
税
の
水
準
も
二
○
’
三

○
％
の
も
の
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
第
一
次
生
産
物
に
つ
い
て
は
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
ヌ
ル
ク
セ
の
心
配
を
し
り
ぞ
け
て
一
次
生

産
物
の
輸
出
に
つ
い
て
は
「
そ
の
交
易
条
件
に
は
事
実
上
何
等
の
強
い
長
期
的
傾
向
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
も
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
あ
り
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
追
加
的
資
源
の
生
産
物
も
既
存
資
源
の
生
産
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第三章 ケアンクロスの「供給動因」理論
物
と
同
様
に
有
利
な
条
件
で
販
売
さ
れ
て
行
く
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
は
そ
の
販
売
が
困
難
で
あ
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑

問
を
提
出
し
て
い
る
。
ヌ
ル
ク
セ
は
交
易
条
件
が
後
進
国
に
不
利
に
働
く
永
続
的
な
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
論
じ
て

い
な
い
が
、
も
し
供
給
で
な
く
し
て
需
要
の
不
足
が
輸
出
の
お
く
れ
（
旨
巴
の
原
因
で
あ
る
な
ら
ば
、
輸
出
品
の
相
対
的
価
格
が
低

下
（
交
易
条
件
が
不
利
化
）
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
主
張
し
て
い
る
。

最
後
に
ヌ
ル
ク
セ
も
ハ
ー
バ
ラ
ー
も
解
決
し
な
か
っ
た
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

外
国
為
替
の
不
足
（
資
本
や
熟
練
労
働
や
土
地
な
ど
と
対
比
し
て
）
が
ど
の
程
度
ま
で
経
済
発
展
の
制
限
要
因
と
な
っ
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
進
国
の
大
多
数
は
モ
ノ
カ
ル
チ
ュ
ア
ー
で
あ
っ
て
、
単
一
商
品
（
多
く
て
も
二
、
又
は
三
の
商
品
）
の
輸
出

に
よ
っ
て
外
国
為
替
を
獲
得
し
て
い
る
。
主
要
商
品
が
世
界
の
消
費
の
小
部
分
を
し
め
て
い
る
場
合
を
除
い
て
は
、
後
進
国
の
外
国

為
替
収
入
は
極
め
て
非
弾
力
的
で
あ
る
。
後
進
国
の
必
要
と
す
る
殆
ど
全
て
の
工
場
や
機
機
は
輸
入
に
仰
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

故
に
工
業
投
資
の
規
模
は
そ
の
支
払
に
利
用
出
来
る
外
国
為
替
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
ヌ
ル
ク
セ
も
ハ
ー
バ
ラ
ー
も
外
国
為
替
収
入
の
重
要
性
を
無
視
し
た
こ
と
を
鋭
く
批
判
し

て
い
る
。

（１）
逆
流
効
果
（
冒
烏
陥
茸
旨
函
の
酌
①
。
蕨
）
は
ま
た
《
→
ｇ
ｏ
丙
君
創
農
①
函
の
。
蕨
｝
｜
と
も
い
わ
れ
、
《
《
名
①
且
》
ゞ
の
函
①
ｏ
厨
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

マ
ル
サ
ス
と
ミ
ル
は
貿
易
の
拡
大
は
経
済
停
滞
を
延
期
す
る
安
全
弁
と
考
え
て
い
た
。
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
は
そ
れ
は
恐
ら
く

正
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
後
進
国
に
と
っ
て
は
貿
易
の
拡
大
は
生
活
水
準
の
上
昇
に
大
い
に
寄
与
し
た
と
は
思
え
な
い
。
最
近
で
は
経
済
学
者

の
う
ち
に
は
国
際
貿
易
は
後
進
国
の
成
長
を
促
進
す
る
ど
こ
ろ
か
経
済
の
二
重
的
性
質
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
遅
滞
さ
せ
た
。

こ
れ
ら
の
国
で
は
《
←
富
烏
乏
騨
讐
①
罵
○
扇
：
が
《
《
ゅ
胃
①
農
島
の
。
菌
｝
》
よ
り
も
強
く
働
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
Ｂ
・
関
関
宮
め
ゞ
胃
○
国
○
日
旨

己
①
ぐ
①
』
８
日
①
貝
ゞ
ご
い
盆
．
ｚ
①
言
園
ｏ
烏
》
ら
＄
・
）
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
に
よ
れ
ば
後
進
国
と
先
進
国
と
の
間
の
貿
易
は
限
界
生
産
力
及
び
所
得
の
均
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以
上
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
ヌ
ル
ク
セ
と
ハ
ー
バ
ラ
ー
の
理
論
に
対
す
る
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
の
見
解
を
述
べ
て
来
た
。
ケ
ア
ン
ク
ロ

ス
の
所
論
は
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
こ
れ
を
簡
単
に
要
約
し
よ
う
。

㈹
成
長
伝
達
機
構
に
つ
い
て
は
ま
ず
伝
達
の
方
向
が
問
題
と
な
る
。
一
九
世
紀
の
よ
う
に
中
心
か
ら
新
定
住
地
域
へ
の
方
向
で

あ
る
か
、
ま
た
は
中
心
か
ら
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
地
域
へ
で
あ
る
か
、
も
し
後
者
な
ら
ば
今
日
の
方
が
一
九
世
紀
よ
り
は
成
長
伝
達
が

早
い
の
で
は
な
い
か
、
も
し
、
前
者
な
ら
ば
今
日
そ
れ
が
低
調
で
あ
る
原
因
は
需
要
要
因
よ
り
も
む
し
ろ
供
給
要
因
（
後
進
国
の
工

業
化
、
人
口
増
加
、
消
費
水
準
の
向
上
な
ど
）
に
あ
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
し
て
供
給
要
囚
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
こ
の

よ
う
な
構
造
的
供
給
要
因
と
関
連
し
て
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
十
九
世
紀
に
新
定
住
国
の
輸
出
を
通
じ
る
成
長
が
急
速
で
あ
っ
た
の
は
そ

れ
ら
諸
国
が
第
一
次
生
産
物
を
低
コ
ス
ト
で
生
産
す
る
こ
と
が
出
来
て
、
国
際
競
争
力
が
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
価
格
面
の

供
給
要
因
を
も
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
一
九
三
七
’
五
○
年
の
期
間
に
お
い
て
工
業
国
の
輸
出
す
る
第
一
次
生
産
物
の
単
価
に
比

し
て
第
一
次
生
産
国
の
輸
出
す
る
そ
れ
が
一
・
五
倍
に
も
な
っ
た
が
、
こ
の
相
対
的
価
格
の
変
動
が
第
一
次
生
産
国
の
輸
出
を
不
活

等
化
に
向
う
ど
こ
ろ
か
均
衡
か
ら
離
れ
る
傾
向
を
生
じ
、
悪
循
環
を
生
じ
て
先
進
国
と
後
進
国
と
の
生
産
力
の
較
差
を
増
大
す
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。
（
⑦
、
冒
胃
目
一
・
両
８
口
○
目
○
門
胃
○
ｑ
四
目
ご
目
９
‐
］
ざ
ぐ
堅
名
且
詞
①
唱
○
目
印
・
門
○
目
○
口
．
（
ら
豊
己
や
属
．
畠
．
思
・
）

（
２
）
一
九
五
三
年
に
は
そ
の
輸
出
収
入
の
少
な
く
と
も
半
分
を
単
一
の
生
産
物
に
よ
っ
て
得
て
い
た
国
は
三
○
カ
国
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
国
々

の
輸
出
は
三
つ
の
後
進
大
陸
か
ら
の
総
輸
出
額
の
四
○
％
を
占
め
て
い
た
。
（
イ
ェ
イ
ッ
前
掲
書
一
八
○
頁
）

五
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ケアンクロスの「供給動因」理論第三章
溌
な
ら
し
め
、
ま
た
工
業
国
に
お
い
て
合
成
物
質
に
よ
る
代
用
品
の
採
用
を
促
進
し
た
要
因
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

②
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
ヌ
ル
ク
セ
の
均
衡
成
長
論
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
重
点
的
な
工
業
化
を
主
張
す
る
不
均

衡
成
長
論
に
賛
成
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

③
ヌ
ル
ク
セ
理
論
で
は
後
進
国
の
資
本
形
成
に
重
大
な
役
割
を
演
じ
る
「
擬
装
失
業
」
に
つ
い
て
は
ケ
ァ
ン
ク
ロ
ス
は
こ
れ
を

需
要
減
退
に
と
も
な
う
雇
用
の
転
換
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
擬
装
失
業
は
「
希
望
的
観
測
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

側
国
際
特
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
前
進
的
特
化
論
を
唱
え
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。
工
業
国

と
第
一
次
生
産
国
と
の
間
で
こ
の
前
進
的
特
化
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
が
成
長
率
低
下
の
原
因
と
考
え
て
い
る
。
前
進
的
特
化
は

現
在
は
そ
の
形
を
変
え
て
工
業
国
の
間
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑤
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
工
業
化
が
達
成
又
は
達
成
の
近
い
諸
国
は
富
裕
な
第
一
次
生
産
国
（
十
九
世
紀
の
新
定
住
国
）
で
あ
っ
て
、

貧
し
い
第
一
次
生
産
国
で
は
工
業
化
の
達
成
は
困
難
と
見
て
い
る
。
し
か
も
、
後
進
国
は
工
業
化
の
着
手
が
お
く
れ
れ
ば
お
く
れ
る

程
、
目
的
の
達
成
は
困
難
と
な
る
よ
う
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

⑥
今
日
で
は
第
一
次
生
産
国
の
市
場
は
旧
工
業
国
よ
り
は
む
し
ろ
、
新
定
住
国
で
あ
り
、
こ
の
市
場
を
開
拓
し
て
行
く
こ
と
に

は
困
難
が
と
も
な
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

、
国
際
特
化
は
資
源
増
加
分
の
比
較
優
位
（
限
界
比
較
優
位
）
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ヌ
ル
ク
セ
の
理
論
と
全
資
源
の
比

較
優
位
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ハ
ー
バ
ラ
ー
の
理
論
と
に
つ
い
て
は
、
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
い
ず
れ
を
是
と
も
し
て
い
な
い
。

⑧
交
易
条
件
の
長
期
的
傾
向
に
つ
い
て
は
ハ
ー
バ
ラ
ー
は
一
定
の
傾
向
は
な
い
も
の
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
主
張
に
対
し
て
ケ

ア
ン
ク
ロ
ス
は
も
し
そ
う
な
ら
ば
追
加
的
資
源
の
生
産
物
も
従
前
と
同
様
に
有
利
な
条
件
で
販
売
し
得
る
は
ず
で
あ
る
。
然
る
に
事
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実
上
は
そ
の
点
に
困
難
が
あ
る
の
は
何
故
か
と
反
問
し
て
い
る
。
ヌ
ル
ク
セ
は
交
易
条
件
の
変
動
は
長
期
的
考
察
に
お
い
て
は
こ
れ

（勺八）

を
無
視
し
て
も
よ
い
と
い
う
意
見
で
あ
る
が
、
ヌ
ル
ク
セ
の
い
う
よ
う
に
第
一
次
生
産
物
の
需
要
の
減
退
が
そ
の
輸
出
の
停
滞
の
原

（ワ】）

因
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
一
次
生
産
物
の
相
対
的
価
格
は
低
下
す
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
と
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
反
論
し
て
い
る
。

⑨
最
後
に
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
は
外
国
為
替
収
入
の
問
題
が
経
済
発
展
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
も
ヌ

ル
ク
セ
も
こ
れ
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
自
身
は
具
体
的
な
解
答
を
与
え
て

い
な
い
が
、
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
の
こ
の
批
判
は
近
年
後
進
国
が
「
貿
易
に
よ
る
成
長
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
援
助
に
よ
る
成
長
」
を
期
待

す
る
安
易
な
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
輸
出
競
争
力
の
強
化
こ
そ
が
後
進
国
の
持
続
的
な
経
済
発
展
の
鍵
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

た
も
の
と
し
て
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。

側
ヌ
ル
ク
セ
は
長
期
的
に
見
れ
ば
交
易
条
件
の
変
化
は
「
洗
い
流
さ
れ
る
」
（
君
騨
呂
○
鼻
）
傾
向
が
あ
る
と
見
て
い
る
。
（
閃
．
ｚ
日
冨
①
》

も
秒
斥
①
目
ゅ
具
目
吋
且
①
秒
目
Ｑ
己
①
ぐ
①
ざ
も
日
①
具
ゞ
ら
＄

や
８
．
）

②
交
易
条
件
の
長
期
的
傾
向
に
つ
い
て
は
、
キ
ン
ド
ル
パ
ー
ガ
ー
は
先
進
国
と
後
進
国
と
の
間
で
は
先
進
国
が
有
利
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、

工
業
製
品
と
第
一
次
生
産
物
と
の
間
で
は
い
ず
れ
が
有
利
と
も
い
え
な
い
と
し
て
い
る
。
含
冒
邑
＄
弓
．
属
旨
巳
呂
の
温
の
Ｈ
，
月
日
日
の
具
目
Ｈ
且
①
》

シ
閃
ｐ
Ｈ
○
℃
①
騨
邑
○
色
開
の
井
口
Ｑ
雷

Ｆ
○
国
Ｑ
ｏ
Ｐ

ら
、
。
）

（
付
記
）
本
稿
は
国
際
経
済
研
究
年
報
（
第
十
一
号
）
に
発
表
し
た
論
文
に
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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第
四
章

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
『
逆
流
効
果
」
理
論





第四章 ミユルダールの「逆流効果」理論

（。且）

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
ま
ず
現
在
の
国
際
社
会
お
け
る
注
目
す
べ
き
事
実
と
し
て
諸
国
家
間
の
経
済
的
不
平
等
を
あ
げ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
方
に
は
高
度
に
開
発
さ
れ
、
一
人
当
り
平
均
実
質
所
得
の
極
め
て
高
い
少
数
の
国
々
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
国
の

う
ち
で
も
最
も
富
裕
な
国
々
は
温
帯
に
位
置
し
、
主
と
し
て
ョ
－
ロ
ッ
パ
系
の
民
族
が
住
ん
で
い
る
旧
英
国
植
民
地
、
す
な
わ
ち
、

米
国
、
カ
ナ
ダ
、
豪
州
、
ニ
ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド
で
あ
り
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
北
西
部
及
び
中
西
部
も
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
。
こ
れ
ら

の
少
数
の
国
々
の
人
々
を
合
計
す
れ
ば
非
ソ
ビ
エ
ト
世
界
（
ご
○
ご
‐
の
○
乱
鼻
葛
○
吋
固
）
の
総
人
口
の
約
六
分
の
一
に
達
す
る
。
他
方
に

お
い
て
非
ソ
ビ
エ
ト
世
界
の
人
口
の
三
分
の
二
以
上
は
一
人
当
り
実
質
所
得
が
先
進
諸
国
に
比
し
て
極
め
て
低
く
、
多
く
の
場
合
、

先
進
諸
国
が
一
世
紀
な
い
し
そ
れ
以
前
に
急
速
に
発
展
し
は
じ
め
た
当
時
の
一
人
当
り
実
質
所
得
よ
り
も
遙
か
に
少
な
い
よ
う
な
国

に
生
活
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
貧
困
な
地
域
に
は
ア
ジ
ヤ
、
ア
フ
リ
カ
（
南
阿
連
邦
を
除
く
）
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
大
部
分
（
た
だ

し
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
や
ウ
ル
グ
ワ
イ
は
中
間
階
級
の
地
位
に
達
し
て
い
る
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
’
一

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
に
ま
ず
世
界
が
少
数
の
富
裕
な
先
進
国
と
多
数
の
貧
困
な
後
進
国
と
に
分
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

そ
し
て
先
進
国
は
ま
す
ま
す
栄
え
行
き
、
後
進
国
は
ま
す
ま
す
貧
困
化
し
て
行
く
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
高
度
に
発
展
し
た
国
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
指
数
は
着
実
な
上
昇
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
平
均
を
と
り
、
ま
た
長
い
期
間
を
と
っ

て
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
国
に
お
け
る
経
済
発
展
の
勢
が
弱
ま
る
徴
候
は
少
し
も
見
え
な
い
。
回
顧
す
れ
ば
、
景
気
沈
滞
や
大
不
況
や

戦
争
に
よ
る
は
げ
し
い
後
退
で
さ
え
も
、
確
実
に
上
昇
す
る
長
期
趨
勢
の
う
ち
の
短
期
的
な
変
動
の
よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
時
期
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
国
で
は
労
働
そ
の
他
の
生
産
資
源
は
常
に
完
全
操
業
の
状
態
に
あ
っ
た
。
」

■■■■■■
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「
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
ま
す
ま
す
工
業
化
を
し
つ
つ
あ
る
の
は
工
業
化
さ
れ
た
国
で
あ
る
。
非
ソ
ビ
エ
ト
世
界
の
総
貯
蓄
の
圧
倒

的
に
大
き
な
部
分
は
所
得
が
高
い
こ
の
小
部
分
に
発
生
し
て
い
る
。
新
し
い
発
明
が
常
に
資
本
に
対
す
る
需
要
を
高
め
て
い
る
か
ら
、

利
用
可
能
な
資
本
の
殆
ど
全
部
が
そ
こ
に
投
下
さ
れ
る
。
も
し
も
石
油
や
鉱
物
資
源
を
開
発
す
る
た
め
に
貧
し
い
国
に
厳
重
に
管
理

さ
れ
た
飛
領
地
（
①
ロ
ｏ
厨
ぐ
①
）
を
建
設
す
る
た
め
の
支
出
も
国
内
投
資
と
数
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
完
全
に
真
実
で
あ
る

さ
れ
た
飛
領
地
一

よ
う
に
見
え
る
」

「
他
方
に
お
い
て
所
得
が
非
常
に
低
い
後
進
国
で
は
資
本
形
成
や
投
資
は
そ
の
低
い
所
得
に
比
較
し
て
さ
え
も
ま
す
ま
す
小
さ
く
な

る
傾
向
が
一
般
に
あ
る
。
発
展
率
が
均
等
で
あ
る
た
め
に
は
資
本
形
成
や
貯
蓄
は
相
対
的
に
よ
り
高
く
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な

ら
ば
貧
し
い
国
で
は
人
口
の
自
然
増
加
は
通
常
よ
り
早
い
か
ら
で
あ
る
。
急
速
な
人
口
増
加
は
出
生
率
と
死
亡
率
と
の
持
殊
な
関
係

の
結
果
で
あ
る
。
貧
し
い
国
で
は
両
者
が
高
い
水
準
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
人
口
の
年
令
分
布
を
比
較
的
不
利
益
な
も
の
と
す

る
。
こ
う
し
た
こ
と
の
全
て
の
結
果
と
し
て
ｌ
さ
ら
に
、
そ
の
文
化
全
体
に
し
っ
か
り
と
根
を
下
し
た
停
滞
の
伝
統
の
結
果
と
し

て
ｌ
そ
の
経
済
発
展
は
き
わ
め
て
徐
々
に
し
か
進
ま
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
の
う
ち
に
は
最
近
数
十
年
間
に
平
均

所
得
が
む
し
ろ
減
少
し
た
も
の
が
多
い
ど

こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
経
済
的
不
平
等
の
現
実
を
見
て
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
次
の
よ
う
な
大
ま
か
な
一
般
化
を
行
な
う
。
（
六
頁
）

田
世
界
に
は
極
め
て
富
裕
な
国
の
小
集
団
と
極
め
て
貧
困
な
国
の
は
る
か
に
大
き
な
集
団
が
あ
る
。

②
前
者
の
集
団
に
属
す
る
国
は
全
体
と
し
て
継
続
的
経
済
発
展
の
型
に
し
っ
か
り
と
は
ま
り
こ
ん
で
い
る
（
胃
日
辱
め
①
筐
①
ｅ

が
、
後
者
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
平
均
的
前
進
が
よ
り
緩
慢
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
の
国
は
平
均
所
得
水
準
に
関
す
る
限
り
、
停

滞
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
危
険
や
、
そ
の
地
歩
を
失
な
い
さ
え
も
す
る
と
い
う
危
険
に
常
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
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（
２
）

そ
の
非
現
実
的
な
前
提
の
一
に
安
定
均
衡
の
概
念
が
あ
る
。
「
安
定
均
衡
は
そ
の
単
純
な
形
態
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
攪
乱
は

体
系
の
内
部
に
新
し
い
均
衡
状
態
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
反
作
用
を
よ
び
お
こ
す
も
の
で
あ
り
、
作
用
と
反
作
用
と
は
全
く

同
一
の
時
間
と
空
間
で
遭
遇
す
る
（
日
①
①
ｃ
と
い
う
考
え
方
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
静
止
し
て
い
な
い
経
済

体
系
は
必
ず
し
も
直
線
的
に
で
は
な
い
が
、
常
に
均
衡
に
向
っ
て
動
く
。
．
…
：
一
つ
の
変
化
が
そ
の
反
作
用
と
し
て
他
の
変
化
を
よ

び
お
こ
す
と
き
は
こ
の
第
二
次
変
化
は
第
一
次
変
化
の
逆
の
方
向
に
向
う
と
い
う
考
え
方
が
こ
の
安
定
的
均
衡
の
観
念
に
含
意
さ
れ

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
に
よ
れ
ば
現
実
に
存
在
す
る
各
国
の
経
済
的
不
平
等
は
従
来
の
理
論
で
は
適
切
に
説
明
出
来
な
い
。
例
え
ば
従
来

の
国
際
貿
易
理
論
の
研
究
は
い
か
に
周
到
な
も
の
で
も
、
い
か
に
し
て
国
際
間
に
経
済
的
不
平
等
の
事
実
が
生
じ
た
か
、
な
ぜ
不
平

等
が
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
る
か
に
つ
い
て
十
分
に
因
果
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

そ
れ
で
は
何
故
に
理
論
が
現
実
を
説
明
し
得
な
い
か
と
い
う
と
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
そ
の
理
由
を
理
論
の
諸
前
提
が
非
現
実
的
で
あ

て
い
る
。
．
…
．
．
」
（
九
頁
）

る
こ
と
を
挙
げ
る
。

し
て
い
る
と
見
て
い
る
。

次
に
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
富
裕
国
と
貧
困
国
の
内
部
情
勢
を
比
べ
、
富
裕
な
国
の
内
部
で
は
平
等
化
過
程
が
進
行
し
て
い
る
の
に
対

し
て
貧
困
な
国
で
は
個
人
間
、
階
級
間
、
地
域
間
に
従
来
ど
お
り
大
き
な
不
平
等
が
あ
り
、
多
く
の
国
で
は
不
平
等
は
今
な
お
増
大

ら
で
あ
る
。

ブ（》○
(3)

従
っ
て
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
最
近
数
十
年
間
に
開
発
国
と
低
開
発
国
の
間
の
経
済
的
不
平
等
は
増
大
し
て
来
た
の
で
あ
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安
定
均
衡
概
念
の
長
所
と
し
て
は
ミ
ェ
ル
ダ
ー
ル
は
そ
れ
が
経
済
体
系
に
お
け
る
全
ゆ
る
要
因
の
間
の
全
般
的
な
相
互
依
存
性
を

簡
単
な
方
法
で
理
解
し
、
表
示
す
る
た
め
の
つ
か
い
や
す
い
理
論
的
手
段
に
な
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

い
ま
一
つ
の
非
現
実
的
な
前
提
は
社
会
的
現
実
に
は
「
経
済
的
要
因
」
と
よ
ぶ
こ
と
の
出
来
る
よ
う
な
一
定
の
要
素
が
あ
り
、
理

論
的
分
析
は
こ
れ
ら
の
要
因
の
相
互
作
用
に
合
理
的
に
限
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
均
衡
の
前
提
と

密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
均
衡
の
前
提
が
そ
の
根
拠
を
失
う
の
は
「
経
済
外
的
要
因
」
の
捨
象
に
よ
っ
て
経
済
学

の
分
析
の
埒
外
に
と
り
残
さ
れ
る
社
会
的
現
実
の
大
き
な
部
分
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
「
経
済
外
的
要

因
」
は
所
与
の
も
の
と
も
静
態
的
な
も
の
と
も
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
種
の
要
因
が
反
作
用
す
る
と
き
に
は
普
通
は
均
衡

を
雲
す
る
方
向
に
反
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
．
」
こ
の
よ
う
に
、
、
ユ
ル
ダ
ー
ル
は
渥
齢
要
因
」
を
蟇
す
る
．

「
い
う
ま
で
も
な
く
実
際
に
は
諸
事
実
の
間
に
は
社
会
科
学
の
個
別
部
門
へ
の
伝
統
的
な
ス
コ
ラ
的
な
区
分
に
対
応
す
る
よ
う
な
区

別
な
ど
は
な
い
。
問
題
の
現
実
的
な
分
析
は
決
し
て
こ
の
よ
う
な
区
分
の
線
に
止
ま
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
実
際
、
「
経
済
的
」
な
要

因
と
「
経
済
外
的
」
な
要
因
と
の
間
の
区
別
は
論
理
の
点
か
ら
す
れ
ば
無
益
で
無
意
味
な
工
夫
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
「
関

連
の
あ
る
（
Ｈ
①
］
①
ぐ
ゅ
日
）
」
要
因
と
「
関
連
の
な
い
（
胃
巴
①
ぐ
口
胃
）
」
要
因
、
も
し
く
は
「
関
連
性
の
多
い
（
ｇ
ｏ
３
Ｈ
①
］
①
ぐ
ゅ
具
）
」
要

因
と
「
関
連
性
の
少
な
い
（
］
①
ぃ
切
目
巴
①
ぐ
ゅ
日
）
」
要
因
と
い
う
区
別
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
後
者
の
分

割
線
は
異
っ
た
問
題
に
つ
い
て
同
一
で
あ
る
と
期
待
す
べ
き
で
は
な
い
ｏ
」
（
一
○
頁
）

（
１
）
○
口
冒
冒
胃
冨
冑
烏
一
．
閃
８
国
○
日
旨
目
胃
○
暑
画
自
己
己
且
①
ａ
①
ぐ
里
８
８
罰
の
四
○
国
い
、
門
○
国
８
国
、
ろ
雪
｝
ロ
ザ
会

邦
訳

小
原
敬
士
「
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
経
済
理
論
と
低
開
発
地
域
」
昭
和
三
十
四
年

東
洋
経
済
新
報
社
。

厚
く
巴
名
目
の
貝
“
且
ご
目
の
ａ
の
く
巴
名
目
①
貝
．
Ｐ
ｚ
ｏ
蕨
・
口
昏
の
旨
の
。
冒
巨
勝
日
具
ｚ
島
。
ご
巴
餌
且
冒
目
ロ
島
。
巨
昌
閃
８
回
。
目
。
旨
‐

①
Ｐ
巨
巴
昇
学

ｚ
色
匡
○
冒
巴
国
色
ロ
丙
具

両
眼
望
勺
←
》
の
沙
胃
○
ゞ
ら
獣
．
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ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
先
進
国
と
後
進
国
の
問
題
を
考
え
る
と
き
に
は
安
定
均
衝
の
概
念
と
は
全
く
対
立
的
な
循
環
的
な
ら
び
に
累
積

的
因
果
関
係
の
原
理
（
胃
白
日
ロ
①
具
９
月
巳
肖
“
ご
ｇ
ｏ
屋
日
巳
鼻
啓
①
８
自
切
鼻
８
口
）
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
る
。

（
１
）

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ウ
の
次
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
循
環
的
な
ら
び
に
累
積
的
過
程
の
例
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
貧
乏
と
病
気
と
が
ひ
と
つ
の
悪
循
環
を
形
成
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
っ
た
。
男
や
女
は
貧
乏
で
あ
る
が
故
に
病
気
に
か
か
り
、
病

閤
呂
瞬
煙
ご
烏
秒
且
㈲
８
獄
．
目
冨
詞
。
且
甘
言
。
Ｈ
匡
淳
○
名
の
風
ｑ
・
Ｚ
の
言
喝
ｏ
鳥
．
己
罰

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
以
上
の
三
著
書
は
内
容
が
殆
ど
同
一
で
あ
る
の
で
以
下
の
引
用
は
主
と
し
て
第
一
の
も
の
か
ら
行
な
う
こ
と
と
す
る
。

（
２
）
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
ウ
イ
ク
セ
ル
に
従
っ
て
均
衡
概
念
は
多
数
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
二
四
二
頁
）

「
古
典
派
の
経
済
的
均
衡
分
析
に
用
い
ら
れ
た
も
の
は
こ
の
う
ち
た
だ
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
つ
り
下
げ
ら
れ
た
振
子
と
か
鉢
の
底

に
あ
る
球
な
ど
で
例
示
す
る
三
」
と
か
出
来
る
安
定
均
衡
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
旦
こ
の
状
態
に
達
し
、
そ
れ
以
上
の
撹
乱
が
な
け
れ
ば
、
事
態

は
静
止
し
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
」

「
も
う
一
つ
の
均
衡
概
念
は
平
面
を
こ
ろ
が
る
円
筒
に
よ
っ
て
例
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
ど
こ
に
で
も
静
止
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

も
し
ま
っ
た
く
摩
擦
が
な
け
れ
ば
一
定
の
速
度
で
一
定
の
方
向
に
こ
ろ
が
り
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
は
こ
の
運
動
状
態
が
そ
の
円
筒

「
第
二
の
均
衡
概
念
は
鉛
筆
を
う
ま
く
立
て
た
と
き
そ
れ
に
よ
っ
て
鉛
筆
が
直
立
の
ま
ま
で
い
る
よ
う
な
力
の
釣
合
い
の
「
不
安
定
状
態
」
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
押
し
倒
せ
ば
力
の
釣
合
っ
た
も
と
の
状
態
か
ら
離
れ
る
加
速
度
運
動
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
」

そ
し
て
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
過
去
二
世
代
に
お
け
る
経
済
学
に
お
け
る
進
歩
の
多
く
は
実
際
問
題
と
し
て
伝
統
的
な
安
定
均
衡
の
観
念
か
ら
挟

を
分
つ
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
見
て
い
る
。

の
均
衡
で
あ
ろ
う
。
」二
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気
で
あ
っ
た
が
故
に
ま
す
ま
す
貧
乏
に
な
っ
た
。
貧
乏
で
あ
れ
ば
あ
る
程
ま
す
ま
す
病
気
に
な
っ
た
。
」
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ウ
は
こ
の
よ

う
に
生
活
水
準
を
絶
え
ず
押
し
下
げ
る
よ
う
な
ひ
と
つ
の
循
環
的
な
ら
び
に
累
積
的
過
程
に
注
意
す
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
に
お
い

て
は
ひ
と
つ
の
否
定
的
要
因
は
同
時
に
他
の
否
定
的
要
因
の
原
因
で
も
あ
り
、
結
果
で
も
あ
る
。

（
の
召
）

ヌ
ル
ク
セ
は
「
貧
困
の
悪
循
環
」
を
述
べ
て
「
あ
る
国
は
貧
困
な
る
が
故
に
貧
困
な
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
ミ
ュ
ル
ダ
ー

ル
は
こ
れ
に
対
し
て
貧
困
の
減
少
、
よ
り
多
く
の
食
物
、
健
康
の
改
善
、
よ
り
高
い
労
働
力
な
ど
の
循
環
的
相
互
関
係
は
累
積
的
過

程
を
下
方
へ
で
は
な
く
、
上
方
へ
向
っ
て
持
続
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
累
積
道
程
が
両
方
へ
動
く
と
い
う
真
理
を
示
し
た
言
葉
と
し
て
聖
書
を
引
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
す
べ
て

（
３
）

持
て
る
も
の
は
与
え
ら
れ
て
い
よ
い
よ
豊
か
な
ら
ん
。
さ
れ
ど
持
た
ぬ
も
の
は
そ
の
持
て
る
も
の
を
も
奪
わ
る
べ
し
」
（
マ
タ
ィ
伝

第
二
十
五
章
第
二
十
九
節
、
第
十
三
章
第
十
二
節
）

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
累
積
過
程
の
循
環
的
因
果
関
係
と
い
う
概
念
は
社
会
変
化
の
よ
り
現
実
的
な
接
近
方
法
で
あ
り
、
そ
し
て
低
開

発
及
び
開
発
の
一
般
理
論
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
含
ん
で
い
る
と
信
じ
て
い
る
。

従
っ
て
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
に
よ
れ
ば
安
定
均
衝
の
観
念
は
社
会
組
織
の
変
化
を
説
明
す
る
理
論
を
構
成
す
る
と
き
に
は
役
に
立
た
な

い
。
安
定
均
衡
の
概
念
は
社
会
過
程
は
何
ら
か
の
意
味
で
諸
力
の
均
衡
状
態
と
い
わ
れ
る
状
態
に
向
っ
て
動
く
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
お
り
、
そ
の
背
後
に
は
「
変
化
は
通
常
反
作
用
を
生
む
が
、
こ
の
反
作
用
は
最
初
の
変
化
と
反
対
方
向
に
動
く
」
と
い
う
よ
り

基
礎
的
な
仮
定
が
あ
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
社
会
組
織
に
は
こ
の
よ
う
な
自
動
的
安
定
へ
の
傾
向
は
な
い
と
み
る
。
社
会
組
織
は
そ
れ
自
体
で
は
諸
力
の
間

の
何
等
か
の
均
衡
に
向
っ
て
動
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
絶
え
ず
こ
の
よ
う
な
均
衡
状
態
か
ら
離
れ
る
動
き
を
見
せ
て
い
る
。
正
常
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い
る
。

あ
る
い
は
ま
た
運
動
を
停
止
さ
せ
る
意
図
を
も
っ
て
計
画
さ
れ
、
適
用
さ
れ
る
政
策
の
干
渉
に
よ
っ
て
静
止
の
状
態
が
つ
く
り
出

さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
体
系
に
内
生
的
（
①
且
晶
①
ご
ｏ
ｐ
ｍ
）
な
、
均
衡
に
向
う
自
然
の
傾
向
と
は
正
に
反
対
の
も
の

れ
る
。

で
あ
る
。

な
場
合
に
は
あ
る
変
化
は
そ
れ
を
相
殺
す
る
変
化
（
８
目
具
の
Ｈ
ぐ
ゅ
筐
凋
・
冨
凋
①
い
）
を
生
む
の
で
は
な
く
、
反
対
に
最
初
の
変
化
と

同
じ
方
向
に
、
し
か
も
さ
ら
に
進
ん
で
体
系
を
動
す
よ
う
な
促
進
的
変
化
（
呂
弓
○
鼻
冒
ｍ
ｏ
冨
品
の
の
）
を
生
ぜ
し
め
る
。
こ
の
よ
う

な
循
環
的
因
果
関
係
の
た
め
に
社
会
過
程
は
累
積
的
と
な
り
屡
々
加
速
度
的
な
割
合
で
速
度
を
早
め
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
社
会
過
程
が
停
止
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
そ
れ
は
体
系
を
静
止
せ
し
め
る
に
必
要
な
方
向
や
強
さ

を
も
っ
た
新
し
い
外
生
的
（
の
ｘ
畠
の
ロ
○
口
の
）
変
化
が
生
じ
る
と
き
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
確
立
さ
れ
る
均
衡
的
な
諸
力

の
状
態
は
体
系
の
内
部
の
諸
力
の
作
用
の
自
然
の
結
果
で
は
な
い
。
そ
の
状
態
は
不
安
定
で
あ
っ
て
、
何
等
か
の
新
し
い
外
生
的
変

化
が
生
じ
れ
ば
体
系
の
中
に
反
作
用
を
生
じ
て
再
び
こ
の
均
衡
状
態
か
ら
離
れ
て
新
し
い
変
化
の
方
向
に
向
う
累
積
過
程
が
開
始
さ

（
４
）

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
社
会
変
化
の
累
積
過
程
に
お
け
る
循
環
的
機
構
の
実
例
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
問
題
を
あ
げ
て

（１）
○
画
Ｆ
星
富
国
の
旨
君
》
目
彦
の
ｎ
ｏ
牌
具
凹
ｏ
丙
冒
①
協
い
ロ
旦
昏
の
冠
邑
８
９
国
①
巴
昏
》
旨
○
口
○
四
ゆ
も
彦
の
９
』
の
の
．
ｚ
○
・
口
．
⑦
①
旨
①
ぐ
Ｐ
ら
蟹
》
や
。
．

⑦
．
冒
冑
Ｑ
巴
．
《
、
両
８
口
○
日
ざ
毎
名
ｇ
蕨
旦
国
①
巴
昏
ご
》
○
頁
○
国
．
こ
ぎ
Ｈ
固
園
の
巴
昏
○
侭
秒
昌
切
目
旨
冒
》
⑦
①
ロ
①
ぐ
ゅ
．
ろ
愚
》
ｇ
ｚ
ｏ
・
了
酌
．

（２）
閃
．
ｚ
巨
烏
ｍ
の
ゞ
ｍ
○
日
①
シ
名
①
ｏ
筋
ｇ
ｏ
騨
包
冨
邑
シ
ｇ
巨
日
昌
鼻
旨
口
甘

ご
唇
Ｑ
①
ａ
①
ぐ
の
ざ
や
①
ｇ
ｏ
ｏ
巨
具
風
＄
〉
ｎ
ｇ
Ｈ
ｏ
》
ら
圏
｝
両
．
ｚ
ｐ
Ｈ
丙
い
の
』

勺
Ｈ
ｏ
亘
①
日
切
ｇ
ｏ
騨
口
芹
巴
甸
○
昌
冒
鼻
目
○
ご
旨
ロ
ロ
ロ
①
時
向
①
ぐ
①
ざ
も
①
ｇ
ｏ
○
回
目
茸
』
①
、
ゞ
○
凰
○
ａ
》
ら
段
』
巳
や
や
命
．
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ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
の
「
累
積
過
程
の
循
環
的
因
果
関
係
の
原
理
」
を
述
べ
た
後
に
一
国
内
の
地
域
間
の
経
済

的
不
平
等
へ
の
傾
向
を
検
討
す
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
次
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
る
。
（
前
掲
書
二
三
頁
）

「
い
ま
あ
る
地
域
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
偶
発
的
変
化
が
お
こ
る
と
仮
定
せ
よ
。
た
と
え
ば
住
民
の
大
部
分
が
生
計
の
資
を
得
て
い
る

工
場
が
焼
け
て
し
ま
い
、
そ
し
て
そ
の
場
所
に
工
場
を
再
建
す
る
こ
と
は
採
算
が
と
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
か
に
な
っ
た
と
せ
よ
。

こ
の
よ
う
な
第
一
次
変
化
の
直
接
的
影
響
は
そ
の
工
場
を
所
有
し
て
い
た
会
社
が
破
産
し
、
そ
の
労
働
者
が
失
業
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
所
得
と
需
要
と
を
低
下
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。

需
要
の
減
退
は
そ
の
会
社
と
従
業
員
に
物
を
売
っ
た
り
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
た
そ
の
地
域
の
他
の
全
ゆ
る
企
業
の
所
得
を
低

（３）
聖
書
の
こ
の
言
葉
は
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
に
よ
っ
て
発
展
の
第
一
原
理
と
さ
れ
、
ヌ
ル
ク
セ
も
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
。
本
書
第
二
章
及
び
第

（
４
）
ｐ
冨
胃
合
一
．
シ
ロ
シ
日
目
８
口
己
扁
日
日
四
．
閨
房
胃
唱
ｏ
陣
ｏ
亘
の
目
い
且
旨
Ｃ
ａ
の
目
？
日
ｏ
ｏ
３
ｇ
、
号
君
国
ｏ
鳥
ゞ
己
主
．

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
に
よ
れ
ば
黒
人
問
題
は
も
っ
と
も
単
純
の
形
で
は
二
つ
の
要
因
に
還
元
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
要
因
は
い
ろ
い
ろ
の
点

で
黒
人
に
対
す
る
差
別
待
遇
を
ひ
き
お
こ
す
と
こ
ろ
の
「
白
人
の
偏
見
」
と
黒
人
住
民
の
「
低
い
生
活
水
準
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
要

因
は
互
に
関
連
し
て
い
る
。
黒
人
の
低
い
生
活
水
準
は
白
人
か
ら
の
差
別
待
遇
に
よ
っ
て
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て

黒
人
の
貧
困
、
無
智
、
迷
信
な
ど
が
黒
人
に
対
す
る
白
人
の
反
感
を
刺
戟
し
助
長
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
白
人
の
偏
見
と
黒
人
の
低
い
生
活

水
準
が
互
に
他
を
「
ひ
き
起
す
」
の
で
あ
る
。

三
章
参
照
。

’一一
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も
し
も
他
の
何
等
の
外
生
的
変
化
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
地
域
は
そ
こ
へ
移
動
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
外
部
の
企
業
や
労
働
者
に

と
っ
て
は
魅
力
が
減
少
す
る
Ｏ
そ
の
過
程
に
「
は
ず
み
」
が
つ
い
て
く
る
に
従
っ
て
そ
の
地
域
に
設
立
さ
れ
た
企
業
や
そ
こ
に
住
ん

で
い
る
労
働
者
達
は
ど
こ
か
へ
よ
り
よ
い
市
場
を
求
め
て
外
部
へ
転
出
し
よ
う
と
す
る
理
由
が
ま
す
ま
す
増
え
る
。
も
し
も
彼
等
が

転
出
す
れ
ば
こ
れ
に
よ
っ
て
再
び
所
得
と
需
要
が
減
少
す
る
。
そ
し
て
通
常
は
地
方
の
人
口
の
年
令
構
成
を
不
利
な
方
向
に
変
化
さ

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
累
積
的
、
因
果
的
継
起
の
機
構
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
単
一
の
要
因
、
多
少
と
も
外
部
的
な
一
つ
の

要
因
で
あ
る
地
方
税
の
賦
課
が
こ
の
地
方
に
及
ぼ
す
効
果
を
見
る
。
地
方
税
は
所
得
に
対
し
て
直
接
又
は
所
得
に
比
例
し
て
間
接
に

下
し
、
失
業
を
生
ぜ
し
め
る
。
こ
う
し
て
循
環
的
因
果
関
係
の
過
程
が
開
始
さ
れ
、
一
‐
悪
循
環
」
の
形
で
累
積
し
て
行
く
効
果
を
生
じ

「
所
得
の
基
礎
が
狭
く
な
る
に
つ
れ
て
税
率
は
引
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
税
率
の
引
上
は
企
業
や
労
働
者
に
そ
の
地

域
を
離
れ
さ
せ
る
特
別
の
誘
因
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
で
な
け
れ
ば
移
入
し
よ
う
と
考
え
た
か
も
し
れ
な
い
人
々
を
阻
止
す
る
反
対
の

誘
因
と
し
て
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
次
に
第
二
の
順
序
に
お
い
て
再
び
所
得
や
需
要
を
減
少
さ
せ
、
そ
の
結
果
と
し
て
税
率

を
さ
ら
に
一
層
上
方
に
動
か
し
、
そ
れ
が
再
び
ま
つ
た
く
同
じ
効
果
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
ま
す
ま
す
不
適
当
な
年
令

階
層
別
分
布
は
単
に
一
人
当
り
の
課
税
所
得
を
低
め
る
の
に
貢
献
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
公
共
福
祉
事
業
に
対
す
る
相
対
的
な
必
要

賦
課
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

階
層
別
分
布
は
単
に
一
人

を
も
高
め
る
で
あ
ろ
う
。
」

プ（》○

せ
る
で
あ
ろ
う
ｏ
」

「
も
し
も
こ
の
よ
う
な
場
合
に
地
方
当
局
が
税
率
が
高
ま
る
た
め
に
、
各
種
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
（
例
え
ば
子
供
の
学
校
、
養
老
院
、
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こ
の
よ
う
な
地
方
税
の
引
上
が
、
防
止
さ
れ
、
ま
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
を
引
下
げ
る
こ
と
も
阻
止
さ
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
市

場
の
諸
力
の
作
用
と
は
別
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
累
積
過
程
を
停
止
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
国
家

の
立
法
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
支
配
し
得
な
い
理
由
で
財
政
的
困
難
に
お
ち
入
っ
た
個
々
の
地
域
に
国
庫
か

ら
補
助
金
を
与
え
、
同
時
に
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
一
定
の
最
低
水
準
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
累
積
過
程
を
停
止
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

事
実
、
先
進
国
で
は
累
積
的
社
会
変
化
の
盲
目
的
な
法
則
を
中
和
し
、
地
域
や
産
業
や
社
会
集
団
の
間
に
不
平
等
を
生
じ
る
こ
と

を
阻
止
す
る
と
い
う
共
通
の
目
的
を
も
っ
た
全
ゆ
る
種
類
の
国
家
干
与
の
体
制
が
出
来
上
っ
て
い
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
が
さ
き
に
挙
げ
た
例
で
は
最
初
の
変
化
が
不
利
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
も
し
最
初
の
変
化
が
よ
り
よ
き
方

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
累
積
効
果
を
と
も
な
う
循
環
的
因
果
関
係
の
こ
の
単
純
な
モ
デ
ル
は
経
済
理
論
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
推
論
の

多
く
を
象
徴
し
て
い
る
均
衡
価
格
に
お
け
る
需
要
曲
線
と
供
給
曲
線
の
交
叉
よ
り
も
現
実
の
社
会
過
程
に
つ
い
て
は
る
か
に
典
型
的

ま
す
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
」

最
初
の
変
化
以
前
の
税
率
が
定
常
的
水
準
に
到
達
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
今
や
均
衡
と
し
て
の
こ
の
水
準
Ｉ
そ
の
他
の

何
等
か
の
安
定
水
準
ｌ
に
向
っ
て
進
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
均
衡
諸
力
の
初
期
状
態
か
ら
絶
え
ず
遠
ざ
か
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

こ
の
動
き
そ
の
も
の
が
つ
ね
に
税
率
を
ま
す
ま
す
引
上
げ
る
よ
う
な
新
し
い
変
化
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
す

道
路
そ
の
他
の
設
備
）
の
標
準
を
低
下
さ
せ
る
気
持
に
な
る
と
税
率
の
引
上
は
阻
止
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
は
そ

の
地
域
は
そ
の
他
の
重
要
な
点
に
お
い
て
企
業
や
労
働
者
に
と
っ
て
魅
力
の
な
い
も
の
と
な
る
と
い
う
犠
牲
を
と
も
な
う
も
の
で
あ

ブ（》○

で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
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向
に
向
っ
て
い
た
と
し
て
も
や
は
り
累
積
過
程
が
作
用
す
る
。
「
た
と
え
ば
あ
る
地
方
に
産
業
を
立
地
さ
せ
よ
う
と
い
う
決
定
は
そ

の
地
方
の
一
般
的
発
展
を
刺
戟
す
る
。
従
来
失
業
し
て
い
た
も
の
、
も
し
く
は
余
り
有
利
で
な
い
報
酬
を
う
け
て
い
た
も
の
に
対
し

て
雇
用
と
高
い
所
得
の
機
会
が
提
供
さ
れ
る
。
そ
の
生
産
物
や
役
務
に
対
す
る
需
要
が
増
加
す
る
に
従
っ
て
地
方
の
事
業
は
繁
栄
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
労
働
、
資
本
、
企
業
は
拡
大
す
る
機
会
を
利
用
す
る
た
め
に
外
部
か
ら
引
き
つ
け
ら
れ
る
。
新
し
い
企
業
の
設

立
や
古
い
企
業
の
拡
張
は
一
般
に
所
得
の
増
大
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
他
の
も
の
に
対
す
る
市
場
を
拡
げ
る
。
利
潤
の
向
上
は
貯
蓄

を
増
加
さ
せ
る
が
、
同
時
に
投
資
は
さ
ら
に
い
っ
そ
う
高
ま
り
、
そ
れ
が
再
び
需
要
や
利
潤
水
準
を
押
し
上
げ
る
。
そ
し
て
拡
張
過

程
は
そ
の
継
続
を
支
え
る
の
に
好
都
合
な
外
部
経
済
を
つ
く
り
出
す
の
で
あ
る
。

地
方
税
率
は
引
下
げ
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
公
共
事
業
の
量
や
質
を
高
め
る
こ
と
も
出
来
る
。
こ
の
両
方
の
変
動
は
そ
の
地
方
を

こ
の
理
由
に
よ
っ
て
企
業
や
労
働
者
に
対
し
て
ま
す
ま
す
魅
力
の
あ
る
も
の
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
地
方
財
政
は
再
び
お
し

あ
げ
ら
れ
（
ｇ
ｏ
黒
）
、
税
率
や
公
共
財
政
に
対
し
て
同
様
の
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
」

こ
の
よ
う
に
累
積
過
程
は
よ
い
方
に
も
向
い
得
る
の
で
あ
る
が
、
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
市
場
の
諸
力
の
働
き
は
多
く
の
場
合
に
お
い

て
諸
地
域
間
の
不
平
等
を
減
少
さ
せ
る
よ
り
は
む
し
ろ
増
加
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
も
の
と
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
も
し
も
事
態
が

何
等
か
の
政
府
の
干
渉
に
よ
っ
て
さ
ま
た
げ
ら
れ
な
い
市
場
の
諸
力
に
委
ね
ら
れ
る
な
ら
ば
工
業
生
産
、
商
業
、
金
融
、
保
険
、
海

運
お
よ
び
、
実
際
、
発
展
的
な
経
済
に
お
い
て
平
均
収
益
以
上
の
収
益
を
与
え
る
傾
向
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
経
済
活
動
Ｉ
そ
れ
ば
か

り
で
な
く
、
一
般
に
科
学
、
芸
術
、
文
学
、
教
育
お
よ
び
高
級
文
化
ｌ
は
あ
る
一
定
の
地
方
や
地
域
に
集
中
し
、
そ
の
他
の
地
方

や
地
域
を
大
な
り
小
な
り
お
く
れ
た
状
態
（
ｇ
烏
急
鼻
閂
）
に
残
す
で
あ
ろ
う
。
」

こ
う
し
て
あ
る
地
域
は
ま
す
ま
す
繁
栄
し
て
行
く
代
り
に
、
そ
の
他
の
地
域
で
は
停
滞
も
し
く
に
後
退
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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地
域
間
の
移
民
に
つ
い
て
い
え
ば
「
経
済
活
動
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
地
方
や
地
域
は
そ
の
国
の
他
の
地
方
か
ら
純
移
住
を
引
き
つ

け
る
。
移
住
は
少
な
く
と
も
移
住
者
の
年
齢
に
関
し
て
は
選
択
的
（
め
巴
①
ｏ
武
ぐ
①
）
で
あ
る
か
ら
こ
の
よ
う
な
移
動
は
そ
れ
自
身
と
し

て
は
急
速
に
成
長
し
つ
つ
あ
る
地
方
に
有
利
に
、
他
の
地
方
に
不
利
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
移
住
は
人
口
増
加
率
の
高
い
比
較
的
貧
困
な
地
域
に
お
け
る
年
齢
構
成
を
不
利
と
す
る
上
に
、
長
期
的
に
見
れ
ば
総

労
働
人
口
と
資
源
の
間
に
不
利
な
関
係
を
生
ぜ
し
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
工
業
中
心
地
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
ヘ
ー
純
移
住
が
行
わ
れ

た
長
い
期
間
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
村
地
域
の
貧
困
は
移
民
と
高
い
出
生
率
と
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
不
利
な
年
齢
構
成
に
そ
の
主
な

こ
の
よ
う
に
あ
る
地
方
の
拡
張
が
他
の
地
方
に
与
え
る
不
利
な
効
果
を
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
「
逆
流
効
果
」
（
冒
烏
尋
四
昏
島
①
。
厨
）

と
名
付
け
て
い
る
。
こ
の
「
逆
流
効
果
」
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
理
論
の
特
色
が
あ
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
に
よ
れ
ば
「
労
働
、
資
本
、
商
品
及
び
役
務
の
移
動
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
地
域
間
の
不
平
等
へ
の
自
然
的
傾
向

を
中
和
す
る
も
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
移
民
、
資
本
移
動
お
よ
び
貿
易
は
む
し
ろ
そ
れ
を
通
じ
て
累
積
過

程
が
幸
運
な
地
域
で
は
上
方
へ
、
不
運
な
地
域
で
は
下
方
へ
ｌ
進
展
す
る
媒
介
物
で
あ
る
。
」
一
般
的
に
い
っ
て
も
し
地
域
間
の

移
民
、
資
本
移
動
、
お
よ
び
貿
易
が
幸
運
な
地
域
に
対
し
て
積
極
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
な
ら
ば
不
運
な
地
域
に
対
し
て
は
消
極
的

な
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

原
因
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

②
地
域
間
の
資
本
移
動

侶
蝿
域
盾
α
資
本
移
動

地
域
間
の
資
本
移
動
に
つ
い
て
い
え
ば
、
資
本
移
動
も
不
平
等
を
増
加
す
る
同
様
の
効
果
を
も
っ
て
い
る
。
拡
大
の
中
心
地
で
は

1）

地
域
間
移
民
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地
域
間
の
貿
易
も
他
の
地
域
と
比
べ
て
富
裕
な
進
歩
的
な
地
域
に
対
し
て
有
利
に
働
く
基
本
的
な
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
「
市
場

の
自
由
化
や
拡
張
は
し
ば
し
ば
、
既
に
確
立
さ
れ
た
拡
張
の
中
心
地
に
お
け
る
産
業
ｌ
そ
れ
は
通
常
は
収
益
逓
増
の
状
態
の
下
に

操
業
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
ｌ
に
対
し
て
競
争
的
利
益
を
与
え
る
の
で
、
他
の
地
域
に
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
手
工
業
や
工
業

は
打
撃
を
う
け
る
こ
と
と
な
る
。
」

そ
の
例
と
し
て
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
イ
タ
リ
ヤ
南
部
諸
州
の
工
業
の
成
長
の
阻
害
を
あ
げ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
イ
タ
リ
ヤ
の
政
治
的
統
一
の
後
に
国
内
関
税
障
壁
が
撤
廃
さ
れ
る
と
、
北
部
諸
州
の
工
業
は
優
勢

で
強
力
で
あ
っ
た
か
ら
、
新
し
い
国
内
市
場
を
支
配
し
、
南
部
諸
州
の
工
業
努
力
は
制
圧
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
工
業
化
は
こ
の
よ
う
な
発
展
の
起
動
力
ａ
旨
四
日
旨
き
月
①
）
で
あ
る
か
ら
、
貧
困
な
地
域
は
主
と
し
て
農
業
地
域
と
し
て
残
る

と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
同
語
反
復
で
あ
る
。
国
内
市
場
の
完
成
は
イ
タ
リ
ヤ
の
例
に
見
る
よ
う
に
農
業
地
域
に
お
け
る
工
業
多
様

化
へ
の
初
期
の
端
緒
を
挫
折
さ
せ
る
傾
向
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。
」
と
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
述
べ
て
い
る
。

ヴ
ァ
イ
ナ
ー
は
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
ら
が
工
業
化
を
も
っ
て
経
済
開
発
計
画
の
大
綱
で
あ
る
と
論
じ
た
こ
と
を
批
判
し
て
「
よ
り
貧
困

需
要
の
増
加
が
投
資
に
刺
戟
を
与
え
、
そ
れ
は
ま
た
所
得
と
需
要
と
を
増
加
し
、
二
回
目
の
投
資
を
生
ぜ
し
め
る
。
貯
蓄
は
所
得
の

増
大
の
結
果
と
し
て
増
加
す
る
が
、
資
本
の
供
給
は
着
実
に
活
発
な
需
要
を
充
た
す
と
い
う
意
味
で
投
資
に
お
く
れ
る
傾
向
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。
他
の
地
域
で
は
新
し
い
拡
張
へ
の
勢
い
（
日
○
日
①
目
白
日
）
が
欠
け
て
い
る
の
で
投
資
の
た
め
の
資
本
需
要
は
所
得
が
低

い
た
め
に
低
く
、
し
か
も
低
下
傾
向
に
あ
る
貯
蓄
の
供
給
に
比
べ
て
さ
え
も
比
較
的
に
微
弱
で
あ
る
。
多
く
の
国
に
お
け
る
研
究
は

銀
行
制
度
は
、
も
し
そ
れ
が
異
っ
た
行
動
を
す
る
よ
う
に
規
制
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
貧
し
い
地
域
の
貯
蓄
を
吸
上
げ
て
、
資
本

に
対
す
る
収
益
が
高
く
且
つ
安
全
で
あ
る
富
裕
な
進
歩
的
な
地
域
へ
流
れ
さ
せ
る
手
段
と
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

③
地
域
間
貿
易
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な
国
の
真
の
問
題
は
農
業
そ
の
も
の
、
も
し
く
は
製
造
工
業
の
欠
如
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
貧
困
と
後
進
性
す
な
わ
ち
、
貧
弱
な

農
業
と
貧
弱
な
工
業
と
で
あ
る
」
と
い
っ
た
が
、
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
工
業
化
の
も
つ
起
動
力
を
重
要
視
し
て
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
の
論
議

は
極
め
て
静
態
的
で
あ
る
の
で
、
工
業
化
は
均
衡
を
失
っ
て
い
る
経
済
を
修
正
し
、
起
動
的
な
勢
い

ａ
冒
画
日
旨
昌
Ｏ
Ｂ
①
国
曾
目
）

を
つ
け
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
全
く
見
逃
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
次
に
「
経
済
外
的
要
因
」
（
ｚ
ｏ
ｐ
‐
①
８
冒
○
目
ざ
す
鼻
○
門
の
）
の
問
題
に
触
れ
る
。

「
例
え
ば
貧
困
な
地
域
は
も
し
援
助
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
多
く
の
医
療
上
の
配
慮
を
行
な
う
こ
と
は
と
う
て
い
出
来
な

い
だ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
住
民
は
ま
す
ま
す
不
健
康
と
な
り
、
生
産
能
率
は
ま
す
ま
す
低
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
学
校
の
数
も

少
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
の
学
校
も
甚
だ
し
く
劣
悪
で
あ
ろ
う
。
南
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
貧
困
地
域
の
住
民
は
現
に
い
ま
な
お
大
部
分

そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
は
概
し
て
原
始
的
な
宗
教
の
信
者
で
あ
り
、
タ
ブ
ー
や
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
ヂ
ッ
ク
に
よ
る
伝
統
的

慣
習
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
彼
等
は
一
般
に
よ
り
多
く
迷
信
的
で
あ
り
、
合
理
的
で
な
い
だ
ろ
う
。
彼
等
の
全
価
値
体
系
は

貧
困
と
後
進
性
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
彼
等
は
ま
す
ま
す
発
展
的
社
会
の
実
験
的
で
野
心
的
な
向
上
心
を
う
け
入
れ
難
く
な
る
で
あ

が
文
盲
で
あ
る
。

ｚ
ｇ
つ
○

貧
困
の
全
て
こ
れ
ら
の
挫
折
的
効
果
は
伝
統
的
な
経
済
理
論
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
た
媒
介
物
以
外
の
媒
介
物
を
通
じ
て
作
用
し
、

一
つ
の
も
の
が
他
の
も
の
に
と
い
っ
た
風
に
循
環
的
因
果
関
係
の
中
に
相
互
に
結
合
し
て
い
る
。
そ
し
て
全
て
の
も
の
が
移
住
や
資

本
移
動
や
貿
易
の
作
用
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
な
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
拡
張
中
心
地
の
経
済
水
準
を
上
昇
せ
し
め
る
こ
れ
と
は
反

対
の
効
果
も
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
循
環
的
因
果
関
係
の
中
に
相
互
に
関
連
し
て
お
り
、
常
に
累
積
的
な
方
法
で
よ
り
一
層
の
拡
大
を
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支
援
し
て
い
る
。
」

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
経
済
理
論
が
こ
れ
ら
の
「
経
済
外
的
」
な
要
因
を
無
視
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
経
済
外
的
要
因

は
経
済
変
動
の
累
積
過
程
の
循
環
的
因
果
関
係
に
対
す
る
主
要
な
媒
介
物
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
無
視
し
た
こ
と
は

従
来
の
経
済
理
論
の
欠
点
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
に
経
済
理
論
が
経
済
的
低
開
発
や
開
発
の
動
態
的
問
題
を
述
べ
る
こ

と
が
出
来
な
か
つ
た
か
の
大
き
な
理
由
で
あ
る
と
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
見
て
い
る
。

波
及
効
果
（
切
冒
①
且
畠
①
。
蕨
）

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
「
逆
流
効
果
」
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
「
波
及
効
果
」
（
の
胃
①
且
①
帯
⑤
菌
）
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
経
済

拡
大
の
中
心
地
か
ら
他
の
地
域
へ
伝
え
ら
れ
る
遠
心
的
な
拡
大
的
勢
い
（
の
増
四
目
晩
］
○
口
色
ご
目
○
日
①
口
目
目
）
で
あ
る
。
拡
大
の
結
節

的
（
ロ
○
§
｝
）
中
心
地
の
周
囲
の
全
地
域
が
農
産
物
の
は
け
口
（
○
具
一
①
蕨
）
の
増
加
に
よ
っ
て
利
益
を
得
、
そ
し
て
常
に
技
術
的
進
歩

に
よ
っ
て
刺
戟
を
う
け
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
波
及
効
果
こ
そ
ま
さ
に
ヌ
ル
ク
セ
が
強
調
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ヌ
ル
ク
セ
は
波
及
効
果
の
み
を
強
調
し
て
、
逆
流
効

果
は
軽
視
し
た
が
、
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
「
逆
流
効
果
」
だ
け
を
主
張
し
た
。

中
心
地
の
周
辺
で
は
な
く
し
て
、
も
つ
と
遠
隔
地
に
対
す
る
遠
心
的
波
及
効
果
も
あ
る
。
そ
の
遠
隔
地
で
は
中
心
地
の
成
長
す
る

産
業
の
た
め
の
原
料
を
生
産
す
る
の
に
有
利
な
条
件
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
こ
れ
ら
の
遠
隔
地
で
十
分
に
多
く
の
労

働
者
が
雇
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
消
費
財
工
業
さ
え
拍
車
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
出
発
が
行
わ
れ
、
そ

し
て
た
ま
た
ま
そ
れ
が
成
功
す
る
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
地
方
も
も
し
拡
大
的
な
勢
い
が
旧
い
中
心
地
か
ら
の
逆
流
効
果
に
打
勝
つ
程
に

強
力
で
あ
る
な
ら
自
立
的
な
経
済
拡
大
（
切
農
‐
の
こ
め
冨
言
ａ
①
８
ｐ
ｏ
ｓ
５
①
ｘ
冨
邑
の
芦
○
国
）
の
新
し
い
中
心
地
と
な
る
。

165



工
業
拡
張
の
中
心
地
か
ら
周
辺
の
地
方
ま
た
は
地
域
へ
の
勢
い
の
波
及
効
果
は
周
辺
の
生
産
物
に
対
す
る
需
要
増
加
そ
の
他
多
く

の
方
法
で
作
用
し
て
、
そ
れ
自
身
を
循
環
的
因
果
関
係
に
よ
っ
て
累
積
的
社
会
過
程
に
織
込
ん
で
行
く
。
そ
れ
は
正
常
な
場
合
で
は

一
つ
の
要
因
の
変
化
に
よ
っ
て
反
作
用
と
し
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
他
の
要
因
の
変
化
は
常
に
体
系
を
最
初
の
変
化
と
同
じ
方
向
へ
動

か
す
傾
向
が
あ
る
と
い
う
主
要
な
仮
設
の
複
雑
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
波
及
効
果
は
い
か
な
る
事
情
に
お
い
て
も
均
衡
分
析
の
仮
定
を
確
証
（
の
騨
号
房
ご
す
る
も
の
で
は
な
い
。
限
界

的
な
場
合
に
は
波
及
と
逆
流
の
効
果
は
相
互
に
バ
ラ
ン
ス
し
、
地
域
を
「
停
滞
的
」
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
バ
ラ
ン
ス
は
安
定
均
衡

で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
力
に
何
等
か
の
変
化
が
あ
れ
ば
上
方
又
は
下
方
へ
の
累
積
的
な
運
動
が
開
始
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
ｏ

事
実
上
、
拡
大
的
、
停
滞
的
及
び
後
退
的
な
地
方
は
両
極
端
の
間
に
全
ゆ
る
可
能
な
段
階
が
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
水
準
に
お
い
て
か

な
り
連
続
的
な
系
列
に
配
列
さ
れ
る
。
全
て
の
分
散
的
（
＆
名
①
扇
①
ｅ
な
工
業
の
進
歩
が
合
計
し
た
場
合
に
か
な
り
の
も
の
に
な
っ

て
い
る
限
り
は
、
国
全
体
の
経
済
水
準
は
上
昇
力
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
も
し
も
最
初
の
出
発
が
多
く
、
強
力
で
あ
り
、
ま
た
成
功
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
も
し
遠
心
的
な
波
及
効
果
が
比
較
的
有
効

に
働
く
な
ら
ば
一
国
の
全
地
域
が
こ
の
よ
う
な
均
衡
諸
力
の
限
界
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
全
く
有
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場

合
に
は
不
平
等
の
問
題
は
そ
の
国
の
諸
地
域
間
の
進
歩
の
率
の
相
違
の
問
題
に
な
る
。
し
か
し
普
通
に
は
た
と
え
急
速
に
発
展
し
つ

つ
あ
る
国
に
お
い
て
さ
え
も
、
多
く
の
地
域
は
後
方
に
お
く
れ
た
り
、
停
滞
し
た
り
、
あ
る
い
は
ま
す
ま
す
貧
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

も
し
も
市
場
の
諸
力
だ
け
が
結
果
を
決
定
す
る
の
に
委
せ
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
停
滞
的
な
地
域
や
貧
困
化
す
る
地
域
は
ま
す
ま
す
多

く
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
こ
こ
に
国
家
が
干
与
せ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
ｏ
）

「
経
済
成
長
に
非
常
に
有
利
な
条
件
を
も
っ
て
い
た
米
国
や
ス
エ
ー
デ
ン
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
国
全
体
を
平
等
で
同
時
的
な
発
展
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ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
こ
の
二
つ
の
相
関
関
係
の
主
要
な
原
因
と
し
て
は
「
一
国
が
既
に
到
達
し
た
経
済
発
展
水
準
の
段
階
が
高
け
れ

ば
高
い
ほ
ど
、
波
及
効
果
は
強
く
な
る
」
と
い
う
重
要
な
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
経
済
発
展
の
平
均
的
高
水
準
は
輸

送
や
交
通
の
改
善
、
教
育
程
度
の
向
上
、
観
念
や
価
値
の
よ
り
動
態
的
な
交
流
な
ど
を
伴
な
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
全
て
は
経

済
拡
大
の
遠
心
的
波
及
力
を
強
め
る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
は
そ
の
波
及
に
対
す
る
障
害
を
除
去
す
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

に
引
き
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
詳
し
く
見
る
と
非
常
な
不
平
等
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
米
国
で
は
普
通
に
南

部
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
ほ
と
ん
ど
全
部
は
最
近
に
至
る
ま
で
停
滞
的
な
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
数
世
代
前
に
米
国
の
西
部

国
境
で
農
業
に
新
し
い
偉
大
な
機
会
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
一
ユ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
き
な
農
村
地
帯
に
衰
退
の
状
態
が
生

じ
、
そ
の
地
帯
の
あ
る
部
分
は
い
ま
だ
に
そ
の
状
態
か
ら
抜
け
出
し
て
い
な
い
。

こ
れ
と
反
対
に
、
出
発
の
行
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
そ
し
て
、
出
発
が
需
要
、
所
得
、
投
資
お
よ
び
生
産
の
可
成
り
の
持
続
的

な
増
加
を
生
ぜ
し
め
な
い
国
は
低
開
発
国
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
さ
え
も
、
若
干
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
場
合
の
よ
う

に
、
多
く
の
場
合
、
工
業
的
に
進
歩
し
つ
つ
あ
る
地
方
や
地
域
が
あ
る
ｏ
」

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
次
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
地
域
的
不
平
等
の
状
態
に
つ
い
て
国
連
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
概
観
」
よ
り
、

次
の
二
つ
の
結
論
を
引
用
し
て
い
る
。

Ｈ
西
ョ
－
ロ
ッ
パ
で
は
あ
る
地
域
と
他
の
地
域
と
の
間
の
所
得
の
不
平
等
は
比
較
的
富
裕
な
国
に
お
け
る
よ
り
も
貧
困
な
国
に

お
い
て
は
る
か
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

口
地
域
間
の
不
平
等
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
比
較
的
富
裕
な
国
で
は
減
少
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
貧
困
な
国
で
は
そ
の
傾
向
は
反
対

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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あ
る
国
が
波
及
効
果
の
強
い
高
水
準
の
発
展
段
階
に
到
達
す
る
と
逆
流
効
果
の
中
和
（
国
①
巨
茸
農
園
鼻
５
国
）
が
、
経
済
発
展
に
拍
車

を
か
け
、
累
積
過
程
の
重
要
な
要
因
と
な
る
。
何
故
な
ら
ば
赤
貧
（
凹
亘
の
昇
冒
ぐ
①
Ｈ
ご
）
が
大
規
模
に
消
滅
す
る
と
と
も
に
一
国
の

人
的
資
源
の
可
能
性
が
ま
す
ま
す
十
分
に
利
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
は
一
国
が
ひ
と
た
び
高
水
準
の
発
展
に
到
達
す
れ

ば
急
速
か
つ
持
続
的
な
進
歩
が
ほ
と
ん
ど
自
動
的
過
程
と
な
る
と
い
う
理
由
の
一
で
あ
る
。

こ
れ
と
対
照
的
に
、
低
開
発
国
の
開
発
水
準
が
平
均
的
に
低
い
の
は
波
及
効
果
が
弱
い
こ
と
に
よ
る
。
多
く
の
場
合
に
市
場
諸
力

の
自
由
な
作
用
は
地
域
間
の
不
平
等
を
つ
く
り
出
し
、
ま
た
既
に
存
在
し
て
い
る
不
平
等
を
増
大
せ
し
め
る
よ
う
ま
す
ま
す
力
強
く

働
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
に
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
「
貧
困
が
そ
れ
自
身
の
原
因
と
な
る
」
と
い
う
相
互
関
連
的
な
関
係
の
一

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
さ
き
に
引
用
し
た
聖
書
の
言
葉
「
す
べ
て
の
持
て
る
も
の
は
与
え
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
豊
か
な
ら
ん
、
さ
れ
ど

持
た
ぬ
も
の
は
、
そ
の
持
て
る
も
の
を
も
奪
わ
る
べ
し
」
を
引
用
し
、
自
由
放
任
主
義
の
下
に
お
け
る
経
済
開
発
や
低
開
発
の
最
も

重
要
な
二
つ
の
法
則
と
し
て
、
側
市
場
諸
力
の
自
由
な
働
き
の
中
に
は
地
域
間
の
不
平
等
を
つ
く
り
出
す
固
有
な
傾
向
が
あ
る
こ
と
、

②
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
そ
の
国
が
貧
し
け
れ
ば
貧
し
い
程
ま
す
ま
す
有
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
地
域
間
の
不
平
等
は
国
家
の
政
策
に
よ
っ
て
是
正
さ
れ
る
こ
と
を
ミ
ル
ダ
ー
ル
は
み
と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

西
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
全
ゆ
る
富
裕
国
は
例
外
な
し
に
最
近
の
世
代
で
は
「
福
祉
国
家
」
に
近
づ
き
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
国
で
は
地

域
間
の
よ
り
大
き
な
平
等
を
目
指
す
国
家
政
策
が
と
ら
れ
て
来
た
の
で
、
逆
流
効
果
を
も
た
ら
す
市
場
諸
力
は
相
殺
せ
ら
れ
、
一
方

波
及
効
果
を
も
た
ら
す
市
場
諸
力
は
助
長
さ
れ
た
。

こ
れ
に
反
し
て
貧
困
な
国
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
政
策
は
比
較
的
に
少
な
く
、
市
場
諸
力
は
自
由
な
作
用
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
。

を
見
出
し
て
い
る
。
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山
「
外
部
不
経
済
」
と
も
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
経
済
拡
張
の
中
心
地
で
は
産
業
や
人
々
の
集
中
が
過
度
に
な
る
た
め
に
、

公
共
支
出
や
民
間
生
産
費
の
増
加
を
ひ
き
お
こ
し
、
累
積
過
程
を
阻
害
し
、
も
し
く
は
そ
の
中
心
地
が
一
定
の
発
展
水
準
に
達
し
た

場
合
に
は
そ
の
発
展
過
程
を
逆
転
せ
し
め
さ
え
す
る
よ
う
な
、
そ
の
中
心
地
に
固
有
の
要
因
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ミ
ュ
ル
ダ
ー

ル
は
こ
の
よ
う
な
場
合
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
民
間
の
格
言
「
樹
木
は
天
ま
で
は
伸
び
ら
れ
な
い
」
を
あ
げ
て
い
る
。

②
「
成
熟
経
済
」
に
お
け
る
需
要
減
退
の
不
況
効
果
も
同
じ
く
相
殺
的
変
化
に
数
え
ら
れ
る
が
、
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
こ
の
要
因

に
つ
い
て
は
極
め
て
特
殊
な
場
合
を
除
い
て
懐
疑
的
で
あ
る
。

③
拡
張
の
中
心
地
の
高
コ
ス
ト
に
よ
る
他
地
域
の
競
争
増
加
も
相
殺
的
変
化
の
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
拡
張
中
心
地
で
は
高

賃
銀
、
高
報
酬
に
よ
っ
て
生
産
費
が
上
昇
す
る
。
ま
た
経
済
拡
張
の
長
期
に
わ
た
る
結
果
、
繁
栄
地
域
に
極
め
て
古
い
資
本
ス
ト
ッ

ク
を
背
負
い
こ
ま
せ
、
技
術
革
新
が
進
ん
で
い
る
の
に
そ
れ
が
十
分
迅
速
に
廃
棄
さ
れ
な
い
。
ま
た
出
発
が
早
か
っ
た
た
め
に
あ
る

期
間
準
独
占
的
な
地
位
を
も
っ
て
い
た
国
は
企
業
と
危
険
負
担
の
精
神
が
そ
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

一
方
、
下
降
的
累
積
過
程
に
も
内
生
的
、
相
殺
的
な
諸
力
が
生
じ
て
、
そ
の
過
程
を
停
止
さ
せ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
ミ
ル
ダ

諸
点
を
あ
げ
て
い
る
。

あ
っ
た
。

貧
し
い
国
で
は
波
及
効
果
が
弱
い
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
市
場
諸
力
は
地
域
間
の
不
平
等
を
つ
く
り
出
す
上
に
い
つ
そ
う
有
効
で

更
に
、
多
く
の
貧
困
な
国
に
お
い
て
は
富
め
る
も
の
が
貧
し
い
も
の
を
搾
取
す
る
こ
と
を
た
す
け
る
よ
う
な
構
造
的
な
封
建
的
そ

の
他
の
不
平
等
制
度
や
権
力
構
造
に
よ
っ
て
不
平
等
に
向
っ
て
の
自
然
的
傾
向
が
助
長
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

国
家
の
政
策
以
外
に
も
累
積
的
効
果
を
相
殺
す
る
変
化
が
あ
る
こ
と
を
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
み
と
め
、
そ
の
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
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相
互
作
用
を
し
て
い
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
国
際
間
の
不
平
等
と
国
内
の
地
域
間
の
不
平
等
と
に
は
大
き
な
関
連
が
あ
る
も
の
と
見
て
い
る
。

富
裕
な
国
で
は
統
合
過
程
が
お
こ
り
、
各
人
に
対
す
る
機
会
均
等
の
水
準
を
高
め
る
こ
と
に
向
っ
て
お
し
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
発
展
は
富
裕
な
国
に
お
け
る
強
力
な
波
及
効
果
と
平
等
主
義
政
策
と
の
統
合
の
成
果
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
少
数
の
先
進
国
以
外
の
国
は
貧
困
で
あ
り
、
経
済
的
に
も
進
歩
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
後
進
国
は
内
部
的
な

経
済
的
不
平
等
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
相
殺
的
変
化
も
み
と
め
て
い
る
が
、
し
か
し
、
「
あ
る
程
度
長
期
間
に
わ
た
る
主
要
趨
勢
を
考
え
る

場
合
に
は
変
動
は
大
体
に
お
い
て
相
互
に
相
促
進
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
正
味
の
効
果
に
お
い
て
は
累
積
的
と
な
る
傾
向
を
も
つ

も
の
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
。

－
ル
は
そ
の
例
と
し
て
古
典
派
人
口
理
論
の
残
酷
な
マ
ル
サ
ス
的
制
限
ｌ
人
口
増
加
が
消
費
を
生
活
水
準
以
下
に
押
し
下
げ
た
場

合
の
死
亡
率
の
上
昇
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
抑
制
は
そ
れ
以
上
に
後
退
が
出
来
な
い
限
界
を
与
え
、
か
く
し
て
、
そ
の
よ
う
な

過
程
に
対
す
る
下
限
を
つ
く
り
出
し
た
。

ま
た
短
期
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
国
、
あ
ら
ゆ
る
地
域
に
お
い
て
つ
ね
に
、
需
要
、
供
給
な
ら
び
に
価
格
の
相
殺
的
変
化
が
均
衡
化
的

以
上
の
よ
う
に
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
一
国
の
地
域
間
の
不
平
等
に
つ
い
て
そ
の
原
因
を
追
求
し
た
後
、
国
際
的
不
平
等
の
問
題
に
う

つ
る
の
で
あ
る
。

四
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第四章 ミユルダールの「逆流効果」理論

Ｈ
国
際
貿
易
の
効
果

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
に
よ
れ
ば
「
国
際
貿
易
は
必
ず
し
も
そ
れ
自
体
で
平
等
化
の
方
に
作
用
す
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
「
貿
易
は
低
開
発
国
に
対
し
て
は
強
い
逆
流
効
果
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。

市
場
の
拡
大
は
そ
の
製
造
工
業
が
優
位
に
あ
り
、
既
に
周
囲
の
外
部
経
済
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
る
富
裕
な
先
進
国
を
強
化
す

る
が
、
他
方
、
後
進
国
は
そ
の
僅
か
ば
か
り
の
工
業
や
特
に
小
規
模
工
業
や
手
工
業
は
も
し
保
護
を
し
な
け
れ
ば
、
工
業
国
か
ら
の

廉
価
な
輸
入
品
に
価
格
的
に
押
し
退
け
ら
れ
る
（
胃
一
Ｃ
ａ
Ｏ
員
）
と
い
う
絶
え
間
の
な
い
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
外
部
世
界
と
の
貿
易
上
の
接
触
が
進
む
に
従
っ
て
経
済
の
み
な
ら
ず
そ
の
文
化
全
体
が
窮
乏
化
し
て
き
た
よ
う

な
後
進
国
の
実
例
は
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
て
そ
の
一
例
と
し
て
バ
グ
ダ
ッ
ド
を
あ
げ
て
い
る
。
バ
グ
ダ
ッ
ド
は
古
く
か
ら
手
工

業
で
有
名
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
で
は
ほ
ん
の
僅
か
の
銀
匠
が
生
き
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
英
語
や
ア
ラ
ビ
ヤ
語
で
書
か
れ

た
安
い
雑
誌
は
あ
っ
て
も
ア
ラ
ビ
ヤ
語
の
書
物
は
大
き
な
苦
労
を
し
な
け
れ
ば
手
に
入
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

国
際
貿
易
が
後
進
国
に
及
ぼ
し
た
主
要
な
積
極
的
な
効
果
は
第
一
次
生
産
物
の
生
産
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
一
次
生
産

物
の
生
産
は
主
と
し
て
不
熟
練
労
働
者
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
輸
出
品
の
大
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し

プ
つ
○

な
障
害
を
意
味
し
て
い
る
。

国
内
の
経
済
的
統
合
の
相
対
的
欠
如
と
相
対
的
な
経
済
的
後
進
性
と
の
関
係
は
相
互
的
で
あ
る
。
低
水
準
の
経
済
発
展
に
は
低
水

準
の
社
会
的
流
動
性
、
伝
達
方
法
、
一
般
教
育
な
ど
が
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
発
展
力
の
波
及
効
果
に
対
し
て
極
め
て
大
き

ミ
ュ
ル
ダ
ｉ
ル
は
国
際
的
不
平
等
は
貿
易
や
資
本
移
動
や
移
民
に
よ
っ
て
平
等
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
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こ
の
方
面
で
は
輸
出
市
場
の
非
弾
力
的
な
需
要
や
》
ま
た
余
り
急
速
に
は
増
加
し
な
い
需
要
や
垂
過
度
の
価
格
変
動
に
直
面
し
た
。

そ
の
上
に
人
口
は
急
速
に
増
加
す
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
や
つ
と
生
き
て
行
く
だ
け
の
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
生
活
水
準
に
あ
る
と

き
は
（
こ
の
こ
と
は
不
熟
練
労
働
に
不
足
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
）
輸
出
生
産
に
お
け
る
何
等
か
の
技
術
の
進
歩
は
生
産
の

低
廉
化
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
輸
入
国
に
移
転
す
る
こ
と
と
な
る
。
需
要
は
瘻
々
非
弾
力
的
で
あ
る
の
で
、
市
場
は
著
し
く
拡
大
す

る
こ
と
は
な
い
。

富
裕
国
か
ら
貧
困
国
が
受
取
る
勧
告
お
よ
び
援
助
は
今
日
に
お
い
て
も
輸
出
向
第
一
次
生
産
物
の
増
産
を
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
勧
告
は
た
し
か
に
善
意
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
後
進
国
だ
け
を
切
離
し
て
短
期
的
に
見
た
場
合
に
は
合

理
的
で
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
広
い
視
野
と
長
期
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
合
理
的
な
こ
と
は
農
村
の
自
給
自
足
的
な
部
分
や
製

造
工
業
で
生
産
と
所
得
を
増
加
し
、
生
活
水
準
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
（
農
村
の
生
活
水
準
の
引
き
上
げ
は
労
働
の
供
給
価

格
を
引
き
上
げ
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
）

こ
の
よ
う
に
し
て
経
済
発
展
が
つ
く
り
出
さ
れ
、
所
得
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
貿
易
そ
れ
自
身
は
こ
の
よ
う
な
発
展
に
導
く
も
の
で
は
な
い
。
貿
易
は
む
し
ろ
逆
流
効
果
を
も
つ
傾
向
が
あ
り
、
停
滞

と
後
退
を
持
続
す
る
力
を
強
化
す
る
。
経
済
発
展
の
た
め
に
は
世
界
共
同
体
か
も
し
く
は
個
々
の
低
開
発
国
か
国
家
当
局
の
い
ず
れ

か
の
政
策
干
渉
が
必
要
で
あ
る
。

口
国
際
資
本
移
動
の
効
果

国
際
資
本
移
動
も
国
際
的
な
不
平
等
を
中
和
す
る
も
の
で
は
な
い
と
ミ
ル
ダ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
。

資
本
は
全
体
と
し
て
は
後
進
国
を
避
け
て
い
る
。
特
に
先
進
国
自
身
が
急
速
に
発
展
し
て
い
て
、
資
本
所
有
者
に
十
分
な
利
潤
と

安
全
性
と
を
提
供
す
る
時
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
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第四章 ミユルダールの「逆流効果」理論

国
際
移
民
は
先
進
国
と
後
進
国
の
間
の
国
際
経
済
調
整
の
重
要
な
要
因
と
し
て
は
無
視
し
て
差
支
え
な
い
も
の
と
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル

は
考
え
て
い
る
。
大
多
数
の
後
進
国
の
人
口
圧
力
は
彼
等
が
移
入
民
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
人
口
圧
力
に
よ
る
低
賃
銀
は

移
入
民
を
誘
引
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
代
り
に
こ
れ
ら
の
後
進
国
か
ら
の
移
出
民
は
自
然
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ど
こ
ろ
で
な
く
、
も
し
も
、
為
替
管
理
が
な
く
、
同
時
に
国
内
開
発
政
策
で
資
本
に
対
す
る
高
利
潤
を
保
証
す
る
要
因
が
な

い
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
資
本
市
場
に
お
け
る
諸
力
が
妨
げ
ら
れ
ず
に
作
用
し
た
な
ら
ば
、
後
進
国
の
資
本
家
は
資
本
を
輸
出
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
こ
の
よ
う
な
管
理
や
政
策
が
あ
っ
て
も
後
進
国
か
ら
は
着
実
に
資
本
逃
避
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
後
進
国
へ
の
資
本
流
入
の
現
実
的
な
分
析
で
は
こ
の
資
本
逃
避
を
差
引
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
後
進
国
へ
昔
に
流
入
し
た
資
本
は
海
外
か
ら
支
配
さ
れ
て
い
た
経
済
的
な
飛
領
地
（
①
国
。
置
く
①
）

に
向
っ
た
も
の
で
主
と
し
て
輸
出
向
け
第
一
次
生
産
物
の
生
産
に
あ
て
ら
れ
た
。
そ
の
飛
領
地
は
通
常
そ
の
所
有
者
に
非
常
に
有
利

で
あ
っ
た
か
ら
、
投
下
資
本
に
関
す
る
限
り
急
速
に
自
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
幾
分
大
き
な
資
本
輸
出
は
植
民
地
政
府
の
政
治
的

統
制
に
よ
っ
て
安
全
と
な
っ
て
い
る
鉄
道
そ
の
他
の
公
共
事
業
投
資
に
向
け
ら
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
海
外
資
本
輸
出
の
大
部
分
は

ョ
－
ロ
ッ
パ
移
民
の
居
住
す
る
温
帯
の
広
い
開
拓
地
に
向
っ
た
。

国
際
資
本
市
場
が
一
九
三
○
年
代
初
期
に
崩
壊
し
、
そ
の
後
外
国
の
投
資
家
に
保
証
を
与
え
て
い
た
植
民
地
体
制
が
瓦
解
（
胃
①
農
‐

§
葛
邑
）
し
た
後
は
た
と
え
大
規
模
に
資
本
が
自
発
的
に
動
く
と
し
て
も
そ
れ
は
殆
ど
自
然
に
逆
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど

後
進
国
で
は
資
本
は
不
足
し
て
い
る
。
し
か
し
、
資
本
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
資
本
市
場
に
お
け
る
有
効
需
要
を
あ
ら
わ
す

日
国

際
移

民
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種
々
の
理
由
か
ら
移
出
民
は
そ
れ
が
た
と
え
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
経
済
発
展
に
は
実
質
的
に
は
余
り
た
す
け
に
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

あ
る
な
ら
ば
、
移
出
民
は
妄

止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
移
出
民
は
実
際
上
、
可
能
で
は
な
い
。
第
一
次
世
界
大
戦
以
来
、
世
界
は
全
体
と
し
て
移
民
を
歓
迎
し
な
く
な
っ
て
い

る
。
旅
行
者
は
別
と
し
て
大
体
に
お
い
て
、
人
々
は
自
分
が
生
れ
た
国
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

後
進
国
の
大
部
分
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
住
民
が
白
人
国
ま
た
は
白
人
が
支
配
し
て
い
る
国
の
定
義
に
従
っ
て
「
有
色
人
種
」
で

あ
る
な
ら
ば
、
移
出
民
は
こ
れ
ら
の
白
人
国
の
立
法
又
は
行
政
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
有
色
人
種
の
移
入
民
禁
止
に
よ
っ
て
全
く
停

こ
の
よ
う
に
し
て
移
出
民
は
貧
困
な
国
の
救
済
手
段
と
し
て
見
込
は
な
い
。
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
貿
易
や
資
本
移
動
は
こ
れ
を
統
制

し
な
け
れ
ば
先
進
国
の
経
済
的
進
歩
が
、
そ
れ
を
通
じ
て
逆
流
効
果
を
及
ぼ
す
媒
介
物
と
見
て
い
る
。
こ
れ
は
ヌ
ル
ク
セ
が
貿
易
を

「
成
長
の
エ
ン
ジ
ン
」
と
見
た
の
と
は
甚
だ
し
い
相
違
で
あ
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
国
際
的
に
見
た
場
合
は
貿
易
や
資
本
移
動
の
逆
流
効
果
の
方
が
支
配
的
で
あ
っ
て
、
拡
大
勢
力
の
波
及
効
果
は

逆
流
効
果
よ
り
も
甚
だ
弱
い
も
の
と
見
て
い
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
次
の
点
を
あ
げ
て
い
る
。

⑪
法
律
政
治
、
生
活
慣
習
、
生
活
水
準
、
生
産
能
力
な
ど
の
差
に
よ
っ
て
国
境
は
国
内
の
ど
の
よ
う
な
境
界
線
よ
り
も
拡
大
勢

力
の
波
及
に
対
し
て
遙
か
に
効
力
の
大
き
い
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

②
後
進
国
自
身
の
著
し
い
貧
困
と
内
部
に
お
け
る
波
及
効
果
の
弱
い
こ
と
ｏ
（
例
え
ば
貿
易
と
海
運
は
港
の
直
接
の
周
囲
を
経
済

拡
大
の
中
心
地
と
す
る
。
こ
れ
は
世
界
の
殆
ど
各
地
で
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
拡
大
勢
力
は
後
進
国
の
他
の
地
域
に
は
波
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第四章 ミュルダールの「逆流効果」理論

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
国
際
間
の
経
済
的
不
平
等
と
国
際
貿
易
理
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
最
近
の
数
十
年
間
に
お
い
て
一
方
に
お
い
て
国
際
間
の
経
済
的
不
平
等
が
増
大
し
な
が
ら
も
、
国
際
貿
易
理
論
は
貿
易
は
諸
国
間

の
要
素
価
格
や
所
得
の
漸
進
的
な
平
等
化
を
も
た
ら
す
傾
向
を
ひ
き
お
こ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
ま
す
ま
す
強
調
す
る
方
向

に
発
展
し
た
と
い
う
不
思
議
な
事
実
を
み
る
の
で
あ
る
ｏ
」

と
。
（
一
四
九
頁
）

そ
れ
で
は
何
故
に
国
際
貿
易
理
論
は
経
済
生
活
の
事
実
か
ら
こ
の
よ
う
に
背
離
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
そ
の
重
要
な
理
由
と
し
て
国
際
貿
易
理
論
は
経
済
的
思
考
の
他
の
ど
の
部
分
よ
り
も
高
い
程
度
に
お
い
て
古
典

派
経
済
学
者
の
遺
産
を
忠
実
に
守
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
に
よ
れ
ば
古
典
学
派
の
経
済
学
者
は
国
際
間
の

平
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
盲
目
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
学
派
経
済
学
者
は
国
際
的
な
経
済
問
題
と
と
り
組
む
と

き
は
そ
の
分
析
を
導
く
最
高
の
道
徳
的
・
政
治
的
観
念
と
し
て
人
類
の
福
祉
を
考
え
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
福

祉
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
古
典
派
経
済
学
者
が
自
由
貿
易
を
一
般
的
な
政
策
と
し
て
勧
告
し
た
場
合
に
は
そ

れ
は
自
由
貿
易
が
世
界
の
利
益
に
な
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
が
彼
等
自
身
の
国
の
利
益
に
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
古
典
学
派
か
ら

受
け
つ
が
れ
た
学
説
や
偏
向
（
自
由
貿
易
学
説
、
自
由
放
任
偏
重
及
び
利
害
調
和
の
観
念
）
及
び
、
こ
れ
ら
の
理
論
構
造
の
基
礎
と

な
る
静
態
的
仮
定
の
体
系
は
国
際
貿
易
理
論
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

国
際
貿
易
の
理
論
は
こ
の
よ
う
に
静
態
的
な
仮
定
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
き
な
そ
し
て
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
経
済
的
不

及
し
な
い
。
根
本
的
に
は
諸
国
間
の
波
及
効
果
の
弱
い
こ
と
は
主
と
し
て
後
進
国
内
部
の
波
及
効
果
の
弱
い
こ
と
の
反
映
で
あ
る
。
）

五
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平
等
や
低
開
発
や
開
発
の
動
態
過
程
を
理
解
出
来
な
か
っ
た
。

次
に
国
際
貿
易
理
論
は
安
定
均
衡
の
仮
説
に
よ
っ
て
強
く
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
常
な
る
場
合

に
は
一
つ
の
変
動
は
反
動
と
し
て
反
対
の
方
向
を
も
つ
第
二
次
的
変
動
を
よ
び
お
こ
す
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仮
説

の
下
に
お
い
て
の
み
、
貿
易
は
諸
地
域
や
諸
国
の
間
に
経
済
的
平
等
を
も
た
ら
す
経
済
過
程
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

し
か
し
、
循
環
的
因
果
関
係
と
い
う
仮
説
の
下
で
は
国
際
貿
易
は
経
済
的
不
平
等
の
増
大
を
も
た
ら
す
媒
介
物
と
な
る
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
「
経
済
的
要
因
」
（
の
８
口
○
日
旨
曾
○
さ
厨
）
と
「
経
済
外
的
要
因
」
（
国
○
口
‐
①
８
口
○
日
旨
甘
ｏ
８
扇
）
と
の
区

別
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
経
済
外
的
要
因
」
と
い
う
の
は
古
典
学
派
が
生
産
要
素
の
「
質
」
（
皀
昌
旨
の
の
）
従
っ
て
「
有
効
性
」
（
畠
①
ｏ
‐

は
ぐ
①
冒
①
の
の
）
と
い
っ
た
も
の
に
主
と
し
て
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

古
典
学
派
は
「
経
済
外
要
因
」
の
重
要
性
を
見
逃
し
た
と
い
う
こ
と
で
非
難
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
ば
古
典
的
伝
統

（
勺
上
）

を
つ
ぐ
最
も
す
ぐ
れ
た
現
代
の
学
者
で
あ
る
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
は
そ
れ
ら
を
無
視
し
た
と
い
う
点
で
ヘ
ク
シ
ャ
ー
や
オ
リ
ー
ン
を
批
判
し

何
故
に
諸
国
が
そ
の
発
展
に
お
い
て
不
平
等
な
経
過
を
示
し
た
か
、
何
故
に
国
際
貿
易
は
平
等
化
の
力
と
し
て
活
発
で
な
か
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
理
論
的
説
明
は
主
と
し
て
こ
れ
を
生
産
要
素
の
質
の
問
題
、
従
っ
て
そ
の
種
々
な
分
野
に
お
け
る

「
有
効
性
」
の
領
域
に
お
い
て
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

他
の
も
の
を
分
析
の
外
側
に
お
い
て
あ
る
一
組
の
現
象
を
「
経
済
的
要
因
」
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
は
安
定
均
衡
の
接
近
方
法
と

密
接
に
関
係
が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
均
衡
の
仮
説
が
最
も
非
現
実
的
で
あ
っ
て
そ
の
代
り
に
循
環
的
困
果
関
係
が
原
則
で
あ
る
の
は

正
に
こ
れ
ら
の
「
経
済
外
要
因
」
の
領
域
で
あ
る
。
国
際
貿
易
理
論
は
通
常
こ
の
「
経
済
外
要
因
」
を
所
与
の
も
の
、
静
態
的
の
も

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
「
循
環
的
な
ら
び
に
累
積
的
因
果
関
係
の
原
理
」
の
も
つ
重
要
性
は
一
応
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
原
理
が
完
全
に
適
用
さ
れ
る
場
合
は
「
市
場
の
諸
力
」
が
完
全
に
自
由
に
作
用
す
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
今
日
の
現

実
に
お
い
て
は
「
市
場
の
諸
力
」
は
決
し
て
自
由
に
放
任
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
「
原
理
」
が
そ
の

ま
ま
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
も
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
「
原
理
」
が
そ
の
ま
ま
に
適
用
さ
れ
る
と
す
れ
ば
後
進
国
は
年
々
一

人
当
り
所
得
が
低
下
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
こ
と
を
見
れ
ば
こ
の
こ
と
が
明
か
と
な
ろ
う
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
現
代
の
経
済
理
論
は
「
安
定
均
衡
」
に
の
み
力
を
注
い
で
い
る
の
で
、
「
循
環
的
・
累
積
的
因
果
関
係
」
の
働
い

て
い
る
現
実
の
世
界
を
説
明
し
得
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
現
代
の
経
済
理
論
で
い
え
ば
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
「
循
環
的
・
累
積

的
因
果
関
係
」
は
一
種
の
「
不
安
定
均
衡
状
態
」
の
問
題
で
あ
っ
て
現
代
の
経
済
理
論
は
決
し
て
こ
れ
を
無
視
し
て
は
い
な
い
の
で

あ
る
。

い
る
○

の
と
考
え
て
い
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
以
上
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
て
国
際
貿
易
理
論
が
国
際
的
不
平
等
と
い
う
現
実
を
解
明
し
得
な
い
説
阻
と
し
て

（
１
）
］
．
ぐ
旨
関
》
旨
厳
Ｈ
冒
騨
は
○
国
里
司
制
且
①
餌
冒
・
閃
８
口
○
日
旨
己
①
ぐ
巴
名
目
①
具
ゞ
や

息．

ヴ
ァ
イ
ナ
ー
は
「
経
済
的
改
善
は
単
に
よ
り
多
く
の
資
本
、
よ
り
多
く
の
耕
地
、
よ
り
多
く
の
石
炭
層
の
問
題
で
は
な
く
、
よ
り
よ
き
保
健
、

よ
り
よ
き
刺
戟
、
そ
し
て
よ
り
よ
き
政
治
的
・
社
会
的
組
織
を
通
じ
て
の
経
営
や
肉
体
労
働
の
効
果
の
増
大
の
問
題
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を

認
識
し
主
張
す
る
こ
と
は
．
…
・
・
経
済
学
者
の
責
務
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
。

｛〈
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循
環
的
・
累
積
的
因
果
関
係
は
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
に
よ
っ
て
社
会
生
活
の
一
般
原
則
で
あ
り
、
貧
困
と
停
滞
の
悪
循
環
は
そ
の
重
要

（
１
）

な
例
と
さ
れ
て
い
る
が
、
バ
ウ
ァ
ー
は
こ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
諸
点
を
あ
げ
て
反
論
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
側
「
貧
困
の
悪

循
環
」
は
貧
困
か
ら
繁
栄
に
ま
で
発
展
し
た
個
人
や
集
団
が
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
。
②
現
在
の
先
進
国
も
以
前
は
後
進
国
で

あ
っ
た
事
実
そ
の
も
の
が
正
に
「
貧
困
の
悪
循
環
」
の
否
定
で
あ
る
。
③
産
業
お
よ
び
貿
易
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
諸
国
間
で
し
ば

し
ば
変
化
す
る
こ
と
も
「
貧
困
の
悪
循
環
」
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
貧
困
の
悪
循
環
」
が
一
般
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば

数
世
紀
に
わ
た
っ
て
唯
一
つ
の
国
が
優
越
を
維
持
し
、
増
加
し
つ
づ
け
た
は
ず
で
あ
る
。

バ
ウ
ァ
ー
は
こ
れ
ら
の
点
を
あ
げ
て
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
説
に
反
対
し
て
い
る
。

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
古
典
的
貿
易
理
論
は
要
素
価
格
均
等
化
を
説
く
が
、
現
実
の
動
き
は
理
論
と
一
致
し
な
い
と
い
っ
て
こ
れ
を
非

（句の）

難
す
る
。
マ
イ
ヤ
ー
は
こ
れ
に
反
論
し
て
貿
易
が
発
展
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
古
典
学
派
の
楽
観
的
見
解
は
比
較
的
優
位
に
し

た
が
っ
て
行
わ
れ
る
特
化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
と
、
貿
易
は
動
態
的
な
変
化
を
促
進
す
る
要
因
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
も
と

ず
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
要
素
価
格
均
等
化
に
依
拠
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

要
素
価
格
均
等
理
論
の
説
明
者
は
均
等
化
が
現
実
に
生
じ
る
と
か
、
均
等
化
理
論
は
有
効
な
経
験
的
一
般
化
で
あ
る
と
か
い
っ
て

（Ｑ》）

均
等
化
理
論
の
説
明
者
達
は
注
意
深
く
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
均
等
化
理
論
は
完
全
競
争
、
部
分
特
化
、
同
一

商
品
に
つ
い
て
は
同
一
の
線
型
同
次
生
産
函
数
、
同
質
の
生
産
要
素
、
貿
易
障
害
の
不
存
在
と
い
う
仮
定
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の

仮
定
が
非
現
実
的
で
あ
る
範
囲
で
は
要
素
収
益
が
均
等
化
し
な
い
こ
と
を
驚
く
必
要
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
均
等
化
し
な
い
こ
と

は
保
護
の
論
拠
と
な
る
の
で
は
な
い
。
国
内
市
場
の
不
完
全
性
を
除
去
し
、
生
産
要
素
の
国
際
的
移
動
の
障
害
を
除
去
す
る
政
策
の

い
る
の
で
は
な
い
。
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方
が
不
平
等
を
減
少
さ
せ
る
の
に
よ
り
効
果
的
で
あ
る
だ
ろ
う
。

マ
イ
ャ
ー
は
こ
の
よ
う
に
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
要
素
価
格
均
等
化
理
論
の
批
判
に
対
し
て
反
論
を
し
て
い
る
。

さ
ら
に
マ
イ
ヤ
ー
は
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
が
貿
易
と
発
展
に
関
す
る
十
九
世
紀
的
な
過
度
の
楽
観
説
を
比
判
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
そ

の
主
張
を
み
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
マ
イ
ヤ
ー
は
後
進
国
に
お
い
て
貿
易
が
発
展
の
起
動
力
と
し
て
波
及
効
果
を
生
じ
な
か
っ
た

原
因
は
国
際
的
不
平
等
よ
り
も
む
し
ろ
国
内
的
障
害
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
経
済
的
、
社
会
的
構
造
を
整
備
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
的
障
害
が
除
去
せ
ら
れ
、
輸
出
部
門
の
拡
大
が
国
内
部
門
に
第
二
次
的
変
化
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
国
内

（４４）

状
勢
を
つ
く
り
出
せ
ば
、
貿
易
は
成
長
の
「
エ
ン
ジ
ン
」
と
し
て
作
用
す
る
も
の
と
見
て
い
る
。

（１）
伺
目

国騨巨曾》《自冒寺閏口鼻一○口四』閃の○口自己。ｐ①ぐ①一○冒邑①冒定》同ＣＯ目日日。］○巨尉国騨］、旨四月彦ら８．

（２）
○》旨．旨の』①Ｈ》《自邑庁９目鼻』○国四一日Ｈ餌Ｑ①四国Ｑ胃昌庁閂ご色は○国倭｝閂目①Ｐ巨四』一詐民・善』○嵐○吋Ｑ同ＣＯ旨自己○勺色勺①勗》○９．』厨的．

（３）
Ｑ旨．富①』①吋→←《冒望己騨一○口○○日目①月一②』弓○扉ｇｏ哺己邑旦①ａ①ぐ①』○胃・ｎｏ宮貝凰①珍菖両８口○日置旨蔚Ｈｐ色は○口巳①》ぐＣ』．〆胃》

ｚ
○
．
蝉
冨
岱
、
巴
○
．
ろ
圏
．

（
４
）

註
（
２
）
に
同
じ
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と
す
れ
ば
、
宝

う
の
で
あ
る
。

プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
こ
の
仮
定
の
欠
点
は
特
殊
の
も
の
か
ら
一
般
化
を
行
な
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
社
会
」
と
い
う
の
が
大

工
業
国
を
意
味
す
る
な
ら
ば
技
術
進
歩
の
利
益
が
漸
次
に
全
て
の
社
会
の
集
団
や
階
級
に
分
配
さ
れ
る
こ
と
は
な
る
ほ
ど
真
実
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
「
社
会
」
の
概
念
が
世
界
経
済
の
周
辺
を
も
含
む
べ
く
拡
大
さ
れ
る
な
ら
ば
重
大
な
誤
謬
が
一
般
化

な
る
ほ
ど
国
際
分
業
の
経
済
的
利
益
に
つ
い
て
の
推
論
は
理
論
的
に
は
正
し
い
。
し
か
し
そ
の
理
論
は
事
実
に
よ
っ
て
決
定
的
に

誤
っ
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
仮
定
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
通
常
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
仮
定
に
従
え
ば
技
術
進
歩
の
利

益
は
或
い
は
価
格
の
低
下
に
よ
り
、
或
い
は
所
得
の
上
昇
に
よ
っ
て
全
社
会
に
等
し
く
分
配
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
原
料
を
生
産
す

る
諸
国
は
国
際
交
換
を
通
じ
て
こ
の
分
前
に
あ
づ
か
る
の
で
あ
る
か
ら
、
工
業
化
を
行
な
う
必
要
は
な
い
。
も
し
工
業
化
を
行
な
う

と
す
れ
ば
、
そ
の
低
い
能
率
の
た
め
に
か
え
っ
て
こ
の
よ
う
な
交
換
か
ら
慣
習
的
に
得
ら
れ
て
い
た
利
益
を
失
う
結
果
と
な
る
と
い

（
も
上
）

プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
十
九
世
紀
に
お
い
て
重
大
な
役
割
を
果
た
し
、
理
論
的
概
念
と
し
て
も
極
め
て
最
近
ま
で
可
成
り
の
影

響
力
を
も
ち
続
け
て
い
た
国
際
分
業
の
旧
式
な
図
式
（
の
ｇ
①
ｇ
Ｐ
）
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
現
実
に
適
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
す

（
２
）

な
わ
ち
、
そ
の
図
式
に
従
え
ば
世
界
経
済
体
制
の
周
辺
地
と
し
て
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
課
せ
ら
れ
た
特
別
の
仕
事
は
大
き
な
工
業

中
心
地
に
対
す
る
食
糧
及
び
原
料
の
生
産
で
あ
っ
た
。
こ
の
図
式
の
中
に
は
新
興
国
の
工
業
化
の
余
地
は
な
か
っ
た
。
一
世
代
の
中

に
二
つ
の
世
界
大
戦
が
起
り
、
し
か
も
両
大
戦
の
間
に
大
経
済
恐
慌
が
起
っ
た
こ
と
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
工
業
化
へ
の
道

に
二
つ
の
世
界
大
戦
が
起
り
、

を
歩
む
べ
き
こ
と
を
教
え
た
。

■■■■■
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の
中
に
暗
黙
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
。
増
大
す
る
生
産
性
か
ら
生
じ
る
巨
大
な
利
益
は
大
工
業
中
心
地
の
人
々
が
得
る
の
と
同
等

の
程
度
に
は
周
辺
地
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
周
辺
地
と
中
心
の
民
衆
の
生
活
水
準
に
著
し
い
差
が
生
じ
、
資
本
蓄
積
能

力
に
明
か
な
聞
き
が
生
じ
た
。
何
故
な
ら
ば
貯
蓄
の
マ
ー
ジ
ン
は
主
と
し
て
生
産
性
の
増
加
如
何
に
よ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
明
か
な
不
均
衡
が
存
在
し
、
そ
の
事
実
は
説
明
や
弁
明
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
も
国
際
分
業
図
式
の

基
礎
と
な
っ
て
い
る
基
本
的
前
提
に
背
く
も
の
で
あ
る
と
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
み
て
お
り
、
そ
れ
故
に
新
興
国
の
工
業
化
の
根
本
的
な

意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
工
業
化
は
そ
れ
自
身
が
目
的
で
は
な
く
、
周
辺
地
が
、
技
術
進
歩
と
民
衆
の
生

活
水
準
向
上
の
利
益
の
分
け
前
に
あ
ず
か
る
主
要
な
手
段
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。

し
か
し
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
工
業
化
は
第
一
次
生
産
の
能
率
的
な
発
展
と
両
立
し
な
い
の
で
は
な
い
。
農
業
の
機
械
化
に
よ
る

能
率
増
進
も
必
要
で
あ
る
。
第
一
次
生
産
物
は
大
量
の
資
本
財
を
輸
入
す
る
た
め
に
輸
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
が
活
溌
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
集
約
的
な
資
本
形
成
に
よ
っ
て
生
産
性
を
増
大
す
る
可
能
性
が
大
き

い
。
解
決
は
外
国
貿
易
を
犠
牲
と
し
た
成
長
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
経
済
発
展
を
促
進
す
る
要
素
を
絶
え
ず
成
長
す
る
外
国
貿
易
か

ら
ど
う
し
て
引
き
出
す
か
を
知
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
経
済
発
展
に
お
け
る
国
際
貿
易
の
重
要
性
を
み
と
め
る
け
れ
ど
も
、
自
由
貿
易
政
策
に
は
反
対
で

あ
る
。

プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
が
自
由
貿
易
政
策
に
反
対
す
る
の
は
自
由
貿
易
の
下
で
は

Ｈ
後
進
国
の
実
質
所
得
の
一
部
が
先
進
国
に
移
転
す
る
こ
と
。

口
後
進
国
の
最
適
工
業
化
が
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
。
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プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
自
由
放
任
政
策
の
も
と
で
は
周
辺
国
に
お
け
る
技
術
の
進
歩
（
生
産
性
の
向
上
）
に
よ
っ
て
生
じ
る
実
質
所
得

の
上
昇
と
い
う
利
益
は
そ
の
全
部
が
周
辺
国
の
国
内
に
保
有
さ
れ
ず
、
一
部
は
中
心
国
に
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
、
後

進
国
は
保
護
貿
易
政
策
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
主
要
な
論
拠
と
し
て
い
る
。

プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
「
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
経
済
発
展
と
そ
の
主
要
問
題
」
（
八
’
一
四
頁
）
で
次
の
よ
う
に
論
じ
、
先
進
国
側
の

所
得
（
利
潤
及
び
賃
銀
）
の
硬
直
性
を
も
っ
て
後
進
国
の
実
質
所
得
が
海
外
へ
移
転
す
る
原
因
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
一
般
的
に
い
え
ば
技
術
的
進
歩
、
生
産
性
の
向
上
は
工
業
に
お
け
る
方
が
農
業
に
お
け
る
よ
り
は
大
で
あ
っ
た
か
ら
、

も
し
価
格
が
生
産
性
の
増
加
に
比
例
し
て
低
下
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
低
下
の
程
度
は
第
一
次
生
産
物
に
お
い
て
は
工
業
製
品
に
お
け

る
よ
り
も
小
さ
く
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
農
・
工
間
の
生
産
性
の
不
均
衡
が
拡
大
す
る
に
従
っ
て
第
一
次
生
産
物
と
工
業
製

品
と
の
価
格
関
係
は
第
一
次
生
産
物
に
有
利
な
（
従
っ
て
周
辺
国
に
有
利
な
）
動
き
を
見
せ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
現
実
の
動
き
を
見
る
と
第
一
次
生
産
物
と
工
業
製
品
と
の
価
格
関
係
は
第
一
次
生
産
物
に
と
っ
て
不
利
と
な
っ
て

日
輸
出
品
に
対
す
る
需
要
の
所
得
弾
力
性
が
不
均
等
で
あ
る
た
め
に
後
進
国
の
貿
易
収
支
が
逆
調
に
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
。

を
指
摘
し
て
保
護
貿
易
を
主
張
し
て
い
る
。
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
三
点
を
中
心
と
し
て
論
じ
た
い
。

（
１
）

閃
．
勺
周
①
豆
印
ｏ
ご
目
旨
の
閃
８
口
○
Ｈ
凰
○
。
①
ぐ
①
ざ
も
日
の
昌
具
Ｆ
呉
旨

俸
日
の
乱
ｏ
秒
々
四
口
。
岸
切
も
己
冒
ｏ
君
巴

勺
ｇ
こ
の
日
め
．
ご
国
岸
①
Ｑ

ｚ
凹
陸
○
口
い
ゞ

閃
８
口
○
日
旨
ｅ
○
日
目
尉
里
○
旨
き
吋
Ｆ
胃
旨

毎
日
①
己
ｏ
Ｐ

ｚ
①
乏
園
日
〆

ら
８
、
や
や
］
Ｉ
い

（
２
）
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
世
界
経
済
を
構
成
す
る
諸
国
を
中
心
国
（
８
日
閏
）
と
周
辺
国
ｅ
目
嘗
の
ｑ
）
と
に
区
分
し
て
い
る
。
中
心
国
は
い
わ

ゆ
る
先
進
工
場
国
で
あ
り
、
周
辺
国
は
い
わ
ゆ
る
後
進
第
一
次
産
業
国
で
あ
る
。

一一
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プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
こ
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
性
の
向
上
に
よ
っ
て
生
産
費
、
従
っ
て
価
格
は

低
下
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
一
方
、
所
得
（
利
潤
及
び
賃
銀
）
が
生
産
性
向
上
の
程
度
よ
り
も
よ
り
多
く
上
昇
す
る
と
き
は
価
格
は

低
落
せ
ず
し
て
、
か
え
っ
て
上
昇
す
る
。
一
八
七
○
年
代
よ
り
一
九
三
○
年
代
に
至
る
期
間
に
お
い
て
価
格
比
率
が
第
一
次
生
産
物

反
対
の
現
象
で
あ
る
。

こ
れ
は
中
心
国
の
生
産
性
向
上
の
結
果
、
工
業
生
産
物
の
コ
ス
ト
が
低
下
し
、

第一表 第一次生産物と工業製品との価格比率

（1876-80＝100）

“’
一定量の第一次生産物と交

換に獲得される完成財の量

100

102．4

96．3

90．1

87．1

84．6

85．8

85．8

67．3

73．3

62．0

64．1

68．7

時

叩
砺

、
喝

０
５

０
５

９
９

９
９

５
０

５
８

７

聿
弔
当
聖
ゴ
ヨ
司
司
一
望
弓
→
『
｜
卦

６
１

６
１

６
１

６
１

１
６

１
６

６
７

８
８

９
９

０
０

１
２

２
３

３
４

８
８

８
８

８
９

９
９

９
９

９
９

９
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

い
る
。
物
価
指
数
は
完
成
生
産
物
の
質
の
変

唾唖呼化を反映しないのは遺憾であるが、い
、
理
匪
・
ｎ

ｉ
Ｐ

．
ま
質
の
変
化
を
考
慮
し
な
い
で
、
価
格
関
係

ｍ
Ｃ

Ｓ
Ｑ／

ｍ
・
１
ｔ

⑦
皿
血
ｐ
だ
け
で
見
る
と
同
一
量
の
第
一
次
生
産
物
で

．》恥．》函もって一九三○年代には一八七○年代
恥咋蛎睡に買い得た完成品の量の六三％を買い
》．．》趣恥得るに過ぎない。（第一表参照）

睡唖弛睡完埣濡蓉跡癖圭諏窪四手峨呼咋銅伶唖
恥
酎
唾
恥
比
べ
て
平
均
五
八
・
六
％
多
く
の
第
一
次
生

Ｊ料
産
物
の
提
供
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

資く
価
格
関
係
は
周
辺
国
に
不
利
に
動
い
た
が
、

‘
し
、
価
格
が
相
対
的
に
下
落
す
る
と
い
う
さ
き
の
推
論
と
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に
不
利
に
動
い
た
の
は
中
心
国
で
は
所
得
が
生
産
性
の
上
昇
割
合
以
上
の
割
合
で
増
加
し
た
の
に
対
し
、
周
辺
国
で
は
生
産
性
の
上

昇
割
合
よ
り
も
所
得
の
増
加
割
合
が
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

第二表 中心国と周辺国における技術進歩の利益の配分

比 率第一次
生 産

（1）

工業生産 全生産

（2） （3） 号×'00gx '｡O
仮定：

生産性増加指数
100

120

㈹
“

１
１

100

140 二
第一ケース：

生産性の向上に従っ

てコストが低下し，

価格はコストと共に

下落する（所得は上

昇しない）

第二ケース：

コストは第一ケース

と同様に減少するが

所得が増加する

100100 100 100 100

83．3 62．5 71．4 116．7 87．5

（2）
1叩 100

（2）
180 150

100

120

叩
別

１

1”

120

（2）
100

（2）
112．5

100

（1）
100

100 100 100

107．1 93．3 105

所得増加に伴なう価

格の変化 ’
(資料） 第一表に同じ(P. 11)

註（1）原文では99.9となって↓､るが100が正しいと思われる。

（2）価格の一部は製造過程による付加価値を表わす。

換
言
す
れ
ば
中
心
国
は
そ
の
工
業
の

技
術
進
歩
（
生
産
性
向
上
）
の
全
利
益

及
び
そ
れ
以
上
を
保
有
し
た
が
、
周
辺

国
は
そ
れ
自
身
の
技
術
進
歩
の
成
果
の

全
て
を
保
有
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ

の
一
部
を
中
心
国
に
移
転
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
情
を
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
第
二

表
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い

ブ
つ
Ｏい
ま
一
人
当
り
生
産
性
の
上
昇
率
は

工
業
に
お
い
て
は
第
一
次
産
業
よ
り
も

高
い
も
の
と
し
、
ま
た
、
単
純
化
の
た

め
に
工
業
製
品
も
第
一
次
生
産
物
も
完

成
財
の
生
産
に
対
し
て
平
等
に
使
用
さ
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そ
の
場
合
に
第
一
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
生
産
性
が
農
業
で
は
一
○
○
か
ら
一
二
○
へ
、
工
業
で
は
一
○
○
か
ら
一
六
○
へ
と
増

加
す
る
が
、
企
業
家
及
び
生
産
要
素
の
所
得
は
増
加
せ
ず
し
て
、
コ
ス
ト
が
低
下
す
る
。
も
し
価
格
が
コ
ス
ト
に
比
例
し
て
低
下
す

る
な
ら
ば
第
一
次
生
産
物
の
価
格
の
低
下
は
製
造
工
業
品
の
場
合
に
比
べ
て
少
な
い
。
（
第
二
表
に
示
す
よ
う
に
第
一
次
生
産
物
の

価
格
は
八
三
・
三
、
工
業
製
品
の
価
格
は
六
二
・
五
と
な
っ
て
い
る
ｏ
）

そ
の
結
果
、
第
一
次
生
産
物
と
完
成
生
産
物
と
の
価
格
比

は
一
○
○
か
ら
三
六
・
七
（
圏
＆
十
菖
ム
×
Ｓ
Ｓ
へ
と
変
化
し
、
第
一
次
生
産
物
に
有
利
と
な
っ
た
。

第
一
次
産
業
の
生
産
性
が
一
○
○
か
ら
一
二
○
に
増
加
し
、
一
○
○
単
位
の
第
一
次
生
産
物
が
二
六
・
七
単
位
の
完
成
財
と
交

換
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
第
一
次
生
産
者
は
完
成
財
の
一
四
○
単
位
（
届
ｏ
×
崖
５
可
十
』
８
）
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
方
、
工

業
生
産
者
も
完
成
財
の
一
四
○
単
位
（
』
ｇ
×
弓
出
小
』
８
）
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
両
者
い
ず
れ
も
同
量
の
完
成
財

れ
る
も
の
と
す
る
。

業
生
産
者
も
完
成
財
の
雨

を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
一
宗

性
が
一
○
○

に
増
加
し
た

し
か
し
な
が
ら
、
第
二
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
所
得
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
の
ケ
ー
ス
と
は
著
し
い
差
違
が
生
じ
る
。

い
ま
、
工
業
に
お
い
て
は
生
産
性
の
増
加
率
よ
り
も
所
得
の
増
加
率
が
大
き
く
、
第
一
次
産
業
に
お
い
て
は
両
者
の
増
加
率
が
等
し

い
も
の
と
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
価
格
比
率
は
第
一
次
生
産
物
に
不
利
と
な
り
、
一
○
○
か
ら
九
三
・
三
（
』
８
十
』
Ｓ
』
×
Ｓ
Ｓ

に
下
落
す
る
。
第
一
次
生
産
物
は
生
産
性
が
一
○
○
か
ら
一
二
○
に
向
上
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
購
入
し
得
る
最
終
生
産
物
は
一

○
○
単
位
か
ら
二
二
・
○
単
位
（
』
８
×
函
・
い
十
Ｓ
ｏ
）
に
増
加
し
た
の
に
過
ぎ
な
い
。
他
方
に
お
い
て
工
業
生
産
者
は
そ
の
生
産

性
が
一
○
○
か
ら
一
六
○
に
向
上
し
た
の
に
対
し
て
、
購
入
し
得
る
生
産
物
は
一
○
○
単
位
か
ら
一
六
八
単
位
（
胃
ｇ
×
』
＆
小
Ｓ
ｅ
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約
言
す
れ
ば
第
一
次
産
業
に
お
け
る
よ
り
も
工
業
に
お
い
て
よ
り
大
き
な
技
術
的
進
歩
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
価
格
比
率

は
第
一
次
生
産
物
に
有
利
で
は
な
し
に
、
却
っ
て
不
利
に
変
動
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
工
業
中
心
国
で
は
周
辺
国
に
お
け
る
よ
り

も
平
均
一
人
当
り
所
得
が
生
産
性
の
向
上
に
比
較
し
て
よ
り
大
き
く
上
昇
し
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
何
故
に
工
業
中
心
国
で
は
生
産
性
の
向
上
に
比
較
し
て
所
得
が
周
辺
国
よ
り
大
き
く
上
昇
し
た
か
、
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は

こ
の
問
題
を
景
気
循
環
と
の
関
連
に
お
い
て
説
明
す
る
。
何
故
な
ら
ば
景
気
循
環
は
資
本
主
義
経
済
の
成
長
の
特
徴
的
な
形
態
で
あ

っ
て
、
生
産
性
の
増
加
は
経
済
成
長
の
主
要
な
要
因
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
景
気
上
昇
期
に
は
需
要
が
供
給
を
超
過
し
、
超
過
需
要
を
生
じ
、
景
気
下
降
期
に
は
供
給
が
需
要
を
超

過
し
て
超
過
供
給
を
生
ず
る
。
利
潤
は
景
気
上
昇
期
に
は
上
昇
し
て
価
格
を
騰
貴
せ
し
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
超
過
需
要
を
消
滅
せ
し

め
る
傾
向
が
あ
り
、
景
気
下
降
期
に
は
利
潤
は
低
下
し
て
価
格
を
下
落
せ
し
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
超
過
供
給
を
消
滅
せ
し
め
る
傾
向

が
あ
る
。
価
格
の
上
昇
す
る
に
従
っ
て
利
潤
は
中
心
国
よ
り
周
辺
国
へ
移
転
さ
れ
る
。
競
争
が
激
し
く
な
れ
ば
激
し
い
ほ
ど
、
第
一

次
生
産
物
の
増
産
に
必
要
な
時
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
在
庫
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、
周
辺
国
に
移
転
さ
れ
る
利
潤
の
割

一
八
七
（

し
て
い
る
。

第
一
次
生
産
者
は
そ
の
生
産
性
向
上
の
比
率
よ
り
も
少
な
く
、
最
終
生
産
物
を
入
手
し
得
る
の
に
反
し
て
、
工
業
生
産
者
は
そ
の

生
産
性
向
上
の
比
率
よ
り
も
多
く
最
終
生
産
物
を
入
手
し
得
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
も
し
、
第
一
次
生
産
者
の
所
得
の
増
加
率
が
第
二
表
の
設
例
の
よ
う
に
生
産
性
の
増
加
率
と
等
し
い
の
で
は
な
く
し
て
、

そ
れ
よ
り
も
少
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
価
格
比
率
は
第
一
次
生
産
者
に
と
っ
て
更
に
一
層
不
利
に
低
下
し
た
で
あ
ろ
う
。

一
八
七
○
年
代
と
一
九
二
○
年
代
と
の
間
で
価
格
比
率
が
三
六
・
五
％
も
悪
化
し
た
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
現
象
の
可
能
性
を
示
唆
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合
は
大
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
第
一
次
生
産
物
の
価
格
は
完
成
財
の
価
格
よ
り
も
は
げ
し
く
上
昇
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は

高
率
の
利
潤
が
中
心
国
よ
り
周
辺
国
へ
移
転
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
が
真
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
さ
き
に
の
べ
た
事
実
、
す
な
わ
ち
、
所
得
は
中
心
国
で
は
周
辺
国
に
お
け
る
よ
り
も
多
く
増
加

し
た
と
い
う
事
実
は
ど
う
説
明
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
こ
の
二
つ
の
一
見
相
反
す
る
現
象
の
間
に
は
矛
盾
は
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
利
潤
は
景
気
上
昇
期
に
は

企
業
者
仲
間
の
競
争
や
労
働
組
合
の
圧
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
賃
銀
の
上
昇
に
よ
っ
て
そ
の
一
部
が
吸
収
さ
れ
る
。
景
気
下
降
期
に
は

利
潤
は
下
落
す
る
の
で
あ
る
が
、
以
前
に
賃
銀
水
準
の
上
昇
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
た
部
分
は
賃
銀
切
下
に
対
す
る
抵
抗
の
た
め
に
そ

の
流
動
性
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
以
前
の
水
準
に
ま
で
低
下
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
従
っ
て
価
格
も
以
前
の
水
準
に
は
下
落
し
な

い
。
そ
れ
が
た
め
圧
力
は
周
辺
国
に
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
圧
力
の
強
さ
は
中
心
国
で
賃
銀
や
利
潤
が
下
方
硬
直
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
中
心
国
で
所
得
（
利
潤
と
賃
銀
）
が
収
縮
す
る
こ
と
が
小
さ
け
れ
ば
小
さ
い
ほ
ど
、
周
辺
国
で
所
得
（
利

潤
と
賃
銀
）
が
よ
り
多
く
収
縮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
辺
国
で
は
労
働
者
の
組
織
の
欠
如
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
所
得
の
減

少
従
っ
て
価
格
の
下
落
は
中
心
国
よ
り
も
容
易
に
行
な
わ
れ
る
。

た
と
え
周
辺
国
で
中
心
国
と
同
様
の
硬
直
性
が
あ
る
と
し
て
も
中
心
国
の
周
辺
国
に
対
す
る
圧
力
の
強
化
に
よ
っ
て
所
得
は
縮
少

せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
周
辺
国
に
お
け
る
利
潤
が
中
心
国
に
お
け
る
超
過
供
給
を
相
殺
す
る
に
足
る
だ
け
減
少

し
な
い
と
き
は
、
第
一
次
生
産
物
に
対
す
る
需
要
が
減
少
し
、
周
辺
国
の
所
得
の
減
少
を
生
ぜ
し
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
世

界
恐
慌
に
お
い
て
見
ら
れ
た
第
一
次
生
産
物
の
価
格
の
暴
落
は
こ
の
調
整
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

約
言
す
れ
ば
中
心
国
に
お
い
て
労
働
者
が
景
気
上
昇
期
に
賃
銀
を
引
上
げ
、
景
気
下
降
期
に
お
い
て
も
比
較
的
高
い
水
準
に
賃
銀
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産
性
比
率
冒
瀞
旨
色
肩

国
威
○
の
両
者
で
あ
る
。

を
維
持
す
る
能
力
、
及
び
中
心
国
が
景
気
下
降
の
圧
力
を
周
辺
国
に
転
嫁
さ
せ
る
能
力
が
あ
る
こ
と
が
、
景
気
循
環
過
程
の
繰
返
し

を
通
じ
て
中
心
国
で
は
周
辺
国
に
比
し
て
所
得
が
持
続
的
に
上
昇
す
る
傾
向
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
で
あ
る
。

こ
の
原
因
に
よ
っ
て
大
工
業
中
心
国
は
新
技
術
の
利
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
利
益
を
自
国
経
済
内
に
と
ど
め
て
お
く
の
み
な
ら
ず
、

周
辺
国
の
技
術
進
歩
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
の
一
部
を
も
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

プ
レ
ピ
ッ
シ
ュ
は
以
上
の
よ
う
に
論
じ
て
中
心
国
が
国
際
貿
易
に
お
い
て
周
辺
国
に
比
し
て
常
に
有
利
な
地
位
に
あ
る
こ
と
を
説

要
す
る
に
国
際
貿
易
を
自
由
に
放
任
し
て
お
く
限
り
、
中
心
国
は
生
産
性
向
上
率
以
上
に
所
得
を
増
加
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

周
辺
国
は
生
産
性
向
上
率
以
下
に
し
か
所
得
の
増
加
を
は
か
り
得
な
い
ば
か
り
か
、
所
得
の
一
部
は
中
心
国
に
移
転
す
る
傾
向
が
あ

る
ｏ
こ
れ
を
阻
止
し
て
周
辺
国
の
利
益
を
は
か
る
た
め
に
保
護
貿
易
政
策
が
採
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。

以
上
の
論
述
は
主
と
し
て
先
進
国
側
の
事
情
に
よ
っ
て
後
進
国
の
実
質
所
得
の
一
部
が
先
進
国
に
移
転
す
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て

い
る
が
、
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
後
進
国
側
の
要
因
に
よ
っ
て
実
質
所
得
の
一
部
が
先
進
国
に
移
転
す
る
事
情
を
「
後
進
国
の
貿
易
政

（。Ａ）

策
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

後
進
国
の
実
質
所
得
の
海
外
移
転
過
程
を
説
明
す
る
た
め
に
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
次
の
二
つ
の
概
念
を
用
い
る
。
即
ち
Ｈ
物
理
的
生

産
性
比
率
冒
瀞
旨
巴
胃
ｏ
ｇ
ｇ
ご
』
ご
Ｈ
鼻
旨
（
以
下
生
産
性
比
率
官
。
目
鼻
員
ｑ
Ｈ
ｇ
８
と
略
称
す
る
）
と
、
口
賃
銀
比
率
急
品
①

明
し
て
い
る
。

生
産
性
比
率
は
周
辺
国
と
中
心
国
と
の
間
の
一
人
当
り
物
理
的
生
産
性
の
比
率
を
あ
ら
わ
す
。
こ
の
よ
う
な
比
率
に
は
広
い
範
囲

が
あ
り
、
例
え
ば
周
辺
国
の
輸
出
品
（
第
一
次
生
産
物
）
の
生
産
性
は
中
心
国
の
三
倍
か
ら
○
・
五
倍
に
ま
で
拡
が
っ
て
い
る
。
相
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対
的
に
生
産
性
が
低
い
輸
出
品
で
も
、
賃
銀
が
そ
れ
に
比
し
て
低
い
場
合
に
は
輸
出
が
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
生
産
性
が
中
心
国
の

半
分
で
あ
っ
て
も
、
賃
銀
水
準
が
中
心
国
の
半
分
で
あ
れ
ば
、
そ
の
輸
出
産
業
は
発
展
す
る
。

工
業
の
生
産
性
比
率
も
同
様
な
範
囲
（
○
・
五
か
ら
三
・
○
ま
で
）
に
わ
た
っ
て
拡
が
っ
て
い
る
と
す
る
。
周
辺
国
に
お
い
て
そ

の
生
産
性
比
率
が
○
・
五
又
は
そ
れ
以
上
の
工
業
は
保
護
な
し
に
発
展
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
○
・
五
よ
り
少
な

い
生
産
性
比
率
、
例
え
ば
○
・
四
の
生
産
性
比
率
を
も
つ
工
業
は
保
護
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
れ
ら
の
限
界
工
業
が
余

剰
労
働
力
の
完
全
雇
用
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
市
場
の
諸
力
（
日
四
烏
鼻
さ
Ｈ
８
⑰
）
の
自
由
な
作
用
に
よ
っ
て
賃
銀
は
外
貨

表
示
で
下
落
す
る
で
あ
ろ
う
。
賃
銀
下
落
の
程
度
は
工
業
の
低
い
生
産
性
、
す
な
わ
ち
高
い
生
産
費
を
相
殺
す
る
に
必
要
な
だ
け
の

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
限
界
工
業
を
し
て
競
争
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
賃
銀
比
率
は
○
・
五
か
ら
○
・
四
に
低
下
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
従
っ
て
賃
銀
（
外
貨
表
示
）
は
下
落
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
賃
銀
の
下
落
は
輸
出
品
価
格
を
下
落
せ
し
め
、
輸
出
品
価
格

の
下
落
は
交
易
条
件
を
悪
化
さ
せ
る
。
そ
し
て
交
易
条
件
の
悪
化
を
通
じ
て
実
質
所
得
の
対
外
移
転
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
輸
出
第
一
次
産
業
の
生
産
性
比
率
は
向
上
す
る
が
、
工
業
の
生
産
性
比
率
は
変
化
し
な
い
場
合
を
考
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

輪
出
第
一
次
産
業
に
お
い
て
技
術
の
進
歩
が
行
わ
れ
て
限
界
輸
出
産
業
の
生
産
性
比
率
が
○
・
五
か
ら
○
・
七
に
上
昇
す
る
が
、
一

方
、
工
業
の
生
産
性
比
率
は
何
等
の
増
加
も
示
さ
ず
、
限
界
に
お
い
て
○
・
五
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
輸
出
第
一

次
産
業
と
工
業
と
の
生
産
性
の
格
差
の
た
め
に
実
質
所
得
は
国
外
に
移
転
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
（
何
故
な
ら
ば
、
輸
出
第
一
次
産
業

の
賃
銀
水
準
は
工
業
の
賃
銀
水
準
に
ま
で
引
下
げ
ら
れ
、
そ
の
結
果
輸
出
品
の
価
格
低
下
、
交
易
条
件
の
悪
化
を
通
じ
て
、
実
質
所

得
の
海
外
移
転
が
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
）

以
上
の
点
を
一
般
化
し
て
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
即
ち
、
輸
出
第
一
次
産
業
に
お
け
る
生
産
性
比
率
が
、
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余
剰
労
働
力
を
完
全
に
雇
用
す
る
に
必
要
な
限
界
工
業
の
生
産
性
比
率
よ
り
も
高
い
と
き
は
い
つ
で
も
、
両
者
の
生
産
性
の
格
差
に

相
当
す
る
実
質
所
得
は
市
場
に
お
け
る
自
由
競
争
の
作
用
に
よ
っ
て
海
外
に
移
転
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
余
剰
労
働
力

が
そ
の
生
産
性
比
率
が
輸
出
第
一
次
産
業
よ
り
も
低
い
工
業
部
門
に
雇
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
、
ま
た
は
輸
出
第
一
次
産
業
の

生
産
性
比
率
が
工
業
の
生
産
性
比
率
よ
り
も
よ
り
速
か
に
上
昇
す
る
と
き
に
、
生
産
性
の
格
差
に
よ
っ
て
実
質
所
得
の
海
外
移
転
が

行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
工
業
化
政
策
を
平
行
的
に
行
な
う
こ
と
な
し
に
、
第
一
次
産
業
だ
け
の
技
術
的
進
歩
を
促
進
す
る
こ
と
は
誤
っ
た
政
策

で
あ
る
と
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
明
言
す
る
。
何
故
な
ら
ば
第
一
次
産
業
の
技
術
進
歩
が
大
な
れ
ば
大
な
る
だ
け
労
働
力
の
余
剰
が
大
と

な
る
。
も
し
こ
の
余
剰
労
働
力
が
輸
出
第
一
次
産
業
に
よ
っ
て
一
部
分
し
か
吸
収
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
（
そ
れ
が
普
通
で
あ
る
が
）

工
業
の
発
展
は
さ
ら
に
必
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
な
く
し
て
は
第
一
次
産
業
の
技
術
的
進
歩
の

成
果
は
全
部
又
は
一
部
失
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
成
果
の
海
外
移
転
は
保
護
政
策
に
よ
っ
て
或
程
度
ま
で
は
避
け
ら
れ
る
。
し

か
し
、
保
護
そ
れ
自
身
は
生
産
性
を
増
加
す
る
も
の
で
は
な
い
。
反
対
に
も
し
保
護
が
過
度
で
あ
っ
た
な
ら
ば
そ
れ
は
生
産
性
向
上

へ
の
刺
戟
を
弱
く
す
る
傾
向
が
あ
る
。
従
っ
て
周
辺
国
に
お
い
て
第
一
次
産
業
特
に
輸
出
産
業
の
技
術
進
歩
の
主
要
な
成
果
を
維
持

す
る
た
め
に
は
工
業
分
野
に
お
い
て
技
術
的
進
歩
が
行
わ
れ
て
、
そ
の
生
産
性
を
改
善
し
、
外
貨
表
示
で
そ
の
賃
銀
水
準
を
上
昇
せ

し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
輸
出
第
一
次
産
業
の
賃
銀
も
上
昇
し
、
実
質
所
得
の
海
外
移
転
を
防
止
す
る
こ
と
と
な
る
で

プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
従
来
の
幼
稚
産
業
保
護
論
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
幼
稚
産
業
保

護
論
に
よ
れ
ば
、
生
産
性
が
向
上
す
る
に
従
っ
て
保
護
は
減
少
し
、
つ
い
に
は
保
護
は
完
全
に
撤
廃
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
幼
稚

あ
ろ
う
。
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産
業
保
護
論
は
輸
出
第
一
次
産
業
に
お
け
る
技
術
進
歩
の
成
果
が
国
外
に
移
転
す
る
の
を
防
止
し
て
こ
れ
を
国
内
に
保
持
す
る
た
め

に
は
工
業
の
技
術
進
歩
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
、
工
業
の
生
産
性
が
増
加
し
て
も
、
賃
銀

が
保
護
の
減
少
又
は
撤
廃
の
た
め
に
生
産
性
の
増
加
と
比
例
的
に
増
加
し
な
い
場
合
に
は
実
質
所
得
は
海
外
に
移
転
す
る
こ
と
と
な

ろ
う
と
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
主
張
す
る
。

保
護
政
策
が
輸
出
第
一
次
産
業
に
お
け
る
実
質
所
得
の
海
外
移
転
を
防
止
す
る
役
割
に
つ
い
て
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
限
界
輸
出
第
一
次
産
業
に
お
け
る
生
産
性
比
率
が
○
・
五
で
、
賃
銀
比
率
も
○
・
五
で
あ
る
と
し
、
工

業
の
生
産
性
比
率
が
○
・
四
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
差
は
保
護
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
周
辺
国
の
技
術
進

歩
に
よ
っ
て
限
界
工
業
の
生
産
性
比
率
が
○
・
五
に
ま
で
増
加
し
た
と
す
れ
ば
、
保
護
は
も
は
や
必
要
で
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、

賃
銀
比
率
は
ひ
き
つ
づ
き
○
・
五
で
あ
る
だ
ろ
う
。
も
し
保
護
が
継
続
さ
れ
た
な
ら
ば
、
賃
銀
比
率
は
生
産
性
比
率
の
上
昇
に
呼
応

し
て
増
加
し
た
で
あ
ろ
う
。
周
辺
国
の
輸
出
第
一
次
産
業
も
生
産
性
比
率
を
増
加
す
る
と
す
れ
ば
、
賃
銀
の
新
し
い
水
準
へ
の
上
昇

に
よ
っ
て
周
辺
国
は
輸
出
第
一
次
産
業
の
生
産
性
増
加
の
成
果
を
保
持
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

そ
の
上
に
生
産
性
の
向
上
に
と
も
な
っ
て
保
護
が
低
下
さ
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
保
護
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
賃
銀
が
上
昇
す

る
場
合
に
は
、
他
の
遅
れ
た
産
業
分
野
に
お
い
て
生
産
性
の
向
上
を
強
制
的
に
促
進
す
る
利
点
が
あ
ろ
う
。

実
質
所
得
の
海
外
移
転
は
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
結
局
は
交
易
条
件
の
悪
化
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
交
易
条
件

の
悪
化
を
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
す
る
た
め
に
、
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
輸
出
入
品
の
所
得
弾
力
性
の
不
均
等
と
技
術
密
度
（
訂
ｇ
ｐ
Ｏ
さ
唱
○
匙

冒
蔚
易
昼
①
い
）
の
不
均
等
と
い
う
二
つ
の
要
因
を
示
し
て
い
る
。
（
こ
こ
に
技
術
密
度
と
い
う
の
は
技
術
的
知
識
の
量
と
そ
れ
を
生

産
に
利
用
す
る
能
力
の
多
少
を
い
う
の
で
あ
る
）
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第五章 プレピッシュの「最適工業化」理論
輸
出
入
品
に
対
す
る
需
要
の
所
得
弾
力
性
と
技
術
密
度
と
が
い
ず
れ
も
不
均
等
で
な
い
世
界
を
想
像
し
て
見
れ
ば
、
そ
こ
で
は
交

易
条
件
が
悪
化
す
る
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。

例
え
ば
Ａ
国
は
主
と
し
て
工
業
、
Ｂ
国
は
主
と
し
て
第
一
次
産
業
を
営
ん
で
い
る
と
し
よ
う
。
賃
銀
率
は
同
一
で
あ
り
、
貿
易
は

両
国
の
限
界
生
産
性
が
等
し
い
点
で
均
衡
し
て
お
り
、
従
っ
て
限
界
に
お
け
る
生
産
性
比
率
は
一
・
○
で
あ
り
、
賃
銀
比
率
も
一
・

○
で
あ
る
。
Ａ
国
に
お
け
る
工
業
の
生
産
性
は
Ｂ
国
の
工
業
の
そ
れ
の
三
倍
に
至
る
ま
で
広
い
範
囲
に
分
布
し
て
い
る
。
同
様
に
Ｂ

国
に
お
け
る
第
一
次
産
業
の
生
産
性
比
率
は
Ａ
国
の
そ
れ
の
三
倍
に
至
る
ま
で
広
い
範
囲
に
分
布
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
技
術
的
な

不
均
衡
は
な
い
。
そ
の
上
に
弾
力
性
の
不
均
衡
も
な
く
、
財
に
対
す
る
需
要
は
第
一
次
生
産
物
と
工
業
生
産
物
の
間
に
均
等
に
分
割

さ
れ
、
人
口
及
び
一
人
当
り
所
得
は
両
国
で
同
一
の
割
合
で
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
仮
定
の
も
と
で
は
第
一
次
生
産
国
に
と
っ
て
交
易
条
件
が
悪
化
す
る
理
由
は
な
い
。
第
一
次
生
産
物
に
対
す
る
需
要

は
工
業
製
品
に
対
す
る
需
要
と
同
一
の
歩
調
で
増
加
す
る
。
従
っ
て
Ｂ
国
に
お
け
る
労
働
力
の
増
加
分
は
第
一
次
産
業
（
そ
こ
で
は

生
産
性
比
率
が
Ｂ
国
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
）
よ
り
工
業
（
そ
こ
で
は
生
産
性
比
率
が
Ｂ
国
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
）
へ
転
換
さ
れ

そ
の
上
に
技
術
密
度
が
同
一
で
あ
り
、
生
産
性
は
Ａ
国
及
び
Ｂ
国
で
同
一
の
割
合
で
改
善
さ
れ
る
か
ら
、
生
産
性
の
格
差
を
通
じ

て
一
国
か
ら
他
国
へ
実
質
所
得
の
一
部
が
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
は
お
こ
ら
な
い
。

さ
て
、
工
業
生
産
物
に
対
す
る
需
要
の
所
得
弾
力
性
は
第
一
次
生
産
物
に
対
す
る
需
要
の
所
得
弾
力
性
よ
り
も
高
い
も
の
と
仮
定

し
よ
う
。
（
た
だ
し
他
の
仮
定
は
変
化
し
な
い
も
の
と
す
る
ｏ
）

そ
う
す
る
と
第
一
次
生
産
物
を
輸
出
す
る
Ｂ
国
の
貿
易
収
支
は
不
利
と
な
る
。
そ
こ
で
工
業
製
品
の
自
給
度
を
高
め
る
必
要
が
あ

る
必
要
は
な
い
。
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る
。
一
方
、
人
口
の
増
加
は
つ
づ
く
か
ら
、
も
し
Ｂ
国
よ
り
Ａ
国
へ
の
労
働
力
の
移
動
が
な
い
と
す
れ
ば
、
Ｂ
国
は
自
国
の
人
口

労
働
力
の
増
加
分
の
う
ち
、
第
一
次
産
業
へ
の
労
働
力
の
配
分
比
率
を
減
少
さ
せ
て
、
工
業
へ
の
労
働
力
の
配
分
比
率
を
増
加
さ
せ

る
よ
う
労
働
力
の
配
分
を
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
こ
で
重
要
な
問
題
が
生
じ
る
。
Ｂ
国
で
は
労
働
力
は
有
利
な
生
産
性
比
率
を
も
つ
第
一
次
産
業
か
ら
、
不
利
な
生
産
性
比
率
を

も
つ
工
業
に
移
転
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
生
産
性
比
率
は
一
・
○
よ
り
○
・
八
に
低
下
す
る
。
そ
の
場
合
に
賃
銀
比
率
は
新
し
い
均

衡
点
に
低
下
し
○
・
八
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
輸
出
価
格
は
低
下
し
、
所
得
の
一
部
が
Ａ
国
に
移
転
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
と
反
対
の
こ
と
が
Ａ
国
で
お
こ
る
。
工
業
製
品
の
需
要
増
加
に
呼
応
し
て
、
労
働
力
は
第
一
次
生
産
部
門
よ
り
、
工
業
部
門

に
流
入
す
る
が
、
工
業
部
門
で
は
生
産
性
比
率
は
高
く
、
従
っ
て
賃
銀
比
率
も
改
善
さ
れ
る
。

当
初
の
仮
定
に
よ
れ
ば
生
産
性
の
増
加
率
は
両
国
で
同
一
で
あ
る
。
し
か
る
に
第
一
次
生
産
国
で
は
余
剰
労
働
力
の
圧
力
に
よ
っ

て
生
産
性
の
増
加
よ
り
は
賃
銀
の
増
加
が
少
な
い
。
一
方
、
工
業
国
で
は
逆
に
上
方
へ
の
圧
力
が
働
い
て
賃
銀
は
生
産
性
よ
り
も
増

加
が
大
と
な
る
。
こ
の
現
象
は
第
一
次
生
産
物
と
工
業
製
品
と
の
間
の
需
要
の
所
得
弾
力
性
の
不
均
等
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

需
要
の
所
得
弾
力
性
の
不
均
等
に
加
う
る
に
技
術
密
度
の
不
均
衡
を
導
入
す
れ
ば
Ｂ
国
の
不
利
は
ま
す
ま
す
大
と
な
る
。
す
な
わ

ち
Ｂ
国
で
は
工
業
の
生
産
性
比
率
が
前
の
場
合
よ
り
も
さ
ら
に
低
い
も
の
と
仮
定
せ
よ
。
そ
の
場
合
に
は
賃
銀
水
準
は
さ
ら
に
著
し

く
低
下
し
、
Ａ
国
に
対
す
る
実
質
所
得
の
移
転
を
増
加
す
る
。

か
く
て
需
要
の
所
得
弾
力
性
の
不
均
等
と
技
術
密
度
の
不
均
等
が
結
合
し
て
交
易
条
件
を
中
心
国
に
有
利
に
、
周
辺
国
に
不
利
な

ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

中
心
国
は
生
産
性
の
一
般
的
な
向
上
の
成
果
を
獲
得
す
る
の
に
有
利
な
地
位
に
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
周
辺
国
に
見
る
如
く
、
労
働
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第五章 プレピッシュの「最適工業化」理論
力
の
増
加
の
た
め
に
低
い
生
産
性
比
率
を
も
っ
た
産
業
に
お
い
て
賃
銀
水
準
の
不
利
化
を
ま
ね
く
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
生
産
性
向

上
の
成
果
は
中
心
国
に
お
い
て
は
賃
銀
率
の
増
加
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
一
方
、
周
辺
国
で
は
生
産
性
改
善
の
成

果
の
一
部
は
輸
出
価
格
の
下
落
と
そ
れ
に
応
じ
る
交
易
条
件
の
悪
化
を
通
じ
て
中
心
国
に
移
転
さ
れ
る
。

更
に
ま
た
、
周
辺
国
の
輸
出
第
一
次
産
業
の
生
産
性
が
工
業
の
限
界
生
産
性
よ
り
も
速
か
に
増
加
す
る
な
ら
ば
、
輸
出
価
格
の
下

落
従
っ
て
交
易
条
件
の
悪
化
は
更
に
は
げ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
に
中
心
国
の
保
護
政
策
は
周
辺
国
の
交
易
条
件
の
悪
化
傾
向
を
促
進
す
る
。
も
し
も
中
心
国
の
市
場
で
自
由
競
争
が
行
わ

れ
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
中
心
国
の
若
干
の
限
界
第
一
次
産
業
は
周
辺
国
か
ら
の
低
価
格
に
よ
る
輸
出
の
増
大
に
よ
っ
て
消
滅
す

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
限
界
第
一
次
産
業
が
中
心
国
で
保
護
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
周
辺
国
か
ら
中
心
国
へ
の
輸
出
を
増

加
す
る
可
能
性
が
少
な
く
、
そ
の
結
果
、
大
部
分
の
余
剰
労
働
力
は
工
業
に
雇
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
工
業
の
限
界
生
産
性
比

率
は
低
い
か
ら
、
賃
銀
水
準
の
下
落
（
外
貨
表
示
で
）
を
生
ぜ
し
め
、
更
に
交
易
条
件
を
悪
化
せ
し
め
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
周
辺
国
の
交
易
条
件
悪
化
の
傾
向
に
対
し
て
は
こ
れ
を
相
殺
す
る
力
も
働
い
て
い
る
。

そ
の
一
は
収
穫
逓
減
の
法
則
を
援
用
す
る
リ
カ
ー
ド
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
賃
銀
が
外
国
通
貨
表

示
で
下
落
し
て
も
、
生
産
物
に
対
す
る
需
要
が
増
大
す
る
結
果
、
収
益
の
よ
り
低
い
農
地
や
鉱
山
が
利
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
生
産
費

が
逓
増
す
る
た
め
に
交
易
条
件
は
周
辺
国
に
と
っ
て
改
善
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

そ
の
二
は
中
心
国
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
心
国
に
お
け
る
い
ず
れ
か
の
輸
出
産
業
の
技
術
的
進
歩
は
一
般
の
生
産
性
よ
り
も

速
か
に
進
歩
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
周
辺
国
に
お
け
る
と
同
様
に
生
産
性
の
差
に
も
と
ず
く
交
易
条
件
の
悪
化
の
傾
向
が
生

じ
る
。
た
だ
し
、
中
心
国
で
は
技
術
的
同
質
性
の
た
め
に
諸
産
業
間
の
生
産
性
の
差
が
小
さ
い
か
ら
、
交
易
条
件
の
悪
化
の
傾
向
は
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次
に
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
後
進
国
の
最
適
工
業
化
の
面
よ
り
保
護
貿
易
政
策
の
必
要
を
論
じ
る
。

後
進
国
の
人
口
は
年
々
増
加
す
る
が
、
こ
の
増
加
す
る
人
口
は
既
存
の
工
業
や
輸
出
第
一
次
産
業
に
吸
収
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
生
産
性
の
改
善
に
よ
っ
て
増
加
人
口
の
一
部
分
は
過
剰
と
な
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
の
過
剰
人
口
は
輸
出
の
拡
大
ま
た
は
輸
入

の
代
替
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
他
に
所
謂
「
擬
装
失
業
」
の
状
態
に
あ
る
も
の
や
前
資
本
主
義
的
な
不
安
定
な

第
四
に
中
心
国
に
お
い
て
第
一
次
産
業
の
保
護
を
減
少
又
は
除
去
す
る
政
策
は
周
辺
国
の
輸
出
増
加
を
通
じ
て
、
周
辺
国
の
労
働

力
の
増
加
分
の
大
部
分
を
吸
収
し
、
交
易
条
件
の
悪
化
傾
向
を
緩
和
す
る
で
あ
ろ
う
。

過
去
に
お
い
て
は
輸
出
産
業
の
生
産
性
増
加
率
が
国
内
産
業
の
生
産
性
増
加
率
よ
り
高
く
、
一
方
、
工
業
化
の
過
程
は
遅
々
と
し

て
い
た
こ
と
は
、
交
易
条
件
を
悪
化
さ
せ
る
強
力
な
要
因
で
あ
っ
た
。
将
来
に
お
い
て
も
第
一
次
産
業
に
お
け
る
技
術
進
歩
に
の
み

努
力
を
集
中
し
て
、
工
業
の
技
術
進
歩
を
等
閑
祝
す
る
な
ら
ば
、
交
易
条
件
は
悪
化
す
る
で
あ
ろ
う
と
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
見
て
い
る
。

（１）
国
勺
Ｈ
①
豆
、
８
》
の
○
日
目
①
Ｈ
８
巳
勺
○
屋
昌
旨
昏
①
ご
国
鳥
Ｈ
‐
号
ぐ
①
さ
や
８
○
○
口
貝
凰
＄
》
毎
日
①
己
８
口
閃
８
回
○
日
》
。
”
の
風
の
急
．
旨
凹
ぎ

ら
＄
、

果
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
強
度
が
遙
か
に
小
さ
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
市
場
の
諸
力
の
自
由
な
発
動
に
対
す
る
干
渉
も
交
易
条
件
の
悪
化
傾
向
に
反
作
用
を
す
る
。
保
護
関
税
や
輸
出
税
は
そ
の

例
で
あ
る
。
輸
出
産
業
に
お
け
る
競
争
を
制
限
又
は
除
去
す
る
た
め
の
企
業
の
統
合
や
、
賃
銀
増
加
の
た
め
の
労
働
組
合
の
行
動
は

交
易
条
件
の
悪
化
を
阻
止
す
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
国
際
的
な
第
一
次
生
産
物
の
価
格
安
定
政
策
も
同
様
の
効

■■■■■■
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第五章 プレビッシユの「最適工業化」理論
雇
用
状
態
に
あ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
も
広
い
意
味
で
は
余
剰
労
働
力
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

こ
れ
ら
の
余
剰
労
働
力
の
う
ち
全
然
所
得
を
生
じ
な
い
も
の
は
こ
れ
を
新
し
い
形
態
の
雇
用
に
就
か
し
め
、
ま
た
前
資
本
主
義
的

な
低
い
生
産
性
の
雇
用
状
態
に
あ
る
も
の
は
こ
れ
を
輸
出
産
業
又
は
遙
か
に
高
い
生
産
性
を
も
っ
た
工
業
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
社

会
の
所
得
を
増
加
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
の
所
得
の
純
増
加
分
こ
そ
は
技
術
的
進
歩
の
成
果
宮
口
洋
の
）
の
尺
度
で
あ
る
。

余
剰
労
働
力
吸
収
の
た
め
に
は
工
業
化
を
行
な
う
こ
と
が
、
必
要
で
あ
る
が
そ
の
時
に
国
内
工
業
と
外
国
工
業
と
の
コ
ス
ト
の
差

が
問
題
と
な
る
。
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
国
内
工
業
製
品
の
価
格
が
輸
入
商
品
の
価
格
よ
り
も
高
い
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
そ
の
工
業

が
そ
の
後
進
国
に
と
っ
て
不
経
済
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
（
勿
論
、
内
外
工
業
製
品
の
価
格
差
が
小
さ
け
れ
ば
小
さ
い
ほ
ど
有
利

で
あ
る
）
と
し
て
い
る
。
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
問
題
は
内
外
工
業
製
品
の
コ
ス
ト
の
比
較
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
国
内
工

業
の
拡
大
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
所
得
の
増
加
分
と
、
も
し
同
一
の
生
産
資
源
が
輸
出
第
一
次
産
業
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
な
ら
ば
そ

の
場
合
に
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
所
得
の
増
加
分
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
差
が
最
大
の
場
合
に
工
業
化
は
最
適
度
に
行
わ

れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
最
適
度
の
工
業
化
の
達
成
は
自
由
放
任
政
策
の
下
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
保
護
関
税
そ
の

他
の
干
渉
政
策
が
必
要
で
あ
る
。

プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
最
適
工
業
化
の
問
題
を
次
の
図
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
（
第
一
図
参
照
）

い
ま
労
働
の
移
動
は
自
由
で
あ
り
、
競
争
は
無
制
限
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
余
剰
労
働
力
は
輸
出
第
一
次
産
業
か
又
は
工
業
か

い
ず
れ
か
に
雇
用
さ
れ
る
も
の
と
仮
定
し
、
簡
単
化
の
た
め
に
他
の
産
業
は
こ
れ
を
無
視
す
る
。

第
一
図
に
お
い
て
一
定
期
間
に
輸
出
第
一
次
産
業
又
は
工
業
に
雇
用
さ
れ
る
べ
き
余
剰
労
働
力
を
Ｏ
Ｐ
で
あ
ら
わ
す
。
中
心
国
に
お
け
る
所
得
の

成
長
と
需
要
の
所
得
弾
力
性
に
よ
っ
て
周
辺
国
の
輸
出
向
第
一
次
生
産
物
が
ど
の
点
ま
で
一
定
の
価
格
で
売
ら
れ
る
か
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
点
を

Ｏ
と
仮
定
す
る
。
０
点
か
ら
Ｐ
点
に
向
っ
て
、
雇
用
の
増
加
分
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
輸
出
第
一
次
産
業
に
追
加
さ
れ
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
そ
の
反
対
の
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方
向
に
す
な
わ
ち
、
Ｐ
点
か
ら
０
点
に
向
っ
て
、
雇
用
の
増
加
分
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
新
し
い
生
産
分
野
で
あ
る
工
業
に
追
加
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

更
に
、
差
当
り
輸
出
第
一
次
産
業
に
雇
用
さ
れ
る
人
一
人
当
り
の
実
質
所
得
を
Ａ
Ｏ
で
あ
ら
わ
し
、
こ
れ
は
工
業
化
過
程
の
当
初
に
お
い
て
は
、

工
業
生
産
の
一
人
当
り
実
質
所
得
Ｃ
Ｐ
と
等
し
い
も
の
と
す
る
。
同
様
に
実
質
賃
銀
Ｂ
Ｏ
と
Ｄ
Ｐ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
等
し
い
も
の
と
す
る
。

一
定
価
格
の
点
即
ち
Ｏ
を
超
え
て
雇
用
の
増
加
分
が
輸
出
第
一
次
産
業
に
追
加
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
価
格
が
低
下
し
、
一
人
当
り
所
得
は
Ａ
Ｍ
線

に
沿
っ
て
下
降
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
賃
銀
も
同
様
に
Ａ
Ｍ
と
平
行
に
Ｂ
Ｎ
に
沿
っ
て
下
降
す
る
。
（
簡
単
化
の
た
め
に
単
位
当
り
利
潤
は
一
定
と
仮

定
す
る
。
）
労
働
の
高
度
の
移
動
性
が
仮
定
さ
れ
て
い
る
の
で
輸
出
第
一
次
産
業
に
お
け
る
賃
銀
の
低
下
は
工
業
に
波
及
す
る
。

そ
の
際
に
ど
う
い
う
こ
と
が
お
こ
る
か
、
Ｐ
点
に
お
い
て
は
工
業
の
生
産
費
は
輸
入
品
価
格
と
競
争
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
分
野
の
工
業
は
生

産
性
が
低
い
の
で
そ
の
生
産
費
は
輸
入
価
格
よ
り
も
高
く
、
一
人
当
り
所
得
は
Ｐ
点
に
お
け
る
所
得
よ
り
は
低
い
。
賃
銀
が
低
下
す
る
に
従
っ
て
、

そ
の
生
産
費
と
輸
入
価
格
と
の
差
が
小
さ
い
（
即
ち
比
較
的
に
生
産
性
の
劣
り
方
の
少
な
い
）
工
業
分
野
が
ま
ず
輸
入
品
と
競
争
的
と
な
る
。
こ
れ

に
つ
づ
い
て
順
次
に
生
産
性
の
差
の
大
き
い
工
業
分
野
に
及
ん
で
行
く
。
こ
れ
は
一
人
当
り
所
得
を
あ
ら
わ
す
Ｃ
Ｆ
曲
線
が
下
降
し
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
（
こ
の
Ｃ
Ｆ
曲
線
の
下
降
状
況
は
中
心
国
工
業
に
対
す
る
周
辺
国
工
業
の
生
産
性
比
率
の
低
下
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
）

さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
輸
出
品
価
格
の
低
落
に
呼
応
し
て
輸
出
第
一
次
産
業
に
お
け
る
一
人
当
り
所
得
は
低
下
す
る
が
、
同
様
の
所
得
低
下
は
新

し
い
工
業
の
低
い
生
産
性
の
故
に
工
業
分
野
に
お
い
て
も
生
じ
る
。
Ｊ
点
（
原
文
Ｈ
）
が
余
剰
労
働
力
が
二
つ
の
産
業
部
門
に
分
割
さ
れ
る
均
衡
点

を
示
す
。
（
す
な
わ
ち
、
余
剰
労
働
力
の
Ｏ
Ｐ
う
ち
、
０
Ｊ
は
輸
出
発
一
次
産
業
に
、
Ｊ
Ｐ
は
工
業
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
）

一
方
、
輸
出
第
一
次
産
業
に
お
け
る
一
人
当
り
限
界
所
得
は
一
人
当
り
平
均
所
得
よ
り
は
急
速
に
下
降
す
る
。
一
人
当
り
限
界
所
得
を
Ａ
Ｈ
線
で

示
す
。
均
衡
点
Ｊ
に
お
い
て
は
一
人
当
り
限
界
所
得
は
Ｈ
Ｊ
で
示
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
Ｍ
Ｊ
（
原
文
で
は
Ｎ
Ｊ
と
な
っ
て
い
る
が
Ｍ
Ｊ
の
方
が
正
し

い
）
よ
り
は
遙
か
に
少
な
い
。
こ
の
Ｍ
Ｊ
は
工
業
活
動
に
お
け
る
限
界
所
得
で
あ
る
。
実
際
、
輸
出
第
一
次
産
業
の
雇
用
が
Ｇ
点
を
こ
え
て
進
行
す

る
と
、
そ
れ
以
後
は
輸
出
第
一
次
産
業
の
限
界
所
得
は
工
業
に
お
け
る
限
界
所
得
よ
り
は
低
く
な
る
。
（
輸
出
第
一
次
産
業
の
限
界
所
得
と
工
業
の

限
界
所
得
と
は
Ｇ
点
に
お
い
て
等
し
く
な
り
、
そ
の
大
き
さ
は
Ｆ
Ｇ
と
な
る
。
）

輸
出
第
一
次
産
業
に
お
い
て
は
雇
用
が
増
加
す
る
に
従
っ
て
産
出
高
は
物
理
的
に
は
増
加
す
る
が
、
そ
の
産
出
物
の
価
格
は
逓
減
す
る
か
ら
一
人

当
り
の
平
均
所
得
は
逓
減
す
る
。
し
か
し
て
、
価
格
の
下
落
は
物
理
的
な
輸
出
数
量
を
増
大
せ
し
め
、
外
国
へ
の
所
得
の
移
転
を
増
加
せ
し
め
る
。
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第五章 プレピッシュの「最適工業化」理論

も
し
も
余
剰
労
働
力
の
輸
出
第
一
次
産
業
へ
の
雇
用
が
Ｇ
点
で
停
止
す
れ
ば
、
所
得
の
海
外
移
転
は
減
少
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
（
Ｇ
点
で
は
輸
出

第
一
次
産
業
の
限
界
所
得
は
工
業
に
お
け
る
限
界
所
得
に
等
し
い
。
）

な
る
ほ
ど
、
工
業
に
お
け
る
雇
用
が
Ｊ
か
ら
Ｇ
へ
の
拡
大
さ
れ
た
な
ら
ば
、
一
人
当
り
の
限
界
所
得
（
こ
の
場
合
は
新
工
業
に
お
け
る
一
人
当
り

所
得
と
同
じ
）
は
逓
減
す
る
。
こ
れ
は
輸
入
品
と
比
較
し
て
よ
り
高
い
生
産
費
（
す
な
わ
ち
、
よ
り
低
い
生
産
性
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
工
業
に
よ
っ
て
生
じ
た
限
界
所
得
の
合
計
（
そ
れ
は
図
で
は
Ｆ
Ｇ
Ｊ
Ｍ
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
が
）
は
雇
用
の
増
加
が
Ｇ
か

ら
Ｊ
ま
で
進
行
す
る
と
し
た
な
ら
ば
輸
出
第
一
次
産
業
に
お
い
て
生
じ
た
で
あ
ろ
う
限
界
所
得
の
合
計
（
そ
れ
は
Ｆ
Ｇ
Ｊ
Ｈ
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
）
よ

り
も
大
き
い
。
こ
の
二
つ
の
面
積
の
差
は
自
由
放
任
の
場
合
の
自
然
発
生
的
な
工
業
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
純
損
失
を
あ
ら
わ
す
。

最
適
度
工
業
化
の
問
題
は
輸
出
第
一
次
産
業
の
限
界
所
得
が
工
業
の
限
界
所
得
と
等
し
く
な
る
Ｇ
点
（
原
文
で
は
Ｆ
）
で
輸
出
第
一
次
産
業
へ
の

雇
用
の
拡
大
を
停
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
こ
の
Ｇ
点
が
余
剰
労
働
力
の
利
用
か
ら
得
ら
れ
る
実
質
所
得
の
増
加
の
極
大
を
も
た
ら
す

点
で
あ
る
。
Ｇ
点
以
前
で
も
、
Ｇ
点
以
後
で
も
実
質
所
得
の
増
加
は
よ
り
少
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
最
適
点
Ｇ
で
は
輸
出
産
業
の
賃
銀
は
Ｇ
Ｌ
で
あ
る
か
ら
、
Ｇ
点
に
お
い
て
工
業
が
輸
出
第
一
次
産
業
と
同
一
水
準
の
賃
銀
を
支
払

う
に
足
る
だ
け
の
高
さ
の
輸
入
税
を
課
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
保
護
政
策
の
必
要
が
あ
る
。
Ｇ
点
の
右
側
の
諸
工
業
部
門
は
Ｇ
点
に

相
殺
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
輸
出
第
一
次
産
業
の
追
加
雇
用
一
人
当
り
の
所
得
即
ち
限
界
所
得
も
逓
減
す
る
が
、
限
界
所
得
の
方
が
平
均
所
得
よ
り
も
減
少
速
度
が
速

い
。
そ
し
て
、
も
し
も
輸
出
第
一
次
産
業
に
お
け
る
雇
用
が
継
続
的
に
増
加
す
る
な
ら
ば
或
点
以
後
は
負
と
な
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
（
実
質
所
得
の

一
部
が
海
外
に
移
転
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
）

そ
の
結
果
、
総
所
得
は
増
加
せ
ず
し
て
却
っ
て
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
。

工
業
に
お
い
て
は
後
進
国
の
経
済
全
体
の
見
地
か
ら
見
れ
ば
、
一
人
当
り
限
界
所
得
は
新
し
い
工
業
の
一
人
当
り
所
得
と
同
一
で
あ
る
。
（
即
ち

Ｃ
Ｆ
線
が
限
界
所
得
曲
線
と
一
致
す
る
。
何
故
な
ら
ば
従
来
に
な
か
っ
た
新
し
い
分
野
の
工
業
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
建
設
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
）

新
し

い
工
業
の
生
産
性
の
低
い
こ
と
よ
り
生
じ
る
賃
銀
の
低
下
は
既
存
工
業
に
お
け
る
価
格
の
低
下
を
生
ぜ
し
め
る
。
し
か
し
、
工
業
製
品
は
輸
出
さ
れ

ず
、
専
ら
国
内
向
け
に
生
産
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
は
所
得
の
国
内
的
な
移
転
で
あ
っ
て
、
国
外
へ
の
移
転
で
は
な
い
。
し

か
る
に
輸
出
第
一
次
産
業
に
お
い
て
は
所
得
の
対
外
的
な
損
失
を
生
じ
る
。
こ
の
損
失
は
余
剰
労
働
力
の
雇
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
所
得
の
増
加
分
を
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第 一 図プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
輸
出
入
品
の
所
得
弾
力
性
の
不
均
等
を
論
拠
と
し
て
後
進
国
の
工
業
化
従
っ
て
保
護
貿
易
政
策
の
必
要
を
説
く
。

す
な
わ
ち
、
後
進
国
の
輸
出
す
る
第
一
次
生
産
物
は
大
体
に
お
い
て
所
得
弾
力
性
が
低
い
が
、
後
進
国
の
輸
入
す
る
工
業
製
品
は
所

得
弾
力
性
が
高
い
。
こ
の
輸
出
入
弾
力
性
の
不
均
等
の
故
に
後
進
国
は
そ
の
貿
易
が
逆
調
と
な
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
を
防
止
す
る

た
め
に
は
輸
入
品
を
国
産
品
で
代
替
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
輸
入
代
替
の
た
め
に
は
保
護
貿
易
政
策
に
よ
る
工
業
化
の
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
中
心
国
と
周
辺
国
と
の
人
口
増
加
率
が
等
し
い
と
し
、
中
心
国
の
所
得
の
成
長
率
を
毎
年
三
％
、
第
一
次
生
産
物
の
輸
入

お
け
る
よ
り
は
高
い
生
産
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
保
護
の
必
要
は
Ｇ
点
の
場
合
よ
り
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。

輸出第一次産業 工業 Ｃ
Ｄ

A
’

書二三斎
一人当り所得

AM>>
ロ
寺
両

＃

、

、

、

、

－ 、B

四

一、、、、、Ｆ坐
、

、
、賃
銀
水
準

１
賃
銀
水
準N

K

H

O G J P

－－壬 輸出第一次産業 工業←

要
す
る
に
余
剰
労
働
力
が
存
在
す
る
場
合
に
最
適
度
工
業
化

を
達
成
す
る
に
は
保
護
貿
易
政
策
が
必
要
で
あ
り
、
自
由
放
任

政
策
の
下
で
は
最
適
度
工
業
化
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
を
プ
レ
ビ

ッ
シ
ュ
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
所
得
が
外
国
へ
移
転
さ
れ
る
大
さ
は
輸
出
品
に
対
す
る

需
要
の
所
得
弾
力
性
と
に
依
存
し
、
ま
た
国
内
工
業
の
生
産
費

と
輸
入
品
の
価
格
と
の
差
に
依
存
す
る
。
こ
の
差
が
大
な
れ
ば

大
な
る
程
、
そ
し
て
ま
た
弾
力
性
が
低
け
れ
ば
低
い
程
、
実
質

所
得
の
外
国
へ
の
移
転
は
大
と
な
る
。
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第五章 プレピッシュの「最適工業化」理論
需
要
の
弾
力
性
を
○
・
八
と
し
、
輸
入
代
替
が
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
中
心
国
の
輸
入
の
成
長
率
は
一
年
に
つ
い
て
二
・
四
％
合
×

Ｐ
巴

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
周
辺
国
に
お
け
る
中
心
国
の
工
業
製
品
の
需
要
の
所
得
弾
力
性
は
一
・
三
で
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。

輸
出
と
輸
入
が
均
衡
す
る
た
め
に
は
、
周
辺
国
の
所
得
は
一
年
当
り
一
・
八
四
％

含
・
さ
小
昌
ム
ｅ
よ
り
は
速
か
に
上
昇
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
い
ま
、
周
辺
国
の
所
得
が
中
心
国
と
同
じ
よ
う
に
年
率
三
％
で
増
加
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
工
業
品
輸
入
需
要
は
三

・
九
％
。
×
』
・
巴
の
割
合
で
増
加
す
る
。
一
方
、
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
は
僅
か
に
年
率
二
・
四
％
の
割
合
で
増
加
す
る
に
過
ぎ

な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
比
率
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
輸
入
品
に
対
す
る
需
要
を
輸
入
代
替
に
よ
っ
て
一
・
五

％
含
・
８
１
い
き
）
だ
け
減
少
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
或
い
は
ま
た
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
に
加
え
て
、
工
業
品
の
輸
出
を
追
加
す

る
か
、
又
は
二
つ
の
方
法
の
組
合
せ
に
よ
る
か
。
い
ず
れ
か
の
方
法
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
）

こ
の
例
で
は
中
心
国
と
周
辺
国
と
の
人
口
増
加
率
を
等
し
い
と
し
た
が
、
周
辺
国
の
人
口
増
加
率
が
中
心
国
よ
り
高
い
と
き
は
、

周
辺
国
が
中
心
国
と
同
様
の
一
人
当
り
所
得
増
加
率
を
も
つ
た
め
に
は
尚
一
層
多
く
の
輸
入
代
替
が
必
要
で
あ
り
、
工
業
化
の
必
要

度
が
高
く
な
り
、
保
護
貿
易
政
策
が
必
要
と
な
る
。

従
っ
て
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
保
護
貿
易
は
中
心
国
と
周
辺
国
と
で
は
そ
の
意
義
を
異
に
す
る
。
周
辺
国
で
は
保
護
貿
易
は
需

要
の
所
得
弾
力
性
が
そ
の
輸
出
す
る
第
一
次
生
産
物
と
そ
の
輸
入
す
る
工
業
製
品
と
に
つ
い
て
不
均
等
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

る
結
果
を
矯
正
す
る
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
世
界
貿
易
の
成
長
率
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
工
業
中
心
国

に
お
け
る
第
一
次
生
産
の
保
護
政
策
は
、
需
要
弾
力
性
の
不
均
等
に
も
と
ず
く
周
辺
国
の
輸
出
入
の
不
均
等
を
強
化
し
、
周
辺
国
の

発
展
を
抑
圧
し
、
世
界
貿
易
の
成
長
率
を
減
少
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

先
進
工
業
国
に
よ
る
第
一
次
生
産
保
護
に
つ
い
て
は
、
後
進
国
の
輸
出
の
拡
大
ひ
い
て
は
世
界
貿
易
の
拡
大
の
た
め
に
こ
れ
を
軽

203



減
乃
至
廃
止
す
べ
き
こ
と
が
、
ハ
ー
バ
ラ
ー
報
告
に
お
い
て
も
勧
告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
の
主
張
と
関
連
し

以
上
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
の
最
適
工
業
化
の
た
め
の
保
護
貿
易
政
策
理
論
の
要
点
を
紹
介
し
た
。

プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
の
理
論
の
最
大
の
特
徴
は
自
由
貿
易
の
下
で
は
後
進
国
の
実
質
所
得
の
海
外
移
転
が
行
わ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
防

止
す
る
た
め
に
保
護
貿
易
政
策
を
と
り
、
工
業
化
を
促
連
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
点
で
あ
る
。

そ
の
論
拠
と
し
て
最
初
の
文
献
で
は
先
進
国
に
お
け
る
所
得
が
下
方
硬
直
的
で
あ
る
た
め
に
景
気
循
環
過
程
の
繰
返
し
を
通
じ
て

先
進
国
の
所
得
は
そ
の
生
産
性
の
増
加
以
上
に
上
昇
す
る
の
に
反
し
、
後
進
国
の
所
得
は
そ
の
生
産
性
の
増
加
ほ
ど
は
増
加
し
な
い

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
先
進
国
に
お
け
る
独
占
的
企
業
の
管
理
価
格
の
存
在
に
よ
っ
て
、
先
進
国
商
品

の
価
格
が
絶
え
ず
つ
り
あ
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
第
二
の
文
献
で
は
輸
出
第
一
次
産
業
と
工
業
と
の
間
の
生

産
の
格
差
に
よ
っ
て
後
進
国
所
得
の
一
部
が
先
進
国
に
移
転
す
る
機
構
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
過
程
は
図
式
化
す
れ
ば
国
内
限
界
工
業
の
低
生
産
性
↓
国
内
限
界
工
業
の
低
賃
銀
↓
輸
出
第
一
次
産
業
の
賃
銀
引
下
げ
↓
輸

出
品
価
格
の
低
落
↓
交
易
条
件
の
悪
化
↓
国
内
実
質
所
得
の
海
外
移
転
と
な
る
。

プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
の
こ
の
主
張
は
従
来
唱
え
ら
れ
て
い
る
自
由
貿
易
主
義
的
色
彩
の
強
い
理
論
、
す
な
わ
ち
後
進
国
は
そ
の
比
較
的

優
位
に
あ
る
第
一
次
産
業
の
生
産
性
の
向
上
に
専
念
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
理
論
と
鋭
く
対
立
す
る
。
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
こ
の
よ
う
な

て
い
て
興
味
深
い
。
（
註
）

（
註
）

⑦
シ
月
月
》
目
恩
目
号

五

自
国
冒
蕨
門
口
騨
餘
○
自
己

目
崗
色
Ｑ
Ｐ
ｏ
①
己
①
ぐ
Ｐ
』
＠
ｍ
鯨
や
“
Ｐ

函
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第五章 プレビッシュの「最適工業化」理論

第
二
の
最
適
工
業
化
の
問
題
は
余
剰
労
働
力
の
利
用
の
た
め
に
行
わ
れ
る
べ
き
工
業
化
の
適
限
を
説
明
し
、
適
度
工
業
化
の
た
め

に
保
護
政
策
を
と
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
点
で
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
の
理
論
は

生
産
性
と
賃
銀
と
い
う
供
給
側
の
要
因
に
よ
っ
て
の
み
交
易
条
件
の
変
化
を
説
明
し
、
最
適
工
業
化
を
論
じ
、
需
要
側
の
要
因
を
無

視
し
て
い
る
こ
と
は
一
面
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
三
の
需
要
所
得
弾
力
性
不
均
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
若
干
の
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
オ
ー
ブ
リ
ー
は
プ
レ
ビ
ッ
シ

（
１
）

１
の
論
文
の
批
判
に
お
い
て
工
業
国
の
第
一
次
生
産
物
（
例
え
ば
或
種
の
鉱
物
）
の
国
内
生
産
は
需
要
に
追
付
け
ず
工
業
国
の
輸
入

需
要
は
そ
の
所
得
の
増
加
率
以
上
の
割
合
で
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
従
っ
て
過
去
に
お
い
て
需
要
の
所
得
弾
力
性

の
不
均
等
が
後
進
国
貿
易
に
不
利
な
影
響
を
与
え
た
と
し
て
も
将
来
も
そ
の
通
り
か
ど
う
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

（１）
シ
巨
胃
①
割

己
』
の
巨
切
”
ざ
目
》
毎
日
①
Ｈ
－
８
口
閃
８
旨
Ｏ
Ｂ
旨
閃
①
鼠
の
ぎ
》
旨
い
崇
ら
８
．
や
吋
望
．

手
の
プ
つ
０

第
一
次
産
業
集
中
政
策
は
さ
き
の
図
式
に
見
る
が
如
く
、
第
一
次
産
業
と
工
業
と
の
間
の
生
産
性
の
格
差
の
た
め
に
、
第
一
次
産
業

の
生
産
性
向
上
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
の
一
部
を
海
外
に
流
出
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
反
対
し
て
い
る
。

ま
た
伝
統
的
な
幼
稚
産
業
保
護
論
も
そ
れ
が
実
質
所
得
の
海
外
流
出
の
点
を
見
逃
し
て
い
る
と
し
て
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
の
で

（
付
記
）
本
稿
は
国
際
経
済
研
究
年
報
（
第
十
号
）
に
発
表
し
た
論
文
に
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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第六章 貿易変動と経済発展

後
進
国
経
済
は
少
数
の
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
に
主
と
し
て
依
存
し
て
い
る
が
謎
こ
れ
ら
の
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
市
場
は
極
め

て
不
安
定
で
あ
り
、
輸
出
品
の
価
格
・
数
量
と
も
に
大
幅
に
変
動
し
、
従
っ
て
輸
出
所
得
も
大
き
く
変
動
す
る
。
後
進
国
は
そ
の
経

済
発
展
の
た
め
に
は
資
本
財
そ
の
他
必
要
物
資
を
輸
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
輸
出
貿
易
の
安
定
し
た
増
大
が
必
要

で
あ
る
。
従
っ
て
輸
出
市
場
の
不
安
定
は
後
進
国
の
経
済
発
展
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ど
う
し
て
輸
出
を
安
定
さ
せ
て
、
経
済
発
展
を
は
か
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
従

来
い
ろ
い
ろ
の
政
策
が
行
な
わ
れ
て
来
た
。
そ
の
多
く
は
安
定
を
重
視
し
て
発
展
へ
の
顧
慮
が
欠
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
本
章
で

論
じ
よ
う
と
す
る
の
は
ヌ
ル
ク
セ
教
授
の
提
案
で
あ
る
。
そ
れ
は
安
定
の
達
成
と
同
時
に
「
貿
易
を
通
じ
て
の
発
展
」
を
狙
っ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
理
論
的
に
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

（
１
）

ヌ
ル
ク
セ
の
論
文
は
「
貿
易
変
動
と
低
所
得
国
の
緩
衝
政
策
」
と
題
し
、
「
第
一
次
生
産
国
の
安
定
政
策
の
探
究
」
を
論
題
と
す
る

（
２
）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
心
論
文
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
諸
学
者
の
議
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
構
成
は

Ｈ
輸
出
所
得
不
安
定
の
原
因
と
結
果
、
口
緩
衝
在
庫
政
策
、
日
緩
衝
基
金
政
策
、
四
輸
出
課
税
と
経
済
開
発
資
金
及
び
結
語
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
最
後
の
結
語
の
部
分
は
諸
学
者
の
批
判
に
対
し
て
同
教
授
が
自
己
の
見
解
を
よ
り
詳
細
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
以
下
に
お
い
て
同
教
授
の
論
文
の
要
旨
を
紹
介
し
、
且
つ
そ
の
内
容
を
検
討
、
批
判
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

（
１
）
詞
沙
習
胃
ｚ
日
厨
の
→
《
《
句
且
①
国
胃
目
鼻
ざ
易
餌
己
国
匡
号
Ｈ
勺
呂
９
＄
ｇ
Ｆ
ｏ
君
旨
８
目
①
９
口
回
国
＄

民
鳶
冨
．
ぐ
巳
．
〆
甲
ら
圏
‐

甸
色
の
。
．
い
や
や

軍
ｒ
厩
全
も
ロ
い
や
や
Ｉ
函
○
ｍ
．

一
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一
輸
出
所
得
不
安
定
の
原
因

ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
後
進
国
の
輸
出
所
得
の
不
安
定
の
原
因
は
需
要
の
側
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
〔
こ
の
需
要
重
視
の
立
場
は

彼
の
後
進
国
経
済
研
究
に
お
い
て
通
常
と
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
「
貿
易
及
び
発
展
の
パ
タ
ー
ン
」
（
本
書
第
一
章
）
に

お
い
て
も
先
進
国
側
の
需
要
を
起
点
と
し
て
考
察
を
進
め
て
い
る
。
〕

も
し
も
原
因
が
供
給
の
側
に
あ
る
と
す
れ
ば
輸
出
価
格
と
輸

（君且）

出
数
量
と
は
逆
の
方
向
に
動
く
筈
で
あ
る
。
然
る
に
後
進
国
の
輸
出
所
得
の
変
動
を
分
析
す
れ
ば
、
輸
出
価
格
と
輸
出
数
量
と
は
同

（
２
）

（
３
）

一
方
向
に
動
い
て
い
る
。
国
連
の
研
究
に
よ
れ
ば
一
九
○
一
’
一
九
五
一
年
間
に
お
い
て
国
際
貿
易
の
対
象
と
な
っ
た
主
要
第
一
次

（
４
）

生
産
物
十
八
品
目
の
景
気
循
環
的
な
上
昇
及
び
下
降
の
局
面
に
お
い
て
年
間
平
均
で
数
量
の
変
動
率
は
一
七
％
、
価
格
の
変
動
率
は

（
２
）

目
琶
①

再
騨
切
ｐ

い

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
た
学
者
は
］
．
シ
巳
臼
．
弓
．
目
．
国
騨
巨
９
‐
同
．
葛
．
勺
巴
昏
ゞ
旨
．
国
穂
、
ぃ
ｇ
旨
①
．
当
の
○
且
凰
四
国
．
園
．
国

国
胃
【
＆
．
シ
、
民
旦
冨
》
厨
．
民
ロ
○
局
》
園
．
い
勺
○
鼻
閏
の
諸
氏
で
あ
る
。

第
二
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
シ
ン
ガ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
論
題
も

煕
号
晨
駒
騨
戴
○
国
四
目

己
①
ぐ
巴
８
日
の
昇
呉
勺
凰
日
胃
く

陣
。
目
日
長

９
口
回
国
の
ｍ
Ｐ
Ｑ
医
８
．
〆
冒
Ｉ
ら
＄
１
句
色
の
の
．
ｅ
と
改
め
ら
れ
て
お
り
、
「
安
定
」
だ
け
で
は
な
く
「
発
展
」
が
問
題
と
な
っ
て
来

た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
参
加
者
は
国
．
弓
．
盟
品
閂

を
は
じ
め
と
し
、
閏
．
⑦
．
シ
ロ
耳
畠
．
両
．
国
の
画
○
芹
》
Ｐ
・
国
四
国
の
冒
○
＆
》
毎
．
○
・

国
．
国
辱
の
号
日
四
国
ゞ
国
．
属
詳
沙
日
日
沙
茄
彦
巨
‐
○
言
自
国
色
長
．
閃
．
Ｆ
①
ａ
色
屋
｝
詞
．
昌
ゞ
津
①
ｇ
》
〕
・
国
冒
冒
晶
①
ロ
．
の
．
ｚ
，
く
ゅ
嵐
二
勺
．
閃
．
国
国
彦
冒
秒
ロ
‐

四
目
．
ロ
．
言
鳥
①
肖
宕
．
両
言
昌
呂
な
ど
の
諸
氏
で
あ
る
。

Ｃ
ｇ
黒
き
吋
秒
陣
色
亘
一
旨
色
は
ｏ
旨
勺
巳
目
昌
旨
勺
凰
冒
色
昌
勺
Ｈ
８
口
ｅ
旨
函
の
◎
宮
昌
凰
①
い
》
シ
の
旨
巨
冒
覇
旨
日
．
黒
目
屋
８
ぐ
巳
．
〆
甲
己
農
Ｉ

一一
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一
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
価
格
の
変
動
率
に
比
べ
て
数
量
の
変
動
率
の
方
が
そ
の
大
き
さ
が
著
し
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
（
こ
の

こ
と
が
第
一
次
生
産
物
の
需
給
の
価
格
弾
力
性
が
高
い
と
い
う
ヌ
ル
ク
セ
の
推
定
の
一
つ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
）

輸
出
品
の
価
格
と
数
量
と
が
大
体
に
お
い
て
同
一
方
向
に
動
く
こ
と
か
ら
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
後
進
国
の
輸
出
所
得
不
安
定

の
原
因
は
需
要
の
側
、
す
な
わ
ち
、
工
業
国
の
同
定
資
本
投
下
に
お
け
る
循
環
的
変
動
に
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
工
業
国
の
固

定
資
本
投
下
の
サ
イ
ク
ル
が
第
一
次
生
産
物
の
需
要
に
対
し
て
及
ぼ
す
効
果
は
在
庫
の
変
動
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
る
。
在
庫
変
動
は

投
機
的
活
動
か
ら
も
生
じ
る
し
、
貿
易
や
生
産
に
対
し
て
正
常
な
在
庫
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
欲
求
か
ら
も
生
じ
る
。
要
す
る
に
工

業
国
の
設
備
投
資
や
在
庫
投
資
の
変
動
に
よ
っ
て
第
一
次
生
産
物
に
対
す
る
需
要
の
循
環
的
な
変
動
が
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
ヌ
ル

ク
セ
は
考
え
て
い
る
。

二
輸
出
所
得
不
安
定
の
結
果

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
輸
出
所
得
の
不
安
定
は
輸
出
に
依
存
す
る
こ
と
が
多
大
で
あ
る
後
進
国
経
済
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

る
か
、
こ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
ヌ
ル
ク
セ
は
ま
ず
世
界
を
Ａ
地
域
（
西
欧
、
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
日
本
な
ど
の
工
業
国
）
と
Ｂ
地
域

（
Ｆ
Ｄ
）

（
共
産
圏
外
の
後
進
地
域
）
に
分
類
し
、
そ
の
各
地
域
が
世
界
輸
出
に
占
め
る
割
合
を
次
の
よ
う
に
計
算
し
て
い
る
。

⑩
Ａ
地
域
諸
国
相
互
間
の
輸
出

四
○
％

②
Ｂ
地
域
諸
国
相
互
間
の
輸
出

一
○
％

⑧
Ａ
地
域
よ
り
Ｂ
地
域
へ
の
輸
出

二
五
％

側
Ｂ
地
域
よ
り
Ａ
地
域
へ
の
輸
出

二
五
％

総
輸
出
額

一
○
○
％
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Ａ
グ
ル
ー
プ
の
二
○
カ
国
は
そ
の
総
人
口
は
約
五
億
に
達
し
て
い
る
。
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
諸
国
の
数
は
一
○
○
カ
国
以
上
（
関
税
単

位
、
従
属
地
域
を
含
む
）
に
達
し
、
そ
の
人
口
は
十
億
を
こ
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
Ａ
地
域
内
の
域
内
貿
易
は
Ｂ
地
域
の
そ
れ

の
四
倍
で
あ
る
。
何
故
に
後
進
国
の
相
互
間
の
貿
易
は
か
く
も
少
量
で
あ
る
の
か
、
そ
の
主
な
理
由
は
ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

ら
諸
国
が
貧
し
い
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
低
い
生
産
性
と
低
い
購
買
力
は
後
進
国
の
国
内
経
済
に
相
対
的
真
空
状
態
を
つ
く

り
出
す
。
こ
れ
が
た
め
後
進
国
の
工
業
国
へ
の
輸
出
（
そ
れ
は
後
進
国
相
互
間
の
輸
出
の
約
二
・
五
倍
）
が
非
常
に
重
要
な
意
義
を

も
つ
。
そ
し
て
こ
の
工
業
国
へ
の
輸
出
が
変
動
す
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。

Ａ
、
Ｂ
各
グ
ル
ー
プ
の
地
域
内
貿
易
量
と
Ａ
地
域
及
び
Ｂ
地
域
が
そ
れ
ぞ
れ
他
地
域
と
の
間
に
行
な
う
貿
易
量
と
を
比
較
し
て
見

る
と
Ａ
地
域
は
地
域
内
貿
易
が
四
○
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
地
域
間
貿
易
は
二
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
両
地
域
の
貿
易

構
造
は
均
斉
が
と
れ
て
い
な
い
か
ら
、
Ａ
地
域
に
と
っ
て
は
単
に
さ
ざ
な
み
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
地
域
間
貿
易
の
変
動
が
Ｂ
地
域
に

と
っ
て
は
津
波
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
一
次
生
産
物
の
輸
出
市
場
の
不
安
定
性
は
Ｈ
何
等
か
の
安
定
的
な
開
発
政
策
を
困
難
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
口
第
一
次
生

産
部
門
へ
の
投
資
を
阻
害
し
、
日
経
済
活
動
の
視
野
（
①
８
国
。
且
。
ｇ
島
。
ご
）
を
一
般
的
に
限
定
し
、
公
的
計
画
及
び
私
的
計
画
に

お
い
て
甚
だ
必
要
な
連
続
性
（
８
日
旨
凰
ｑ
）
の
観
念
を
破
壊
す
る
。
「
人
々
は
過
去
の
経
験
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
ブ
ー
ム
に
よ
つ

（
６
）

て
富
は
速
か
に
得
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
し
か
し
、
事
態
が
急
回
転
す
る
と
大
損
失
が
生
じ
る
こ
と
も
知
っ
た
」
の
で
あ
る
。
輸

出
貿
易
の
は
げ
し
い
変
動
は
お
そ
ら
く
低
開
発
国
の
実
業
界
に
拡
が
っ
て
い
る
投
機
的
態
度
と
一
攪
千
金
的
心
理
の
主
要
な
原
因
で

あ
る
だ
ろ
う
。
先
進
国
の
動
態
的
成
長
は
外
国
貿
易
の
循
環
的
不
安
定
を
通
じ
て
貧
し
い
国
の
進
歩
を
妨
げ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
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こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
は
二
つ
の
根
本
的
な
救
済
策
が
あ
る
。
そ
の
一
は
先
進
国
側
に
、
他
の
一
は
後
進
国
側
に
あ
る
。
第

一
の
方
法
は
景
気
循
環
を
統
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
向
に
向
っ
て
何
等
か
の
仕
事
が
達
成
さ
れ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
今

後
は
大
不
況
は
お
こ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
際
商
品
市
場
に
多
少
の
影
響
を
与
え
る
程
度
の
強
さ
を
も
っ
た
上
昇
や
下
降

が
全
然
避
け
ら
れ
得
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

今
一
つ
の
基
礎
的
な
救
済
策
は
後
進
国
が
こ
の
よ
う
な
景
気
変
動
に
対
す
る
抵
抗
力
を
強
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
主

と
し
て
「
国
内
市
場
を
目
的
と
し
、
相
互
に
助
け
合
う
多
角
的
な
経
済
成
長
を
通
じ
て
国
内
経
済
の
真
空
を
み
た
す
」
こ
と
を
意
味

す
る
。
一
言
に
し
て
い
え
ば
そ
れ
は
「
工
業
化
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
輸
出
品
の
多
様
化
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
景
気
変
動
に

対
す
る
抵
抗
力
の
強
化
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
多
く
の
国
々
は
余
り
に
も
狭
い
範
囲
の
輸
出
商
品
に
依
存
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
ｏ
し
か
し
、
輸
出
品
の
多
様
化
は
根
本
的
解
決
策
で
は
な
い
。
工
業
化
は
い
わ
ば
「
構
造
的
」
解
決
で
あ
る
。
工
業
化
は

い
ず
れ
は
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
は
時
間
が
か
か
る
。
従
っ
て
直
ち
に
適
用
さ
れ
る
応
急
対
策
に
つ
い
て
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
ｏ
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
緩
衝
在
庫
（
冒
爵
Ｈ
ｍ
さ
烏
）
政
策
と
緩
衝
基
金
（
冒
時
門
旨
目
）
政
策
で
あ
る
。

（１）
需
要
曲
線
が
一
定
で
あ
っ
て
供
給
曲
線
が
シ
フ
ト
す
る
も
の
と
す
れ
ば
両
曲
線
の
交
点
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
価
格
と
こ
れ
に
対
応
す
る

数
量
と
は
通
常
の
場
合
、
逆
の
方
向
に
動
く
。
す
な
わ
ち
、
価
格
が
上
昇
す
れ
ば
数
量
は
減
少
し
、
価
格
が
低
下
す
れ
ば
数
量
が
増
加
す
る
の

三
根
本
的
対
策

い
ま
第
一
・
一
図
に
お
い
て
需
要
曲
線
を
Ｄ
Ｉ
Ｄ
、
供
給
曲
線
を
Ｓ
Ｉ
Ｓ
と
し
、
価
格
を
０
Ｍ
、
数
量
を
Ｏ
Ｎ
と
す
れ
ば
、
供
給
曲
線
が
上

方
へ
シ
フ
ト
し
た
場
合
は
価
格
は
０
Ｍ
と
な
り
以
前
よ
り
高
く
な
の
る
に
反
し
て
数
量
は
Ｏ
Ｎ
と
以
前
よ
り
少
く
な
る
。
供
給
曲
線
が
下
方
へ

シ
フ
ト
し
た
場
合
に
は
（
第
一
・
二
図
に
よ
る
）
価
格
は
０
Ｍ
と
な
っ
て
以
前
よ
り
低
下
す
る
が
、
数
量
は
Ｏ
Ｎ
と
な
っ
て
以
前
よ
り
多
く
な

が
普
通
で
あ
る
。
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（２）
供
給
曲
線
が
一
定
で
あ
っ
て
需
要
曲
線
が
シ
フ
ト
す
る
も
の
と
す
れ
ば
両
曲
線
の
交
点
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
価
格
と
こ
れ
に
対
応
す
る
数

量
と
は
同
一
の
方
向
に
動
く
。
す
な
わ
ち
、
価
格
が
上
昇
す
る
と
き
は
数
量
も
増
加
し
、
価
格
が
下
落
す
る
と
き
は
数
量
も
減
少
す
る
。

／

第
二
・
一
図
に
お
い
て
需
要
線
が
上
方
へ
シ
フ
ト
す
れ
ば
価
格
は
Ｏ
Ｎ
よ
り
０
Ｍ
と
増
加
す
る
が
、
数
量
も
Ｏ
Ｎ
よ
り
Ｏ
Ｎ
へ
と
増
加
す
る
。

同
様
に
し
て
第
二
・
二
図
に
お
い
て
需
要
曲
線
が
下
方
へ
シ
フ
ト
す
る
場
合
は
価
格
は
０
Ｍ
よ
り
０
Ｍ
へ
下
落
す
る
が
数
量
も
０
Ｍ
よ
り
Ｏ
Ｎ
ノ

ヘ
減
少
す
る
。

る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
価
格
と
数
量
の
逆
行
関
係
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

Y

Ｍ
Ｍ

価
格

X

S

X
－

0 N'N

数量

第 1．1 図

Y
，価

格 Ｓ
名

Ｍ
Ｍ

X
0 NN

数量

第 1．2 図
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Y（
３
）
ご
口
洋
＆
Ｚ
色
は
○
月
．
冒
閣
ず
罠
ご
旨
閃
×
冒
鳳
冒
色
民
具
ざ
Ｈ
己
国
鳥
ａ
①
ぐ
巴
８
８
，
○
口
目
日
①
ゆ
ゞ
ｚ
①
急
曙
○
烏
ゞ
ら
圏
．

（
４
）
こ
れ
ら
の
品
目
は
コ
コ
ア
、
コ
ー
ヒ
ー
、
銅
、
綿
花
、
ヘ
ン
プ
、
黄
麻
、
亜
麻
仁
、
石
油
、
米
、
ゴ
ム
、
生
糸
、
硝
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
砂

糖
、
茶
、
錫
、
煙
草
、
小
麦
、
美
毛
な
ど
で
あ
る
。

（
５
）
こ
の
分
類
の
方
法
に
つ
い
て
は
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
中
に
も
第
一
次
生
産
が
大
量
に
行
な
わ
れ
て
い
る
国
（
例
え
ば
米
国
、
カ
ナ
ダ
な
ど
べ
Ｂ

グ
ル
ー
プ
の
中
に
も
商
工
業
が
盛
に
行
わ
れ
て
い
る
国
（
例
え
ば
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
）
が
あ
る
の
で
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
と
Ｂ
グ
ル
ー
プ

と
の
間
の
貿
易
を
も
っ
て
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
工
業
製
品
と
第
一
次
生
産
物
と
の
貿
易
と
み
る
こ
と
は
過
度
の
単
純
化
を
お
か
す
こ
と
だ
と
ｇ
‐

価
格 D'

、

、
、

、

，

、
S

一
と

Ｍ
Ｍ

／
S

X
0 N N'

数量

第 2．1 図

Y
，

価
格

、、

、

D'
、

、

Ｍ
Ｍ

０

，

X
N' N

数量

第 2．2 図

215



一
意
議
及
び
目
的

こ
の
機
関
は
商
品
の
世
界
市
場
価
格
が
予
め
定
め
ら
れ
た
最
低
水
準
に
下
落
す
れ
ば
こ
れ
を
買
入
れ
、
ま
た
そ
の
価
格
が
一
定
の

最
高
水
準
に
ま
で
上
昇
す
れ
ば
こ
れ
を
売
出
す
。
こ
れ
ら
の
公
定
の
売
買
価
格
の
中
間
で
は
価
格
は
自
由
に
変
動
す
る
。
支
持
価
格

（
下
限
価
格
）
及
び
天
井
価
格
（
上
限
価
格
）
は
需
給
状
態
の
長
期
の
変
化
を
考
慮
に
入
れ
て
経
験
に
て
ら
し
て
時
々
調
整
さ
れ
得

る
。
こ
の
調
整
は
過
去
八
年
乃
至
十
年
間
に
記
録
さ
れ
た
価
格
の
移
動
平
均
を
基
礎
と
し
て
或
程
度
ま
で
は
自
動
的
に
行
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
方
法
は
如
何
な
る
国
も
単
独
で
は
効
果
を
あ
げ
得
な
い
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
国
際
的
な
基
礎
の
上
に
実
施

（＠律）
（の。）

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
九
五
一
年
に
国
際
連
合
の
専
門
家
委
員
会
は
「
国
際
経
済
安
定
の
た
め
の
施
策
」
（
委
員
長
の
名
を
と
っ

て
エ
ン
ジ
ェ
ル
報
告
シ
凋
呂
閃
ｇ
ｏ
牌
と
よ
ば
れ
て
い
る
）
と
題
す
る
報
告
に
お
い
て
国
際
的
商
品
協
定
を
強
力
に
支
持
し
、
そ
の

実
際
的
な
成
功
の
機
会
に
つ
い
て
幾
分
楽
観
し
、
国
際
復
興
開
発
銀
行
が
第
一
次
生
産
物
の
緩
衝
在
庫
の
た
め
に
融
資
す
る
こ
と
を

要
請
し
た
。
こ
の
報
告
は
こ
の
よ
う
な
協
定
の
成
立
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
輸
入
国
が
も
つ
利
益
を
強
調
し
た
。
緩
衝
在
庫
制

の
設
置
を
挙
げ
て
い
る
。

（■且）

第
一
次
生
産
物
の
輸
出
市
場
安
定
の
た
め
の
国
際
的
な
対
策
と
し
て
ヌ
ル
ク
セ
は
緩
衝
在
庫
機
関
（
９
時
Ｈ
ｍ
８
烏
畠
①
ロ
ｇ
①
の
）

§
畠
○
秒
ご
①
は
批
評
し
て
い
る
。

（
６
）
閃
８
口
○
日
旨
⑦
罰
ｇ
詳
官
国
国
昌
一
》
冒
昌
四
、
宕
己
四
国
ゞ
①
昌
敲
Ｑ
ず
望
盟
ｇ
ｏ
自
民
自
己
①
蔚
騨
己
旦
ｏ
苦
の
愚
ゞ
己
匡
昏
秒
日
》
ら
既
》
己
巨
富

ご
巳
ぐ
①
Ｈ
‐

い
洋
望
勺
吋
①
閉
．
や
ぶ
つ
鯨

’一一
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二
緩
衝
在
庫
の
特
質

然
ら
ば
、
緩
衝
在
庫
の
原
理
そ
れ
自
体
に
何
か
間
違
っ
た
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
生
じ
る
。
し
か
し
ヌ
ル
ク
セ
は

緩
衝
在
庫
の
果
た
す
安
定
的
役
割
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
即
ち
、
遊
休
的
商
品
在
庫
の
蓄
積
は
世
界
の
資
金
の
浪
費
的
な
使
用
ｌ

Ｉ
こ
の
資
金
は
よ
り
緊
急
的
な
開
発
目
的
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
ｌ
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
第
一

次
生
産
物
の
緩
衝
在
庫
に
対
す
る
資
本
の
投
下
は
こ
れ
だ
け
を
孤
立
し
て
考
察
す
る
と
浪
費
的
な
不
生
産
的
な
投
資
で
あ
る
。
し
か

は
輸
入
国
に
と
っ
て
は
景
気
後
退
期
に
買
入
れ
、
ブ
ー
ム
の
時
期
に
さ
き
に
買
入
れ
た
在
庫
を
放
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
輸
入
商
品

の
平
均
費
用
を
低
く
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
る
に
こ
の
制
度
が
な
い
た
め
に
現
実
の
状
態
で
は
輸
入
国
は
価
格
が
高
い
と
き
に

最
も
多
く
買
入
れ
、
価
格
が
低
い
と
き
に
買
入
れ
を
停
止
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
損
失
を
被
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

緩
衝
在
庫
の
構
想
は
世
界
市
場
に
お
け
る
第
一
次
商
品
の
売
買
双
方
の
側
よ
り
見
て
魅
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
施

の
面
に
お
い
て
は
全
く
進
歩
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
米
国
は
こ
の
政
策
に
反
対
し
た
。
（
も
つ
と
も
こ
の
制
度
を
支
持
す
る
よ
う
な

（
４
）

発
言
が
ペ
イ
リ
ー
委
員
会
報
告
（
も
巳
９
９
日
目
２
○
口
閃
ｇ
ｏ
乳
）
そ
の
他
に
お
い
て
行
わ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
全
般
的
に
見

て
米
国
は
こ
の
よ
う
な
対
策
に
は
反
対
で
あ
っ
た
。
）
一
九
五
三
年
に
国
連
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
新
し
い
専
門
家
委
員
会
は
「
商

（
５
）

品
貿
易
及
び
経
済
発
展
」
に
関
す
る
そ
の
報
告
に
お
い
て
或
る
種
の
野
心
的
な
理
論
的
研
究
を
行
っ
た
け
れ
ど
も
、
全
体
と
し
て
見

れ
ば
国
際
商
品
協
定
に
つ
い
て
は
用
心
深
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
同
報
告
は
「
こ
の
よ
う
な
国
際
商
品
協
定
の
方
策
は
メ
ム
バ
ー

の
直
接
の
国
家
的
な
利
益
に
役
立
た
な
く
な
る
や
否
や
直
ち
に
破
棄
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
」
と
指
摘
し
た
（
四
三
頁
）
。

そ
し
て
ま

た
国
際
復
興
開
発
銀
行
が
緩
衝
在
庫
の
融
資
に
当
る
と
い
う
示
唆
は
銀
行
の
歓
迎
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る
（
四
八
頁
）
。
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し
勿
論
こ
の
投
資
は
そ
れ
だ
け
を
切
離
し
て
単
に
使
用
さ
れ
な
い
財
の
貯
蔵
と
し
て
の
み
看
倣
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
が
国
際
商

品
市
場
で
大
き
な
安
定
を
達
成
す
る
な
ら
ば
、
第
一
次
生
産
国
の
長
期
発
展
と
い
う
形
に
お
い
て
相
当
大
き
な
利
益
を
生
み
出
す
も

の
と
見
て
差
支
え
は
な
い
。
次
に
ヌ
ル
ク
セ
は
緩
衝
在
庫
は
世
界
に
お
け
る
第
一
次
商
品
の
ス
ト
ッ
ク
の
平
均
保
有
高
の
正
味
増
加

と
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
即
ち
、
在
庫
は
如
何
な
る
場
合
に
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
事
情
の
下
で

は
在
庫
変
動
が
激
し
い
た
め
に
第
一
次
商
品
生
産
者
の
受
取
る
価
格
及
び
所
得
の
循
環
的
な
変
動
を
激
化
す
る
（
四
○
８
口
目
胃
①
）
よ

う
で
あ
る
。
国
際
的
な
商
品
協
定
は
世
界
の
在
庫
維
持
の
総
負
担
を
増
加
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
第
一
次
生

産
物
の
ス
ト
ッ
ク
の
動
き
に
安
定
性
を
与
え
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
６
）

こ
の
よ
う
な
緩
衝
在
庫
は
原
理
的
に
見
て
す
ぐ
れ
た
政
策
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
に
緩
衝
在
庫
政
策
が
第
二
次

大
戦
後
に
お
い
て
具
体
的
な
形
態
で
実
現
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
疑
問
を
生
じ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
ヌ
ル
ク
セ
の
解
答
は
緩
衝
在
庫

は
ブ
ー
ム
の
時
期
で
な
く
し
て
、
リ
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
時
期
に
お
い
て
の
み
開
始
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、

過
去
の
十
年
間
は
こ
の
よ
う
な
在
庫
の
蓄
積
に
有
利
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
方
向
へ
の
如
何
な
る
試
み
も
既
存
の
イ
ン
フ
レ
圧
力
を

強
化
し
た
で
あ
ろ
う
。
あ
た
か
も
一
九
五
○
年
六
月
（
朝
鮮
動
乱
勃
発
）
以
後
の
政
府
に
よ
る
戦
略
物
資
の
蓄
積
が
イ
ン
フ
レ
圧
力

を
強
化
し
た
よ
う
に
。
イ
ン
フ
レ
圧
力
及
び
完
全
雇
用
の
状
態
は
緩
衝
在
庫
の
当
初
の
仮
定
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
不
適
当
で
あ
る
。

そ
し
て
恐
ら
く
こ
れ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
来
緩
衝
在
庫
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
あ
る
な
ら
ば
最
近
の
リ
セ
ッ
シ
ョ
ン
期
に
緩
衝
在
庫
政
策
が
強
力
に
推
進
さ
れ
て
い
る
は
ず

（
７
）

で
あ
る
。
ハ
ロ
ッ
ド
も
こ
の
政
策
の
実
施
を
強
調
し
て
い
る
。
然
る
に
現
実
に
は
少
数
の
場
合
を
除
い
て
は
緩
衝
在
庫
政
策
は
行
な

わ
れ
て
い
な
い
。
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（、○）

属
国
○
月
は
緩
衝
在
庫
政
策
が
実
施
さ
れ
な
い
理
由
と
し
て

Ｈ
巨
額
の
資
金
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
口
公
正
な
買
入
価
格
及
び

完
渡
価
格
の
決
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
政
策
を
実
施
す
る
に
必
要
な
資
金
は
数
十
億
ド
ル
に
も
達
す

る
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
資
金
を
負
担
し
得
る
の
は
米
国
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
米
国
自
身
が
こ
の
政
策
に
反
対
で
あ
る
こ
と
、

及
び
公
正
な
売
買
価
格
を
決
定
し
よ
う
と
し
て
も
、
売
手
側
と
買
手
側
と
の
双
方
の
「
か
け
ひ
き
」
に
よ
っ
て
こ
れ
が
極
め
て
困
難

で
あ
る
こ
と
も
こ
の
政
策
の
実
施
を
阻
害
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

緩
衝
在
庫
の
資
金
調
達
と
売
買
価
格
決
定
の
問
題
に
つ
い
て
ガ
ッ
ト
の
一
‐
国
際
貿
易
の
趨
勢
」
（
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
バ
ラ
ー
報
告
）

で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
、
資
金
調
達
の
点
に
つ
い
て
い
え
ば
こ
の
資
金
は
輸
出
国
及
び
輸
入
国
が
こ
れ
を
酸
出
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に

世
界
銀
行
か
ら
借
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
銀
行
は
長
期
的
な
経
済
開
発
に
必
要
な
資
金
を
供
給

す
る
こ
と
を
そ
の
任
務
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
短
期
的
な
価
格
変
動
の
防
止
に
対
し
て
資
金
を
供
給
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。

む
し
ろ
国
際
通
貨
基
金
に
資
金
を
仰
ぐ
方
が
ま
だ
し
も
若
干
の
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
後
進
国
は
少
数
の
特
産
物
（
第

一
次
生
産
物
）
の
輸
出
に
依
存
し
て
い
る
が
、
い
ま
第
一
次
生
産
物
の
需
要
が
減
退
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
後
進
国
は
国
際
収
支
が

不
利
化
す
る
一
方
、
そ
の
第
一
次
生
産
物
の
在
庫
を
増
加
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
要
因
が
一
時
的
な
需
要
減
退
で
あ
っ
て
、

そ
の
生
産
物
の
慢
性
的
過
剰
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
国
は
商
品
の
在
庫
を
蓄
積
し
て
、
将
来
景
気
後
退
が
終
っ
た
と
き
に
そ
れ
を
売

却
し
て
国
際
収
支
を
改
善
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
国
際
通
貨
基
金
か
ら
一
時
的
な
融
資
を
受
け

る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
際
通
貨
基
金
は
特
定
の
第
一
次
生
産
物
の
値
下
り
に
よ
る
輸
出
収
入
の
減
少
に
対
応
す
る
補
償
融
資
（
８
９
Ｆ
目
３
‐
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（
９
）

８
ｑ
冒
湧
目
旨
巴
を
行
な
う
考
方
そ
の
も
の
に
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

従
っ
て
資
金
調
達
の
問
題
は
緩
衝
在
庫
政
策
を
実
施
す
る
上
の
難
問
で
あ
っ
て
そ
の
解
決
は
困
難
で
あ
る
。

二
、
安
定
政
策
の
目
標
と
な
る
最
初
の
基
準
価
格
は
過
去
の
経
験
と
合
理
的
予
想
に
基
い
て
設
定
さ
れ
る
。
設
定
さ
れ
た
基
準
価

格
は
時
の
経
過
に
従
っ
て
適
当
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
基
準
価
格
が
趨
勢
か
ら
離
脱
し
た
か
ど
う
か
を
示
す
徴
候
は
上
昇
局
面
に

お
い
て
処
分
し
得
る
よ
り
は
多
く
の
商
品
を
下
降
局
面
に
お
い
て
蓄
積
す
る
（
こ
の
場
合
は
買
入
れ
価
格
が
高
過
ぎ
る
の
で
あ
る
）

か
、
ま
た
は
下
降
局
面
に
お
い
て
購
入
し
得
る
よ
り
も
よ
り
多
く
の
商
品
を
上
昇
局
面
に
お
い
て
処
分
す
る
（
こ
の
場
合
に
は
完
渡

価
格
が
低
す
ぎ
る
の
で
あ
る
）
傾
向
が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
徴
候
が
あ
れ
ば
基
準
価
格
を
変
更

せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
方
法
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
原
則
と
し
て
は

⑪
自
動
的
算
式
に
よ
る
か
、

②
参
加
国
の
協
議
に

よ
る
か
、
あ
る
い
は

③
両
者
の
併
用
に
よ
る
か
の
三
つ
の
方
法
が
あ
る
。

算
式
は
商
品
の
過
度
の
蓄
積
が
生
じ
た
り
、
ま
た
は
在
庫
が
減
少
し
た
り
す
る
時
に
自
動
的
に
価
格
の
変
更
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
算
式
に
よ
る
利
点
は
再
協
議
の
必
要
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
欠
点
は
算
式
作
成
の
当
時
に

は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
事
情
を
あ
と
に
な
っ
て
新
た
に
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
既
存
の
算
式
は
全
く
役
に
立
た
な

く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
各
国
政
府
は
算
式
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
う
こ
と
と
な
る
。
最
も
よ
い
方
法
は
算
式
と
再
協
議

と
の
併
用
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
或
る
年
内
に
お
い
て
は
基
準
価
格
の
比
較
的
小
さ
い
改
訂
は
管
理
当
局
に
一
任
さ
れ
て
い
て
、

在
庫
の
変
動
（
蓄
積
ま
た
は
減
少
）
が
そ
の
年
に
つ
い
て
予
め
定
め
ら
れ
た
限
度
に
達
す
る
と
直
ち
に
行
な
わ
れ
る
。
他
方
に
お
い

て
基
準
価
格
の
大
幅
の
変
動
は
参
加
諸
政
府
の
再
協
議
に
よ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

価
格
が
持
続
的
に
下
落
し
た
結
果
、
緩
衝
在
庫
が
資
金
的
に
損
失
を
被
っ
た
と
き
に
こ
れ
を
救
済
す
る
た
め
生
産
ま
た
は
輸
出
の
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最
後
に
考
察
す
べ
き
問
題
は
緩
衝
在
庫
の
運
用
の
面
に
お
い
て
管
理
機
関
に
ど
の
程
度
の
行
動
の
自
由
を
与
え
る
べ
き
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
買
入
価
格
や
売
渡
価
格
が
余
り
に
も
厳
重
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
機
動
性
が
失
わ
れ
て
、
投
機
者
や
協
定
外

の
国
の
国
家
機
関
な
ど
に
よ
っ
て
乗
ぜ
ら
れ
て
不
利
を
蒙
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
管
理
機
関
は
売
買
の
時
期
そ
の
他
に
つ
い
て

最
大
の
行
動
の
自
由
を
も
つ
こ
と
が
望
ま
し
い
。

し
か
し
な
が
ら
他
方
に
お
い
て
管
理
機
関
に
余
り
に
も
広
汎
な
裁
量
権
を
与
え
る
と
各
国
政
府
は
自
己
の
管
理
出
来
な
い
機
関
に

大
量
の
資
金
を
委
ね
る
こ
と
を
濤
踏
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
は
多
く
の
輸
出
国
と
輸
入
国
と
が
そ
れ

ぞ
れ
の
独
立
の
国
家
的
緩
衝
在
庫
機
関
を
も
ち
、
こ
れ
ら
の
各
国
の
国
家
機
関
が
国
際
的
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
価
格
安
定
に

対
し
て
相
当
の
効
果
を
あ
げ
る
の
で
は
な
い
か
と
ハ
ー
バ
ラ
ー
報
告
で
は
期
待
さ
れ
て
い
る
。

量
的
制
限
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
り
、
事
実
国
際
錫
協
定
で
は
輸
出
の
割
当
制
限
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
基
準
価
格
の
引
下
げ
の
方
が
割
当
制
限
よ
り
も
望
ま
し
い
と
国
連
の
専
門
家
は
考
え
て
い

ブ
ｏ
Ｏ（
１
）
第
一
次
生
産
物
の
国
際
的
安
定
政
策
は
種
々
の
国
際
商
品
協
定
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
て
い
る
。

ガ
ッ
ト
「
国
際
貿
易
の
趨
勢
」
（
一
九
五
八
年
）
（
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
パ
ラ
報
告
）
に
よ
れ
ば
国
際
商
品
協
定
に
は
三
つ
の
類
型
が
あ
る
。
そ
の

一
は
多
角
的
長
期
契
約
で
あ
り
、
そ
の
二
は
輸
出
に
対
す
る
割
当
制
限
で
あ
り
、
そ
の
三
は
緩
衝
在
庫
で
あ
る
。
ヌ
ル
ク
セ
は
こ
の
最
後
の
も

麦
協
定
で
あ
る
。

一
、
多
角
的
長
期
契
約
は
輸
入
国
政
府
が
輸
出
国
政
府
よ
り
第
一
次
生
産
物
の
一
定
量
を
一
定
価
格
で
購
入
す
る
と
い
う
多
角
的
な
長
期
契

約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
第
一
次
生
産
物
の
生
産
者
の
受
取
価
格
及
び
所
得
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
例
は
国
際
小

の
だ
け
を
述
べ
て
い
る
。
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緩
衝
在
庫
協
定
は
生
産
物
の
価
格
が
一
定
の
下
限
価
格
以
下
に
下
落
し
た
と
き
に
こ
れ
を
買
入
れ
て
貯
蔵
し
、
価
格
が
一
定
の
上
限
価
格
以

上
に
高
く
な
れ
ば
こ
れ
を
売
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
短
期
的
な
激
し
い
価
格
変
動
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

国
際
的
緩
衝
在
庫
の
実
例
と
し
て
は
国
際
錫
協
定
が
あ
る
。

（
２
）
一
国
の
国
家
的
な
備
蓄
機
関
も
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
は
出
来
る
が
、
単
一
の
国
家
機
関
の
活
動
で
は
そ
の
生
産
物
の
世
界
価
格
に
何
等
か

の
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
商
品
の
価
格
安
定
に
利
害
関
係
を
も
つ
全
て
の
国
家
が
醸
出
し
た
財

源
を
自
由
に
使
用
す
る
よ
う
な
国
際
的
な
備
蓄
機
関
を
設
け
れ
ば
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
世
界
価
格
は
安
定
化
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
ご
冒
岸
＆
Ｚ
色
武
○
国
の
．
旨
①
勝
胃
朋
さ
Ｈ
目
前
門
口
ゅ
威
○
口
巴
同
８
画
○
日
旨
煕
：
言
々
》
ら
弩
．

こ
の
種
の
協
定
が
円
滑
に
行
な
わ
れ
る
た
め
に
は
商
品
自
身
が
そ
の
性
質
上
、
高
度
に
標
準
化
さ
れ
て
お
り
、
高
度
に
組
織
化
さ
れ
た
市
場

で
取
引
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
口
加
盟
国
政
府
が
一
定
の
価
格
で
そ
の
商
品
の
一
定
量
を
売
買
す
る
に
必
要
な
範
囲
で
そ
の
商
品

の
貿
易
を
統
制
し
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
最
高
価
格
と
最
低
価
格
の
決
定
で
あ
る
。
輸
出
国
は
最
高
価
格
を
高
く
す
る
こ
と
が
有
利
で
あ
り
、
輸
入
国
は
最
低

価
格
を
低
く
す
る
こ
と
を
得
策
と
す
る
。
従
っ
て
両
者
の
価
格
の
開
き
が
余
り
に
も
大
き
く
な
る
と
、
世
界
価
格
は
常
に
最
高
価
格
と
最
低
価

格
と
の
間
を
変
動
す
る
こ
と
と
な
り
、
価
格
安
定
の
目
的
を
達
成
し
得
な
い
。

二
、
輸
出
に
対
す
る
割
当
制
限
協
定

こ
の
協
定
は
生
産
国
が
輸
出
す
る
商
品
の
量
を
一
定
の
比
率
を
割
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
制
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
価
格
の
安
定
を
は
か
る

こ
と
、
二
は
新
し
い
輸
出
国
の
競
争
に
対
し
て
旧
い
輸
出
国
の
既
得
の
地
位
を
防
衛
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
協
定
は
民
間
カ
ル
テ
ル

と
多
く
の
類
似
点
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
協
定
の
実
例
は
国
際
砂
糖
協
定
で
あ
る
。
一
船
的
に
い
っ
て
割
当
制
限
協
定
は
そ
の
商
品
の
世
界
生
産
と
世
界
貿
易
の
パ
タ
ー
ン
を
凍

結
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
。
高
コ
ス
ト
生
産
国
は
割
当
制
限
を
利
用
し
て
そ
の
地
位
を
保
持
す
る
の
に
反
し
、
低
コ
ス
ト
生
産
国
は
そ
の
生
産
な

い
し
輸
出
を
増
大
し
よ
う
と
し
て
も
割
当
制
限
に
よ
っ
て
こ
れ
を
阻
止
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
、
緩
衝
在
庫
協
定
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次
に
ヌ
ル
ク
セ
は
国
内
的
な
措
置
と
し
て
緩
衝
基
金
政
策
を
あ
げ
、
そ
の
意
義
及
び
目
的
、
実
施
の
方
法
、
そ
の
特
質
な
ど
を
論

じ
た
後
、
独
自
の
対
策
を
提
案
し
て
い
る
。

（
４
）

閃
＄
○
日
８
ｍ
昏
吋
蜀
制
＆
○
目
》
シ
閃
８
０
鳳
さ
啓
①
勺
門
①
切
己
①
具
』
ず
望
昏
①
勺
吋
①
⑫
苞
①
ロ
房
冨
胃
①
凰
巴
勺
○
胃
望
ｎ
ｏ
日
日
勝
巳
。
Ｐ
冒
冨
の
、
ろ
紐
．

（
邦
訳
ｌ
自
由
世
界
の
天
然
資
源
（
上
）
（
下
）
後
藤
誉
之
助
氏
他
訳
時
事
通
信
社
昭
和
二
十
八
年
第
一
巻
第
十
五
章
参
照
）

（
５
）
ロ
ロ
岸
＆
Ｚ
凶
は
○
国
の
》
９
日
目
＆
詳
望
毘
且
の
四
目
閃
８
口
。
且
。
。
①
ぐ
座
名
目
の
貝
．
ら
圏
．

（
６
）
緩
衝
在
庫
の
長
所
と
し
て
は
Ｈ
輸
出
国
や
輸
入
国
の
中
に
非
加
盟
国
が
あ
っ
て
も
運
用
さ
れ
る
こ
と
、

口
生
産
物
の
貿
易
に
つ
い
て

包
括
的
な
政
府
の
統
制
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
、

国
低
コ
ス
ト
生
産
者
と
が
市
場
で
自
由
に
競
争
が
出
来
る
こ
と
、

四
商
品
在
庫
を
需
要

の
少
な
い
と
き
か
ら
需
要
の
多
い
と
き
ま
で
持
越
す
（
時
間
的
移
転
）
こ
と
に
よ
っ
て
価
格
安
定
の
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

だ
が
、
他
方
に
お
い
て
困
難
な
問
題
も
多
く
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
緩
衝
在
庫
の
対
象
と
な
る
も
の
は
貯
蔵
費
の
余
り
か
か
ら
な
い
商
品
（
た

と
え
ば
金
属
）
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
国
際
市
場
で
主
要
輸
入
国
が
そ
の
商
品
の
輸
入
を
数
量
的
に
統
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
内
市
場
を
厳
重

に
統
制
す
る
か
、
輸
出
国
が
種
食
の
輸
出
補
助
金
に
よ
っ
て
国
内
市
場
を
統
制
し
た
場
合
に
は
緩
衝
在
庫
を
う
ま
く
運
用
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
緩
衝
在
庫
を
運
用
す
る
に
は
比
較
的
に
自
由
な
市
場
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
価
格
の
変
動
が
短
期
的
な
も
の
か
、
長
期
的
な
も
の
か
は
事

後
に
お
い
て
相
当
期
間
が
経
過
し
て
は
じ
め
て
判
明
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
管
理
機
関
が
判
断
を
誤
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
。
莫
大
な
過
剰

在
庫
を
抱
え
込
ん
で
、
不
況
の
最
中
に
こ
れ
を
処
分
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
危
険
も
あ
る
。
従
っ
て
緩
衡
在
庫
に
対
し
て
は
市
場
価
格
の
変

動
の
振
幅
を
幾
分
緩
和
と
す
る
と
い
う
こ
と
以
上
を
望
む
の
は
賢
明
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
（
ハ
ー
バ
ラ
ー
報
告
参
照
）

（
７
）
閃
昌
国
胃
Ｈ
８
・
「
後
進
国
の
経
済
安
定
政
策
」
（
日
本
経
済
新
聞
昭
和
三
十
四
年
一
月
四
日
）

（
８
）
属
国
ロ
、
嵐
ｐ
Ｏ
ｑ
》
前
掲
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
厨
房
君
唖
ら
圏
．
蜀
儲
。
．
ｓ

（
９
）
小
宅
庸
夫
．
次
産
品
市
場
安
定
措
置
の
概
要
」
外
務
省
調
査
月
報
一
九
六
○
・
二

四
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一
意
義
及
び
目
的

緩
衝
基
金
（
国
巨
観
①
引
田

与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

二
実
施

の
方
法

緩
衝
基
金
政
策
は
通
常
次
の
三
つ
の
方
法
の
一
つ
で
行
う
こ
と
が
出
来
る
。

⑪
中
央
販
売
機
関
（
。
①
冒
茸
巴
目
肖
冨
威
品
品
①
ご
畠
）
が
設
立
さ
れ
、
こ
の
機
関
が
国
内
生
産
者
に
一
定
の
価
格
を
保
証
し
、

生
産
物
は
輸
出
市
場
で
売
れ
る
価
格
で
売
却
す
る
。
生
産
者
に
支
払
う
国
内
価
格
は
暗
黙
の
う
ち
に
好
況
の
年
に
は
あ
た
か
も
課
税

が
行
わ
れ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
ま
た
、
不
況
の
年
で
は
あ
た
か
も
補
助
金
が
支
払
わ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
結
果
と
な
る
よ
う
に
こ

れ
を
定
め
る
。
（
輸
出
税
や
補
助
金
の
額
は
明
示
さ
れ
な
い
。
）

②
本
質
的
に
は
山
と
同
一
種
類
の
政
策
が
可
変
的
な
輸
出
税
と
輸
出
補
助
金
の
形
で
明
示
的
に
運
営
さ
れ
る
。

③
為
替
管
理
機
関
が
輸
出
者
の
外
国
為
替
収
入
を
買
取
る
公
定
の
買
相
場
を
上
下
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
様
の
政
策
を
実
施

す
る
。
も
し
も
外
国
為
替
の
完
レ
ー
ト
が
不
変
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
為
替
管
理
機
関
は
海
外
で
輸
出
品
の
価
格
が
高
い
時
期
に
は
利

益
を
得
、
そ
の
他
の
時
期
に
は
損
失
を
被
る
よ
う
な
方
法
で
こ
の
政
策
を
実
行
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
一
の
方
法
の
主
要
な
例
は
現
在
コ
コ
ア
、
落
花
生
及
び
パ
ー
ム
オ
イ
ル
な
ど
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
西
ア
フ
リ
カ
の
マ
ー
ケ

（
２
）

ツ
テ
ィ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
で
あ
る
。
第
二
の
方
法
は
最
近
に
東
南
ア
ジ
ア
の
種
々
の
国
々
に
よ
っ
て
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
第
三
の
為

緩
衝
基
金
（
国
巨
時
Ｈ
蜀
匡
且
）
政
策
と
い
う
の
は
好
況
時
に
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
に
課
税
し
、
不
況
時
に
は
そ
れ
に
補
助
金
を

与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
政
策
は
世
界
市
場
の
価
格
変
動
を
減
少
せ
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
第
一
次
商
品

生
産
者
の
可
処
分
所
得
を
安
定
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
価
格
変
動
が
国
内
経
済
に
与
え
る
衝
撃
を
緩
和
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

（。Ｌ）

の
で
あ
る
。
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替
操
作
に
よ
る
方
法
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
熟
知
の
慣
行
で
あ
る
。

以
上
の
三
つ
の
主
要
な
方
法
の
共
通
の
特
徴
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
方
法
は
全
て
一
方
に
お
い
て
は
海
外
市
場
の
価
格
変

動
と
輸
出
収
入
、
他
方
に
お
い
て
は
国
内
生
産
者
の
受
取
る
正
味
の
価
格
と
そ
の
収
入
と
の
間
の
関
連
を
遮
断
す
る
傾
向
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
方
法
は
国
内
的
な
措
置
で
あ
っ
て
い
ず
れ
の
一
国
で
も
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
、
国
際
的
な
協
定
に
依
存

す
る
も
の
で
は
な
い
。
緩
衝
基
金
制
の
下
で
は
輸
出
価
格
が
高
い
と
き
に
外
国
為
替
の
緩
衝
基
金
が
蓄
積
さ
れ
、
輸
出
価
格
が
低
い

と
き
に
こ
れ
が
引
き
出
さ
れ
る
。
商
品
の
緩
衝
在
庫
と
対
照
的
に
、
こ
の
種
の
緩
衝
基
金
は
枇
界
の
需
要
が
ブ
ー
ム
状
態
に
あ
る
と

き
に
発
足
す
る
の
が
最
も
適
当
で
あ
る
。

三
緩
衝
在
庫
と
緩
衝
基
金
の
差
異

商
品
在
庫
と
現
金
保
有
と
は
市
場
の
不
確
実
と
不
安
定
に
対
処
す
る
二
者
択
一
的
な
方
法
と
し
て
、
経
済
界
で
一
般
に
行
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に
緩
衝
在
庫
と
緩
衝
基
金
と
は
第
一
次
商
品
生
産
国
の
安
定
政
策
の
二
者
択
一
的
な
方
法
で

あ
る
ｏ
こ
れ
ら
は
相
互
に
代
替
的
で
あ
る
。
緩
衝
在
庫
の
存
在
は
外
国
為
替
準
備
の
必
要
を
減
少
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
（
逆
の

あ
る
。
こ
れ

場
合
は
逆
）
。

両
者
の
相
違
点
は

伽
緩
衝
基
金
は
商
品
の
ス
ト
ッ
ク
を
行
わ
な
い
こ
と
（
従
っ
て
取
扱
対
象
と
な
る
商
品
は
貯
蔵
に
不
適
当
な

も
の
で
も
よ
い
。
）
②
緩
衝
在
庫
の
場
合
に
問
題
と
な
る
貯
蔵
費
は
不
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
逆
に
基
金
の
利
子
収
入
が
あ
る

こ
と
、

③
緩
衝
基
金
は
外
国
と
相
談
す
る
こ
と
な
く
自
国
だ
け
で
こ
れ
を
設
定
し
て
運
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
緩
衝
基
金
を
調
達
す
る
た
め
に
輸
入
を
抑
制
す
る
と
い
う
負
担
が
あ
り
、
こ
れ
は
消
費
財
の
み
な
ら
ず
資
本
設
備
の
輸
入

が
緊
急
的
に
必
要
で
あ
る
後
進
国
に
と
っ
て
は
非
常
に
切
実
な
問
題
で
あ
る
。
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従
来
の
緩
衝
基
金
政
策
に
つ
い
て
ヌ
ル
ク
セ
が
最
も
疑
問
と
す
る
点
は
次
の
点
で
あ
る
。
即
ち
、
第
一
次
生
産
物
が
外
国
市
場
で

高
い
価
格
を
得
て
い
る
と
き
に
第
一
次
品
生
産
者
に
課
税
し
、
逆
の
場
合
に
こ
れ
に
補
助
金
を
与
え
る
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
あ
り

得
よ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
輸
出
品
の
供
給
が
租
税
又
は
補
助
金
に
対
し
て
少
し
で
も
感
応
的
（
Ｈ
①
名
○
昌
望
ぐ
①
）
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
先
づ
第
一
に
一
国
外
国
為
替
収
入
を
平
均
的
に
見
て
減
少
せ
し
め
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、

世
界
市
場
に
お
け
る
価
格
の
循
環
的
変
動
を
激
化
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
国
は
こ
れ
と
反
対
の
措
置
を
と
っ
て
は
い
け

個
々
の
生
産
者
が
ブ
ー
ム
時
代
の
現
金
収
入
の
一
部
を
不
況
時
代
の
使
用
に
備
え
て
貯
蓄
し
て
お
く
こ
と
は
、
一
部
の
生
産
者
に

は
こ
れ
が
期
待
出
来
る
と
し
て
も
大
部
分
の
生
産
者
に
は
こ
れ
を
期
待
出
来
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
生
産
者
は
長
期
的
な

見
通
し
を
待
ち
得
な
い
こ
と
、
金
融
制
度
が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
、
或
い
は
生
産
者
個
人
が
貧
困
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
生
産
者
の
所
得
の
適
当
な
処
置
は
彼
自
身
で
は
な
く
て
国
家
（
或
は
何
等
か
の
そ
の
他
の
中
央
機
関
）
の
行
動

緩
衝
基
金
制
度
の
下
で
は
黒
字
予
算
の
デ
フ
レ
的
効
果
が
ブ
ー
ム
期
に
お
け
る
国
際
収
支
の
イ
ン
フ
レ
的
効
果
を
相
殺
す
る
傾
向

フ
ア
ン
ク
シ
ヨ
ナ
ミ
・
フ
イ
ナ
ン
ス

が
あ
り
、
不
況
期
に
は
逆
の
現
象
が
お
こ
る
。
ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
先
進
国
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
「
機
能
的
敗
政
」

の
原
理
が
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
に
依
存
す
る
後
進
国
で
実
行
さ
れ
る
一
方
法
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
本
質
的
な
問
題
は
輸
出
ス

ラ
ン
プ
の
と
き
に
貯
蓄
の
引
出
し
（
巳
の
の
餌
ぐ
旨
巴
を
行
う
た
め
に
、
輸
出
ブ
ー
ム
の
と
き
に
強
制
貯
蓄
が
そ
の
国
に
課
せ
ら
れ
る
こ

よ
っ
て
実
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
で
あ
る
。

五
緩
衝
基
金
政
策
に
対
す
る
批
判

四
緩
衝
基
金
の
運
営
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あ
る
だ
ろ
う
。

な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
海
外
の
価
格
が
好
調
で
あ
る
と
き
に
輸
出
数
量
を
極
度
に
増
加
し
、
輸
出
価
格
が
低
下
し
た
と
き
に
輸
出

数
量
を
減
少
せ
し
め
る
こ
と
は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
に
対
す
る
回
答
は
事
実
上
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
供
給
が
価
格
に
対
し
て
弾
力
的
で
あ
る
か
又
は
非
弾
力
的
で
あ
る
か

ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
輸
出
供
給
が
完
全
に
非
弾
力
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
即
ち
、
輸
出
の
た
め
の
供
給
が
受
取
る
価
格
に
よ

っ
て
全
然
影
響
を
う
け
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
問
題
は
生
ぜ
ず
、
現
在
論
議
し
て
い
る
政
策
は
少
く
と
も
こ
の
点
で
は
悪
い
影
響
を

も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
若
し
も
供
給
が
「
逆
に
」
弾
力
的
（
＆
胃
扇
の
Ｈ
ぐ
の
ご
こ
の
匿
呂
。
）
で
あ
る
な
ら
ば
ｌ
時
と
し
て
は
そ
れ
が

事
実
で
あ
る
が
ｌ
即
ち
、
価
格
の
増
加
が
現
実
に
は
供
給
の
減
少
を
生
ぜ
し
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
最
も
効
果
的
な
政

策
は
ブ
ー
ム
期
に
は
輸
出
に
重
い
課
税
を
し
て
農
民
の
受
取
る
正
味
価
格
を
切
下
げ
、
ま
た
不
況
期
に
は
正
味
価
格
を
増
加
す
る
た

め
に
補
助
金
を
与
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
輸
出
向
け
の
供
給
量
は
ブ
ー
ム
期
に
は
増
加
し
、
ス
ラ
ン
プ
期
に
は
減
少

す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
世
界
市
場
の
安
定
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
生
産
国
の
国
家
的
見
地
か
ら
見
て
も
正
し
い
パ
タ
ー
ン
で

現
実
に
は
輸
出
第
一
次
生
産
物
の
供
給
は
必
ず
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
価
格
に
幾
分
弾
力
的
（
国
昏
①
吋
①
旨
豊
。
）
で
あ
る
。
こ（
３
）

の
こ
と
は
既
に
引
用
し
た
国
連
の
研
究
「
低
開
発
国
輸
出
市
場
の
不
安
定
性
」
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
て
い
る
と
ヌ
ル
ク
セ
は
見
る
。

す
な
わ
ち
、
過
去
半
世
紀
の
経
験
は
世
界
貿
易
に
お
け
る
十
八
品
目
の
第
一
次
生
産
物
の
価
格
変
動
と
輸
出
数
量
と
の
可
成
り
大
き

（
４
）

い
正
の
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ヌ
ル
ク
セ
は
第
一
次
生
産
物
の
供
給
は
正
常
な
場
合
に
お
い
て
は
価
格
に
正
し
く

反
応
す
る
と
い
う
事
実
は
緩
衝
基
金
政
策
を
判
断
す
る
の
に
明
か
に
決
定
的
な
重
要
さ
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
み
る
。
こ
の
政
策
は

生
産
者
の
受
取
る
価
格
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
輸
出
価
格
が
高
い
と
き
は
よ
り
多
く
を
生
産
し
よ
う
と
い
う
刺
戟
（
旨
８
匡
‐
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食
ぐ
の
）
を
妨
害
し
、
逆
に
輸
出
価
格
が
低
い
と
き
に
は
輸
出
向
け
生
産
を
維
持
す
る
こ
と
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
法

は
生
産
国
の
輸
出
手
取
高
を
景
気
循
環
期
を
通
じ
て
極
大
化
す
る
方
法
で
も
な
い
し
、
ま
た
第
一
次
商
品
の
国
際
市
場
を
安
定
さ
せ

る
の
に
役
立
つ
方
法
で
も
な
い
と
論
じ
る
。

西
ア
フ
リ
カ
の
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
を
主
題
と
し
て
最
近
興
味
あ
る
論
述
が
行
わ
れ
て
い
る
。
戦
後
の
ブ
ー
ム
の
間
に

こ
れ
ら
の
ボ
ー
ド
は
巨
大
な
利
潤
を
得
て
、
莫
大
な
準
備
資
金
を
蓄
積
し
た
。
弓
．
目
．
国
四
口
①
周
と
蜀
．
言
．
勺
巴
呂
は
「
第
一
次
品

（
５
）

生
産
者
の
所
得
変
動
の
減
少
」
に
関
す
る
二
つ
の
長
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
価
格
固
定
政
策
が
、
輸
出
向
生
産
物
の
数
量
に

（
６
）

及
ぼ
す
制
限
的
効
果
に
大
い
に
、
関
心
を
も
ち
、
移
動
平
均
算
式
を
主
張
し
た
。
即
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ボ

ー
ド
が
生
産
者
に
支
払
う
価
格
は
そ
れ
が
世
界
市
場
の
趨
勢
に
絶
え
ず
一
致
す
る
よ
う
に
確
実
に
調
整
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
両
氏
で
さ
え
も
、
「
保
証
価
格
制
度
」
（
唱
四
国
貝
①
＆
胃
旨
①
吻
呂
の
目
の
）
の
原
則
に
つ
い
て
疑
問
を
も

こ
の
制
度
は
日
々
の
価
格
変
動
の
危
険
と
不
確
実
性
を
軽
減
す
る
こ
と
及
び
農
民
を
し
て
投
機
的
な
仕
事
よ
り
も
、
む
し
ろ
生
産

的
な
仕
事
に
注
意
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
有
益
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
国
四
口
①
Ｈ
と
弓
凰
切
巨
が
抱

く
と
こ
ろ
の
最
初
の
疑
問
（
即
ち
、
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
の
政
策
が
輸
出
向
生
産
量
を
制
限
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
）
は
彼
等
が
選
ぶ
算
式
の
如
何
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
等
は
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
が
課
税
及
び
強

℃
、

、

制
貯
蓄
の
機
関
と
な
る
こ
と
に
反
対
す
る
が
、
彼
等
の
非
難
は
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
を
こ
の
目
的
の
た
め
に
持
続
的

ｅ
①
風
昇
①
貝
）
に
使
用
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
等
は
こ
の
機
関
の
任
務
を
第
一
次
商
品
生
産
者
の
所
得
の
景
気
循
環

的
な
安
定
に
限
定
し
、
よ
り
広
い
領
域
に
侵
入
す
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
細
か
い
点
を
度
外
視
す
る
な
ら
ば

た
な
か
っ
た
。
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国
四
目
日
も
凰
呂
算
式
の
要
点
は
固
定
的
な
国
内
価
格
が
毎
年
毎
年
に
過
去
の
一
定
年
間
に
実
現
さ
れ
た
平
均
的
輸
出
価
格
に
等
し
く

な
る
よ
う
に
こ
れ
を
調
整
す
る
こ
と
に
あ
る
。
（
た
だ
し
移
動
、
平
均
に
お
い
て
は
最
近
の
ウ
エ
イ
ト
を
以
前
の
年
よ
り
も
重
く
す

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
）

両
氏
の
方
式
に
お
い
て
も
矢
張
り
、
或
年
に
お
い
て
は
課
税
と
強
制
貯
蓄
は
部
分
的
に
は
行
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
算
式
に
よ
れ
ば
課
税
や
強
制
貯
蓄
は
後
年
の
補
助
金
供
与
及
び
負
の
貯
蓄
に
よ
っ
て
、
よ
り
確
か
に

相
殺
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
両
氏
の
方
法
で
は
課
税
と
補
助
金
の
供
与
が
ｌ
即
ち
、
貯
蓄
と
負
の
貯
蓄
と
が
ｌ
交
互
に
行
わ
れ
る

が
、
そ
の
対
象
は
一
輸
出
商
品
の
第
一
次
生
産
者
に
厳
密
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
両
氏
か
ら
見
れ
ば
長
所
で
あ
る
が
、
ヌ
ル

ク
セ
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
こ
れ
ら
が
正
し
く
そ
の
基
礎
的
短
所
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
方
法
で
は
、
既
に
の
べ
た
よ
う

に
丁
度
不
適
当
な
時
期
に
輸
出
生
産
の
数
量
を
交
互
に
制
限
し
た
り
、
増
加
し
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。

一
ノ

力
矛

１
１

Ｉ
Ｖ

Ｏ
非
＆

弓
う

こ
こ
で
ヌ
ル
ク
セ
は
次
の
よ
う
な
政
策
を
提
案
す
る
。
即
ち
、
輸
出
作
物
の
国
内
価
格
は
世
界
市
場
の
情
勢
に
従
っ
て
自
由
に
変

動
さ
せ
る
。
（
そ
れ
は
毎
日
毎
日
で
は
な
い
と
し
て
も
少
く
と
も
毎
年
毎
年
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
課
税
は
こ
れ
を
輸
出
第
一
次
生

、
、

、

産
物
生
産
者
に
限
定
せ
ず
、
一
般
的
に
（
内
国
消
費
税
、
所
得
税
、
輸
出
税
の
み
な
ら
ず
輸
入
税
に
よ
っ
て
も
）
行
な
い
輸
出
ブ
ー

ム
の
時
に
は
増
大
し
、
ス
ラ
ン
プ
の
時
に
は
減
少
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
財
政
黒
字
は
ブ
ー
ム
時
代
に
達
成
さ
れ
、
所
得
の
拡

大
と
輸
入
の
増
加
を
抑
制
し
、
不
況
期
に
お
け
る
支
出
に
利
用
さ
れ
る
べ
き
外
国
為
替
の
必
要
な
緩
衝
基
金
を
蓄
積
す
る
。
重
要
な

イ
ン
セ
ン
テ
イ
プ

点
は
こ
の
場
合
に
は
市
場
状
態
の
変
化
に
呼
応
し
て
資
源
を
移
動
さ
せ
る
刺
戟
に
対
し
て
は
干
渉
し
な
い
点
で
あ
る
。
国
民
所
得

勘
定
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
政
策
は
総
可
処
分
所
得
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
輸
出
生
産
か
ら
生
じ

、
℃

Ｄ

る
可
処
分
所
得
だ
け
の
安
定
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
一
般
的
な
課
税
政
策
を
こ
の
景
気
対
策
的
な
形

一〈
新

し

、

提
案
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し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
次
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
多
数
の
国
に
お
い
て
は
一
般
的
な
景
気
対
策
的
財

政
政
策
を
行
う
実
際
的
な
可
能
性
は
極
端
に
限
ら
れ
て
い
る
。
他
の
課
税
源
泉
が
存
在
す
る
と
し
て
も
輸
出
生
産
物
に
課
税
す
る
こ

と
は
景
気
対
策
的
財
政
政
策
の
最
も
簡
単
に
し
て
容
易
な
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
き
に
の
べ
た
輸
出
税
及
び
補
助
金
の
好
ま
し

く
な
い
効
果
を
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
。
実
際
的
に
政
府
が
狙
い
得
る
最
善
の
も
の
は
一
般
的
課
税
と
輸
出
課
税
と
の
妥
協
案
で
あ

っ
て
、
ブ
ー
ム
期
に
は
輸
出
品
に
幾
ら
か
の
課
税
を
す
る
が
、
し
か
も
生
産
者
の
受
取
額
が
有
利
と
な
る
よ
う
に
輸
出
価
格
の
一
部

増
加
を
み
と
め
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
財
政
的
方
法
に
よ
っ
て
（
例
え
ば
高
額
の
所
得
税
、
財
産
税
、
消
費
税
又
は
輸
入
税
さ
え
も
用

い
て
）
総
可
処
分
所
得
、
従
っ
て
輸
入
需
要
を
抑
制
す
る
こ
と
に
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
例
外
的
な
場
合
と
し
て
ヌ
ル
ク
セ
は
次
の
よ
う
な
事
情
を
み
と
め
て
い
る
。
即
ち
、
景
気
循
環
期
に
労
力
及
び
資
源
が

外
国
の
価
格
変
動
に
呼
応
し
て
輸
出
生
産
へ
、
ま
た
輸
出
生
産
か
ら
移
動
す
る
こ
と
は
ｌ
た
と
え
総
可
処
分
所
得
の
安
定
が
得
ら

れ
る
と
し
て
も
ｌ
短
期
的
に
余
り
に
多
く
の
構
造
的
適
応
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
内
経
済
の
安
定
を
く
つ
が
え
す
で
あ
ろ

う
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
輸
出
農
作
物
の
生
産
者
が
実
現
す
る
正
味
の
国
内
価
格
を
安
定
さ
せ
る
と
い
う
政

策
は
、
そ
の
国
の
経
済
生
活
の
混
乱
を
招
く
よ
う
な
労
力
及
び
資
源
の
移
動
を
制
限
す
る
慎
重
な
試
み
と
看
倣
す
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
よ
う
な
国
内
価
格
安
定
政
策
が
選
好
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
と
や
か
く
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
（
た
だ
し
、
そ
の
選
択
が
有

効
適
切
に
、
即
ち
輸
出
価
格
が
高
い
と
き
に
多
く
輸
出
し
、
輸
出
価
格
が
低
い
と
き
に
少
く
輸
出
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
利
益
で
あ

す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。

で
用
い
る
こ
と
は
専
ら
輸
出
商
品
の
価
格
だ
け
に
結
び
つ
い
て
い
る
狭
い
形
の
課
税
（
そ
れ
は
積
極
的
及
び
消
極
的
の
両
者
を
含
む
）

よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。
価
格
の
変
動
は
資
源
の
配
分
に
対
し
て
重
要
な
刺
戟
的
効
果
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
活
用
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る
こ
と
を
充
分
に
わ
き
ま
え
て
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
ｏ
）

（
１
）
緩
衝
基
金
の
長
所
は
生
産
者
に
一
定
の
買
入
価
格
を
保
証
す
る
の
で
生
産
者
は
世
界
市
場
価
格
の
変
動
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
な
く
安
定
し

た
収
入
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
価
格
上
昇
に
よ
る
増
産
の
意
欲
が
刺
戟
さ
れ
な
い
と
い
う
欠
点

も
あ
り
、
ま
た
買
入
価
格
が
不
当
に
低
く
決
定
せ
ら
れ
て
生
産
者
が
不
利
益
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

（
２
）
勺
．
Ｈ
国
四
日
の
Ｈ
，
言
①
鼻
醇
曽
８
邑
国
且
①
．
Ｆ
身
弓
凰
揖
の
》
ら
鼠
（
ア
ジ
ア
問
題
一
九
五
六
年
三
月
号
に
入
江
猪
太
郎
氏
の
紹
介
が
あ
る
）

民
．
己
．
妙
国
色
匡
乏
冒
》
目
声
①
冨
肖
丙
①
宮
口
函
具
ｎ
ｏ
８
騨
旨
ご
房
鼻
①
汽
画
ｚ
黄
①
己
餌
ゞ
Ｆ
ｏ
ｐ
Ｑ
Ｏ
ｐ
》
ら
塾
．

罰
．
⑦
昌
一
鼻
武
》
民
．
己
．
い
国
騨
固
君
旨
》
四
目
旦
自
◆
○
．
己
言
い
園
蒟
①
凰
騨
○
○
８
騨
蜀
日
日
①
厨
壱
Ｆ
○
口
Ｑ
○
画
》
ら
獣
ゞ

○
Ｆ
①
こ
ず
巨
切
ｏ
ロ
の
Ｈ
》
国
巳
序
ず
自
営
ご
顕
時
。
Ｂ
芹
彦
①
の
巳
○
且
①
ｍ
》
Ｆ
ｏ
ｐ
Ｑ
ｏ
自
》
ら
３
．

国
民
．
国
ｇ
ご
置
昌
砂
冨
騨
烏
①
は
侭
田
○
秒
ａ
色
冒
・
属
８
口
○
日
旨
己
①
く
①
ざ
石
日
蔚
貝

目
ｚ
樹
①
門
冨
四
国
Ｑ
⑦
盲
四
口
四
．

屍
①
ぐ
尉
乏
旦

同
８
国
○
日
旨

（３）
こ
の
点
は
後
に
も
触
れ
る
が
、
シ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
こ
の
国
連
の
研
究
は
供
給
の
弾
力
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
な

く
、
こ
の
研
究
は
総
売
上
高
は
価
格
だ
け
の
変
動
よ
り
も
大
幅
に
変
動
す
る
と
い
う
意
味
で
価
格
の
変
動
と
数
量
の
変
動
と
の
間
に
何
等
か
の

関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
研
究
そ
れ
自
身
は
価
格
変
動
に
対
す
る
供
給
の
感
応
性
の
完
全
な
証
拠
で
は
な
い
。
（
国
連
の
こ
の
研
究
で
は
総
売
上
高
が
大
き
く
変

、

ー

年
度
）

い
《
ロ
巳
＄
、
○
月
ｏ
す
①
験
ら
畠

西
ア
フ
リ
カ
以
外
で
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
の
制
度
を
と
っ
て
い
る
例
と
し
て
は
一
三
－
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
原
毛
、
小
麦
、
バ
タ
ー
、
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
の
小
麦
、
酪
農
製
品
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ヤ
の
コ
プ
ラ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
小
麦
、
食
肉
、
ガ
ー
ナ
の
コ
コ
ア
、
ビ
ル
マ
の
米
、
フ

ラ
ン
ス
共
同
体
領
域
の
産
品
な
ど
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
。
（
小
宅
庸
夫
「
一
次
産
品
市
場
安
定
措
置
の
概
要
」
外
務
省
調
査
月
報
（
一
九
六
○

矢
内
原
勝
「
西
ア
フ
リ
カ
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
の
安
定
政
策
と
基
金
」
三
田
学
会
雑
誌
（
昭
和
三
十
三
年
四
月
号
）

矢
内
原
勝
「
西
ア
フ
リ
カ
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
下
の
コ
コ
ア
買
付
機
構
の
研
究
」
慶
応
義
塾
経
済
学
会
経
済
年
報
Ｉ
（
一
九
五
七
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動
す
る
の
は
価
格
だ
け
で
な
く
数
量
も
大
幅
に
変
動
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
数
量
の
変
動
は
屡
を
価
格
の
変
動
の
二
倍
以
上
に
達
す

る
場
合
も
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
）

こ
の
国
連
の
研
究
か
ら
価
格
と
数
量
の
変
動
の
相
関
係
数
を
算
定
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
輸
出
の
弾
力
的
な
供
給
を
示
す
証
拠
と
は
な
ら
な
い
。

国
連
の
研
究
は
価
格
の
変
動
が
従
来
は
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
数
量
の
変
動
の
方
が
輸
出
売
上
高
の
変
動
を
生
ぜ
し
め
る
の
に

よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
（
盟
凋
胃
〉
属
蔦
さ
、
』
ら
８
．
蜀
閉
。
．
ｅ

（
４
）
こ
こ
に
ヌ
ル
ク
セ
の
い
う
「
正
の
相
関
関
係
」
な
る
言
葉
は
厳
密
な
統
計
学
的
意
味
に
用
い
た
も
の
で
は
な
く
、
価
格
と
数
量
と
が
そ
の

循
環
的
変
動
に
お
い
て
著
し
い
一
致
を
見
せ
て
い
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
（
前
掲
論
文
二
五
一
頁
）

（
５
）
勺
．
目
．
切
目
９
画
目
田
．
弓
．
勺
凰
呂
ゞ
：
門
胃
罰
ａ
ｐ
ｏ
陣
○
口
具
国
ｐ
ｏ
目
凹
陸
ｏ
５
旨
昏
の
旨
８
日
閉
具
犀
ｏ
合
８
刷
ゞ
》
ゞ
向
８
口
。
目
ｏ
〕
○
日
目
巴
ゞ

己
①
８
日
冨
獄
ら
笛
及
び
《
《
目
胃
詞
の
目
。
茸
○
口
具
国
ｐ
ｏ
目
昌
○
口
の
旨
昏
の
旨
８
日
＄
具
も
凰
日
餌
昌
国
○
目
８
昂
閃
貝
昏
関
９
口
の
画
の
獄
＆
雲
：

両
８
口
○
日
旨
］
○
員
目
巴
》
己
①
８
日
ず
閂

ら
塁
．

（
６
）
一
般
的
な
算
式
と
し
て
は

鐸Ⅱ十十斗〔（黒‐巨十ぶ‐雷十：：：ぶ‐富）×‐州上
Ⅱ十十‐斗‐〔（ず＋蕊‐。＋：

：
蕊‐鼠）×（一‐‐土；…産

汁
汰
号
・
ふ
Ⅱ
小
繍
倉
嶺
）
丙
苛
ダ
パ
肝
蹄
雌
丙
印
罰
脾
誉
部
謬
鐡
蔀
駁
１
年
丙
苛
寺
が
肝
隅
罫
Ｓ
濁
訓
緋
鐡
（
冒
○
８
①
烏
旨

Ｊ
Ｔ
１
補
ｅ
濁
訓
紗
幾
Ｇ
Ｊ
敵
肝
隅
雌
育
刈
営
寸
昔
が
喪
亨
書
Ⅱ
爵
訓
鮮
錨
咳
判
芯
鵬
誉
が
感
附
ｓ
捕
簿

Ａ
式
に
お
け
る
万
お
よ
び
邦
は
政
策
当
局
が
決
定
す
る
事
項
で
あ
る
。
１
万
は
販
売
金
額
の
う
ち
生
産
者
に
支
払
わ
れ
る
部
分
を
示
す
も
の

で
あ
る
が
１
万
が
大
と
な
る
こ
と
は
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
ム
（
生
産
者
に
分
配
さ
れ
る
金
額
）
を
増
大
す
る
も
の
で
は
な
い
。
１
一
兆
が
大
と
な
る

こ
と
は
Ａ
式
第
一
項
の
聡
一
〃
（
今
年
度
項
目
）
を
大
と
す
る
け
れ
ど
も
、
第
二
項
（
い
わ
ゆ
る
円
滑
化
項
目
）
を
小
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
何

故
な
ら
ば
第
二
項
は
（
胃
’
十
）
を
含
ん
で
い
る
か
ら
１
－
兆
が
大
と
な
れ
ば
（
』
’
十
）
は
小
と
な
り
、
従
っ
て
第
二
項
の
値
は
小
と
な
る
か
ら
で

あ
る
。ま
た
第
二
項
の
れ
の
値
が
大
と
な
る
こ
と
は
過
去
の
移
動
平
均
年
数
が
大
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
円
滑
化
の
効
果
が
大
と
な
る
の
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ぐ
蕊

‐
富

ｆ
§

，
‐

！
饗

Ｌ

Ⅱ十十斗‐〔（ぶ‐』十鰯‐電
：
：
＋
ｆ
）
（
Ｔ
＋
）
〕

と
な
っ
て
Ａ
式
に
一
致
す
る
。

次
に
黒
Ⅱ
銅
。
《
と
考
え
て
Ｂ
式
を
さ
ら
に
書
き
改
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

で
あ
る
。

次
に
生
産
物
の
予
想
販
売
金
額
（
収
穫
期
の
前
に
生
産
者
に
支
払
う
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
予
想
が
導
入
さ
れ
る
）
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
一
般
的
算
式
Ａ
は
次
の
よ
う
に
変
化
す
る
。

『
ｌ
駁
」
‐
］
「
く

卜
く

卜
！
：
罰

ｌ
ト
顔
‐
』
＋
駁
１
画
十
駁
‐
蔓
）
ジ
：
１
－
．
｝

，
‐
㈲
Ｉ

詮
》

⑤幹
一
ぐ
、

汁
祇
Ｆ
・
め
Ⅱ
肝
矧
雌
富
読
坪
、
Ⅱ
計
飾
富
誘
争
照
脹
皇
舜
爵
訓
鮮
懲
旨
、
Ⅱ
訓
融
脾
苦
汁
計
鮠
富
謡
（
ご
旨
心
Ⅱ
肝
烈
毒
簿

剛
Ｃ
Ⅱ
肝
卿
訓
融
簿
叩
斗
Ⅱ
小
紺
岡
Ｓ
訓
融
爵
訓
鐡
Ｓ
；
肝
蹄
雌
丙
糾
拱
ず
き
が
入
岬
喪
亨
謹
Ⅱ
爵
訓
錨
ｓ

淵
騨
四
節
言
ｓ
汁
与
丙
判
芯
眺
昔
郡
捕
薄

い
ま
予
想
が
現
実
に
一
致
し
た
と
す
れ
ば

銅
Ⅱ
銅
．
Ｃ
１
ｃ
守
で
あ
る
か
ら
Ｃ
式
は

罠
｛
口

。
’
。

。
’

ロ
。

（
類
‐
』
Ｃ
辱
‐
】
＋
銅
占
銅
‐
唖
十
…
…
銅
Ｉ
急
の
《
‐
惠
）
》

汁
威
Ｆ
・
駁
↓
紺
（
輔
）
ｓ
蝋
融
爵
副
俳
箪
皐
非
．
薑
丙
’
一
〃
八
昇
負
丙
國
巳

い
ま
現
実
の
販
売
金
額
と
予
想
販
売
金
額
と
が
一
致
し
た
と
す
れ
ば
Ｂ
式
は

『
ｌ
猛
一
再
「
く

卜
ぐ

卜
！
：
く

ｌ
駁
‐
』
＋
蕊
‐
瞳
十
…
・
・
・
顔
‐
ご
〕

必
｜｜

藷|銅’
十

｜」

，
、
Ｓ
ｌ

蕊
｝

の齢

還１惚↓＋〔（類‐ゐ園‐』＋銅‐電牟‐。＋：：
類‐霞。震‐富）（言’十）〕

鐸
Ⅱ
半
十
斗
〔
ぷ
‐
』
＋
ｆ
十

鐸
Ⅱ
十
十
斗
〔
ぶ
‐
斗
凝
‐
。
十

の
１
や
＋

斗昂‐畳・言‐言十ｆ、辱‐嫡十：
：
？。辱‐事‐

で
あ
る
か
ら
Ｃ
式
は

‐斗‐｛期‐』Ｃ《‐』＋銅‐画の辱卜四十

ｆ
■
■
ｒ
ｑ
ｌ
■
巳
■
■
■
９
８
６
９
１
６
Ｆ
■
■
８
■
ｒ
０
４
Ｕ
Ｉ
且
Ｖ
４
４
ｑ
や

願
夢

凝
議

銅
‐
薑
の
辱
‐
富
？
Ｉ 蕊

（
期
‐
ろ
儲
Ｉ
》
＋
銅
‐
も
儲
‐
⑲
＋
：
…
・
類
‐
富
Ｃ
蕊
ｌ
富

ルー ′

、 ダ

亘
強

溌

ー

ー

一

O
ー
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（ａ４）

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
政
府
専
売
を
通
じ
て
第
一
次
生
産
物
を
輸
出
し
た
政
策
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
国
内
の
農
民
の
受
取
る
価
絡

は
海
外
で
獲
得
さ
れ
た
価
格
よ
り
も
遙
か
に
下
廻
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
制
度
は
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
に
対
し
て
絶

え
間
な
く
重
税
を
課
す
る
の
と
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
な
る
目
的
は
工
業
化
の
資
本
を
調
達
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の

結
果
も
等
し
く
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
輸
出
に
利
用
さ
れ
る
供
給
は
個
渇
し
た
。
一
九
五
○
’
五
二
年
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
資
本
財

せ
て
吟
味
し
て
い
る
。

最
後
に
ｚ
日
冨
①
は
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
に
対
す
る
課
税
を
景
気
循
環
対
策
と
し
て
で
は
な
く
、
国
内
経
済
開
発
（
工
業
化
）

の
資
金
調
達
を
目
的
と
し
た
恒
久
的
な
政
策
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。

そ
の
事
例
と
し
て
第
二
次
大
戦
後
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
政
策
と
、
第
十
九
世
紀
の
後
半
に
日
本
が
採
用
し
た
政
策
と
比
較
対
照
さ

必
Ｐ
は
Ａ
式
の
心
、
如
夢
は
Ａ
式
の
現
に
等
し
い
か
ら
、
こ
の
式
は

琴Ⅱ雫十十〔（ぷ‐』＋環‐箪十韓‐蕊（Ｔ＋）〕
と
な
っ
て
Ａ
式
に
等
し
く
な
る
。

従
っ
て
Ｃ
式
は
形
は
複
雑
で
あ
る
が
原
理
的
に
は
Ａ
式
に
等
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
耳
、
一
砧
の
よ
う
な
予
想
値
を
含
む
点
が
異
っ
て
い

る
。
し
か
し
て
こ
の
点
が
こ
の
式
の
特
徴
で
あ
り
ま
た
難
点
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
耳
、
一
Ｑ
の
よ
う
な
予
想
値
は
方
式
自
体
か
ら
は
導
き
出

す
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

国
色
巨
閂
も
巴
呂
の
こ
の
算
式
の
効
用
は
世
界
市
場
価
格
が
変
動
す
る
場
合
に
そ
の
変
動
を
緩
和
し
て
生
産
者
価
格
の
安
定
を
は
か
る
と
同
時

に
、
世
界
価
格
の
変
動
の
趨
勢
に
一
致
し
て
生
産
者
の
価
格
を
決
定
し
て
、
生
産
者
が
著
る
し
く
不
利
と
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
点
で
あ
る
。

五
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（ワ凸）

の
輸
入
は
一
九
四
七
’
四
九
年
の
水
準
よ
り
は
三
七
％
低
く
、
戦
前
の
一
九
三
七
’
三
九
年
の
水
準
か
ら
見
て
さ
え
も
低
か
っ
た
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
輸
出
品
に
対
す
る
世
界
の
需
要
が
非
弾
力
的
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
輸
出
生
産
物
に
対
す
る
課
税
や
輸
出
数
量
の

減
少
は
輸
出
売
上
高
の
増
加
を
生
ぜ
し
め
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
そ
の
輸
出
す
る
生
産
物
の
唯
一
の
売
手
で
は

な
い
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
明
か
に
幾
分
か
弾
力
的
な
輸
出
需
要
に
直
面
し
て
い
た
。
た
と
え
一
国
が
ゴ
ム
や
コ
ー
ヒ
の
よ
う
な
商
品

の
唯
一
の
輸
出
者
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
国
の
輸
出
品
に
対
す
る
世
界
の
需
要
が
非
弾
力
的
で
あ
る
の
は
価
格
変
動
の
或
る
一
定

の
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
る
。
若
し
そ
れ
が
全
範
囲
に
お
い
て
非
弾
力
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
世
界
が
そ
の
所
得
を
悉
く
ゴ
ム

又
は
コ
ー
ヒ
ー
に
よ
ろ
こ
ん
で
支
出
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
世
界
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。

需
要
は
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
み
非
弾
力
的
で
あ
り
得
る
。
供
給
が
制
限
さ
れ
、
価
格
が
増
大
す
る
に
従
っ
て
、
早
晩
に
需
要
は
弾
力

（
３
）

的
に
転
化
す
る
。
一
国
又
は
共
同
し
て
行
動
す
る
一
群
の
国
の
独
占
的
地
位
の
利
用
は
そ
れ
故
に
常
に
や
り
に
く
い
仕
事
で
あ
る
。

需
要
が
非
弾
力
的
な
範
囲
で
は
輸
出
積
出
量
の
減
少
に
よ
っ
て
世
界
市
場
か
ら
得
る
外
国
為
替
の
量
は
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
若
し

こ
の
よ
う
な
可
能
性
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
、
輸
出
課
税
は
輸
出
生
産
を
抑
制
す
る
と
同
時
に
輸
出
売
上
高
を
増
加
し
、

こ
れ
を
公
的
目
的
の
た
め
に
充
当
す
る
有
効
な
手
段
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
輸
出
品
に
対
す
る
課
税
論
は
景
気
変

動
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
持
続
的
に
適
用
さ
れ
る
議
論
で
あ
っ
て
以
前
に
述
べ
た
「
緩
衝
基
金
」
モ
デ
ル
と
特
に
関
連
の
あ
る
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
繰
返
し
て
い
う
が
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
は

一
九
四
五
年
以
後
の
い
ず
れ
の
年
に
お
い
て
も
著
し
い
程
度
に
お
い
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
対
し
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
状
態
の
下
で
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
農
業
生
産
物
の
輸
出
に
対
す
る
仮
借
な
き
課
税
は
、
工
業
化
計
画
の
代
金
を
支
払
う
こ
と
を
予

期
さ
れ
た
金
の
卵
を
生
む
驚
烏
を
殺
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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さ
て
、
日
本
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
日
本
の
生
糸
輸
出
に
対
す
る
世
界
市
場
の
情
勢
は
一
八
六
七
年
以
後
著
し
く
好
調
で
あ
っ
た
。

こ
の
年
に
工
業
化
へ
の
ド
ラ
イ
ブ
が
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
政
府
は
生
糸
の
輸
出
に
は
課
税
し
な
か
っ
た
。
政
府
は
よ
り

広
い
基
礎
に
お
い
て
、
主
と
し
て
「
地
租
」
を
通
じ
て
課
税
を
し
た
。
そ
れ
は
一
八
七
○
年
代
に
再
査
定
さ
れ
、
且
つ
重
課
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
輸
出
市
場
が
好
調
の
と
き
に
輸
出
生
糸
の
生
産
に
対
す
る
刺
戟
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
か
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら

一
方
、
こ
の
輸
出
よ
り
得
ら
れ
た
外
貨
収
入
は
こ
れ
を
工
業
開
発
の
た
め
に
用
い
た
。

国
内
の
所
得
の
流
れ
に
お
い
て
は
、
地
租
は
輸
出
向
に
生
産
さ
れ
た
生
糸
か
ら
農
民
が
得
た
余
分
の
所
得
を
掬
い
と
る
手
段
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
強
制
貯
蓄
の
方
法
で
あ
っ
た
。
国
内
の
強
制
貯
蓄
に
対
応
し
、
外
国
為
替
勘
定
に
お
い
て
は
輸
出
収
入
の
増
加
す
る

部
分
を
資
本
財
の
輸
入
の
た
め
に
解
除
し
た
。
資
本
財
の
輸
入
は
、
わ
れ
わ
れ
も
知
る
如
く
そ
の
数
量
が
大
い
に
増
加
し
た
。
必
要

な
国
内
の
「
節
欲
」
：
豊
巨
の
ロ
。
①
が
な
い
な
ら
ば
外
国
為
替
収
入
は
輸
入
設
備
へ
の
投
資
の
た
め
に
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
国
内
の
所
得
の
流
れ
と
外
国
為
替
勘
定
と
は
屡
々
二
つ
の
独
立
し
た
事
物
と
し
て
と
り
あ
つ
か
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
事
例

に
見
る
よ
う
に
両
者
の
相
互
関
係
は
極
め
て
密
接
で
あ
る
こ
と
を
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
主
題
に
対
し
て
、
日
本
の
事
例
が
示
す
主
要
な
点
は
租
税
が
輸
出
品
そ
れ
自
体
に
課
せ
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
輸
出
価
格
ま
た
は
輸
出
収
入
と
は
別
個
の
基
礎
の
上
に
課
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
価
格
の
刺
戟
は

輸
出
価
格
の
順
調
な
趨
勢
に
充
分
に
呼
応
し
て
、
輸
出
供
給
を
促
進
す
る
よ
う
に
作
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
質
的
に
同
一
の
議
論
が
第
一
次
商
品
の
輸
出
に
著
し
く
依
存
す
る
諸
国
の
所
得
安
定
を
め
ぐ
る
景
気
変
動
の
問
題
に
適
用
さ
れ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
景
気
安
定
の
関
係
に
お
い
て
は
目
的
は
資
本
財
輸
入
の
資
金
調
達
よ
り
は
む
し
ろ
、
不
況
時
に
そ
の
国
が
外

国
為
替
収
入
を
超
え
て
生
活
し
て
ゆ
け
る
よ
う
な
外
国
為
替
の
緩
衝
準
備
金
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
場
合
も
ま
た
必
要
な
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充
分
な
理
由
が
あ
る
。

国
内
貯
蓄
を
ブ
ー
ム
期
に
確
保
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
方
法
は
輸
出
価
格
の
変
動
が
供
給
増
加
の
刺
戟
と
し
て
作
用
す
る
若

干
の
余
地
（
そ
れ
は
完
全
で
な
く
て
も
よ
い
が
）
を
残
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
議
論
の
効
力
は
国
に
よ
っ
て
異
な
る
。

そ
し
て
恐
ら
く
は
生
産
物
に
よ
っ
て
も
異
る
。
若
し
も
一
九
五
三
年
の
国
際
連
合
の
研
究
が
輸
出
価
格
と
数
量
の
循
環
的
変
動
の
間

に
、
高
い
相
関
々
係
が
あ
る
こ
と
を
正
し
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
「
輸
出
向
け
第
一
次
生
産
物
の
供
給
は
価
格
変
動
に
対

し
て
可
成
り
敏
感
で
あ
る
」
と
結
論
し
て
も
間
違
い
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
（
こ
の
点
は
後
述
の
議
論
に
重
大
な
関
係
を
も
つ
も
の

で
あ
る
。
）
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
議
論
は
今
日
の
後
進
国
の
輸
出
政
策
に
可
成
り
一
般
的
な
関
連
性
を
も
つ
と
考
え
る

（
１
）
拙
稿
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
外
国
貿
易
の
発
展
」
（
国
民
経
済
雑
誌
第
九
二
巻
第

六
号
）
（
昭
和
三
十
年
十
二
月
）

（
２
）

ご
ロ
芹
ａ

ｚ
ゅ
餘
○
易
．
弓
Ｈ
ｏ
８
閉
め
騨
口
堅
弓
Ｈ
ｏ
ｚ
①
日
め
具
旨
Ｑ
扁
芽
置
旨
凹
陸
○
国

旨
ご
国
鳥
ａ
①
ぐ
座
８
２
○
○
宮
貝
邑
＄
・
Ｚ
①
君
国
○
烏
》
己
殿
．
や

旨
い

（
３
）

こ
の
点
は
次
の
図
に
よ
っ
て
明
か
と
な
る
。
い
ま
需
要
曲
線
を
Ｄ
〃
と
し
、

直
角
双
曲
線
四
Ｌ
が
Ｄ
ひ
と
接
す
る
点
を
Ｐ
と
す
る
。
し
か
る
と
き
は
需
要
曲
線

Ｄ
〃
の
う
ち
で
Ｄ
Ｐ
の
部
分
は
弾
力
的
で
あ
り
、
Ｐ
〃
の
部
分
は
非
弾
力
的
で
あ

り
Ｐ
点
に
お
い
て
は
弾
力
性
は
一
で
あ
る
。
Ｐ
点
に
お
け
る
価
格
は
Ｐ
Ｍ
で
こ
れ

に
対
応
す
る
数
量
は
Ｐ
よ
り
Ｏ
Ｘ
へ
の
垂
線
の
足
を
Ｍ
と
す
る
と
０
Ｍ
で
あ
る
。

い
ま
Ｐ
〃
上
の
任
意
の
点
Ｐ
を
と
っ
て
Ｏ
Ｘ
へ
の
垂
線
を
下
し
、
そ
の
足
を
”

と
す
る
。
Ｐ
〃
は
非
弾
力
的
部
分
で
あ
る
か
ら
売
上
高
（
、
、
雲
、
×
。
ご
ｓ
は
”
点
Ｙ

が
右
方
に
動
く
に
従
っ
て
減
少
し
、
左
方
に
動
く
に
従
っ
て
増
加
す
る
。
売
上
高

価
格

P

、

ド
P'

』 M

P'

， Ｘ
量数M'' M0
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以
上
に
述
べ
ら
れ
た
ｚ
ロ
烏
の
①
の
考
え
方
の
主
要
な
特
徴
は
次
の
二
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
一
に
後
進
国
の
第
一
次
生
産
物
の
供
給
は
価
格
に
対
し
て
或
程
度
は
弾
力
的
で
あ
る
か
ら
、
課
税
な
ど
に
よ
っ
て
生
産
者
価
格

を
固
定
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
或
程
度
ま
で
自
由
に
変
動
さ
せ
、
需
要
の
変
化
に
供
給
を
適
合
さ
せ
た
方
が
輸
出
所
得
は

大
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

、
、

、

第
二
に
単
に
輸
出
所
得
の
み
に
課
税
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
的
課
税
を
行
な
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

緩
衝
基
金
政
策
に
つ
い
て
は
ヌ
ル
ク
セ
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
が
、
緩
衝
基
金
を
積
立
て
る
方
法
を
従
来
は
専
ら
輸
出
税
に
の

み
頼
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
広
く
一
般
の
所
得
税
や
消
費
税
さ
ら
に
輸
入
税
に
も
そ
の
財
源
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
先
進
国
に
お
い
て
景
気
安
定
策
と
し
て
好
況
の
産
業
だ
け
に
課
税
せ
ず
、
一
般
的
な
課
税
を
行
な
う
こ
と
と
同
様
の
考
慮
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

は
皿
が
”
と
一
致
す
る
と
き
に
お
い
て
極
大
と
な
る
。

ま
た
い
ま
Ｄ
Ｐ
上
に
点
回
を
と
っ
て
Ｐ
よ
り
垂
線
Ｏ
Ｘ
へ
垂
線
沙
”
を
下
す
。
Ｐ
は
需
要
曲
線
上
の
弾
力
的
部
分
に
あ
る
か
ら
Ｍ
が
右
方
に

ノ
ノ

ノ
ノ

ノノ

動
く
に
従
っ
て
売
上
高
、
含
竜
×
○
胃
壗
皇
は
増
加
す
る
が
、
Ｍ
か
Ｍ
に
一
致
す
る
と
き
に
売
上
高
は
極
大
と
な
る
。
Ｍ
が
Ｍ
よ
り
左
方
へ
行
く

（
即
ち
数
量
が
減
少
す
る
）
に
従
っ
て
開
上
高
は
減
少
す
る
。

以
上
の
べ
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
需
要
が
非
弾
力
的
で
あ
る
場
合
（
即
ち
Ｐ
が
Ｐ
か
上
に
あ
り
、
売
上
数
量
は
Ｍ
〃
上
に
あ
る
）
に
は
数

／

量
が
減
少
す
る
。
程
売
上
高
は
増
加
す
る
ま
た
需
要
が
弾
力
的
で
あ
る
場
合
（
即
ち
Ｐ
が
Ｐ
Ｄ
上
に
あ
り
、
売
上
数
量
が
０
Ｍ
上
に
あ
る
）
に

″
ノ

は
数
量
が
増
加
す
る
に
従
っ
て
売
上
高
は
増
加
す
る
。
売
上
高
は
Ｍ
、
Ｍ
が
皿
と
一
致
す
る
と
き
に
極
大
と
な
る
。

｛ハ
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て
は
ｚ
胃
冨
①
は
次
の
よ
う
な
図
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
（
第
二
図
参
照
）

い
ま
Ｄ
〃
を
初
期
状
態
に
お
け
る
外
国
需
要
曲
線
と
す
る
。
Ｐ
Ｍ
を

初
期
の
受
取
価
格
、
０
Ｍ
を
輸
出
量
と
す
る
。
Ｐ
点
で
直
角
双
曲
線
即

ち
不
変
売
上
高
曲
線
（
８
国
の
冨
昌

冒
○
。
①
①
３
．
日
ぐ
①
）
Ｌ
辺
が
Ｄ
〃

に
接
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
点
Ｐ
に
お
い
て
需
要
の
価
格
弾
力
性
は
一

で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
図
で
見
た
よ
う
に
需
要
は
Ｐ
ひ
で
は
非
弾
力
的

で
あ
り
、
Ｐ
Ｄ
で
は
弾
力
的
で
あ
る
。

さ
て
外
国
需
要
の
変
化
に
よ
っ
て
、
Ｄ
Ｄ
は
Ｅ
Ｅ
に
シ
フ
ト
し
た
と

し
よ
う
。
も
し
も
依
給
が
輸
出
価
格
に
つ
い
て
完
全
に
非
弾
力
的
（
供

給
の
弾
力
性
が
ゼ
ロ
）
で
あ
れ
ば
、
供
給
曲
線
は
Ｏ
〃
に
垂
直
な
Ｍ
３

ｑ
ｑ
ｌ
Ｊ

‐
・
’
１
‐

‐
‐
’

‐
、．

‐
‐

‐
１

，，
ｑ
Ｕ
ｊ

１
１
１
１
勺
。
‐
〃

’
’

１
Ｊ

ｌ
・
・
古
‐
一
口
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｑ
ｌ

１
●
ｊ
〃
《

‐

価
格

と
な
り
、
こ
の
場
合
に
実
現
さ
れ
る
価
格
は
Ｂ
Ｍ
と
な
る
。
Ｐ
は
新
し

い
需
要
曲
線
Ｅ
Ｅ
の
弾
力
的
部
分
に
な
る
か
ら
、
輸
出
収
入
は
供
給
の

ま
た
こ
の
政
策
の
結
果
と
し
て
、
輸
出
部
門
と
国
内
部
門
と
の
間
に
相
対
的
価
格
変
動
が
生
じ
、
価
格
の
資
源
配
分
機
能
が
作
用

し
て
資
源
の
配
分
が
適
正
化
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

次
に
右
の
二
点
に
つ
い
て
幾
分
詳
細
に
検
討
し
よ
う
。

先
ず
第
一
の
点
、
即
ち
、
供
給
が
弾
力
的
で
あ
る
限
り
、
価
格
を
自
由
に
変
動
さ
せ
て
需
要
の
変
化
に
供
給
を
適
合
せ
し
め
る

（
輸
出
価
格
の
高
い
と
き
に
は
増
産
し
、
輸
出
価
格
の
低
い
と
き
に
は
減
産
す
る
）
方
が
輸
出
所
得
が
大
と
な
る
と
い
う
点
に
つ
い

、
、
、
、

と
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｍ

（酔一『〕Ｉ
ｌ

‐‐

判
ぱ
し

Ｅ
Ｄ

Ｏ

EN D

数量
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弾
力
性
が
ゼ
ロ
よ
り
大
（
た
だ
し
、
無
限
大
よ
り
小
）
で
あ
る
な
ら
ば
、
輸
出
量
の
増
加
に
従
っ
て
輸
出
売
上
高
は
勺
冒
×
○
旨
よ

（
１
）

り
大
と
な
る
。
Ｏ
Ｓ
は
弾
力
性
一
の
供
給
曲
線
で
あ
る
。
新
需
要
曲
線
が
Ｐ
で
不
変
売
上
高
曲
線
と
接
す
る
と
す
れ
ば
、
供
給
曲
線

Ｏ
Ｓ
は
最
大
の
輸
出
所
得
を
生
じ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
弾
力
性
が
ゼ
ロ
よ
り
大
で
無
限
大
よ
り
小
で
あ
る
い
か
な
る
供
給
曲
線
も
、

弾
力
性
が
ゼ
ロ
で
あ
る
皿
ｇ
よ
り
は
大
き
い
輸
出
所
得
を
生
じ
る
こ
と
を
こ
こ
で
繰
返
し
て
の
べ
て
お
く
。

今
度
は
以
前
と
逆
に
も
し
需
要
が
Ｅ
Ｅ
か
ら
Ｄ
〃
へ
と
低
下
し
た
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
に
供
給
が
非
弾
力
的
で
依
然
と
し
て
数

量
Ｏ
Ｎ
を
供
給
し
続
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
Ｏ
Ｎ
量
の
売
上
高
は
Ｏ
皿
量
の
売
上
高
よ
り
も
小
と
な
る
。
何
故
な
ら
ば
新
し
い
需
要

曲
線
に
つ
い
て
い
え
ば
、
Ｑ
点
は
非
弾
力
的
部
分
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
は
は
供
給
量
を
縮
少
し
た
方
が
売
上
高

こ
の
よ
う
に
需
要
に
対
し
て
供
給
を
調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
比
べ
て
よ
り
大
き
い
所
得
が
得
ら
れ
る
こ

と
が
明
か
と
な
る
。
供
給
の
調
整
に
は
費
用
が
か
か
る
が
、
そ
の
費
用
が
禁
止
的
で
な
い
限
り
、
需
要
の
変
動
に
対
し
て
供
給
を
適

合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
程
か
の
利
益
は
あ
る
も
の
と
ヌ
ル
ク
セ
は
信
じ
て
い
る
。

ｂ
、

ｂ

第
二
の
点
に
つ
い
て
は
ヌ
ル
ク
ス
方
式
に
よ
る
一
般
的
な
課
税
政
策
は
一
国
の
可
処
分
所
得
従
っ
て
国
民
支
出
を
全
体
と
し
て
安

定
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
に
お
い
て
は
輸
出
生
産
物
の
国
内
価
格
は
外
国
市
場
の
変
動
に
呼
応

し
て
可
成
り
自
由
に
変
動
す
る
こ
と
を
み
と
め
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
も
し
、
輸
出
部
門
（
①
ｘ
冒
算
の
①
ｏ
８
獄
）
の
支
出
可
能
所
得
の

循
環
的
変
動
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
国
民
貨
幣
支
出
の
総
体
的
安
定
の
た
め
に
は
財
政
政
策
に
よ
っ
て
国
内
部
門

ａ
ｏ
Ｂ
①
農
。

、
①
ｇ
ｏ
Ｈ
）
の
可
処
分
所
得
に
輸
出
部
門
の
景
気
循
環
を
相
殺
す
る
よ
う
な
変
動
を
生
ぜ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
ヌ
ル
ク
セ
構

、
①
ｇ
ｏ
Ｈ
）
の
可
処
分
所
福

想
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

は
大
と
な
る
。
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第六章 貿易変動と経済発展
こ
の
政
策
の
具
体
的
な
説
明
と
し
て
次
の
よ
う
な
算
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
六
年
に
は
Ｂ
グ
ル
ー
プ
諸
国
は
Ａ
グ
ル
ー
プ
諸
国
へ
の
輸
出
に
よ
っ
て
約
二
五
○
億
ド
ル
を
受
取
っ
た
。
Ｂ
グ
ル
ー
プ
諸

国
の
純
国
民
生
産
は
総
計
一
二
五
○
億
ド
ル
見
当
で
あ
っ
た
。
も
し
一
九
五
七
年
に
は
げ
し
い
原
料
ブ
ー
ム
が
起
っ
て
輸
出
受
取
額

が
二
五
○
億
ド
ル
か
ら
三
○
○
億
ド
ル
へ
と
二
○
％
だ
け
上
昇
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
ヌ
ル
ク
セ
方
式
に
よ
れ
ば
国
内
部
門
の
可
処

分
所
得
は
一
○
○
○
億
ド
ル
か
ら
九
六
○
億
ド
ル
へ
と
四
％
の
削
減
が
行
な
わ
れ
る
。
輸
出
部
門
に
も
追
加
的
課
税
が
行
な
わ
れ
、

追
加
的
輸
出
所
得
五
○
億
ド
ル
の
五
分
の
一
即
ち
一
○
億
ド
ル
が
課
税
徴
収
さ
れ
る
。
こ
の
五
分
の
一
と
い
う
割
合
は
総
生
産
額
に

対
す
る
輸
出
額
の
当
初
の
割
合
と
同
率
で
あ
る
。
（
即
ち
一
二
五
○
億
ド
ル
対
二
五
○
億
ド
ル
は
五
対
一
の
比
率
で
あ
る
）
か
く
て

輸
出
収
入
の
増
加
額
五
○
億
ド
ル
は
租
税
収
入
の
同
額
の
増
加
（
国
内
部
門
四
○
億
ド
ル
、
輸
出
部
門
一
○
億
ド
ル
）
に
よ
っ
て
相

殺
さ
れ
る
。
（
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
政
府
支
出
の
変
化
が
な
い
と
仮
定
す
る
ｏ
）

こ
の
よ
う
に
し
て
総
国
民
支
出
は
一
定
に
保
た

れ
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
回
避
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
、
過
去
に
一
般
的
に
行
わ
れ
た
自
由
放
任
政
策
ａ
ｏ
‐
冒
鼻
冨
品
冒
胃
ご
と
ヌ
ル
ク
セ
方
式
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
自
由

放
任
政
策
で
は
輸
出
受
取
高
の
二
五
○
億
ド
ル
か
ら
三
○
○
億
ド
ル
へ
の
増
加
は
国
内
部
門
に
お
け
る
貨
幣
所
得
を
一
○
○
○
億
ド

ル
か
ら
例
え
ば
二
五
○
億
ド
ル
へ
と
拡
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
国
②
巨
閂
‐
弓
巴
昏
の
例
に
従
っ
て
限
界
輸
入
率
（
日
肖
‐

四
目
巴
冒
冒
耳
目
は
○
）
を
四
分
の
一
と
す
る
。
こ
の
数
字
は
可
成
り
現
実
的
な
仮
定
で
あ
る
。
Ｂ
グ
ル
ー
プ
諸
国
全
体
と
し
て
の

Ａ
グ
ル
ー
プ
諸
国
よ
り
の
平
均
輸
入
率
（
ゆ
く
①
吋
侭
①
一
日
冒
騨
目
は
○
）
は
約
五
分
の
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
諸
国
の
限

界
輸
入
率
は
平
均
輸
入
率
よ
り
は
幾
分
高
い
よ
う
で
あ
る
。
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
二
つ
の
政
策
の
国
内
部
門
に
お
け
る
効
果
を
比
較

し
よ
う
。
即
ち
、
ｚ
日
富
の
方
式
の
場
合
に
は
、
四
○
億
ド
ル
の
減
少
が
必
要
で
あ
り
、
自
由
放
任
政
策
の
場
合
に
は
一
五
○
億
ド
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ル
の
増
加
と
な
る
。
こ
こ
に
大
き
な
相
違
が
あ
り
、
こ
れ
が
ヌ
ル
ク
セ
方
式
の
最
も
重
要
な
特
色
で
あ
る
。
一
五
○
億
ド
ル
の
増
加

（
２
）

は
自
動
的
な
所
得
乗
数
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

過
去
に
お
け
る
輸
出
貿
易
の
ブ
ー
ム
や
ス
ラ
ン
プ
は
そ
の
影
響
を
国
内
市
場
に
も
拡
が
ら
せ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し

て
、
価
格
の
上
昇
や
価
格
の
下
落
は
輸
出
部
門
に
限
ら
れ
ず
、
一
般
化
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
強
調
す
べ
き
点
は
こ
の
よ
う

な
事
情
で
は
価
格
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
作
用
す
る
余
地
が
殆
ど
な
い
か
又
は
全
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
輸
出
品
の
価
格
は
上
昇
又
は

下
降
す
る
が
、
も
し
も
国
内
品
の
費
用
と
価
格
も
ま
た
殆
ど
同
時
に
上
昇
ま
た
は
下
降
す
る
な
ら
ば
、
生
産
者
が
国
内
市
場
生
産
か

ら
輸
出
生
産
へ
（
或
い
は
そ
の
逆
）
転
換
す
る
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
殆
ど
な
い
。
例
え
ば
輸
出
ブ
ー
ム
に
お
い
て
、
も
し
も

国
内
市
場
も
ま
た
ブ
ー
ム
を
迎
え
て
い
る
と
す
れ
ば
一
体
何
故
に
輸
出
作
物
に
転
換
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
ス
ラ
ン
プ
の
場
合

に
も
し
も
国
内
経
済
も
ま
た
不
況
で
あ
る
と
す
れ
ば
輸
出
生
産
者
は
ど
こ
に
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
輸
出
部
門
も
国
内
部
門
も
同
様
の
価
格
変
動
を
示
す
と
き
は
価
格
体
系
は
資
源
を
配
分
す
る
そ
の
力
の
多
く
を
（
全

部
で
は
な
い
と
し
て
も
）
失
う
。
景
気
循
環
に
お
い
て
価
格
が
輸
出
部
門
及
び
国
内
部
門
で
同
様
に
変
動
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
程
度

だ
け
価
格
変
動
の
資
源
配
分
機
能
は
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
輸
出
向
け
第
一
次
生
産
が
輸
出
品
価
格
の
変
化
に
対
し
て
比
較
的
に
感

応
度
が
低
か
っ
た
と
い
う
一
般
的
な
印
象
は
、
不
移
動
性
や
怠
慢
に
よ
っ
て
然
る
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
主
と
し
て
生
産
国
内

に
お
け
る
ブ
ー
ム
や
ス
ラ
ン
プ
の
一
般
化
の
た
め
に
輸
出
品
と
国
内
品
と
の
相
対
的
価
格
の
著
し
い
変
化
が
妨
げ
ら
れ
る
傾
向
が
あ

次
に
自
由
放
任
政
策
と
可
変
的
輸
出
税
に
よ
る
生
産
者
価
格
釘
付
け
政
策
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
後
者
は
輸
出
向
生
産
物
の
受

取
価
格
の
変
動
の
み
な
ら
ず
、
国
内
向
生
産
物
の
価
格
の
変
動
を
も
一
般
的
に
取
り
除
く
。
そ
れ
は
一
般
的
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
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第六章 貿易変動と経済発展
や
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
に
関
連
す
る
不
正
や
摩
擦
や
緊
張
を
取
除
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
経
済
安
定
」
が
達
成
さ
れ
る
。
し
か

し
ヌ
ル
ク
セ
は
こ
の
場
合
に
達
成
さ
れ
る
経
済
安
定
に
は
疑
問
を
抱
く
。
何
何
ら
ば
そ
れ
は
相
対
価
格
の
変
動
が
も
つ
資
源
配
分
効

果
を
削
除
す
る
か
ら
で
あ
る
。
旧
式
の
自
由
放
任
政
策
や
現
在
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
輸
出
生
産
物
の
国
内
価
格
釘
付
政
策
は
、
い

ず
れ
も
産
出
高
の
調
整
に
対
す
る
価
格
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
除
去
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
る
。

肝
要
な
点
は
輸
出
品
の
価
格
変
動
よ
り
生
じ
る
貨
幣
所
得
効
果
が
一
般
化
す
る
こ
と
を
出
来
る
限
り
防
止
し
、
価
格
変
動
が
生
産

に
及
ぼ
す
代
替
効
果
を
十
分
に
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
財
政
政
策
を
通
じ
て
国
内
市
場
の
変
動
と
輸
出
市
場
の
変

動
と
を
逆
行
さ
せ
る
（
少
く
と
も
理
論
的
に
は
）
よ
り
以
外
に
方
法
は
な
い
。

そ
の
際
に
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
逆
行
関
係
が
（
ａ
）
国
内
消
費
の
面
だ
け
に
止
ま
る
べ
き
か
、
ま
た
は
（
ｂ
）
国
内
投
資
の
面

に
も
及
ぼ
す
べ
き
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ヌ
ル
ク
セ
は
こ
の
点
に
関
し
て
は
国
内
消
費
部
門
の
調
整
に
だ
け
と
ど
め
て
、
国
内
投
資

の
面
に
及
ぼ
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
国
内
投
資
部
門
は
国
内
消
費
の
た
め
の
生
産
部
門
よ
り
は
小
さ
い

の
み
な
ら
ず
、
大
多
数
の
国
で
は
輸
出
部
門
さ
え
よ
り
小
さ
い
。
こ
の
た
め
に
国
内
投
資
部
門
に
お
け
る
調
整
は
輸
出
の
変
動
に
適

応
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
は
効
力
が
な
い
。
そ
れ
の
み
か
、
国
内
投
資
部
門
の
調
整
は
後
進
国
に
と
っ
て
致
命
的
に
重
要
な
開
発

の
進
展
を
妨
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
た
ヌ
ル
ク
セ
方
式
に
お
い
て
は
、
財
政
政
策
乃
至
課
税
の
果
た
す
役
割
が
極
め
て
大
き
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
現

実
の
問
題
と
し
て
後
進
国
の
現
段
階
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
財
政
政
策
を
有
効
に
実
施
す
る
だ
け
の
行
政
的
な
能
力
が
あ
る
か
ど
う

か
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

ま
た
外
国
為
替
準
備
の
不
足
に
苦
し
ん
で
い
る
後
進
国
が
、
増
大
す
る
輸
入
需
要
を
抱
え
な
が
ら
、
経
済
安
定
の
た
め
と
い
う
目
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的
の
た
め
に
緩
衝
基
金
を
保
有
す
る
だ
け
の
余
裕
が
あ
る
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ
る
。

従
っ
て
先
進
国
又
は
国
際
機
関
に
よ
る
技
術
的
援
助
に
よ
っ
て
行
政
的
職
員
の
訓
練
を
行
う
一
方
、
こ
れ
ら
の
後
進
国
に
対
し
て

資
金
的
援
助
を
与
え
て
緩
衝
基
金
を
設
定
を
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
こ
の
問
題
を
い
ま
少
し
詳
細
に
説
明
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

い
ま
戸
を
過
ぎ
る
直
角
双
角
線
（
不
変
収
入
曲
線
）
と
Ｐ
よ
り
横
軸
に
平
行
に
引
い
た
直
線
Ｐ
Ｋ
と
が
Ｋ
に
お
い
て
交
る
も
の
と
す
る
。
Ｋ

点
が
Ｅ
戸
Ｅ
上
に
あ
れ
ば
問
題
が
証
明
さ
れ
る
。
即
ち
ｐ
Ｋ
が
Ｄ
〃
に
平
行
で
あ
れ
ば
Ｋ
は
Ｅ
Ｅ
上
に
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
、
Ｋ
点
に
お
い

ノ
ノ ノ

て
Ｐ
Ｋ
、
Ｍ
Ｍ
、
Ｅ
Ｅ
が
交
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
供
給
の
弾
力
性
が
無
限
大
の
と
き
に
は
供
給
の
弾
力
性
が
ゼ
ロ
の
と
き
と
輸
出
収
入
が

等
し
く
な
る
の
で
あ
っ
て
、
供
給
の
弾
力
性
が
無
限
大
よ
り
小
で
ゼ
ロ
よ
り
大
の
場
合
に
お
い
て
は
、
供
給
の
弾
力
性
が
ゼ
ロ
の
場
合
よ
り
も

輸
出
収
入
は
常
に
大
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
Ｏ
Ｓ
線
の
勾
配
を
脚
Ｑ
Ⅱ
董
裟
）
と
し
、
Ｐ
を
過
ぎ
る
直
角
双
角
線
を
ミ
Ⅱ
野
〕
戸
を
過
る
直
角
双
角
線
を
道
Ⅱ
訂
と
す
る
。

いま、ＨＰ点の座標を求めると黄Ⅱ一〔調Ⅷ》堂Ⅱ一言調川となる。（堂Ⅱ蚤蕊きⅡ蚤、Ⅱ守』であるから）次に口Ｐ点の

座標を求めると蕊Ⅱ為洲．堂Ⅱ尋余剰となる。（ごⅡ訪電．、Ⅱ斗諦．であるから）

さ
ら
に
園
Ｋ
点
の
座
標
を
求
め
る
と
、
ｉ
輩
洞
．
廷
Ⅱ
乏
羽
と
な
る
．
（
竜
Ⅱ
蔦
奉
・
ミ
Ⅱ
尋
“
で
あ
る
か
ら
）

董乏〔羽州Ｉ寺画一［調州
ｒｔｌ・’

’’’一『叩》』『Ｕ、
，、、」、グ○

，己口しかごＩｒ，ｒ■一』
‐一Ｊ，隼

－
巳
Ｒ
Ⅱ
リ

Ａ
叩
Ⅱ
７

Ｐ
〃伊

、
Ｊ

ｅ
■
Ｉ
Ｆ
●
■
①
４

Ｐ
、

，，
，

ロ
．＃

‐

詞

卿
四
Ｋ
回
の
勾
配
を
α
と
す
る
と

を
か
け
る
と
、
亀
Ⅱ

＊
．
＊
ｌ
』
‐
（
端
Ｌ
）

ミＩ毒鯛＊
量（－１索）

層
Ⅱ
１
１
判
剣
Ｉ
と
な
る
。
こ
れ
を
計
算
す
る
と

Ⅱ
ｌ
ミ
即
ち
、
Ｋ
戸
の
勾
配
は
手
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

愚
Ⅱ
＊
動
州
辿
〔
鞭

分
母
子
に
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ヌ
ル
ク
セ
理
論
の
支
柱
は
前
述
し
た
よ
う
に
⑪
第
一
次
生
産
物
の
供
給
が
価
格
に
関
し
て
可
成
り
弾
力
的
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
②

一
般
的
課
税
に
あ
る
。
従
っ
て
批
判
も
こ
の
点
に
向
け
ら
れ
る
。

ま
ず
供
給
の
弾
力
性
の
問
題
よ
り
は
じ
め
た
い
。

（
１
）

喜
多
村
浩
及
び

曾
巨
‐
ｏ
嵐
ご
園
Ｐ
品
の
両
氏
は
第
一
次
生
産
物
の
供
給
の
弾
力
性
は
低
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
の
べ
て

お
ら
れ
る
。
も
し
第
一
次
生
産
物
の
供
給
の
弾
力
性
が
低
い
と
す
れ
ば
ヌ
ル
ク
セ
理
論
の
一
つ
の
支
柱
は
く
ず
れ
る
こ
と
と
な
る
。

喜
多
村
、
ヤ
ン
グ
両
氏
は
ガ
ッ
ト
の
ハ
ー
バ
ラ
ー
報
告
で
は
一
九
二
八
年
よ
り
五
六
年
に
至
る
間
に
お
い
て
「
工
業
製
品
の
数
量

と
価
格
の
変
化
は
大
体
に
お
い
て
同
じ
大
さ
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
第
一
次
生
産
物
の
価
格
は
数
量
よ
り
も
大
幅
に
変
動
し
た
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
こ
れ
は
ヌ
ル
ク
セ
が
利
用
し
た
一
九
○
一
’
五
一
年
の
期
間
に
つ
い
て
の
国
連
の
研

次に国Ｐ点におけるＤ〃の勾配を求めるとミⅡ琴』ゞ堂Ⅱ詐岸↓ｌ】中推‐Ⅱｌ寺』・‐十判これに鍵Ⅱ一戸罪斗（堂Ⅱ蒼詫》ミⅡ

ｇ
で
あ
る
か
ら
〕
塗
代
入
す
る
と
＊
Ⅱ
‐
尋
』
・
＊
Ⅱ
‐
爵
と
な
る
．

従
っ
て
Ｐ
Ｋ
と
Ｄ
ひ
と
は
平
行
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
、
Ｋ
は
Ｅ
Ｐ
昼
上
に
あ
る
。

か
く
し
て
供
給
の
弾
力
性
が
ゼ
ロ
よ
り
大
で
、
無
限
大
よ
り
小
で
あ
る
と
き
は
輸
出
収
入
は
供
給
の
弾
力
性
が
ゼ
ロ
の
場
合
に
比
べ
て
常
に

大
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。

（
こ
の
証
明
に
つ
い
て
は
本
学
経
済
経
営
研
究
所
片
野
彦
二
助
教
授
の
御
協
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
。
）

（２）
輸
出
の
五
○
億
ド
ル
の
増
加
の
場
合
、
限
界
輸
入
性
向
が
四
分
の
一
で
あ
る
の
で
、
乗
数
は
四
と
な
り
、
国
民
所
得
の
総
増
加
額
は
二
○

○
億
ド
ル
と
な
る
。
こ
の
う
ち
輸
出
部
門
の
所
得
増
加
額
は
五
○
億
ド
ル
で
あ
る
か
ら
、
国
内
部
門
の
所
得
増
加
額
は
一
五
○
億
ド
ル
で
あ
る
。

七
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究
の
結
果
と
は
異
っ
て
い
る
。
）
も
し
も
ガ
ッ
ト
の
研
究
の
示
す
よ
う
に
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
市
場
が
工
業
製
品
の
輸
出
市
場
よ
り

も
価
格
変
動
が
激
し
い
も
の
と
す
れ
ば
そ
れ
は
一
見
し
て
需
要
の
み
な
ら
ず
供
給
の
低
い
弾
力
性
を
示
す
論
拠
と
な
る
。

（
２
）

（
３
）

両
氏
は
ま
た
、
シ
ン
ガ
ー
が
Ｆ
Ａ
Ｏ
の
論
文
を
基
礎
と
し
て
「
制
度
的
要
因
、
例
え
ば
土
地
所
有
制
度
、
金
貸
し
や
仲
買
人
の
介

イ
ン
セ
ン
テ
イ
プ

入
、
自
給
自
足
農
業
な
ど
は
価
格
変
化
が
十
分
に
そ
の
刺
戟
效
果
を
発
揮
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
と
の
べ
て
い
る
」
こ
と
を
あ
げ

て
、
こ
れ
は
供
給
の
低
い
価
格
弾
力
性
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
見
る
。
し
か
し
こ
の
場
会
は
自
給
作
物
（
の
号
の
再
①
ロ
８
月
○
巴

に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
現
金
作
物
（
８
骨
日
名
）
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現
金
作
物
又
は
輸
出
作
物
に
つ
い
て
は
結
論
は

反
対
で
あ
る
こ
と
を
み
と
め
る
。
し
か
し
、
た
と
え
現
金
作
物
は
価
格
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
対
し
て
積
極
的
な
反
応

念
○
ｍ
旨
く
①

Ｈ
①
ｇ
ｏ
旨
の
①
）
を
示
し
た
と
い
っ
て
も
、
「
積
極
的
反
応
」
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
非
常
に
高
い
供
給
の
弾
力
性
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
。
例
え
ば
○
・
四
の
供
給
弾
力
性
は
積
極
的
反
応
を
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
非
常
に
弾
力
的
と
い
う
の
で
は
な
い
と
両
氏

は
主
張
す
る
。
結
局
知
ら
れ
る
こ
と
は
「
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
現
金
又
は
輸
出
作
物
は
自
給
作
物
に
比
べ
て
一
般
に
よ
り
弾
力
的
で
あ

る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
」
と
両
氏
は
述
べ
て
い
る
。

従
っ
て
第
一
次
生
産
物
の
供
給
の
弾
力
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
断
言
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
。

つ
ぎ
に
喜
多
村
・
ヤ
ン
グ
両
氏
は
需
要
の
弾
力
性
の
問
題
に
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ヌ
ル
ク
セ
は
供
給
の
弾
力
性
に
重
点
を
お

い
れ
が
、
需
要
の
弾
力
性
に
つ
い
て
は
可
成
り
高
い
も
の
と
推
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
需
要
が
非
弾
力
的
で
あ

る
と
す
れ
ば
ヌ
ル
ク
セ
の
結
論
は
疑
わ
し
く
な
っ
て
来
る
こ
と
を
グ
ラ
フ
を
用
い
て
説
明
す
る
。

仮
り
に
第
一
次
生
産
物
Ｘ
に
対
す
る
世
界
の
需
要
（
ヌ
ル
ク
セ
に
よ
れ
ば
Ａ
グ
ル
ー
プ
諸
国
の
需
要
）
が
関
係
部
分
に
つ
き
非
弾

力
的
で
あ
り
、
Ｄ
曲
線
で
あ
ら
わ
さ
れ
、
ヌ
ル
ク
セ
の
Ｂ
グ
ル
ー
プ
諸
国
か
ら
の
供
給
が
関
係
部
分
に
つ
き
弾
力
的
で
あ
っ
て
Ｓ
線
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で
あ
ら
わ
さ
れ
る
と
す
る
。
Ｓ
曲
線
は
世
界
市
場
価
格
と
世
界
輸
出
供
給
の
間
の
関
係
を
示
す
。
一
方
３
曲
線
は
国
内
価
格
と
輸
出

供
給
と
の
間
の
関
係
を
示
す
。
Ｓ
と
ｇ
の
差
は
輸
出
税
を
表
わ
し
、
そ
の
率
は
輸
出
価
格
と
共
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
変
化
す
る
。

い
ま
Ａ
国
に
ブ
ー
ム
が
生
じ
Ｘ
に
対
す
る
需
要
を
増
加
し
、
全
需
要
曲
線
を
恥
よ
り
ｎ
へ
と
右
方
へ
平
行
移
動
さ
せ
る
。
世
界
市

場
価
格
は
銅
Ｐ
と
な
り
、
輸
出
量
は
○
夕
と
な
る
。
輸
出
量
は
輸
出
税
銅
銅
、
引
き
の
輸
出
価
格
に
呼
応
す
る
も
の
と
す
れ
ば

輸
出
供
給
は
。
Ｑ
ま
で
拡
大
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
輸
出
供
給
の
増
加
は
世
界
市
場
価
格
を
引
下
げ
る
。
需
要
は
ｑ
に
限
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
均
衡
点
は
価
格
、
Ｑ
輸
出
量
。
Ｃ
に
お
い
て
成
立
す
る
。
こ
の
新
し
い
状
態
に
お
い
て
○
の
、
㈲
に

よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
総
輸
出
売
上
高
は
○
夕
銅
飼
よ
り
小
さ
い
。
（
輸
出
量
は
増
加
す
る
け
れ
ど
も
）
こ
れ
は
ヌ
ル
ク
セ
の
期
待

に
背
く
も
の
で
あ
る
そ
の
理
由
は
単
に
需
要
が
非
弾
力
的
で
あ
っ
た
か
ら
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
次
の
よ
う
に
も
論
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
諸
国
全
部
か
ら
輸
出
さ
れ
る
Ｘ
商
品
に
対
す
る
世
界

需
要
は
非
弾
力
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
個
々
の
国
か
ら
輸
出
さ
れ
る
Ｘ
商
品
の
需
要
は
弾
力
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
場
合
に
は
個
々
の
国
に
つ
い
て
は
ヌ
ル
ク
セ
の
議
論
は
妥
当
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
世
界
市
場
に
お
け
る
個
々
の
第
一
次

（
４
）

生
産
物
輸
出
国
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
独
占
的
競
争
又
は
寡
占
に
お
け
る
個
々
の
売
手
と
若
干
類
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
個
々
の
国

は
自
己
の
直
面
す
る
需
要
曲
線
、
及
び
町
に
沿
っ
て
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
を
売
ろ
う
と
努
め
る
。
し
か
し
こ
の
動
き
は
他

人
を
し
て
同
様
な
こ
と
を
せ
し
め
、
個
々
の
需
要
曲
線
は
価
格
が
下
る
に
従
っ
て
総
需
要
曲
線
に
沿
っ
て
下
方
へ
滑
ら
ね
ば
な
ら
な

喜
多
村
、
ヤ
ン
グ
両
氏
は
「
需
要
の
非
弾
力
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
輸
出
供
給
を
変
動
価
格
に
十
分
に
反
応
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
輸
出
品
の
国
内
価
格
を
比
較
的
に
安
定
さ
せ
る
よ
り
は
よ
り
多
く
の
外
国
為
替
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う

い
0
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Ｓ

数
去

喜
多
村
・
ヤ
ン
グ
両
氏
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
先
進
国
に
お
い
て
発
達
し
た
フ
ァ
ン
ク

席
ご
慈
卿
熊
鮭
蕊
淺
澁
簾
騨
溌
達

し
“
…
ゞ
！
…
高
菫
…
…
：

咲浄“”篝であるが、今ｕの後進国に雷可鰭かどうかについては鑿の余
刀

ｄ

恥
１
１
１
１
１
１

地
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

第
一
に
特
殊
な
場
合
と
し
て
問
題
の
輸
出
商
品
が
同
時
に
国
内
の
重
要
な
消
費
物

Ｏ

価
格

Ｔ
Ｔ

資
で
あ
る
場
合
（
例
え
ば
ビ
ル
マ
や
タ
イ
の
米
の
如
き
）
に
は
、
外
部
か
ら
発
生
し

た
そ
の
商
品
の
価
格
変
動
は
こ
れ
を
阻
止
し
な
い
と
社
会
不
安
を
お
こ
す
ほ
ど
に
ま
で
生
計
費
を
不
安
定
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

生
計
費
の
変
動
は
貨
幣
賃
銀
を
同
様
に
変
動
さ
せ
、
企
業
家
の
合
理
的
な
計
算
を
不
可
能
に
し
、
非
輸
出
部
門
の
国
内
投
資
を
不
安

定
且
つ
不
確
実
な
ら
し
め
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
一
般
課
税
政
策
に
よ
ら
ず
、
米
の
輸
出
に
対
し
て
罰
金
的
な
為
替
相
場
ｅ
①
‐

国
巴
ｑ
①
閤
○
冨
晶
①
国
蔚
）
、
可
変
的
輸
出
税
、
数
量
統
制
を
課
し
て
、
合
理
的
、
安
定
的
な
価
格
で
十
分
な
国
内
供
給
を
確
保
す
る

政
策
（
例
え
ば
タ
イ
）
や
、
国
営
販
売
独
占
を
行
っ
て
国
内
の
米
価
を
安
定
せ
し
め
る
一
方
、
同
時
に
高
い
輸
出
価
格
で
利
潤
を
あ

げ
る
政
策
（
例
え
ば
ビ
ル
マ
）
が
行
わ
れ
た
。

第
二
に
よ
り
一
般
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て
輸
出
生
産
物
が
国
内
で
消
費
さ
れ
な
い
場
合
（
例
え
ば
マ
ラ
ャ
の
ゴ
ム
）
に
価
格
を
自
由

こ
と
は
疑
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
、
ヌ
ル
ク
セ
の
結
論
に
反
対
し
て
い
る
。

量
次
に
第
二
の
柱
で
あ
る
「
一
般
課
税
政
策
」
に
つ
い
て
吟
味
し
よ
う
。

８
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に
変
動
さ
せ
る
政
策
は
輸
出
供
給
の
若
干
の
増
加
を
生
じ
る
と
し
て
も
コ
ス
ト
と
プ
ラ
イ
ス
の
不
利
な
関
係
に
よ
っ
て
非
輸
出
産
業

へ
の
投
資
と
発
展
に
害
が
あ
る
。
マ
ラ
ャ
連
邦
で
は
可
変
的
輸
出
税
が
か
け
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
国
内
産
業
は
朝
鮮
動
乱
ブ
ー
ム
の

と
き
に
は
高
い
貨
幣
賃
銀
要
求
に
苦
し
ん
だ
。
何
故
な
ら
ば
ゴ
ム
の
輸
出
価
格
と
結
び
つ
い
た
ゴ
ム
園
労
働
者
の
貨
幣
賃
銀
は
著
し

く
上
昇
し
、
そ
れ
が
一
般
的
賃
銀
上
昇
を
刺
戟
し
た
か
ら
で
あ
る
。

非
輸
出
部
門
の
投
資
に
対
す
る
不
利
な
価
格
効
果
は
そ
れ
ほ
ど
重
大
で
は
な
く
、
輸
出
ブ
ー
ム
の
所
得
効
果
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ

て
余
り
あ
ろ
も
の
あ
る
で
あ
ろ
う
。
通
常
の
場
合
に
、
増
加
分
の
所
得
は
先
づ
輸
出
生
産
者
自
身
の
手
に
入
り
、
輸
出
産
業
へ
の
投

資
を
刺
戟
す
る
。
し
か
し
、
所
得
増
加
が
国
内
経
済
全
体
に
一
般
化
す
る
に
従
っ
て
国
内
財
部
門
に
お
け
る
資
本
形
成
も
刺
戟
さ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
避
け
る
た
め
に
総
可
処
分
所
得
を
安
定
さ
せ
る
と
い
う
目
的
で
行
わ
れ
る
ヌ
ル
ク
セ

方
式
の
一
般
課
税
に
よ
る
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
イ
ナ
ン
ス
は
非
輸
出
部
門
の
投
資
を
削
減
す
る
こ
と
と
な
る
。
ヌ
ル
ク
セ
の
モ

デ
ル
で
は
非
輸
出
部
門
の
可
処
分
所
得
は
一
般
課
税
に
よ
っ
て
一
○
○
○
億
ド
ル
か
ら
九
六
○
億
ド
ル
に
低
下
す
る
。
ヌ
ル
ク
セ
は

こ
の
下
降
調
整
の
負
担
を
主
と
し
て
消
費
に
か
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
既
に
低
い
生
活
水
準
を
考
え
る
と
国
内
投
資
の

低
落
が
避
け
難
い
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
国
内
投
資
の
低
落
は
ヌ
ル
ク
セ
自
身
も
考
え
て
い
る
よ
う
に
発
展
過
程
を
妨
害
す
る

も
の
で
あ
る
。

そ
の
上
に
輸
出
産
業
に
お
い
て
外
国
投
資
が
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
場
合
に
は
、
輸
出
税
よ
り
も
一
般
課
税
に
依
存
す
る
こ

と
は
輸
出
産
業
に
可
成
り
の
利
潤
を
生
ぜ
し
め
、
こ
の
利
潤
の
対
外
送
金
を
増
大
せ
し
め
る
。
外
国
の
民
間
資
本
家
は
後
進
国
の
非

輸
出
部
門
へ
の
再
投
資
に
一
般
的
に
関
心
を
も
た
ず
、
特
に
租
税
が
高
い
と
き
は
お
そ
ら
く
一
層
関
心
が
薄
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
例

え
ば
セ
イ
ロ
ン
や
マ
ラ
ャ
で
は
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
・
ス
ケ
ー
ル
の
輸
出
税
の
場
合
で
も
投
資
の
そ
の
他
の
所
得
の
支
払
は
朝
鮮
動
乱
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輸
出
不
況
期
脆
は
コ
ス
ト
と
プ
ラ
イ
ス
の
関
係
と
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
ィ
ナ
ン
ス
の
作
用
に
よ
っ
て
非
輸
出
部
門
の
拡
大
、

従
っ
て
多
様
化
が
進
展
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
不
況
期
に
は
国
怠
も
い
う
如
く
コ
般
的
な
環
境
は
保
護
さ
れ
た
分
野
に
お

い
て
さ
え
も
企
業
家
の
活
動
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
に
輸
出
の
低
落
が
可
成
り
の
大
き
さ
で
、
長
期
の
も

の
で
あ
れ
ば
、
政
府
財
政
は
甚
だ
し
い
困
難
に
お
ち
入
り
、
補
整
融
資
（
８
日
肩
旨
の
鼻
Ｃ
Ｑ
旨
四
目
。
①
）
は
停
止
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
お
い
て
は
経
済
発
展
の
道
は
妨
害
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
輸
出
部
門
に
不
況
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

非
輸
出
部
門
も
苦
し
む
か
ら
で
あ
る
。
非
輸
出
部
門
は
一
方
に
お
い
て
有
効
需
要
の
縮
少
に
直
面
し
、
他
方
に
お
い
て
、
外
国
為
替

不
足
の
た
め
に
生
産
財
の
供
給
が
遮
断
さ
れ
る
可
能
性
に
直
面
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
ハ
ロ
ッ
ド
の
質
問
、
す
な
わ
ち
ヌ
ル
ク

℃
Ｕ

、

セ
方
式
は
後
進
国
に
お
い
て
着
実
な
（
黒
８
ｓ
）
進
歩
を
助
長
す
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
質
問
を
正
当
化
す
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
て
、
両
氏
は
ヌ
ル
ク
セ
の
主
張
し
た
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
イ
ナ
ン
ス
の
方
式
は
計
画
的
な
経
済

ブ
ー
ム
の
際
に
は
著
し
く
増
加
し
た
。
例
え
ば
マ
ラ
ヤ
で
は
「
要
素
所
得
の
対
外
支
払
」
の
総
国
内
生
産
に
対
す
る
比
率
は
一
九
四

九
年
の
四
・
二
％
か
ら
一
九
五
一
年
の
一
○
・
九
％
に
増
加
し
た
。
同
様
に
セ
イ
ロ
ン
で
は
、
そ
の
比
率
は
そ
れ
以
前
の
年
の
一
％

弱
に
比
べ
て
一
・
三
’
一
・
四
％
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
ブ
ー
ム
期
に
お
け
る
非
輸
出
部
門
の
不
利
な
価
格
関
係
は
ヌ
ル
ク
セ
の
望
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
そ
れ

は
資
源
を
輸
出
部
門
へ
移
転
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
多
様
化
の
後
退
は
ヌ
ル
ク
セ
の
持
論
で
あ

る
均
衡
発
展
論
と
矛
盾
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
ヌ
ル
ク
セ
は
そ
の
論
文
の
は
じ
め
に
「
国
内
経
済
の
真
空
を
主
と
し
て
国
内
市
場
向

け
の
、
相
互
に
支
持
し
あ
う
活
動
の
多
面
的
な
成
長
に
よ
っ
て
充
た
す
こ
と
」
を
基
本
的
な
対
策
と
し
て
後
進
国
に
勧
め
て
い
る
の

け
の
、
相

で
あ
る
ｏ
）
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第六章 貿易変動と経済発展

（
５
）

ヴ
ァ
キ
ル
お
よ
び
ブ
ラ
ー
マ
ナ
ン
ド
の
両
氏
は
一
般
的
課
税
政
策
よ
り
も
可
変
的
輸
出
税
に
よ
る
安
定
を
目
指
す
国
営
貿
易
（
な

い
し
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
）
方
式
を
適
当
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
一
般
課
税
政
策
は
他
の
政
策
の
場
合
と
比
べ
て
山
（
輸

出
）
農
産
物
の
生
産
者
に
よ
り
高
い
貨
幣
所
得
を
与
え
る
か
、
②
農
民
の
高
い
貨
幣
所
得
は
ブ
ー
ム
期
に
よ
り
多
く
の
供
給
を
も
た

ら
す
こ
と
と
な
る
か
、
③
農
民
所
得
の
第
一
次
的
拡
大
が
、
非
農
業
部
門
の
所
得
増
加
に
導
き
、
そ
の
結
果
、
輸
出
商
品
に
対
す
る

国
内
需
要
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
山
高
率
の
一
般
課
税
は
輸
出
作
物
又
は
そ
の
生
産
に
役
立
つ
生
産
要
素
に
対
す
る

、
、

、

国
内
需
要
を
必
然
的
に
減
少
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
述
べ
、
さ
ら
に
、
一
般
的
財
政
政
策
は
ど
う
し
て
特
殊
な
タ
イ
プ

の
消
費
に
直
接
に
効
果
を
与
え
る
か
明
か
で
な
く
、
た
と
え
適
当
な
間
接
税
が
課
せ
ら
れ
た
と
仮
定
し
て
も
消
費
が
必
要
な
方
向
へ
、

ま
た
必
要
な
速
度
で
切
詰
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
問
題
で
あ
る
と
見
て
い
る
。

さ
ら
に
両
氏
は
一
般
課
税
政
策
は
⑳
労
働
の
完
全
雇
用
、
②
生
産
要
素
の
特
殊
性
（
名
①
ｏ
鄙
。
』
ｑ
）
と
不
移
動
性
（
目
９
３
旨
ｑ
）

の
無
視
（
こ
れ
は
輸
出
部
門
と
非
輸
出
部
門
と
の
間
を
生
産
要
素
が
自
由
に
転
用
さ
れ
、
移
動
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
ｏ
）

を
前
提
と
し
て
い
る
が
こ
れ
は
事
実
に
反
す
る
。
さ
ら
に
農
民
の
受
取
る
価
格
と
輸
出
価
格
と
の
開
き
が
ブ
ー
ム
期
に
拡
大
し
な
い

こ
と
を
予
想
し
、
従
っ
て
ブ
ー
ム
期
に
は
貿
易
部
門
に
偶
然
の
利
益
（
言
旨
氏
邑
切
）
が
生
じ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
い
。
こ
の
偶
然
の

利
益
は
国
営
貿
易
の
場
合
は
可
変
的
輸
出
税
で
徴
収
さ
れ
、
署
侈
品
や
杳
侈
品
の
製
造
に
必
要
な
設
備
の
輸
入
を
防
止
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
一
般
課
税
で
は
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
。

さ
ら
に
両
氏
は
国
営
貿
易
機
構
に
よ
る
緩
衝
基
金
の
蓄
積
が
行
政
的
に
も
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。
一
般
課
税
政
策
を
と
る
場

す
る
。

発
展
特
に
経
済
多
様
化
の
長
期
的
な
目
標
を
も
っ
て
い
る
後
進
国
政
府
に
と
っ
て
受
諾
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
と
結
論
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合
に
は
租
税
の
変
更
や
税
率
の
変
更
は
こ
れ
を
急
速
に
は
行
な
い
得
な
い
欠
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
１
）

国
胃
８
冨

属
岸
色
目
匡
国
餌
口
Ｑ
の
彦
屋
も
富
国
唱
色
国
四
←
《
ロ
Ｏ
Ｂ
＄
含
ｏ
陣
ゆ
ず
農
ご
騨
口
旦
己
の
ぐ
堅
○
宮
口
①
具
》
シ
ｇ
ｏ
Ｈ
芹
ご
ロ
①
ｚ
日
厨
の
》
⑳
砕
彦
①
日
の
》

》
》

民
望
屋
８
ゞ
ぐ
巳
．
課
芦
ｌ
ら
８
１
国
閉
．
い

（
２
）

蝕
侭
閂
ゞ
冒
茸
ａ
ｐ
ｇ
ｏ
ｑ
煕
呉
の
目
①
鼻
』
民
電
匡
○
印
．
ぐ
ｇ
・
〆
］
〒
ら
８
１
蜀
尉
．
い

（
３
）

蜀
諺
○
．
←
《
勺
再
○
亘
①
目
の
具
崖
四
房
巴
目
副
匙
切
員
も
勺
○
風
色
目
Ｑ
の
国
ず
筐
い
い
は
○
口
目
少
⑫
国
騨
ロ
Ｑ
芹
彦
の
蜀
秒
吋
両
秒
鼻
・
》
〕
蜀
崔
○
．
旨
○
口
昏
々
嗣
巳
帝
は
ロ

具
毎
ｍ
己
。
巨
岸
匡
吋
己
同
Ｏ
ｐ
ｏ
ｇ
』
８
脚
ロ
Ｑ
の
《
色
陸
の
は
＄
》
］
口
々
、
戸
口
頤
匡
、
の
》
ら
笛
．

（
４
）

回
国
．
ｎ
百
四
日
胃
己
巴
ロ
》
目
彦
①
目
冨
○
拭
昌
具
冒
○
国
○
℃
○
二
降
旨
○
○
口
も
の
武
威
○
口
》
。
Ｐ
日
胃
己
鳴
．
冒
四
の
の
》
ら
き
．
も
や
宮
Ｉ
Ｂ

（
５
）

。
ｚ
・
ぐ
ぃ
嵐
』
騨
冒
Ｑ
も
．
閃
．
国
３
冨
騨
日
四
口
勺
凰
８
ぐ
①
刷
口
、
甸
尉
ｏ
巴
煕
騨
ご
筐
恩
は
○
口
閏
Ｑ
Ｅ
８
、
ぐ
○
］
・
〆
屋
ｌ
后
沿
１
吋
ゆ
め
。
、
い

着
想
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

喜
多
村
、
ヤ
ン
グ
両
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
「
輸
出
の
変
動
は
第
一
次
生
産
国
の
経
済
発
展
に
屡
々
悪
影
響
が
あ
り
、

そ
の
発
展
を
阻
害
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
如
何
な
る
形
の
安
定
で
も
発
展
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
経
済
発
展
は
長
期
的
な
性
質
を
も
ち
構
造
的
変
化
を
含
む
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
ヌ
ル
ク
セ

は
後
進
国
の
貿
易
変
動
の
中
に
経
済
発
展
へ
の
要
因
を
み
と
め
、
安
定
を
は
か
る
と
同
時
に
発
展
を
促
進
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
と
い
う
こ
と
を
理
論
的
に
明
か
に
し
、
そ
れ
を
政
策
提
案
に
示
し
た
。

勿
論
、
こ
の
提
案
に
も
上
述
し
た
長
所
も
短
所
も
あ
り
、
後
進
国
の
現
実
に
必
ず
し
も
適
し
な
い
点
も
あ
る
が
、
「
貿
易
を
通
じ
る

ヌ
ル
ク
セ
の
政
策
提
案
に
は
な
る
ほ
ど
欠
点
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
ヌ
ル
ク
セ
の
政
策
に
非
常
に
す
ぐ
れ
た

八
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第六章 貿易変動と経済発展
後
進
国
の
経
済
発
展
」
に
つ
い
て
新
し
い
視
野
を
開
い
た
功
績
は
極
め
て
大
き
い
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
付
記
）
本
稿
は
国
際
経
済
研
究
年
報
（
第
九
号
）
及
び
国
民
経
済
雑
誌
第
九
十
九
巻
第
五
号
に
発
表
し
た
論
文
に
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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第七章 工業化と国際貿易

工
業
化
と
い
う
現
象
は
産
業
革
命
以
来
の
世
界
経
済
発
展
の
基
本
的
動
向
で
あ
る
が
、
工
業
化
の
進
行
に
よ
っ
て
国
際
貿
易
（
特

に
先
進
国
の
貿
易
）
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
う
け
る
か
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
古
く
よ
り
悲
観
的
（
貿
易
縮
少
的
）
見
方
と
楽
観

的
（
貿
易
拡
大
的
）
見
方
と
が
対
立
し
て
来
た
。

悲
観
的
な
兄
方
に
よ
れ
ば
、
後
進
国
の
工
業
化
は
先
進
国
の
輸
出
市
場
を
縮
少
せ
し
め
る
一
方
、
従
来
先
進
国
に
対
し
て
供
給
し

て
来
た
食
糧
及
び
原
料
を
自
国
で
消
費
す
る
こ
と
と
な
り
、
外
国
へ
の
供
給
は
減
少
す
る
。
一
方
、
先
進
国
で
は
再
農
業
化
が
行
わ

れ
る
か
ら
国
際
貿
易
は
縮
少
す
る
も
の
と
考
え
る
。

こ
れ
に
反
し
て
楽
観
的
な
見
方
に
よ
れ
ば
後
進
国
の
工
業
化
は
通
常
消
費
財
工
業
よ
り
は
じ
め
ら
れ
る
か
ら
、
消
費
財
の
輸
入
は

減
少
す
る
が
、
資
本
財
の
輸
入
は
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
工
業
化
に
よ
っ
て
後
進
国
の
国
民
所
得
が
上
昇
す
れ
ば
多
種
多
様
の

消
費
財
に
対
す
る
需
要
も
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
国
際
貿
易
は
拡
大
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

悲
観
説
を
歴
史
的
に
回
顧
す
れ
ば
十
八
世
紀
に
お
け
る
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
の
見
解
に
ま
で
湖
る
こ
と
が
出
来
る
。
マ
ー
ヵ
ン

テ
ィ
リ
ス
ト
は
外
国
に
お
け
る
工
業
の
発
達
を
嫉
視
し
た
。
そ
し
て
原
料
や
機
械
の
輸
出
を
「
悪
し
き
輸
出
」
と
し
、
国
民
経
済
的

（勺上）

自
殺
行
為
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
輸
出
を
厳
重
に
禁
止
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
外
国
に
競
争
的
産
業
が
成
立
す
る
の

を
妨
げ
よ
う
と
し
た
。
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
は
有
利
な
貿
易
差
額
を
最
大
に
す
る
よ
う
努
力
し
た
が
、
こ
の
目
的
に
最
も
適
し
て

一一 一
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ト
レ
ン
ス
の
説
を
詳
言
す
れ
ば
、
「
世
界
の
多
数
の
国
が
富
と
人
口
に
お
い
て
進
歩
す
る
に
従
っ
て
彼
等
の
間
の
貿
易
取
引
は
重
要

さ
を
減
じ
、
利
益
も
少
な
く
な
る
。
利
潤
を
高
め
、
富
を
増
加
す
る
の
に
最
も
強
力
な
影
響
を
も
つ
外
国
貿
易
の
種
類
は
旧
い
国

（
そ
こ
で
は
原
料
品
が
加
工
品
に
対
し
て
相
対
的
に
高
い
交
換
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
）
と
新
し
い
国
（
そ
こ
で
は
加
工
品
が
原

料
品
に
対
し
て
高
い
交
換
価
値
を
も
つ
の
で
あ
る
）
と
の
間
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
新
し
い
国
の
人
口
が
増
加
す
る
に

従
っ
て
劣
等
地
が
耕
作
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
原
料
品
の
生
産
費
を
増
加
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
、
分
業
の
発
達
に
よ
っ
て
加
工
費

が
減
少
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
比
較
生
産
費
差
の
縮
少
で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
よ
）
。
そ
れ
故
に
全
ゆ
る
新
し
い
植
民
地

命
①
＆
①
‐

日
①
邑
蔚
）
に
お
け
る
原
料
品
の
価
値
騰
貴
は
そ
の
輸
出
を
抑
制
し
、
加
工
品
の
価
値
下
落
は
ま
す
ま
す
そ
の
輸
入
を
妨
げ
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
し
て
遂
に
は
諸
国
民
間
の
貿
易
取
引
は
特
殊
な
商
品
す
な
わ
ち
、
そ
の
生
産
に
お
い
て
人
為
的
に
変
化
す
る
こ
と
の
出
来

な
い
土
壌
と
気
候
の
状
態
よ
り
み
て
、
一
国
が
他
国
よ
り
恒
久
的
に
優
越
し
て
い
る
よ
う
な
特
殊
商
品
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と

い
る
の
は
完
成
工
業
品
の
輸
出
で
あ
る
。
し
か
る
に
外
国
が
こ
の
よ
う
な
工
業
生
産
物
を
自
国
で
生
産
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
そ

の
産
業
を
他
国
の
競
争
よ
り
防
ぐ
た
め
に
高
率
関
税
を
設
定
す
る
と
す
れ
ば
自
国
品
の
販
路
は
ふ
さ
が
り
、
有
利
な
貿
易
差
額
は
得

ら
れ
な
く
な
る
。
従
っ
て
外
国
の
工
業
化
は
自
国
に
不
利
で
あ
る
か
ら
、
出
来
る
だ
け
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
２
）

つ
い
で
十
九
世
紀
の
初
期
に
お
い
て
ト
レ
ン
ス
は
収
穫
逓
減
の
法
則
と
分
業
に
よ
る
生
産
能
率
の
向
上
と
い
う
二
つ
の
点
か
ら
富

と
人
口
が
増
加
す
る
場
合
に
は
全
て
の
国
は
自
給
自
足
へ
の
傾
向
を
強
く
し
、
特
産
物
の
貿
易
を
除
い
て
は
国
際
貿
易
は
縮
少
す
る

と
説
い
た
。

い
っ
て
い
る
。

こ
の
見
解
は
今
日
の
言
葉
に
い
い
換
え
れ
ば
、
先
進
国
と
後
進
国
と
の
間
の
原
料
品
と
加
工
品
の
比
較
生
産
費
差
が
大
で
あ
る
と
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第七章 工業化と国際貿易
き
に
貿
易
の
利
益
は
大
で
あ
る
が
、
比
較
生
産
費
差
が
経
済
の
発
展
と
共
に
縮
少
す
る
に
従
っ
て
貿
易
の
利
益
が
減
少
す
る
こ
と
と

な
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
特
産
物
の
貿
易
だ
け
が
残
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（、。）

ヴ
ァ
イ
ナ
ー
は
ト
レ
ン
ス
の
説
を
批
判
し
て
、
大
体
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
も
し
移
民
お
よ
び
人
口
の
増
加
に
よ
っ
て
到
る
処
で
労
働
資
源
の
天
然
資
源
に
対
す
る
比
率
が
同
一
水
準
に
も
た
ら
さ
れ
る
傾
向

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ト
レ
ン
ス
の
推
論
は
若
干
の
仮
定
を
認
め
る
な
ら
ば
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
…
：
．
し
か
し
、
人
口
増
加
と
技
術
進

歩
は
工
業
国
と
農
業
国
と
の
間
で
は
一
様
で
な
い
か
ら
旧
工
業
国
が
食
糧
お
よ
び
原
料
を
輸
入
に
仰
ぐ
こ
と
の
有
利
さ
が
減
少
す
る

か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
但
し
、
第
一
次
生
産
物
に
特
化
し
て
い
る
国
の
多
く
が
、
技
術
の
お
く
れ
て
い
る
こ
と
や
資
本
不
足

と
い
う
理
由
の
た
め
だ
け
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
改
善
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
工
業
化
は
賢
明
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
旧
工
業
国
に

お
け
る
工
業
の
特
化
は
益
々
困
難
と
な
り
、
ト
レ
ン
ス
の
予
想
は
当
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
過
去
の
世
紀
に
お
い
て
主
要
国
の
う
ち

で
、
工
業
化
が
行
わ
れ
た
た
め
に
、
第
一
次
生
産
物
の
純
輸
出
国
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
う
で
な
く
な
っ
た
の
は
米
国
以
外
に
は
な

い
。
世
界
に
は
資
本
と
技
術
と
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
だ
ま
だ
第
一
次
生
産
物
の
増
産
可
能
の
地
域
は
広
い
か
ら
、
ト
レ
ン

ス
の
命
題
は
次
の
世
紀
に
つ
い
て
さ
え
も
妥
当
す
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
」
と
。

十
九
世
紀
の
末
葉
よ
り
二
十
世
紀
初
題
に
か
け
て
ド
イ
ツ
国
内
に
お
い
て
農
業
を
保
護
す
べ
き
か
、
輸
出
工
業
に
力
を
注
ぐ
べ
き

か
に
つ
い
て
激
し
い
論
争
が
行
わ
れ
た
。
ワ
グ
ナ
ー
や
ポ
ー
レ
な
ど
は
農
業
を
保
護
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。

（Ａ宅）

ワ
グ
ナ
ー
は
云
う
。
「
工
業
を
強
力
に
発
展
さ
せ
て
国
民
経
済
の
重
点
を
外
国
貿
易
に
移
し
て
行
く
た
め
に
は
次
の
三
つ
の
条
件

が
充
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
Ｈ
外
国
が
妥
当
な
価
格
で
ド
イ
ツ
に
農
産
物
を
供
給
す
る
意
志
と
能
力
が
あ
る
こ

と
、
口
農
産
物
の
輸
入
の
輸
送
路
が
安
全
で
あ
る
こ
と
、
日
ド
イ
ツ
の
工
業
製
品
が
外
国
で
確
実
に
有
利
な
価
格
で
売
れ
る
こ
と
の
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’
三
九
六
頁
）

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
等
の
条
件
は
充
た
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
第
一
に
農
業
国
自
身
が
工
業
化
し
て
行
け
ば
自
国
の
増
加
す

る
人
口
を
扶
養
す
る
た
め
に
農
産
物
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
将
来
長
期
に
わ
た
っ
て
食
糧
を
充
分
な
量
だ
け
、
適
当
な
価
格
で
ド
イ

ツ
に
供
給
出
来
る
か
ど
う
か
は
不
確
実
で
あ
る
。
次
に
戦
前
に
お
い
て
農
産
物
の
輸
入
を
遮
断
さ
れ
る
危
険
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

更
に
農
業
国
が
工
業
化
す
る
結
果
、
工
業
製
品
を
自
給
す
る
程
度
は
高
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
工
業
製
品
の
輸
入
は
減
少
し
、
工

業
国
は
輸
入
食
糧
の
支
払
に
不
足
す
る
こ
と
と
な
る
と
。

（
５
）

ボ
ー
レ
も
工
業
国
の
輸
出
は
減
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
主
張
す
る
。
何
故
な
ら
ば
「
工
業
国
と
貿
易
す
る
食
糧
供
給
国
は
無
限
で

は
な
く
し
て
有
限
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
ま
で
英
国
は
幸
運
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
英
国
に
小
麦
を
供
給
し
て
い
た
国
が
自
国

民
の
需
要
に
あ
て
る
た
め
に
英
国
へ
の
穀
物
の
輸
出
を
停
止
し
て
も
、
そ
れ
に
代
る
国
（
プ
ロ
シ
ャ
に
代
っ
て
ロ
シ
ヤ
、
ア
メ
リ
カ
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
な
ど
）
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
永
久
に
は
続
か
な
い
。
外
国
に
食

糧
を
供
給
す
る
国
は
何
時
か
は
な
く
な
る
。
け
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
の
住
む
地
球
に
は
五
大
陸
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
大
陸
の
数

ま
た
は
面
積
を
拡
大
す
る
術
を
学
ば
な
い
限
り
、
輸
出
工
業
主
義
の
臨
終
の
時
が
来
る
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
。

悲
観
論
者
の
う
ち
で
お
そ
ら
く
最
も
有
名
な
も
の
は
ゾ
ム
バ
ル
ト
で
あ
ろ
う
。
ゾ
ム
バ
ル
ト
は
二
十
世
紀
の
初
頭
に
い
わ
ゆ
る

「
輸
出
率
低
下
の
法
則
」
（
ロ
画
印
の
①
の
①
曾
号
月
の
冒
爾
且
①
目
両
ｘ
冒
鼻
‐
自
○
前
）
（
こ
れ
は
「
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
法
則
」
と
も
い
わ
れ

三
点
で
あ
る
。

る
）
を
唱
え
た
。

ゾ
ム
バ
ル
ト
は
そ
の
著
「
十
九
世
紀
及
び
二
十
世
紀
初
期
に
於
け
る
ド
イ
ツ
国
民
経
済
」
に
於
て
次
の
如
く
云
っ
て
い
る
。
（
同
書
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Ｉ
同
書
三
七
○
頁
）

「
貿
易
統
計
の
数
字
に
基
い
て
世
界
経
済
の
成
立
に
つ
い
て
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
日
で
は
明
か
に
五
十
年
前
乃
至
百
年
前
に

比
べ
て
よ
り
多
く
の
商
品
が
諸
国
民
に
販
売
さ
れ
て
い
る
と
い
う
限
り
で
は
、
そ
の
こ
と
は
勿
論
全
く
正
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

洞
察
に
達
す
る
た
め
に
は
八
十
は
十
よ
り
多
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界
経
済
の
組
織
化

と
い
う
こ
と
は
個
々
の
国
民
経
済
相
互
の
間
に
分
化
ｅ
聞
①
Ｈ
①
口
凰
①
昌
侭
）
と
統
合
（
旨
前
腎
尉
目
口
巴
の
進
ん
だ
状
態
、
即
ち
、

国
民
的
関
係
よ
り
も
国
際
的
関
係
が
ま
す
ま
す
優
勢
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
（
私
の
見
る
限
り
で
は
）
最
近
の
世

代
の
貿
易
理
論
の
文
献
が
明
か
に
し
た
こ
の
唯
一
の
智
慧
（
尋
凰
昏
の
岸
）
は
全
く
決
定
的
に
誤
っ
て
い
る
。

文
化
諸
国
民
は
今
日
に
於
て
は
（
そ
の
経
済
全
体
と
の
関
係
に
於
て
）
本
質
的
に
以
前
よ
り
多
く
貿
易
関
係
に
よ
っ
て
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
の
で
な
く
し
て
、
む
し
ろ
以
前
よ
り
少
く
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
と
私
は
主
張
す
る
。
個
々
の
国
民
経
済
は
今
日
に
於

、
、

℃
、

て
は
百
年
前
或
い
は
五
十
年
前
に
比
べ
て
よ
り
多
く
で
は
な
く
し
て
、
よ
り
少
く
世
界
経
済
に
引
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
近
世
国
民

経
済
に
対
し
て
国
際
貿
易
関
係
の
重
要
性
が
比
例
的
に
増
大
し
て
い
る
と
推
定
す
る
こ
と
は
少
く
と
も
誤
っ
て
い
る
。
（
そ
れ
に
つ

い
て
は
数
字
的
に
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
）
。

そ
の
反
対
が
正
し
い
の
で
あ
る
。
最
近
数
十
年
間
の
発
展
の
結
果
に
よ
れ
ば
少
く

と
も
ド
イ
ツ
経
済
に
と
っ
て
経
済
活
動
の
全
体
の
う
ち
、
対
外
貿
易
の
占
め
る
割
合
は
減
少
し
て
い
る
。
輸
出
に
つ
い
て
こ
の
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。
貿
易
全
体
に
と
っ
て
も
多
分
そ
う
で
あ
ろ
う
。
」

と
の
べ
、
十
九
世
紀
未
葉
に
於
て
ド
イ
ツ
総
生
産
に
於
て
輸
出

の
占
め
る
割
合
は
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
（
も
つ
と
も
ゾ
ム
パ
ル
ト
も
一
八
七
○
年
代
ま
で
ド
ィ
ッ
エ
業
の
輸
出
が

増
大
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
以
後
は
輸
出
の
増
加
が
生
産
の
増
加
に
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
Ｉ

ゾ
ム
バ
ル
ト
は
工
業
に
於
け
る
生
産
と
輸
出
と
の
比
率
従
っ
て
海
外
市
場
の
重
要
性
が
低
下
す
る
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
に
次
の
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製
鉄
業
に
於
て
は
銑
鉄
の
生
産
量
を
鉄
製
品
の
輸
出
量
と
比
較
す
れ
ば
一
八
八
○
年
に
は
四
○
・
七
％
で
あ
っ
た
が
、
一
九
○
○

年
に
は
二
○
・
○
％
と
な
っ
て
い
る
。
輸
出
超
過
に
つ
い
て
見
れ
ば
此
の
期
間
に
二
九
・
三
％
よ
り
七
・
八
％
に
下
落
し
て
い
る
。

他
の
産
業
に
つ
い
て
は
就
業
労
働
者
数
に
よ
っ
て
輸
出
率
低
下
の
傾
向
を
知
る
。
即
ち
、
産
業
の
生
産
性
が
減
少
し
て
い
な
い
と

仮
定
す
れ
ば
労
働
者
数
の
増
加
は
少
く
と
も
同
程
度
の
生
産
の
上
昇
を
意
味
す
る
。
輸
出
が
こ
れ
と
同
じ
割
合
で
増
加
し
な
い
な
ら

ば
輸
出
率
は
下
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
化
学
工
業
に
於
て
は
従
業
者
数
は
一
八
八
二
年
よ
り
一
八
九
五
年
ま
で
の
間
に
六
○
・
五

％
だ
け
増
加
し
た
が
、
輸
出
量
は
三
八
・
二
％
だ
け
し
か
増
加
し
な
か
っ
た
ｏ

機
械
エ
業
に
於
て
も
同
期
間
内
に
労
働
者
数
は
七
％
増
加
し
た
が
、
輸
出
量
は
こ
れ
に
反
し
て
一
九
・
九
％
下
落
し
た
。

皮
革
業
、
綿
業
、
羊
毛
工
業
に
つ
い
て
は
加
工
さ
れ
た
原
料
及
び
半
製
品
の
数
量
を
確
め
、
こ
れ
に
基
い
て
総
生
産
量
を
計
算
す

皮
革
業
に
つ
い
て
は
皮
革
の
輸
入
数
量
と
国
内
家
蓄
頭
数
と
が
判
明
し
て
い
る
。
皮
革
業
の
う
ち
、
羊
皮
の
役
割
は
わ
ず
か
で
あ

る
が
、
羊
の
頭
数
は
一
八
六
○
年
以
来
減
少
し
た
が
、
そ
の
他
の
種
類
の
家
畜
は
増
加
し
た
か
ら
、
国
内
の
皮
革
の
量
は
少
く
と
も

ブ（》○

数
字
を
示
し
て
い
る
。
（
同
書
三
七
一
’
三
七
三
頁
）

炭
鉱
業
に
於
て
は
輸
出
の
生
産
に
対
す
る
割
合
は
最
近
ま
で
余
り
変
化
し
て
い
な
い
。
即
ち
、
輸
出
量
の
総
生
産
量
に
対
す
る
割

合
は
一
八
六
○
年
一
四
・
六
％
、
一
八
八
○
年
一
五
・
三
％
、
一
九
○
○
年
一
三
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
。
一
八
八
○
年
ま
で
は
僅

少
の
上
昇
を
示
し
、
そ
れ
以
後
は
僅
か
な
が
ら
下
降
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
輸
出
量
よ
り
輸
入
量
を
差
引
い
た
輸
出
超
過
量
の

比
率
は
一
八
六
○
年
以
来
常
に
減
少
し
て
い
る
。
即
ち
、
一
八
六
○
年
一
二
・
五
％
、
一
八
八
○
年
二
・
○
％
、
一
九
○
○
年
七

三
％
と
な
っ
て
い
る
。
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少
し
て
い
る
。

同
一
で
あ
る
と
推
定
し
て
よ
い
。
各
種
皮
革
の
輸
入
超
過
量
は
一
八
六
○
、
一
八
八
○
、
一
八
九
○
年
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
二
一
、

七
○
○
ト
ン
、
三
六
、
六
○
○
ト
ン
八
五
、
○
○
○
ト
ン
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
輸
出
は
四
、
五
○
○
ト
ン
、
二
、
四
○
○
ト

ン
一
四
、
一
○
○
ト
ン
で
あ
り
、
輸
出
割
合
は
二
○
・
八
％
、
三
一
・
一
％
、
一
六
・
五
％
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
国
内
の
皮
革
の
供

給
が
増
加
し
た
と
す
れ
ば
ｌ
そ
の
こ
と
は
多
分
あ
り
得
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
ｌ
輸
出
率
の
減
少
は
更
に
著
し
い
。

綿
業
に
つ
い
て
は
囚
①
ロ
①
ロ
四
号
①
Ｈ
に
従
っ
て
棉
花
と
綿
糸
と
の
換
算
比
率
を
五
対
四
、
綿
糸
と
綿
織
物
と
の
換
算
比
率
を
四
対

三
と
し
、
綿
糸
の
輸
入
超
過
を
国
内
で
紡
績
さ
れ
た
も
の
に
換
算
す
れ
ば
次
表
の
如
き
数
字
を
得
る
。
（
単
位
ト
ン
）

羊
毛
エ
業
に
つ
い
て
い
え
ば
羊
毛
を
毛
糸
に
換
算
す
る
場
合
に
五
分
の
一
の
目
減
り
を
見
込
ん
で
い
る
。
羊
毛
消
費
量
に
つ
い
て

は
輸
入
超
過
量
と
国
内
生
産
量
と
の
合
計
を
以
て
消
費
量
と
し
た
。
毛
糸
の
消
費
量
と
各
種
羊
毛
製
品
の
輸
出
量
と
の
比
率
は
次
表

の
通
り
で
あ
る
。
（
単
位
ト
ン
）

全
体
と
し
て
見
れ
ば
一
八
六
○
年
以
来
、
何
等
本
質
的
な
変
化
は
な
い
。
し
か
し
、
一
八
八
○
年
以
来
輸
出
の
割
合
は
著
し
く
減

年
平

均

一
八
三
六
’
四
○

一
八
五
一
’
五
五

一
八
五
六
’
六
一

一
八
八
○

一
八
九
七
’
九
九

加
工
あ
れ
た

綿
糸二
三
、
八
六
四

四
六
、
六
一
七

六
六
、
六
四
九

二
二
、
○
○
○

二
五
二
、
六
○
○

完
成
さ
れ
た

綿
製
品

一
七
、
八
九
七

三
四
、
九
六
三

四
九
、
九
八
七

八
四
、
○
○
○

一
八
九
、
四
五
○

輸
出
さ
れ
た

綿
製
品

四
、
四
六
○

七
、
二
八
三

九
、
一
五
七

二
一
、
三
○
○

三
五
、
三
○
○

輸
出
率

二
四
・
九
％

二
○
・
八

一
八
・
三

二
五
・
六

一
八
・
六
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以
上
の
諸
産
業
に
於
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
一
九
世
紀
の
後
半
、
或
は
一
九
世
紀
末
期
の
二
十
年
間
に
ド
イ
ツ
国
民
経
済
の
総
生
産

物
の
う
ち
、
輸
出
に
あ
て
ら
れ
る
部
分
は
ま
す
ま
す
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
輸
出
の
重
要
性
は
増
大
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
説
は

（”Ｊ）

誤
っ
て
い
る
と
ゾ
ム
バ
ル
ト
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

一
九
二
八
年
に
チ
ュ
リ
ッ
ヒ
で
開
か
れ
た
社
会
政
策
学
会
に
於
け
る
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
報
告
で
は
悲
観
的
色
彩
が
更
に
濃
厚
と
な
っ

て
い
る
。
ゾ
ム
バ
ル
ト
は
こ
の
報
告
書
を
基
礎
と
し
て
「
資
本
主
義
の
将
来
」
な
る
小
冊
子
を
著
し
た
が
、
工
業
化
と
貿
易
に
関
す

る
彼
の
説
の
要
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
西
欧
と
地
球
の
そ
の
他
の
地
域
の
諸
国
と
の
間
に
特
有
の
商
品
貿
易
（
即
ち
工
業
生
産
物
対
原
料
品
及
食
糧
の
交
易
）
は
農
業
国

の
工
業
化
が
進
捗
す
る
か
ぎ
り
、
今
後
は
維
持
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
農
業
国
の
工
業
生
産
物
輸
入
力
は
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
し
、

西
欧
工
業
品
の
輸
出
は
縮
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
人
は
成
程
、
新
し
い
国
に
資
本
主
義
が
勃
興
す
る
こ
と
は
古
い
資
本
主
義
国
に
対
し

て
工
業
品
輸
出
の
刺
戟
を
与
え
る
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
わ
た
く
し
の
信
ず
る
所
で
は
こ
の
考
え
方
は
誤
っ
て
い
る
。
若
い
資

ブ（》○

国
内
及
び
外
国

羊
毛
製
品

年
輸
出
率

毛
糸
消
費
量

輸
出
量

一
八
四
○

二
一
、
○
○
○

三
、
二
五
○

一
五
・
五
％

一
八
六
○
’
六
一

四
二
、
○
○
○

一
二
、
五
○
○

二
九
・
八

一
八
八
○

六
六
、
○
○
○

一
二
、
八
○
○

三
三
・
○

一
九
○
○

一
五
六
、
○
○
○

二
九
、
三
○
○

一
八
・
七

（
註
）
ト
ン
数
は
ラ
ウ
ン
ド
・
ナ
ム
パ
ー
で
あ
る

こ
の
表
に
よ
れ
ば
輸
出
率
は
一
八
四
○
年
よ
り
一
八
八
○
年
ま
で
の
間
に
二
部
と
な
っ
た
が
。
そ
の
後
は
約
半
分
に
激
減
し
て
い
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本
主
義
国
は
そ
の
生
産
設
備
を
自
己
の
力
で
建
設
し
、
輸
入
に
依
存
す
る
こ
と
は
益
々
少
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
簡
単
で

あ
る
。
即
ち
、
輸
入
さ
る
べ
き
工
業
生
産
物
に
対
し
て
提
供
す
べ
き
等
価
物
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
農
業
国
は
自
国

Ｓ
工
業
を
建
設
し
、
且
原
料
及
び
食
糧
を
西
欧
に
輸
出
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
換
言
す
れ
ば
同
一
の
農
業
的
基
礎
の
上
に
自
国
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
二
つ
の
工
業
シ
ス
テ
ム
を
う
ち
た
て
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

．
：
：
．
従
来
農
業
国
は
西
欧
に
低
廉
な
自
然
生
産
物
を
幾
百
年
に
わ
た
っ
て
供
給
し
た
の
は
彼
等
が
掠
奪
農
業
（
”
四
号
９
口
）
を
行

っ
て
来
た
こ
と
、
及
び
耕
作
者
が
自
己
の
飢
餓
を
満
た
す
こ
と
も
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
等
の
こ
と
は
今
後
は
期

待
出
来
な
い
。
こ
れ
等
欧
州
外
の
諸
国
は
全
て
の
点
に
於
て
西
欧
の
後
見
と
搾
取
の
制
度
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
有
色
民

族
の
解
放
」
こ
そ
は
世
界
史
的
に
見
て
大
戦
の
最
大
の
成
果
で
あ
る
。

…
…
そ
の
結
果
、
旧
工
業
国
の
国
民
経
済
は
ど
う
な
る
か
、
明
か
に
そ
れ
は
自
給
自
足
へ
の
道
を
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
る

あ
る
。

シ

つ'~、
1 8
ー ｰ

（
９
）

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
一
八
四
五
年
、
「
英
国
に
於
け
る
労
働
階
級
の
状
態
」
の
中
で
当
時
の
後
進
国
ア
メ
リ
カ
エ
業
の
発
達
に
よ
っ
て
イ

ギ
リ
ス
エ
業
が
圧
迫
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
二
十
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
イ
ギ
リ
ス
は
打
ち
ま
か
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と

の
べ
て
い
る
。
一
八
九
二
年
、
（
同
書
の
ド
イ
ツ
語
第
二
版
へ
の
序
文
に
於
て
）
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
イ
ギ
リ
ス
社
会
制
度
の
要
点
で
あ
る

か
く
の
如
く
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
説
く
所
に
よ
れ
ば
、
後
進
国
の
工
業
化
の
結
果
各
国
は
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
政
策
を
強
化
し
、
国
際
貿
易

は
衰
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

悲
観
論
者
の
う
ち
、
資
本
主
義
社
会
の
没
落
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
も
の
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
が
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と
こ
ろ
の
工
業
の
独
占
的
地
位
が
後
進
国
の
競
争
に
よ
っ
て
打
破
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
世
界
市
場
へ
の
輸
出
の
割
前
が
減
退
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
、
も
し
そ
う
な
る
な
ら
ば
資
本
主
義
的
生
存
条
件
で
あ
る
不
断
の
拡
大
が
不
可
能
と
な
る
結
果
、

イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
は
没
落
の
過
程
を
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
断
定
す
る
。

（
、
）

ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
は
「
資
本
蓄
積
論
」
に
於
て
次
の
よ
う
に
云
う
。
「
資
本
の
蓄
積
過
程
は
資
本
主
義
的
生
産
方
法
と

前
資
本
主
義
的
生
産
方
法
と
の
間
に
行
わ
れ
る
新
陣
代
謝
の
過
程
で
あ
り
、
前
資
本
主
義
的
生
産
方
法
な
く
し
て
は
資
本
の
蓄
積
は

行
わ
れ
な
い
。
。
…
．
．
「
蓄
積
の
過
程
は
至
る
処
で
自
然
経
済
の
代
り
に
単
純
商
品
経
済
を
置
き
、
単
純
商
品
経
済
の
代
り
に
資
本
主

義
経
済
を
置
き
、
全
て
の
国
々
に
於
て
、
ま
た
全
て
の
部
門
に
於
て
、
唯
一
独
占
的
生
産
方
法
と
し
て
の
資
本
主
義
的
生
産
を
絶
対

的
に
も
た
ら
そ
う
と
努
力
す
る
。
」
「
し
か
し
、
こ
こ
に
袋
小
路
が
は
じ
ま
る
。
：
：
．
蓄
積
が
不
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
資
本
主

義
的
生
産
力
が
そ
れ
以
上
に
発
達
し
得
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
以
て
資
本
主
義
没
落
の
客
観
的
歴
史
的
必
然
性
を
意
味
す
る
ｏ
」

即

ち
、
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
は
非
資
本
主
義
国
の
工
業
化
に
資
本
主
義
汲
落
の
論
拠
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
グ
ロ

ー
ス
マ
ン
は
こ
れ
を
批
判
し
て
「
母
国
資
本
主
義
が
そ
の
技
術
上
及
び
組
織
上
の
優
位
を
維
持
し
得
る
限
り
、
非
資
本
主
義
国
の
Ｔ
ｌ

（
、
）

業
化
が
如
何
に
進
も
う
と
も
自
国
の
存
立
を
憂
う
る
を
要
し
な
い
」
と
い
っ
て
、
こ
の
見
解
に
反
対
し
て
い
る
。

（
１
）
閃
．
閏
①
烏
、
呂
閂
』
旨
①
鳥
餌
貝
罠
印
目
こ
の
》
］
①
目
色
ゞ
ら
圏
》
国
秒
口
旦
員
．
い
園
子
屋
騨
国
．
目
①
曾
堅
、
》
国
８
の
具
２
国
×
冒
誹
ぐ
○
国
勺
門
８
回
再
甘
口
の
‐

Ｈ
巨
拝
《
但
冒
ぐ
昌
屏
ゆ
乏
胃
蕨
ｅ
ぽ
ゅ
洋
屋
○
医
の
ロ
の
巴
ず
い
禽
吾
ｏ
Ｈ
Ｑ
や
国
①
ユ
芦
邑
』
、
○
式
印
．
い

（
２
）

閃
．
日
○
局
①
口
の
←
シ
目
両
脇
四
国
○
口
房
①
弓
Ｈ
○
口
目
ｏ
陸
○
口
具
夛
行
匙
昏
》
Ｆ
ｏ
ご
Ｑ
ｏ
ご
ゞ
民
営
・
も
や
畠
や
易
Ｐ

（
３
）
］
．
ぐ
旨
閂
円
彦
の
も
崎
○
の
勺
①
ｏ
蕨
甘
吋
甸
○
別
①
侭
口
月
吋
騨
旦
①
旨
芹
冒
の
㈲
○
鼻
‐
尋
②
吋
夛
さ
Ｈ
匡
・
旨
閃
①
秒
島
自
照
冒
昏
①
目
彦
の
Ｏ
Ｈ
望
具
胃
冒
蔚
吋
口
鼻
さ
冒
巴

目
Ｈ
凹
・
①
》
勺
冨
冨
包
巴
や
匡
騨
》
ら
や
Ｐ
も
勺

愚
ｏ
１
ｍ
陰
．

（
４
）

少
．
夛
画
碗
目
①
Ｈ
や
諺
四
四
吋
‐
匡
邑
且
閂
昌
Ｑ
口
碑
風
①
の
冨
鼻
建
国
の
己
旨
》
ら
○
い
、
切
玉
い
い
』
獣
←
鯨
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（７）
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
指
摘
し
た
こ
の
よ
う
な
輸
出
率
低
下
の
傾
向
は
次
の
著
者
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ポ
ー
レ
は
．
九
世
紀
初
頭
以
来
の
ド
イ
ツ
経
済
生
活
」
に
於
い
て
ド
イ
ッ
エ
業
製
品
の
輸
出
が
工
業
生
産
に
対
す
る
割
合
は
低
下
す
る
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
〔
ワ
ー
ゲ
ン
フ
ュ
ァ
後
述
論
文
〕

谷
口
吉
彦
博
士
は
大
正
五
年
（
一
九
一
六
年
）
よ
り
昭
和
八
年
（
一
九
一
二
一
年
）
に
至
る
日
本
の
生
産
額
と
輸
出
額
と
を
比
較
せ
ら
れ
、
輸

出
率
が
大
正
五
年
の
二
六
・
五
％
よ
り
、
昭
和
八
年
に
は
一
五
・
一
％
に
低
下
し
て
い
る
こ
と
よ
り
見
て
、
輸
出
率
の
漸
落
傾
向
が
あ
る
こ
と

を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
谷
口
吉
彦
「
貿
易
統
制
の
研
究
」
第
二
巻
六
七
頁
）

ダ
ニ
エ
ル
ス
及
び
キ
ャ
ム
ピ
オ
ン
両
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
の
輸
出
と
の
比
率
は
一
九
二
四
’
二
五
年
に
於
て
は
輸
出
は
生
産
の
約

四
分
の
一
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
一
九
○
七
の
比
率
よ
り
低
く
、
一
九
一
三
年
の
比
率
よ
り
も
低
い
。
一
九
二
四
年
と
二
九
年
と
の
間
に
輸
出

は
増
大
し
た
が
生
産
の
増
加
率
に
及
ば
な
か
っ
た
か
ら
輸
出
率
は
少
し
く
低
下
し
た
。
一
九
一
二
○
’
三
一
年
に
は
輸
出
は
生
産
の
五
分
の
一
と

な
り
、
一
九
三
四
年
に
は
六
分
の
一
と
な
っ
て
い
る
。
６
．
言
．
己
秒
冒
匡
ｍ
》
騨
且
国
．
９
日
ロ
○
口
》
目
胃
罰
巴
異
冨
①
蜀
弓
○
『
菌
ｐ
８
具
即
目
豊

岡
〆
勺
○
昇
目
Ｈ
四
。
①
ゞ
Ｆ
○
口
Ｑ
ｏ
ｐ
痔
○
騨
日
胃
冨
需
両
８
口
○
門
己
。
胖
吋
急
８
》
の
も
の
の
厨
］
旨
の
目
○
国
目
・
ロ
日
．
ｚ
ｏ
．
と
ゞ
シ
ロ
函
口
鴛
、
己
闘
・
）

（
８
）

ゑ
『
・
の
○
日
ず
ゅ
風
》
ロ
』
の
御
巨
戸
口
ロ
津
号
印
黒
色
ロ
厨
房
日
巨
の
．
国
閂
］
旨
ゞ
ら
患

い
ご
ｌ
魁
．

（９）
国
両
国
鴨
〆
己
尉
Ｆ
画
鴨
号
制
秒
Ｈ
ず
凰
意
国
鳥
冒
涜
旨
朋
①
旨
両
目
哩
騨
冒
具
津
具
碕
色
乱
ゞ
己
匿
．
『
．
シ
屋
Ｐ
い
い
Ｓ
，
い
桝
邑
．
ｘ
ｘ
Ｐ

（
⑩
）

詞
．
Ｆ
匡
〆
の
日
ご
貝
四
目
①
シ
炭
戸
口
日
巳
鼻
さ
口
号
ぃ
民
騨
稗
岸
巳
の
】
国
①
己
冒
一
己
屋
．
の
．
い
９
．

（皿）
国
．
Ｑ
Ｈ
Ｏ
筋
目
色
ロ
ロ
．
己
四
ｍ
シ
宍
丙
員
画
巳
胃
さ
口
印
‐
ロ
ロ
Ｑ
圃
巨
ゅ
閏
日
口
①
口
宮
口
呂
需
の
①
曾
号
切
弄
ｐ
ｐ
薗
房
陸
の
目
の
昌
切
冨
蔚
日
切
．
ら
ぢ
．
の
．
鼠
』
．

（
６
）
呈
戸
ｍ
Ｏ
Ｂ
ず
牌
ぐ
庁
》
己
尉
Ｑ
①
自

シ
ヮ
ロ
①
青
白
の
ロ
Ｑ
①
ロ
シ
ロ
庫
の
冒
琶
餌
冒
。

（
５
）

Ｆ
勺
○
三
の
、
己
①
口
尉
合
匡
凹
冒
・
色
目
⑳
⑤
彦
①
昼
①
君
凋
①
』
Ｆ
①
５
国
侭
〕
ら
ｓ
》
の
．
』
塁

恥
ｌ
Ｐ
Ｌ
ｑ
ｌ
Ｔ

〕四

色
〆
ぐ
甘
さ
Ｈ
・
《
《
己
尉
切
○
鳴
口
邑
呉
①

。
①
、
の
衝

Ｑ
２

・
田
口
．
』
。
い
い
胃
．
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＃

マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
の
悲
観
説
に
反
対
し
て
、
楽
観
説
を
と
な
え
た
の
は
ヒ
ュ
ー
ム
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
が
隣
国
の
強
大
と
な
る
こ
と
を
嫉
視
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
、
隣
国
の
富
裕
は
自
国
の
貿
易

と
産
業
と
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
「
貿
易
に
於
て
既
に
若
干
進
歩
し
た
諸
国
の
間
で
普

通
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
隣
国
の
進
歩
を
疑
深
い
目
で
見
、
全
て
の
貿
易
国
を
自
国
の
競
争
者
と
考
え
、
他
国
を
犠
牲
に
す
る
の
で
な

け
れ
ば
、
い
づ
れ
の
国
も
繁
栄
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
推
量
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
狭
量
な
悪
意
の
あ
る
意
見
に
反
対
し

て
、
わ
た
く
し
は
一
国
の
富
と
貿
易
の
増
加
は
そ
の
全
て
の
隣
国
の
富
と
貿
易
と
を
害
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
通
常
は
こ
れ
を

促
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
更
に
ま
た
、
一
国
は
そ
の
周
囲
の
全
ゆ
る
諸
国
が
無
智
と
怠
惰
と
野
蛮
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
と
き

に
そ
の
貿
易
及
び
産
業
を
発
展
せ
し
め
る
こ
と
は
殆
ど
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
敢
て
主
張
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
若
し
一
国
が
何
ら
か
の
主
要
産
物
（
の
曾
巨
①
８
日
目
Ｃ
ａ
ご
）
、
例
え
ば
英
国
の
羊
毛
製
品
の
如
き
も
の
を
持
っ
て

い
る
場
合
に
ど
う
な
る
か
、
隣
国
が
そ
の
製
品
に
於
て
邪
魔
を
す
る
こ
と
は
わ
が
国
に
よ
っ
て
損
失
で
は
な
い
の
か
。
：
：
：
（
そ
の

場
合
で
も
）
若
し
も
勤
勉
の
精
神
が
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
は
一
つ
の
部
門
か
ら
他
の
部
門
へ
容
易
に
転
換
す
る
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
。
例
え
ば
羊
毛
製
造
業
者
は
リ
ン
ネ
ル
、
絹
、
鉄
、
そ
の
他
需
要
の
あ
る
商
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
．
：
：
、

人
間
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
英
国
臣
民
と
し
て
、
わ
た
く
し
は
ド
イ
ツ
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
で
さ
え
も

の
貿
易
の
繁
栄
を
祈
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
敢
て
自
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
英
国
及
び
全
て
の
こ
れ
等
の
諸
国
民
は
若
し
も

彼
等
の
君
主
や
大
臣
達
が
こ
の
よ
う
な
広
い
、
情
深
い
感
情
を
相
互
に
も
っ
て
い
る
な
ら
ば
よ
り
多
く
繁
栄
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

一一一
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デ
ィ
ー
ッ
ェ
ル
は
右
の
よ
う
に
述
べ
て
悲
観
説
の
根
本
的
な
欠
陥
と
し
て
次
の
点
を
指
摘
す
る
。
即
ち
、
悲
観
論
者
が
産
業
の
衰

退
を
説
く
と
き
は
「
輸
出
工
業
」
又
は
「
工
業
」
な
る
一
般
的
な
概
念
を
以
て
議
論
す
る
が
、
こ
こ
に
根
本
的
な
誤
が
あ
る
。
原
料

国
に
於
け
る
一
定
の
工
業
の
プ
ラ
ス
は
工
業
国
の
一
定
輸
出
工
業
の
マ
イ
ナ
ス
と
相
互
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

（、＆）

原
料
国
の
「
工
業
（
一
般
）
」
の
発
達
は
工
業
国
の
「
輸
出
工
業
（
一
般
）
」
の
発
達
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
。

デ
ィ
ー
ッ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
悲
観
論
者
は
工
業
な
る
語
の
背
後
に
あ
る
多
種
多
様
の
工
業
生
産
物
の
存
在
を
見
逃
し
て
い
る
の
で
あ

「
今
日
の
原
料
国
が
将
来
工
業
国
と
な
る
な
ら
ば
、
原
料
国
は
そ
れ
が
現
在
生
産
し
て
い
る
或
種
の
工
業
製
品
及
び
そ
れ
が
今
日
未

だ
生
産
し
て
い
な
い
工
業
品
を
甚
だ
低
廉
に
生
産
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
工
業
国
の
競
争
能
力
が
な
く
な
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
時
に
は
西
欧
の
当
該
輸
出
工
業
は
後
退
運
動
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
産
業
に
従
事
す
る
資
本
家
、
企
業
者
、
労

働
者
に
と
っ
て
致
命
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
欧
の
「
輸
出
工
業
」
が
全
体
と
し
て
縮
少
す
る
の
で
は
な
い
。
．
…
：
そ
の
反

対
に
両
国
の
国
民
の
労
働
生
産
性
を
高
め
る
新
し
い
貿
易
関
係
が
生
れ
、
以
前
の
原
料
国
と
工
業
国
と
の
間
に
新
し
い
形
態
の
分
業

一
ｏ
Ｏ

が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
。

う
に
云
う
。

（‐Ｌ）

わ
た
く
し
は
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
此
の
説
は
後
の
楽
観
論
者
の
主
要
な
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

十
九
撒
紀
末
期
の
ド
イ
ツ
に
於
け
る
農
業
保
護
論
者
達
と
の
論
争
に
於
て
、
デ
ィ
ー
ッ
ェ
ル
及
び
ブ
レ
ン
タ
ノ
は
ワ
グ
ナ
ー
、
ボ

ー
レ
等
の
農
業
保
護
論
は
ド
イ
ツ
を
農
業
国
に
退
化
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
に
反
対
し
た
。
デ
ィ
ー
ッ
エ
ル
は
次
の
よ

ブ
レ
ン
タ
ノ
は
比
較
生
産
費
の
原
理
を
援
用
し
て
、
た
と
え
新
工
業
国
が
全
ゆ
る
産
業
に
於
て
旧
工
業
国
を
凌
駕
す
る
と
し
て
も
、
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’
七
一
頁
）

（ｑ》）

両
者
の
間
に
は
比
較
的
優
位
に
も
と
づ
く
特
化
が
行
わ
れ
、
貿
易
が
可
能
と
な
る
と
説
い
て
い
る
。

ゾ
ム
バ
ル
ト
の
「
輸
出
率
低
下
」
の
主
張
と
全
く
反
対
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
の
は
オ
イ
レ
ン
ブ
ル
グ
で
あ
る
。
オ
イ
レ
ン
ブ

（
４
）

ル
は
そ
の
著
「
外
国
貿
易
及
び
貿
易
政
策
」
に
於
て
一
国
の
貿
易
額
は
長
期
的
に
之
を
見
れ
ば
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
増
大
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
ら
ば
一
国
の
需
要
は
増
大
す
る
の
に
対
し
そ
の
国
の
資
源
は
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
こ
の
増
大
す
る
需

要
を
充
足
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
不
足
分
は
輸
入
に
仰
が
ざ
る
を
得
ず
、
輸
入
を
ま
か
な
う
た
め
に
は
輸
出
を
増

加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
一
国
経
済
の
世
界
経
済
へ
の
依
存
度
従
っ
て
海
外
市
場
の
重
要
性
は
高
ま
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
説

外
経
済
の
根
本
で
あ
る
。

国
内
市
場
の
絶
対
的
な
拡
大
は
物
資
の
増
加
従
っ
て
国
富
及
び
国
民
分
配
分
の
上
昇
を
意
味
す
る
。
国
内
市
場
の
強
化
は
経
済
政

策
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
で
あ
る
。
富
が
増
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
人
口
の
増
加
と
欲
望
の
増
大
と
は
国
内
市
場
の
拡
大
を
促
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
他
方
に
於
て
原
料
の
枯
渇
と
財
に
対
す
る
新
し
い
需
要
と
が
生
ず
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
内
市
場
の
拡
大
は
同

れ
る
。 一
般
的
に
云
っ
て
輸
入
に
よ
る
需
要
の
充
足
の
た
め
に
は
輸
出
に
よ
る
こ
れ
が
支
払
が
必
要
と
な
る
。
従
っ
て
代
用
品
が
生
産
さ

れ
な
い
限
り
、
輸
出
の
必
要
は
増
加
す
る
。
経
済
の
構
造
は
絶
え
ず
変
化
し
、
国
内
市
場
よ
り
海
外
市
場
へ
の
重
点
の
推
移
が
行
わ

い
て
い
る
。

「
一
国
の
対
外
経
済
（
シ
ロ
⑳
印
①
冒
急
胃
蔚
ｏ
富
津
）
は
輸
入
の
大
さ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
諸
国
に
と
っ
て
は
輸
入
は
対

オ
イ
レ
ン
ブ
ル
グ
が
国
内
市
場
と
海
外
市
場
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
ず
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
同
書
六
五
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時
に
対
外
経
済
の
強
化
と
成
長
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
よ
り
国
内
市
場
の
絶
対
的
拡
大
と
一
人
当
り

の
財
貨
の
増
大
は
ま
さ
に
海
外
市
場
の
割
合
を
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
即
ち
、
国
内
市
場
の
相
対
的
後
退
に
よ
っ
て
の
み

達
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
二
律
背
反
が
生
じ
る
。
国
内
市
場
の
絶
対
的
な
増
大
は
そ
の
相
対
的
な
減
少
に
よ
っ
て
の
み
可
能

で
あ
る
。
此
の
傾
向
は
土
地
の
狭
院
化
、
需
要
の
増
大
及
び
近
代
的
技
術
の
結
果
必
然
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
」

オ
イ
レ
ン
ブ
ル
グ
は
以
上
の
よ
う
に
演
鐸
的
論
法
に
よ
っ
て
一
国
経
済
の
対
外
依
存
度
の
増
大
、
従
っ
て
貿
易
は
絶
対
的
に
も
相

対
的
に
も
増
加
す
る
傾
向
が
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

（
５
）

ワ
ー
ゲ
マ
ン
は
そ
の
著
「
世
界
経
済
の
構
造
と
景
気
変
動
」
（
一
三
八
頁
以
降
）
に
於
て
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
説
に
つ
い
て
は
そ
の
説
の

基
礎
と
な
っ
て
い
る
統
計
資
料
が
充
分
に
代
表
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
こ
の
結
論
に
は
承
服
し
難
い
と
述
べ
て
い

る
。
ま
た
オ
ィ
レ
ン
ブ
ル
グ
の
説
に
対
し
て
は
農
業
及
び
生
産
の
集
約
化
に
は
差
当
り
殆
ど
限
度
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
、

そ
の
限
り
で
は
こ
の
議
論
は
決
し
て
最
終
的
な
も
の
で
は
な
い
。
周
知
の
如
く
土
地
収
穫
逓
減
の
法
則
は
最
近
十
年
間
に
於
て
全
く

反
対
の
現
象
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
。

ワ
ー
グ
マ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
及
び
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
輸
出
率
の
変
動
を
計
算
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
第
一
次
大
戦
以
前
の
イ

ギ
リ
ス
の
輸
出
率
は
上
昇
傾
向
を
持
ち
、
一
九
○
九
年
の
一
三
・
四
％
か
ら
一
九
一
三
年
に
は
二
六
・
二
％
と
な
っ
た
が
、
戦
後
は

下
降
傾
向
を
も
っ
て
一
九
二
四
年
の
二
○
・
八
％
か
ら
一
九
三
○
年
に
は
一
七
・
八
％
へ
と
下
落
し
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
於
け
る
生
産
と
輸
出
（
百
万
ポ
ン
ド
）
〔
同
書
一
四
三
頁
〕

戦
前

生
産

輸
出

輸
出
率
（
％
）

戦
後
（
一
九
二
四
年
の
物
価
を
基
準
と
す
る
百
万
ポ
ン
ド
）

一
九
○
七

一
、
六
九
八
・
二

四
二
六
・
○

二
五
・
一

一
九
二
四

三
、
八
五
三
・
一

八
○
一
・
○

二
○
・
八
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一
九
○
八

一
、
五
八
二
・
七

三
七
七
．
一

二
四
・
五

一
九
二
五

三
、
八
九
五
・
五

七
九
五
・
一

二
○
・
四

一
九
○
五

一
、
六
四
三
・
○

三
七
八
・
二

一
三
・
四

一
九
二
六

三
、
四
七
五
・
五

七
一
○
・
六

二
○
・
四

一
九
一
○

一
、
六
四
九
・
○

四
三
○
・
四

二
五
・
四

一
九
二
七

四
、
二
四
六
・
一

八
一
九
・
四

一
九
・
三

一
九
二

一
、
七
一
三
・
○

四
五
四
．
一

二
五
・
六

一
九
二
八

四
、
一
八
○
・
六

八
三
八
・
二

二
○
・
○

一
九
一
二

一
、
七
五
七
・
六

四
八
七
・
二

二
五
・
六

一
九
二
九

四
、
四
七
七
・
二

八
六
七
・
六

一
九
・
四

一
九
一
三

一
、
八
二
五
・
六

五
二
五
・
二

二
六
・
二

一
九
三
○

三
、
九
九
五
・
七

七
一
○
・
五

一
七
・
八

ア
メ
リ
力
に
於
て
は
戦
前
（
一
八
九
九
’
一
九
○
九
年
）
に
は
輸
出
率
は
一
二
・
八
％
よ
り
九
・
四
％
に
低
下
し
た
。
戦
時
中
は

下
昇
を
示
し
、
一
九
一
四
の
九
七
％
か
ら
一
九
一
九
年
に
は
一
五
・
七
％
と
な
っ
た
。
戦
争
直
後
（
一
九
二
一
’
二
三
年
）
に
は
一

二
・
三
％
よ
り
八
・
七
％
へ
と
再
び
下
降
し
、
そ
の
後
一
九
二
五
’
二
七
年
に
は
九
・
九
乃
至
九
・
六
％
に
ま
で
上
昇
し
、
戦
前
の

水
準
ま
で
回
復
し
た
。
完
成
品
の
輸
出
率
も
ま
た
総
輸
出
率
と
同
様
に
変
動
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
完
成
品
の
う
ち
生
活
資

料
の
輸
出
率
は
一
九
二
三
年
以
降
漸
落
し
、
そ
の
他
の
完
成
品
の
輸
出
率
は
一
九
二
三
年
か
ら
漸
増
し
て
い
る
Ｏ

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
輸
出
割
合
（
％
）
〔
同
書
一
四
三
頁
〕

完
成

品
完

成
品

年
合
計

そ
の
他

年
合
計

そ
の
他

合
計

生
活
資
料

合
計

生
活
資
料

完
成
品

完
成
品

一
八
九
九

一
二
・
八

一
○
・
二

一
七
・
四

七
・
八

一
九
一
二

一
二
・
三

一
○
旦

一
○
・
五

一
○
・
○

一
九
○
四

一
一
・
一

八
・
九

一
二
・
四

七
・
七

一
九
二
三

八
・
七

六
・
九

七
・
七

六
・
七

一
九
○
九

九
・
四

七
・
六

八
・
八

七
・
二

一
九
二
五

九
・
九

七
・
八

六
・
七

八
・
○

一
九
一
四

九
・
七

九
・
七

九
・
三

九
・
八

一
九
二
七

九
・
六

七
・
九

五
・
三

八
・
六

一
九
一
九

一
五
・
七

一
四
・
三

一
九
・
五

一
二
・
四
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第七章 工業化と国際貿易
ワ
ー
ゲ
マ
ン
こ
れ
等
の
観
察
に
よ
っ
て
輸
出
率
の
変
動
に
つ
い
て
次
の
如
き
見
解
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
輸
出
率
の
変
動
は
国

に
よ
っ
て
、
ま
た
た
と
え
同
一
国
で
あ
っ
て
も
時
期
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
同
一
時
期
に
あ
っ
て
も
輸
出
品
の
種
類
を

異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
く
異
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ワ
ー
ゲ
マ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
に
於
け
る
輸
出
率
の
減
退
と
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
輸
出
率
の
上
昇
と
の
説
明
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
於

て
は
完
成
財
の
輸
出
総
量
の
う
ち
、
消
費
財
の
占
め
る
割
合
が
大
（
一
九
一
三
年
に
於
て
六
五
％
）
で
あ
っ
た
か
ら
輸
出
率
が
減
退

し
た
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
於
て
は
消
費
財
の
占
め
る
割
合
が
小
（
一
九
一
三
年
に
於
て
三
五
％
）
で
あ
っ
て
生
産
財
の
占
め
る

割
合
が
大
で
あ
っ
た
か
ら
輸
出
率
が
上
昇
し
た
の
で
あ
る
と
見
て
い
る
。

従
っ
て
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
所
謂
輸
出
率
低
下
の
「
法
則
」
は
決
し
て
絶
対
的
妥
当
性
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
断
じ
て
い
る
。

ワ
ー
ゲ
マ
ン
の
見
解
に
よ
れ
ば
輸
出
率
は
先
ず
第
一
に
国
民
経
済
及
び
外
国
貿
易
の
構
造
に
よ
っ
て
、
第
二
に
一
般
的
経
済
変
動

（
景
気
と
長
期
況
動
）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
は
不
景
気
の
際
に
輸
出
率
は
減
退
し
、
好

景
気
の
と
き
に
は
輸
出
率
は
増
大
し
て
い
る
。

新
資
本
主
義
国
及
び
半
資
本
主
義
国
の
工
業
化
は
先
ず
消
費
財
工
業
よ
り
は
じ
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
工
業
化
に
必
要
な
機
械
そ
の

他
の
生
産
財
は
自
国
で
生
産
が
困
難
で
あ
る
た
め
高
度
資
本
主
義
国
よ
り
輸
入
し
て
い
る
。

従
っ
て
総
括
的
に
い
え
ば
工
業
国
の
輸
出
率
低
下
の
傾
向
は
単
に
消
費
財
輸
出
に
対
し
て
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
生
産
財

輸
出
は
差
当
り
生
産
が
増
大
す
る
に
伴
っ
て
更
に
大
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
資
本
輸
出
は
こ
の
傾
向
を
促
進
す
る
。

即
ち
、
生
産
財
工
業
に
と
っ
て
は
海
外
市
場
の
重
要
性
は
益
々
増
大
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
消
費
財
工
業
に
と
っ
て
は
そ
の
反
対

の
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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（
６
）

ワ
ー
ゲ
ン
フ
ュ
ア
は
そ
の
論
文
「
ド
イ
ッ
エ
業
経
済
に
対
す
る
海
外
市
場
の
重
要
性
」
（
景
気
研
究
所
研
究
報
告
別
冊
第
四
十
一
号
一

九
三
六
年
刊
）
に
於
て
、
ゾ
ム
バ
ル
ト
及
び
オ
レ
イ
ン
ブ
ル
グ
の
見
解
に
ふ
れ
、
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
主
張
は
統
計
的
に
不
充
分
且
つ
誤
っ

た
資
料
に
基
い
て
い
る
。
オ
レ
イ
ン
ブ
ル
グ
は
事
実
に
つ
い
て
実
証
し
よ
う
と
せ
ず
、
演
緯
的
推
論
を
行
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
上

に
、
農
業
及
び
生
産
全
体
が
更
に
集
約
化
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
の
評
価
を
誤
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
と

も
部
分
的
に
は
正
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

生
産
財
の
輸
出
率
は
増
大
し
、
消
費
財
の
輸
出
率
を
減
少
す
る
と
い
う
ワ
ー
グ
マ
ン
の
主
張
に
対
し
て
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
あ

る
こ
と
を
統
計
的
に
立
証
し
て
い
る
。

ワ
ー
ゲ
ン
フ
ュ
ア
は
ド
イ
ッ
エ
業
経
済
の
輸
出
と
生
産
と
の
関
係
を
（
一
）
季
節
変
動
、
（
二
）
景
気
変
動
、
（
三
）
趨
勢
及
び
長

期
波
動
に
分
類
し
て
研
究
し
て
い
る
。

季
節
変
動
に
つ
い
て
は
国
内
市
場
の
需
要
が
季
節
的
に
低
い
と
き
に
輸
出
が
増
加
し
て
こ
れ
を
調
節
し
、
国
内
市
場
の
需
要
が
季

節
的
に
高
い
と
き
は
輸
出
は
減
少
し
て
販
売
を
平
準
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。

景
気
変
動
に
つ
い
て
は
輸
出
率
と
景
気
変
動
と
の
間
に
は
必
ず
し
も
常
に
同
一
方
向
へ
の
運
動
関
連
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
生
産

と
輸
出
率
と
は
屡
上
反
対
の
方
向
へ
動
く
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
不
景
気
の
と
き
は
輸
出
率
が
増
加
し
、
好
景
気
の
と
き
に
は
輸
出
率
が
減
ず
る
と
い
う
所
謂
「
輸
出
安
全
鵜
」

（
閃
§
○
算
‐
ぐ
の
己
匿
）
の
作
用
は
一
般
的
に
は
見
ら
れ
ず
、
た
だ
投
資
財
に
つ
い
て
の
み
見
ら
れ
る
。

長
期
波
動
に
つ
い
て
は
一
八
七
○
年
よ
り
一
九
一
三
年
に
至
る
ド
イ
ッ
エ
業
の
輸
出
率
の
変
化
を
計
算
し
て
次
の
如
く
い
っ
て
い

プ（句○
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第七章 工業化と国際貿易
ド
イ
ッ
エ
業
経
済
の
輸
出
率
は
一
八
七
二
年
を
底
と
し
、
漸
次
上
昇
を
つ
づ
け
、
一
八
八
五
年
に
は
頂
上
に
達
し
、
そ
れ
よ
り
下

降
し
て
、
一
八
九
五
Ｉ
一
九
○
○
年
に
再
び
底
に
達
す
る
。
そ
の
後
波
動
は
再
び
上
昇
に
転
じ
一
九
一
三
年
に
頂
上
に
達
す
る
。
こ

の
波
動
は
農
業
国
及
び
原
料
国
の
購
買
力
の
変
動
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
輸
出
率
は
長
期
的
に
見
れ
ば
或
時
は
上
昇
の
波
動
を
描
き
、
或
時
は
下
降
の
波
動
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
ゾ
ム
バ
ル
ト
が
た
ま
た
ま
長
期
波
動
の
下
降
期
に
当
る
一
八
八
五
’
九
年
に
つ
い
て
輸
出
率
の
低
下
を
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
そ

の
限
り
で
は
ゾ
ム
バ
ル
ト
は
誤
っ
て
い
な
い
。

輸
出
率
は
或
時
は
上
昇
し
或
時
は
下
降
す
る
が
、
こ
れ
を
一
八
七
○
年
よ
り
一
九
一
三
年
に
於
て
そ
の
基
本
的
方
向
乃
至
趨
勢
を

求
め
れ
ば
、
輸
出
数
量
比
率
（
ぐ
Ｃ
白
日
。
且
匡
○
葱
）
は
上
昇
し
、
輸
出
金
額
比
率
（
同
１
８
名
○
厨
）
は
下
降
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と

を
ワ
ー
ゲ
ン
フ
ェ
ア
は
指
摘
す
る
。

数
量
比
率
と
は
生
産
総
量
に
対
す
る
輸
出
量
の
比
率
で
あ
り
、
金
額
比
率
と
は
生
産
総
価
額
に
対
す
る
輸
出
価
額
の
割
合
、
即
ち

（
罫
圧
宙
誘
×
罫
圧
隊
剛
）
十
（
画
国
富
該
×
肝
蹄
簿
剛
）
で
あ
る
。

国
内
価
格
と
輸
出
価
格
に
差
が
あ
る
場
合
は
数
量
比
率
と
金
額
比
率
と
は
一
致
し
な
い
。
従
っ
て
輸
出
比
率
を
考
え
る
と
き
は
両

者
を
区
別
し
て
取
扱
う
必
要
が
あ
る
。

数
量
比
率
の
趨
勢
を
一
八
七
二
年
よ
り
一
九
一
三
年
に
つ
い
て
見
れ
ば
上
昇
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
一
八
七
二
年
に
一
三
乃
至

一
四
％
で
あ
っ
た
比
率
は
一
九
一
三
年
に
は
二
六
乃
至
二
七
％
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
金
額
比
率
の
趨
勢
は
第
一
次
大
戦
前
三
十
年
間
に
於
て
之
と
逆
に
下
降
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
国
内
価
格
に
比
し
て
輸
出
価
格
が
低
落
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
輸
出
価
格
は
海
外
市
場
に
於
け
る
競
争
が
激
し
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い
た
め
に
低
落
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
個
々
の
産
業
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
輸
出
商
品
の
代
表
で
あ
る
石
炭
及
び
綿
糸
に
つ

い
て
は
、
そ
の
輸
出
価
格
は
動
揺
し
な
が
ら
も
絶
え
ず
低
下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
カ
ル
テ
ル
の
販
売
政
策
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
国
内
価
格
に
比
し
て
輸
出
価
格
が
相
対
的
に
低
下
す
る
傾
向
は
第
一
次
戦
後
に
於
て
も
見
ら
れ
る
。

Ｂ一Ａ
ＢｌＡ

国
内
価
格

輸
出
価
格

国
内
価
格

輸
出
価
格

（
Ａ
）

（
Ｂ
）

（
Ａ
）

（
Ｂ
）

一
九
二
五

一
○
○
・
○

一
○
○
・
○

一
○
○
・
○

一
九
三
○

九
六
・
三

九
○
・
九

九
四
・
四

一
九
二
六

九
六
・
八

九
六
・
七

九
九
・
九

一
九
三
一

八
七
・
四

八
○
・
九

九
二
・
六

一
九
二
七

九
六
・
八

九
六
・
二

九
九
・
四

一
九
三
二

七
五
・
七

七
○
・
九

九
三
・
七

一
九
二
八

一
○
一
・
二

九
五
・
六

九
四
・
五

一
九
三
三

七
三
・
四

六
四
・
二

八
七
・
五

一
九
二
九

一
○
一
・
二

九
四
・
六

九
三
・
五

一
九
三
四

七
六
・
二

五
九
・
九

七
八
・
六

こ
の
よ
う
に
一
八
七
○
年
よ
り
一
九
一
三
年
ま
で
の
趨
勢
を
見
れ
ば
輸
出
数
量
比
率
は
上
昇
し
、
輸
出
金
額
比
率
は
下
降
し
て
い

る
。
従
っ
て
オ
イ
レ
ン
ブ
ル
グ
の
い
う
輸
出
率
の
上
昇
が
数
量
比
率
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
正
し
い
。
ま
た
ゾ
ム
パ
ル
ト
の
い
う
輸

出
率
の
低
下
が
金
額
比
率
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
こ
れ
も
亦
誤
っ
て
い
な
い
と
ワ
ー
ゲ
ン
フ
ュ
ア
は
解
釈
す
る
。

（旬Ｉ）

し
か
し
な
が
ら
ゾ
ム
バ
ル
ト
が
行
っ
た
計
算
に
つ
い
て
は
ワ
ー
ゲ
ン
フ
ュ
ア
は
「
ド
イ
ッ
エ
業
経
済
」
（
景
気
研
究
所
季
報
別
冊
三

十
一
号
一
九
三
二
年
）
に
於
て
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
推
測
が
そ
の
後
の
事
態
の
発
展
に
必
ず
し
も
当
っ
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

即
ち
、
調
査
期
間
を
一
九
○
○
年
で
打
切
ら
ず
、
一
九
一
三
年
ま
で
延
長
し
、
同
様
の
方
法
で
計
算
す
れ
ば
石
炭
及
び
製
鉄
業
で

は
反
対
に
輸
出
率
上
昇
の
結
果
が
得
ら
れ
る
。
機
械
及
び
化
学
工
業
に
つ
い
て
も
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
主
張
と
反
対
に
労
働
者
数
の
増
加

は
輸
出
の
増
加
よ
り
緩
慢
で
あ
る
。
し
か
し
、
綿
業
及
び
羊
毛
工
業
に
於
て
は
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
主
張
は
正
し
い
と
い
っ
て
い
る
。

ワ
ー
ゲ
ン
フ
ュ
ア
の
計
算
し
た
各
産
業
の
輸
出
率
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
％
）
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一
八
七
五

一
八
九
五

一
九
○
七

機
械
工
業

労
働
者
数

一
○
○

ニ
ハ
○

一
三
五

輸
出

一
○
○

三
五
六

九
五
七

化
学
工
業

労
働
者
数

一
○
○

二
○
七

一
三
一
九

輸
出

一
○
○

四
三
五

一
九
九
七

ワ
ー
ゲ
ン
フ
ュ
ア
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
数
量
的
輸
出
率
は
増
加
し
、
金
額
的
輸
出
率
は
減
少
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
第
一
次
大
戦
四
十
年
間
に
つ
い
て
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
後
の
事
態
の
発
展
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ワ
ー
ゲ
ン
フ
ュ
ア
は
一
九
三
一
年
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
輸
出
数
量
比
率
は
上
昇
傾
向
に
あ
る
と
い
っ
た
が
、
そ
の
後
の
動
き
は
不
定

で
あ
り
。
一
九
一
三
年
以
後
は
む
し
ろ
下
降
の
傾
向
さ
え
見
ら
れ
る
。
（
ワ
ー
ゲ
ン
フ
ュ
ァ
前
掲
一
諦
文
よ
り
）

ド
イ
ッ
エ
業
輸
出
数
量
及
び
金
額
比
率

数
量
％

金
額
％

数
量
％

金
額
％

一
八
七
二

一
三
・
八

一
九
二
九

二
四
・
○

二一二・七

一
八
九
五

一
九
・
三

二
五
・
八

二
五
・
八

一
九
三
○

一
九
二
一

二
六
・
五

二
六
・
○

二
八
・
九

一
九
三
一

二
八
・
三

石
炭

銑
鉄

綿
業

羊
毛
工
業

一
八
四
○

二
四
・
九

一
五
・
五

一
八
六
○

一
四
・
六

一
八
・
三

二
九
・
八

一
八
八
○

一
五
・
三

四
○
・
八

二
五
・
六

三
三
・
○

一
九
○
○

一
三
・
九

二
○
・
○

一
八
・
六

一
八
・
七

一
九
一
三

一
八
・
二

三
三
・
七

一一一一一●一一

一
八
・
二
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ワ
ー
ゲ
マ
ン
の
主
張
、
即
ち
生
産
財
の
輸
出
比
率
は
上
昇
し
、
消
費
財
の
輸
出
比
率
は
下
降
す
る
と
い
う
命
題
を
統
計
的
に
検
討

す
れ
ば
こ
の
命
題
は
第
一
次
大
戦
前
二
十
年
間
に
於
て
妥
当
す
る
の
み
な
ら
ず
戦
後
に
於
て
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
認
め
ら
れ
る
。

即
ち
、
一
八
八
九
’
九
○
年
を
一
○
○
と
し
て
生
産
財
の
輸
出
比
率
は
一
九
一
二
Ｉ
一
三
年
に
は
一
四
○
に
上
昇
し
、
消
費
財
の

輸
出
比
率
に
九
六
に
下
降
し
た
。

第
一
次
大
戦
後
、
一
九
三
○
年
に
至
る
期
間
に
於
て
も
次
に
示
す
如
く
、
生
産
財
の
輸
出
比
率
は
増
加
（
又
は
減
少
の
程
度
が
少

い
）
し
て
い
る
が
、
消
費
財
の
そ
れ
は
著
し
く
減
少
し
て
い
る
。

生
産

輸
出

輸
出
率
（
数
量
）

生
産

輸
出

輸
出
率
（
数
量
）

生
産
財

、
消
費
財

一
九
一
三

一
○
○

一
○
○

一
○
○

一
九
一
三

一
○
○

一
○
○

一
○
○

一
九
二
七

九
五

八
五

八
九

一
九
二
七

一
○
二

六一
六
○

一
九
二
八

一○一
九
六

九
五

一
九
二
八

一
○
三

六
五

六
三

一
九
二
九

一
○
三

三
○

一
○
七

一
九
二
九

一
○
○

七
二

七
二

あ
る
。 一
九
二
五

一
九
・
二

二
○
・
三

一九一三一
二
三
・
八

二
三
・
六

一
九
二
六

二
四
・
二

二
五
・
六

一
九
三
三

一
九
・
六

一
八
・
二

一
九
二
七

一
九
・
八

二
○
・
八

一
九
三
四

一
四
・
六

一二・一
一
九
二
八

一
三
・
○

二
一
・
○

一
九
一
三
年
に
増
加
し
て
い
る
の
は
恐
慌
に
よ
っ
て
生
産
が
前
年
に
比
し
約
二
割
（
一
九
二
八
年
を
一
○
○
と
し
て
八
四
・
四
よ

り
七
○
・
六
へ
）
低
落
し
た
の
に
対
し
て
輸
出
は
約
一
割
（
一
○
七
・
三
よ
り
九
七
・
○
へ
）
低
下
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
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一
九
三
○

八
五

一
○
四

一
二
二

一
九
三
○

九
四

六
四

七
二

一
般
的
に
云
っ
て
ド
イ
ツ
輸
出
貿
易
の
発
展
は
生
産
財
輸
出
の
発
展
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
後
進
国
は
工
業
化
に
よ

っ
て
消
費
財
の
生
産
は
可
能
と
な
っ
て
も
生
産
財
の
生
産
を
行
う
に
は
相
当
の
準
備
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

レ
プ
ケ
は
楽
観
説
を
支
持
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
妥
当
す
る
に
は
一
定
の
留
保
と
制
限
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
く
点
に
於
て
従
来

（
８
）

の
単
純
な
る
楽
観
説
と
は
異
っ
て
い
る
。
レ
プ
ヶ
の
所
論
を
要
約
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

先
ず
、
農
業
保
護
論
者
の
唱
え
る
工
業
抑
制
、
農
業
保
護
の
主
張
に
対
し
て
は
彼
等
の
お
そ
れ
る
よ
う
な
事
実
は
な
い
と
し
、
歴

史
的
に
見
て
も
過
去
二
百
年
間
に
お
け
る
工
業
化
の
過
程
に
於
て
旧
工
業
国
が
全
体
と
し
て
新
工
業
国
の
工
業
発
展
に
よ
っ
て
苦
し

ん
だ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
時
代
に
於
て
一
般
的
に
国
際
貿
易
の
量
は
増
大
し
た
。
そ
し
て
特
に
工
業
国
よ
り
の
工
業
生
産
物

の
輸
出
が
増
大
し
た
。
こ
の
こ
と
は
多
数
の
国
が
工
業
化
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
と
い
う
よ
り
は
、
工
業
化
し
た
か
ら
か
え
っ
て
貿

易
が
増
大
し
た
と
い
え
る
と
レ
プ
ケ
は
い
っ
て
い
る
。

次
に
機
械
そ
の
他
の
資
本
財
を
新
工
業
国
へ
の
輸
出
す
る
こ
と
は
経
済
的
自
殺
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
悲
観
論
に
対
し
て

は
レ
プ
ケ
は
彼
等
の
誤
り
を
指
摘
し
て
、
工
業
化
の
初
期
の
過
程
に
於
て
は
新
工
業
国
が
自
ら
生
産
可
能
と
な
っ
た
消
費
財
に
つ
い

て
は
輸
入
が
減
少
す
る
が
、
こ
れ
は
資
本
財
の
輸
入
増
加
に
よ
っ
て
相
償
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

レ
プ
ケ
は
ま
た
消
費
財
輸
入
の
減
少
は
次
の
二
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
も
恐
ら
く
償
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
即
ち
、

（
ａ
）
工
業
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
食
糧
・
原
料
の
輸
入
増
加
に
よ
っ
て
第
三
国
が
旧
工
業
国
よ
り
工
業
製
品
を
輸
入
す
る
た
め
の

購
買
力
を
増
加
せ
し
め
る
。
（
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
工
業
化
は
西
欧
よ
り
の
工
業
製
品
の
輸
入
を
減
少
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
が
ア
ジ

ア
よ
り
原
料
を
輸
入
し
た
た
め
、
ア
ジ
ア
諸
国
は
西
欧
よ
り
工
業
製
品
を
輸
入
す
る
購
買
力
が
与
え
ら
れ
た
。
従
っ
て
世
界
貿
易
は

+

'

‐ｌ‐ｌｌｌｌｌｌｌｌ、
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（
ｂ
）
新
工
業
国
に
於
け
る
国
民
所
得
の
増
加
に
よ
っ
て
自
国
で
は
生
産
し
な
い
が
、
国
民
に
よ
っ
て
需
要
さ
れ
る
工
業
製
品
を

大
量
に
輸
入
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Ｏ
こ
の
点
を
理
解
す
る
に
は
工
業
な
る
語
は
多
種
多
様
の
製
造
品
を
含
み
、
工
業

国
間
に
高
度
の
分
業
（
技
術
の
特
化
）
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
（
例
え
ば
チ
ャ
ン
グ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
イ

ギ
リ
ス
も
ド
イ
ツ
も
共
に
電
気
機
械
を
製
造
す
る
が
、
両
国
は
相
互
に
こ
れ
を
輸
入
し
あ
っ
て
い
る
。
ｌ
後
掲
書
参
照
）
戦
前
ま

で
は
ド
イ
ツ
の
機
械
輸
出
の
約
五
○
％
ま
で
は
高
度
工
業
国
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
資
本
財
輸
出
は
新
興
国
の
漸
次
的

な
工
業
化
に
よ
っ
て
減
少
し
て
行
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
悲
観
論
者
の
見
解
を
否
認
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
レ
プ
ケ
は
次
の
よ
う
に
推
論
す
る
。
即
ち
、
「
工
業
化
が
進
め
ば
進
む
程
、
繁
栄
は
増
大
す
る
。
繁
栄
が
増
大
す
れ
ば
す
る

程
全
ゆ
る
種
類
の
商
品
に
対
し
て
多
種
多
様
の
需
要
が
生
ず
る
。
多
種
多
様
の
高
級
品
に
対
す
る
需
要
の
増
大
は
こ
れ
等
の
高
級
品

に
ま
す
ま
す
特
化
し
て
行
く
旧
工
業
国
よ
り
の
輸
入
に
よ
っ
て
の
み
充
足
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
。

新
工
業
国
を
も
っ
て
旧
工
業
国
の
競
争
者
と
考
え
る
悲
観
論
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
レ
プ
ケ
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
（
悲
観
論
者
は
）
新
工
業
国
と
旧
工
業
国
と
は
同
一
種
類
の
営
業
に
於
て
相
互
に
競
争
し
つ
つ
あ
る
二
つ
の
企
業
と
見
る
。
両
者

が
例
え
ば
自
転
車
の
製
造
を
行
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
他
の
事
情
に
し
て
等
し
い
限
り
、
一
企
業
の
利
益
は
他
の
企
業
の
損
失
と
な

る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
於
て
は
「
工
業
国
」
な
る
名
称
は
極
め
て
多
種
多
様
な
多
数
の
企
業
に
対
し
て
（
総
括

的
に
）
名
付
け
ら
れ
た
便
利
な
名
称
で
あ
る
。
従
っ
て
特
殊
の
企
業
又
は
産
業
間
に
於
て
の
み
競
争
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他

の
企
業
又
は
産
業
に
於
て
は
競
争
よ
り
む
し
ろ
協
同
の
方
が
大
き
い
。
」
と
。

更
に
レ
プ
ケ
は
悲
観
論
者
は
後
進
国
の
工
業
化
を
お
そ
れ
る
が
、
こ
れ
は
国
内
に
於
け
る
工
業
立
地
変
化
と
本
質
的
に
は
変
ら
な

全
体
と
し
て
縮
少
し
な
い
ｏ
）
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な
場
合
と
同
一
視
す
ブ

な
い
と
い
っ
て
い
る
。

レ
プ
ケ
は
以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
後
、
楽
観
説
は
根
本
的
に
は
正
し
い
と
し
て
も
こ
れ
に
は
若
干
の
留
保
と
制
度
と
が
必
要
で
あ

っ
て
、
問
題
の
真
に
興
味
あ
り
、
且
つ
困
難
な
部
分
は
こ
こ
に
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
先
ず
第
一
に
、
旧
工
業
国
に
於
け
る
産
業
転
換
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
英
国
の
事
例
を
見
て
も
可
成
り
苦
痛
の
多
い
も
の

で
あ
る
。
ま
た
資
本
財
産
業
の
重
要
性
が
増
大
す
る
こ
と
は
経
済
組
織
全
体
が
景
気
変
動
に
対
し
て
敏
感
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、

ま
た
産
業
の
集
中
が
高
度
化
し
て
重
大
な
結
果
を
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
よ
り
根
本
的
な
問
題
は
楽
観
説
に

い
う
と
こ
ろ
の
損
害
を
償
っ
て
も
尚
あ
ま
り
あ
る
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
今
日
、
ど
の
程
度
ま
で
期
待
出
来
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
国
の
工
業
化
は
必
然
的
に
購
買
力
の
増
加
を
生
じ
て
、
新
し
い
工
業
生
産
物
の
市
場
を
拡
大
せ
し
め
る
で
あ

ろ
う
か
、
こ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
思
う
の
は
独
断
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
エ
ス
キ
モ
ー
が
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
を
工
業
化
し
よ
う
と
し
、

関
税
や
輸
入
禁
止
や
為
替
管
理
を
行
う
と
し
て
も
そ
れ
は
却
っ
て
彼
等
を
よ
り
貧
し
く
し
、
工
業
製
品
の
輸
入
を
少
く
す
る
だ
け
で

あ
ろ
う
。
（
こ
れ
に
類
す
る
例
は
少
く
な
い
）
ま
た
、
ソ
連
は
工
業
化
の
端
緒
に
あ
た
っ
て
は
多
量
の
資
本
財
を
輸
入
し
た
が
、
後

に
は
自
給
自
足
を
強
化
し
て
外
国
貿
易
依
存
度
は
減
少
し
た
。
ソ
連
は
計
画
経
済
の
国
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
別
と
し
て
も
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
は
両
大
戦
間
に
於
て
工
業
化
し
た
け
れ
ど
も
外
国
貿
易
依
存
度
は
む
し
ろ
低
下
し
て
、
一
般
的
傾
向
の
例
外
を
な
し
て
い
る
。

イ
ン
ド
は
工
業
化
に
よ
っ
て
国
民
所
得
は
増
加
し
、
生
活
水
準
は
向
上
し
た
が
、
又
、
他
方
に
於
て
森
林
伐
採
に
よ
っ
て
土
壌
の

侵
蝕
を
起
し
、
農
村
の
所
得
を
減
少
せ
し
め
た
。
従
っ
て
長
期
に
わ
た
っ
て
見
れ
ば
工
業
化
は
国
民
経
済
的
に
は
プ
ラ
ス
と
マ
ィ
ナ

い
の
で
あ
る
と
説
き
、
外
国
の
新
興
工
業
の
競
争
に
よ
っ
て
苦
し
む
産
業
の
特
殊
の
場
合
を
以
て
全
ゆ
る
産
業
を
包
括
し
た
一
般
的

な
場
合
と
同
一
視
す
る
傾
向
が
余
り
に
も
強
い
こ
と
を
指
摘
し
、
特
殊
的
な
場
合
と
一
般
的
な
場
合
と
を
区
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
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か
く
し
て
レ
プ
ヶ
は
工
業
化
は
第
一
次
生
産
と
歩
調
を
合
せ
て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
き
、
工
業
化
の
進
展
に
は
一
定
の
限
度

が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
国
民
経
済
的
に
は
工
業
化
は
そ
の
所
得
の
向
上
と
安
定
に
資
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
適
否

も
考
え
ず
に
工
業
化
を
推
進
す
る
こ
と
は
世
界
経
済
的
に
見
た
場
合
に
は
農
工
間
の
均
衡
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

産
物
の
生
産
は
縮
少
さ
れ
る
ｏ
」

ス
を
差
引
し
て
却
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
悲
観
的
に
見
ら
れ
て
い
る
。

将
来
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
最
も
楽
観
的
な
仮
定
に
於
い
て
さ
え
も
、
地
球
上
の
工
業
化
が
無
限
に
継
続
し
得
る
か
ど
う
か

は
問
題
で
あ
る
。
即
ち
、
工
業
化
に
よ
っ
て
地
球
上
の
全
て
の
国
が
益
々
富
裕
と
な
り
、
世
界
貿
易
が
ま
す
ま
す
工
業
国
間
の
交
換

に
よ
る
こ
と
が
大
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
無
限
に
つ
づ
く
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

工
業
生
産
は
上
部
構
造
で
あ
り
、
第
一
次
生
産
物
は
こ
の
上
部
構
造
を
支
え
る
基
礎
構
造
で
あ
る
。
上
部
構
造
は
基
礎
構
造
と
歩

調
を
合
せ
て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
若
し
も
上
部
構
造
が
過
大
と
な
れ
ば
工
業
生
産
物
と
第
一
次
生
産
物
と
の
価
格
関
係
は
変
化
し

て
、
工
業
生
産
物
の
利
潤
率
は
低
下
し
、
第
一
次
生
産
物
の
利
潤
は
増
加
す
る
。
そ
の
結
果
第
一
次
生
産
物
は
増
産
さ
れ
、
工
業
生

（１１）も
む

（ワ会）

（勺。）

レ
プ
ヶ
の
理
論
は
一
種
の
均
衡
成
長
論
で
あ
っ
て
広
い
視
野
に
立
つ
深
い
洞
察
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

１）
ｐ
国
ロ
日
①
》
両
脇
色
蔚

陣
門
境
①
鼻
目
印
８
○
口
の
①
嵐
①
汽
巳
の
ロ
ｇ
①
。
勝
》
閃
昌
ロ
ウ
ロ
品
亘
屍
国
．
ぐ
○
』
胃
》
閃
協
騨
望
ぐ
》
．
○
儲
昏
①
〕
の
巴
○
匡
望
旦
目
国
鳥
←

ｂ
・
国
ロ
日
①
》
両
脇
色
蔚

い
い
。
Ｉ
い
い
。
》

国
．
己
肘
は
巴
》
舅
ざ
岸
雪
時
筋
ｏ
ぽ
ゅ
津
ロ
ロ
Ｑ
ぐ
○
房
め
君
胃
誌
ｏ
声
色
津
．
己
Ｈ
①
乱
の
国
』
ら
８
》
ゆ
３
１
９

Ｆ
国
門
①
ロ
厨
ご
○
や
己
庸
の
。
彦
吋
①
。
戸
①
ロ
Ｑ
＄
回
す
①
冒
昌
侭
の
ロ
Ｑ
①
口
閂
巨
・
ロ
鼻
昌
＄
３
色
蔚
、
管
国
①
ユ
旨
》
ら
臼
、
い
い
令
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楽
観
説
及
び
悲
観
説
の
大
要
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
統
計
的
、
実
証
的
な
研
究
が
ヒ
ル
ゲ
ル
ト
（
句
○
房
の
国
括
の
ａ
ｃ
お
よ

び
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
（
診
、
○
・
国
胃
呂
目
色
己
）
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。

ヒ
ル
ゲ
ル
ト
の
研
究
は
国
際
連
盟
か
ら
「
工
業
化
と
外
国
貿
易
」
（
冒
目
の
可
邑
尉
四
は
ｏ
ご
色
目
蜀
○
Ｈ
⑦
侭
回
国
且
①
）
と
し
て
出
版

さ
れ
て
い
る
。

ヒ
ル
ゲ
ル
ト
は
後
進
国
の
工
業
化
が
先
進
工
業
国
の
外
国
貿
易
に
及
ぼ
す
影
響
を
一
八
七
○
年
代
か
ら
一
九
三
八
年
に
至
る
期
間

に
つ
い
て
統
計
的
に
研
究
し
、
そ
の
結
果
を
次
の
諸
項
目
に
要
約
し
て
い
る
。
（
同
書
二
六
頁
’
三
二
頁
）

工
業
発
展
と
国
際
貿
易
と
の
間
の
関
係

⑪
工
業
製
品
を
生
産
し
な
い
諸
国
は
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
に
よ
っ
て
通
常
こ
れ
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
そ

（４‘）
国

閃
巳
①
ロ
ヴ
ロ
品
．
シ
ロ
路
の
口
盲
抄
ご
Ｑ
巴

巨
ロ
ロ

シ
ロ
印
の
の
自
画
色
ご
口
座
の
勺
○
一
詳
房
》
旨
⑦
Ｈ
ロ
宮
島
瞳
四
ａ
閏
⑳
ｃ
凶
ｐ
さ
丙
○
口
○
昌
涛
．
ぐ
三
・
シ
ヶ
蔚
一
旨
口
中

月
毎
ご
冒
頭
①
目
邑
＠
吋
ｐ
の
．
ひ
余

威．

（
５
）

閃
．
勇
『
品
の
ｇ
色
目
ロ
ー
煕
埼
巨
斉
曾
吋
自
己
。
罰
彦
算
冒
ロ
ロ
叩
号
時
夛
訂
岸
葛
時
前
目
色
津
ゞ
国
①
１
旨
》
ら
巴
》
切
園
鮮
魚

（
６
）

閃
．
三
面
閑
口
唇
ロ
門
》
己
尉

国
①
ｑ
の
匡
目
国
頭
ロ
①
切
津
巨
朋
の
ロ
目
四
尉
弄
儲
、
歓
吋
臼
①
。
①
口
尉
の
写
①
胃
ロ
ロ
黒
凰
国
風
Ｈ
勝
ｏ
ぽ
い
津
》
ご
尉

閃
×
も
Ｏ
Ｈ
ａ
ｐ
Ｏ
訂

Ｑ
①
巨
駐
８
①
国
冒
・
易
茸
庸
ぐ
○
口
届
ご
ず
肘
ら
ざ
．
、
ｏ
国
鳥
昏
凰
①
Ｑ
＄
冒
昇
津
ロ
蕨
歓
吋
民
○
邑
旨
口
丙
目
風
○
扇
の
底
宮
口
函
ｚ
拭
全
．
国
①
邑
冒
》
ら
獣
。

（
７
）

閃
．
夛
画
需
巨
霞
旨
Ｈ
》
己
儲
冒
Ｑ
口
騨
凰
①
君
旨
蔚
ｏ
彦
凶
津
》
‐
両
ロ
ブ
ａ
ｏ
匡
匡
目
甥
蔚
国
号
冒
雨
の
己
号
『
号
匡
詰
ｏ
画
の
目
自
己
Ｑ
旨
尉
壗
口
騨
は
○
国
巴
①
口
冒
Ｑ
巨
切
苛
苛
‐

胃
８
口
ぽ
ざ
口
扇
８

国
叩
ら
圏
．
（
ぐ
庸
鼻
巴
雷
耳
目
の
津
①
凶
巨
吋
民
○
国
旨
冒
寓
口
匙
○
厨
３
ｐ
ｐ
ｍ
の
○
国
号
号
①
津
筐
・
国
①
己
冒
．
己
閾
・
）

（
８
）

夛
討
．
罰
・
も
丙
①
、
冒
蔚
同
ロ
秒
は
○
国
巴
閃
８
口
Ｏ
目
旨
己
尉
旨
敲
唱
騨
は
○
口
｝
⑦
冨
品
。
急
・
己
占
．
己
ロ
尽
甲
屍
弐

四
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の
第
一
次
生
産
の
一
部
分
（
そ
れ
は
国
に
よ
っ
て
異
る
が
）
は
輸
出
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
ば
例
え
ば
国
内
人
口
を
養

う
た
め
に
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
輸
出
可
能
な
供
給
が
少
な
い
と
き
は
、
外
国
の
工
業
製
品
の
供
給
も
少
な
く
な
る
。

②
こ
の
理
由
や
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
、
国
際
分
業
と
国
際
貿
易
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
諸
国
の
間
の
供
給
を
均

等
化
す
る
に
は
十
分
で
な
い
。
統
計
的
検
証
に
よ
れ
ば
一
九
二
三
’
二
九
年
に
お
い
て
「
完
成
工
場
生
産
物
（
食
糧
を
除
く
）
」
（
こ

の
用
語
は
工
業
製
品
の
大
部
分
を
含
む
も
の
で
あ
る
）
の
輸
入
及
び
国
内
生
産
年
額
は
一
人
当
り
米
国
の
二
五
○
ド
ル
か
ら
中
国
や

イ
ン
ド
の
三
ド
ル
に
至
る
ま
で
多
種
多
様
で
あ
る
。

③
機
械
を
生
産
工
程
に
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
の
生
産
性
は
大
い
に
増
加
す
る
か
ら
、
商
品
の
供
給
は
工
業
化
に
よ
っ

て
著
し
く
増
加
す
る
。
（
工
業
化
と
は
こ
の
よ
う
な
機
械
化
過
程
を
全
面
的
に
採
用
す
る
こ
と
、
特
に
製
造
工
業
を
確
立
す
る
こ
と

を
い
う
の
で
あ
る
ｏ
）

工
業
の
生
産
物
は
主
と
し
て
第
一
次
生
産
物
と
交
換
に
販
売
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
第
一
次
生
産
物
は

工
業
化
以
前
に
は
生
産
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
生
産
さ
れ
た
と
し
て
も
自
給
自
足
的
な
小
農
民
に
よ
っ
て
地
方
的
に
消
費
さ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
工
業
化
は
第
一
次
生
産
物
が
販
売
を
目
的
と
し
て
大
量
に
生
産
さ
れ
る
こ
と
、
従
っ
て
、
「
工
業
化

は
国
内
の
商
業
及
び
貿
易
が
同
時
に
発
展
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
。
（
ヒ
ル
ゲ
ル
ト
の
こ
の
発
見
は
均
衡
成
長
理
論
と
の
関

係
に
お
い
て
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。
）

例
国
内
の
工
業
生
産
は
増
加
し
て
も
そ
の
国
で
販
売
さ
れ
得
る
工
業
製
品
の
総
量
が
そ
れ
に
対
応
し
て
国
内
生
産
量
だ
け
増
加

す
る
と
い
う
限
り
で
は
輸
入
工
業
製
品
の
市
場
を
蚕
食
す
る
も
の
で
な
い
。
（
こ
の
点
は
ヌ
ル
ク
セ
に
よ
っ
て
注
目
せ
ら
れ
、
「
貿
易

及
び
発
展
の
パ
タ
ー
ン
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
ｏ
）
（
本
書
第
二
章
参
照
）

⑤
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
可
能
な
余
剰
を
海
外
へ
継
続
的
に
販
売
す
る
こ
と
か
ら
そ
の
国
が
得
る
利
益
が
一
定
で
あ
る
な
ら
ば
、
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何
故
に
工
業
発
展
が
普
通
の
場
合
に
工
業
製
品
輸
入
の
減
少
を
生
ぜ
し
め
な
い
か
と
い
う
今
一
つ
の
理
由
は
特
に
人
口
密
度
の
高

い
国
で
は
進
歩
す
る
よ
う
に
見
え
る
工
業
は
地
方
へ
分
散
し
、
地
方
市
場
に
依
存
す
る
。
地
方
市
場
で
は
工
業
が
設
立
さ
れ
る
前
に

は
工
業
製
品
の
獲
得
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
購
買
力
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
。
（
第
十
八
項
参
照
）

⑥
正
常
な
場
合
に
は
旧
い
工
業
国
（
先
進
国
）
か
ら
の
輸
入
は
後
進
国
の
工
業
の
成
長
の
結
果
と
し
て
減
少
す
る
も
の
で
は
な

い
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
輸
入
品
は
そ
の
性
格
が
変
化
す
る
よ
う
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
工
業
化
を
行
い
つ
つ
あ
る
国
（
後

進
国
）
で
は
消
費
財
の
需
要
が
多
様
化
し
、
資
本
財
の
輸
入
を
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
種
々
の
供
給
国
は
こ
れ
ら
に
よ

っ
て
異
っ
た
影
響
を
う
け
る
。
そ
の
販
売
を
増
加
す
る
こ
と
が
出
来
る
国
で
さ
え
も
必
要
な
適
応
を
行
な
う
の
に
若
干
の
困
難
を
感

じ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
正
常
の
状
態
で
は
適
応
に
対
す
る
時
間
は
与
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
大
多
数
の
国
特
に
人

口
密
度
の
高
い
国
で
は
工
業
発
展
に
抵
抗
す
る
強
い
力
が
あ
り
、
工
業
発
展
は
そ
れ
故
に
原
則
と
し
て
比
較
的
緩
慢
で
あ
る
。

、
工
業
化
過
程
に
あ
る
が
外
国
為
替
に
不
足
し
て
い
る
国
は
そ
の
外
国
よ
り
の
購
入
の
一
部
を
工
業
製
品
か
ら
第
一
次
生
産
物

に
転
換
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
第
一
次
生
産
物
を
輸
出
し
て
い
る
国
を
し
て
工
業
製
品
の
輸
入
を

増
大
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
、
結
局
は
工
業
国
は
不
利
な
影
響
を
被
ら
な
い
だ
ろ
う
。
同
様
の
理
由
に
よ
っ
て
、
最
近

に
工
業
化
さ
れ
た
国
か
ら
の
工
業
製
品
の
輸
出
で
さ
え
も
、
新
興
工
業
国
の
競
争
が
旧
い
工
業
国
に
及
ぼ
す
不
利
な
影
響
を
部
分
的

又
は
全
体
的
に
相
殺
す
る
第
二
次
的
効
果
を
も
つ
だ
ろ
う
。
（
第
十
三
項
参
照
）

国
内
工
業
の
発
達
は
正
常
な
経
済
成
長
の
状
態
の
下
で
は
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
を
蚕
食
し
、
従
っ
て
輸
入
工
業
製
品
の
市
場
を
蚕

食
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
第
一
次
商
品
の
生
産
の
一
般
的
増
加
、
従
っ
て
ま
た
外
国
商
品
獲
得
能
力
の
増
加
が
期
待
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
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⑧
保
護
を
目
的
と
す
る
輸
入
制
限
は
輸
入
を
犠
牲
と
し
て
国
内
産
業
を
有
利
化
す
る
傾
向
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
国
内
市
場
に
お

い
て
国
内
産
業
に
競
争
力
を
与
え
る
こ
と
だ
け
を
目
標
と
し
た
適
当
な
高
さ
の
保
護
関
税
は
輸
入
に
対
し
て
限
ら
れ
た
、
一
時
的
な

制
限
効
果
を
も
つ
に
過
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
（
二
十
二
項
を
参
照
）

側
戦
争
又
は
大
不
況
に
よ
っ
て
生
じ
る
貿
易
の
撹
乱
は
外
国
貿
易
を
短
絡
（
呂
○
算
白
Ｈ
ｏ
ｐ
ｇ
す
る
よ
う
な
工
業
発
展
を
生
ぜ

し
め
、
旧
い
工
業
国
に
と
っ
て
害
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
発
展
は
そ
れ
が
発
生
し
た
国
に
甚
だ
し
い
犠
牲
を
要
求
し
、
正

常
な
国
際
関
係
が
回
復
さ
れ
る
な
ら
ば
部
分
的
に
は
不
経
済
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
工
業
化
を
刺
戟
す
る
貿
易
攪
乱
は

防
止
又
は
克
服
さ
れ
得
る
。
そ
し
て
健
全
な
経
済
発
展
の
条
件
は
国
際
間
の
一
致
協
力
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
。

⑩
一
人
当
り
製
造
工
業
生
産
額
と
一
人
当
り
工
業
製
品
の
輸
入
額

諸
国
が
製
造
工
業
を
発
達
さ
せ
る
に
従
っ
て
、
そ
れ
ら
の
国
々
は
ま
す
ま
す
工
業
製
品
の
輸
入
に
依
存
し
な
く
な
る
傾
向
が
あ
る

か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
一
九
二
○
年
代
の
後
期
に
い
ろ
い
ろ
の
国
で
人
口
一
人
当
り
の
工
業
生
産
と
工
業
製
品
輸
入
額
と
の

間
の
比
較
を
行
な
っ
た
。
一
般
的
に
い
っ
て
小
国
は
大
国
よ
り
も
工
業
製
品
の
外
国
よ
り
の
供
給
に
依
存
し
て
い
た
。
そ
し
て
国
の

大
さ
が
同
じ
位
で
あ
る
と
き
は
一
人
当
り
の
製
造
工
業
生
産
高
の
高
い
国
が
一
人
当
り
の
工
業
製
品
輸
入
額
も
高
い
。
工
業
発
展
の

遅
れ
て
い
る
国
は
工
業
製
品
の
輸
入
が
少
な
い
。
〔
海
上
交
通
の
便
利
な
若
干
の
小
地
域
（
例
え
ば
、
キ
ュ
ー
バ
、
マ
ラ
ャ
、
チ
リ
）

は
第
一
次
生
産
物
の
高
い
割
合
を
外
国
産
の
工
業
製
品
と
交
換
に
売
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
れ
は
右
の
原
則
の
例
外
を
な
す
。
〕

伽
製
造
工
業
及
び
貿
易
の
変
化

一
八
七
○
年
代
の
初
期
以
来
、
種
々
の
国
の
製
造
工
業
の
動
き
と
工
業
製
品
の
輸
入
の
動
き
と
が
比
較
さ
れ
た
。
そ
し
て
次
の
こ

と
が
判
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
三
○
年
代
ま
で
は
製
造
工
業
の
成
長
は
外
国
産
の
工
業
製
品
へ
の
依
存
を
脱
却
せ
し
め
る
ど
こ

286



第七章 工業化と国際貿易
ろ
か
却
っ
て
工
業
製
品
の
輸
入
を
増
大
し
た
こ
と
、
そ
し
て
輸
入
は
製
造
工
業
活
動
と
平
行
し
て
動
く
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
の
平
行

関
係
か
ら
の
背
離
は
貿
易
政
策
の
変
化
や
一
九
一
四
’
一
八
年
の
戦
争
に
よ
っ
て
生
じ
た
国
際
関
係
の
撹
乱
に
帰
せ
ら
れ
る
。
し
か

し
、
一
九
三
○
年
代
初
期
の
国
際
貿
易
崩
壊
以
来
は
生
産
と
貿
易
と
の
以
前
の
関
係
は
多
数
の
国
に
お
い
て
遮
断
さ
れ
、
そ
れ
ら
の

国
は
輸
入
を
犠
牲
と
し
て
製
造
工
業
の
発
展
に
着
手
し
た
。

同
様
の
比
較
を
行
な
う
と
一
九
二
○
年
代
ま
で
の
代
表
的
期
間
に
お
い
て
工
業
が
最
も
早
く
成
長
し
た
国
は
他
国
よ
り
も
そ
の
工

業
製
品
の
輸
入
を
増
加
し
た
。
工
業
製
品
の
輸
出
は
も
ち
ろ
ん
、
工
業
生
産
の
増
加
と
共
に
増
加
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
一
九
三
○
年
代
に
は
工
業
生
産
と
工
業
製
品
の
貿
易
特
に
輸
入
と
の
間
に
は
殆
ど
一
致
を
欠
い
て
い
た
。
多
く
の

事
例
に
お
い
て
過
去
数
十
年
の
特
徴
と
な
っ
て
い
た
標
準
状
態
か
ら
の
離
脱
は
多
角
的
貿
易
体
制
の
崩
壊
と
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ

る
国
際
経
済
の
解
体
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

剛
製
造
工
業
と
貿
易
収
支

旧
い
工
業
国
は
工
業
製
品
の
主
要
な
輸
出
者
で
あ
る
と
同
時
に
輸
入
者
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
商
品
の
純
輸
出
の
み
が
食
糧
及

び
工
業
原
料
の
輸
入
を
賄
う
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
か
ら
工
業
製
品
の
貿
易
差
額
と
第
一
次
生
産
物
の
貿
易
差

額
の
動
き
に
つ
い
て
研
究
が
行
わ
れ
た
。
（
原
則
と
し
て
両
者
は
反
対
の
方
向
に
動
く
傾
向
が
あ
る
。
）

そ
の
結
果
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
そ
の
人
口
と
工
業
の
割
に
は
資
源
の
少
な
い
先
進
工
業
国
が
、
工
業
製
品
の
純
輸
出
の
増
加
と
第

一
次
生
産
物
の
純
輸
入
の
増
加
に
通
常
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
貿
易
差
額
の
動
き
は
他
地
域

の
工
業
発
展
と
両
立
し
な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
天
然
資
源
に
恵
ま
れ
た
諸
国
は
そ
の
製
造
工
業
の
発
展
と
同
時
に
工
業
製
品

の
輸
入
差
額
を
増
加
し
て
い
る
事
実
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
一
九
一
三
年
ま
で
は
工
業
の
漸
進
的
な
普
及
が
旧
い
工
業
国
の
経
済
成
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長
を
妨
げ
る
ほ
ど
工
業
製
品
の
貿
易
差
額
を
逆
転
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
何
等
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
反
対
に
旧
い
工
業
国
は
そ
の
工

業
製
品
の
貿
易
差
額
を
維
持
し
た
。
一
九
二
○
年
代
に
は
一
九
一
四
’
一
八
年
の
戦
争
に
よ
っ
て
国
際
経
済
関
係
が
撹
乱
さ
れ
た
結

果
と
し
て
先
進
工
業
国
の
工
業
製
品
の
貿
易
差
額
は
悪
化
し
た
。
一
九
三
○
年
代
に
多
角
的
貿
易
が
妨
げ
ら
れ
、
国
際
経
済
を
解
体

さ
せ
る
力
が
優
勢
と
な
っ
た
の
で
、
工
業
国
へ
の
第
一
次
生
産
物
の
輸
入
は
一
般
経
済
戦
争
を
意
味
す
る
貿
易
政
策
の
助
け
を
借
り

て
防
暹
さ
れ
る
か
ま
た
は
資
本
輸
出
の
減
少
ま
た
海
外
資
産
の
流
動
化
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
た
。

⑬
第
三
国
市
場
に
お
け
る
工
業
国
問
の
競
争

証
拠
分
析
を
完
結
す
る
た
め
に
第
一
次
生
産
国
へ
の
輸
出
に
お
い
て
旧
工
業
国
と
新
興
工
業
国
と
の
間
の
競
争
に
つ
い
て
の
研
究

が
行
わ
れ
た
。
旧
工
業
国
が
こ
の
よ
う
な
競
争
で
敗
北
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
証
拠
は
な
い
。
反
対
に
英
国
（
そ
れ
は
他
の
工
業
国

よ
り
も
第
一
次
生
産
地
域
へ
の
輸
出
に
依
存
す
る
こ
と
の
多
い
国
で
あ
る
が
）
は
一
九
二
’
一
三
年
ま
で
は
第
一
次
生
産
地
域
へ

の
輸
出
を
拡
大
す
る
こ
と
が
明
か
に
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
後
進
地
域
の
購
買
力
は
新
興
工
業
国
が
第
一
次
生
産
物
を
ま
す
ま

す
多
く
要
求
し
た
た
め
に
増
加
し
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
二
’
一
三
年
と
一
九
二
○
年
代
後
期
と
の
間
に
お
い
て
さ
え
も
、
新
興

工
業
国
の
需
要
に
よ
っ
て
英
国
の
第
一
次
生
産
地
域
へ
の
輸
出
は
相
対
的
に
高
い
水
準
に
維
持
さ
れ
た
。
新
興
工
業
国
か
ら
の
価
格

競
争
は
特
定
の
商
品
の
市
場
で
の
損
失
を
意
味
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
正
常
な
場
合
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
損
失
は
競

争
に
よ
っ
て
種
々
の
方
法
で
放
出
さ
れ
る
新
し
い
需
要
よ
り
生
じ
る
利
益
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
回
復
力

は
健
全
な
国
際
貿
易
の
下
に
お
い
て
の
み
完
全
に
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
一
九
三
○
年
代
に
多
角
的
貿
易
体
制
が
崩
壊
し

た
後
に
は
英
国
は
そ
れ
以
前
の
数
十
年
間
に
開
発
し
た
第
一
次
生
産
地
域
の
輸
出
市
場
の
可
成
り
の
部
分
を
新
興
の
競
争
国
の
た
め

に
失
っ
た
。
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⑭
国
内
工
業
が
発
展
す
る
条
件
を
考
慮
す
る
と
き
に
利
用
可
能
な
天
然
資
源
に
比
べ
て
人
口
が
相
対
的
に
稀
薄
な
国
と
相
対
的

に
稠
密
な
国
と
の
間
に
区
別
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

⑮
人
口
稀
薄
な
諸
国
で
は
工
業
化
以
前
で
さ
え
も
経
済
は
可
成
り
の
程
度
ま
で
屡
々
商
業
化
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
第
一

次
生
産
物
の
輸
出
可
能
な
余
剰
は
相
対
的
に
大
き
く
、
従
っ
て
工
業
製
品
の
輸
入
も
ま
た
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
国
で

貿
易
が
早
く
か
ら
発
達
し
、
そ
の
国
内
輸
送
、
国
内
貯
蓄
及
び
外
国
貿
本
の
流
入
は
そ
の
工
業
化
を
容
易
な
ら
し
め
る
傾
向
が
あ
る
。

⑱
人
口
稠
密
な
諸
国
（
そ
こ
で
は
人
口
の
約
四
分
の
三
が
農
業
に
従
事
し
て
い
る
）
は
通
常
、
貧
困
、
労
働
の
低
生
産
性
お
よ

び
旧
式
の
不
活
溌
な
社
会
機
構
に
よ
っ
て
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
の
商
業
は
未
発
達
で
あ
り
、
国
内
輸

送
設
備
は
不
十
分
で
あ
り
、
貯
蓄
に
不
足
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
の
工
業
化
の
た
め
に
は
な
か
ん
ず
く
社
会
価
値
や
管
理
の
変
化
、

農
業
の
再
編
成
と
合
理
化
が
必
要
で
あ
る
。
農
業
に
お
け
る
労
働
の
使
用
が
減
少
す
る
と
同
時
に
農
業
生
産
が
上
昇
す
る
の
で
あ
ろ

う
ｏ
そ
し
て
現
在
農
業
に
従
事
し
て
い
る
人
口
の
大
部
分
は
商
工
業
に
利
用
可
能
と
な
る
。
（
こ
こ
に
ヌ
ル
ク
セ
の
擬
装
失
業
論
の

論
拠
が
見
ら
れ
る
。
）

”
相
対
的
に
少
な
い
人
口
を
も
っ
た
諸
国
に
お
け
る
工
業
の
発
展
は
ｌ
地
方
の
天
然
資
源
と
比
較
し
て
人
口
が
豊
富
で
あ
る

と
稀
薄
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
ｌ
こ
れ
ら
の
後
進
国
の
国
内
市
場
が
多
く
の
工
業
製
品
の
工
業
的
規
模
言
目
§
煙
一
§
］
●
）
に
お

け
る
生
産
を
吸
収
出
来
る
ほ
ど
大
き
く
な
い
た
め
に
特
別
の
困
難
が
生
じ
る
。

⑱
特
に
そ
の
初
期
段
階
に
お
い
て
は
人
口
稠
密
国
の
工
業
発
展
は
設
立
さ
れ
た
工
業
が
地
方
に
分
散
し
、
そ
の
規
模
が
比
較
的

に
小
さ
い
と
き
に
は
容
易
と
な
る
だ
ろ
う
。
拡
大
す
る
工
業
が
地
方
へ
分
散
し
、
社
会
の
再
編
成
の
必
要
も
少
な
く
、
不
必
要
な
都

工
業
発
展
の
た
め
の
条
件
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剛
人
口
密
度
の
高
い
国
で
は
前
進
的
な
工
業
化
が
企
て
ら
れ
る
前
に
既
存
の
天
然
資
源
の
消
粍
を
出
来
る
だ
け
少
な
く
す
べ
き

で
あ
る
。
若
干
の
国
に
お
い
て
は
工
業
化
が
自
発
的
に
起
り
そ
う
な
段
階
は
過
ぎ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
工
業
化
は
政
府
の
干
渉

や
支
持
の
助
け
を
か
り
て
注
意
深
く
計
画
さ
れ
、
進
歩
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

伽
外
国
資
本
の
流
入
は
工
業
化
の
前
提
条
件
で
あ
る
外
国
貿
易
や
公
共
事
業
の
発
展
の
た
め
に
甚
だ
し
く
重
要
で
あ
る
。
し
か

し
経
験
に
よ
れ
ば
外
国
貿
本
の
う
ち
、
製
造
工
業
の
建
設
の
た
め
に
利
用
可
能
で
あ
り
そ
う
な
額
は
僅
か
し
か
な
い
。
そ
れ
故
に
国

内
貯
蓄
が
通
常
は
工
業
資
本
の
大
部
分
を
供
給
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
資
本
を
調
達
す
る
可
能
性
は
た
と
え
消
費
の
圧
縮

に
殆
ど
余
裕
が
な
い
国
に
お
い
て
さ
え
も
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
よ
り
は
大
き
い
も
の
で
あ
る
。

鋤
関
税
保
護
は
今
日
で
は
工
業
化
を
生
ぜ
し
め
る
唯
一
又
は
主
要
な
手
段
と
し
て
こ
れ
に
依
存
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
工
業

化
計
画
が
成
功
す
る
た
め
に
は
社
会
の
若
返
り
（
旦
口
ぐ
①
ロ
呉
旨
自
）
衛
生
の
改
良
、
一
般
的
お
よ
び
技
術
的
教
育
、
農
業
改
革
、
輸

送
、
発
電
、
そ
の
他
公
共
事
業
に
つ
い
て
の
広
汎
な
計
画
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

ヒ
ル
ゲ
ル
ト
の
研
究
結
果
の
要
約
は
右
の
通
り
で
あ
り
、
ヌ
ル
ク
セ
理
論
の
基
礎
と
な
っ
た
均
衡
成
長
や
擬
装
失
業
論
な
ど
の
根

拠
を
示
す
興
味
の
あ
る
点
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
の
主
眼
点
は
次
の
三
項
目
に
し
ぼ
ら
れ
る
。

⑪
一
九
三
○
年
頃
ま
で
は
諸
国
に
お
け
る
工
業
の
成
長
は
諸
国
を
外
国
の
工
業
製
品
へ
の
依
存
か
ら
脱
却
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、

⑬
人
口
稠
密
な
国
〆

合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

市
化
（
日
ｇ
ａ
Ｎ
Ｐ
注
○
口
）
が
》

の
投
資
の
必
要
は
減
少
す
る
。

人
口
稠
密
な
国
に
お
い
て
は
工
業
化
計
画
が
成
功
す
る
た
め
に
は
過
度
の
人
口
増
加
を
抑
制
す
る
意
図
を
も
っ
た
方
策
と
統

が
避
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
労
働
の
大
き
な
資
源
の
利
用
が
容
易
と
な
り
、
公
共
事
業
の
み
な
ら
ず
工
業
へ
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第七章 工業化と国際貿易

す
な
わ
ち
、
ヒ
ル
ゲ
ル
ト
の
研
究
の
結
果
を
要
約
す
れ
ば
、
楽
観
説
は
一
九
三
○
年
頃
ま
で
真
実
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
悲
観

説
が
あ
て
は
ま
る
よ
う
で
あ
る
。

（
１
）

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
後
進
国
の
工
業
化
が
先
進
国
に
及
ぼ
す
効
果
に
は
い
市
場
破
壊
効
果
（
白
色
烏
鼻
骨
ゅ
時
○
首
凋
畠
①
。
蕨
）
と

②
市
場
創
造
効
果
（
昌
鳥
ｇ
ｏ
Ｈ
①
鼻
冒
函
畠
①
ｏ
蕨
）
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

か
え
っ
て
外
国
の
工
業
製
品
の
輸
入
を
促
進
し
た
。

②
一
九
三
○
年
頃
ま
で
は
工
業
が
最
も
急
速
に
発
達
し
た
国
が
、
概
し
て
他
国
よ
り
も
多
く
の
工
業
製
品
を
輸
入
し
た
。

③
一
九
三
○
年
代
初
期
に
多
角
的
貿
易
が
崩
壊
し
て
以
来
、
工
業
の
成
長
と
工
業
製
品
の
貿
易
と
の
間
の
平
行
関
係
は
な
く
な

ｕ
流
坊
研
埋
一
匁
芽

こ
れ
は
後
進
国
の
工
業
化
が
先
進
国
に
有
害
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
鉱
石
の
現
地
精
錬
や
食
品
の
現
地
罐
詰
製
造
は

い
ま
ま
で
「
な
ま
」
（
３
葛
）
の
状
態
で
原
料
や
食
糧
を
輸
入
し
て
い
た
先
進
国
の
精
錬
所
や
罐
詰
工
場
の
仕
事
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。

後
進
国
に
綿
紡
工
場
を
建
て
る
こ
と
は
旧
い
綿
業
の
市
場
を
縮
少
す
る
こ
と
と
な
る
。
新
し
く
設
立
さ
れ
た
工
業
を
持
つ
新
興
国
は

結
局
は
第
三
国
市
場
で
旧
い
工
業
国
と
競
争
を
し
て
こ
れ
に
打
勝
つ
こ
と
と
な
り
、
ま
た
は
じ
め
に
そ
の
新
興
国
に
工
業
化
に
必
要

な
完
成
品
や
資
本
を
供
給
し
た
先
進
国
国
内
の
市
場
さ
え
も
脅
か
さ
れ
る
可
能
性
が
な
し
と
し
な
い
。

こ
の
議
論
の
強
味
は
そ
れ
が
単
純
且
つ
直
接
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
そ
れ
は
労
働
節
約
機
械
の
導
入
に
反
対
す
る
往

時
の
議
論
に
著
し
い
類
似
性
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
反
論
も
両
者
の
場
合
に
極
め
て
似
て
い
る
。

第
一
の
反
論
は
上
述
の
有
害
な
直
接
の
効
果
は
多
数
の
有
益
な
間
接
的
効
果
に
よ
っ
て
補
償
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
た
。ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
後

市
場
創
造
効
果
（
国

仙
市
場
破
壊
効
果
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あ
る
。

第
二
の
反
論
は
こ
の
よ
う
な
工
業
化
過
程
は
既
に
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
停
止
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
故
に
無
駄
に

工
業
化
に
反
対
し
、
悲
し
む
よ
り
は
工
業
化
を
有
益
な
方
面
、
少
な
く
と
も
無
害
な
方
面
に
導
く
方
が
遙
か
に
よ
い
と
い
う
こ
と
で

②
市
場
創
造
効
果

市
場
創
造
効
果
を
主
張
す
る
第
一
の
議
論
は
新
興
工
業
国
に
お
け
る
資
本
財
の
需
要
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

7.1 各国の製造工業生産高と工業製品輸入高

（1926/29）（1891/95＝100）

製造工業生産高
指 数

工業製品輸入高
指 数

日 本

フィ ン ラ ンド

米 国

ス エ ー デ ン

イ タ リ －

ド イ ツ

フ ラ ン ｽ

ｱｲﾙ ﾝ昂｝
英

628

473

230

480

189

185

127

1，932

583

436

405

394

279

260

195143

(資料) League of Nations, Industrlization and
Trade, 1945. p. 93

に
お
け
る
資
本
財
の
需
要
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
こ
こ
に
も
労
働

節
約
的
機
械
の
導
入
の
場
合
と
の
類
似
が
見
ら
れ
る
）
こ
の
需
要
は
暫

く
の
間
は
先
進
工
業
国
の
輸
出
に
活
力
を
与
え
る
こ
と
に
つ
い
て
重
要

な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
だ
け
で
は
新
し

い
需
要
例
え
ば
繊
維
機
械
に
対
す
る
需
要
は
完
成
繊
維
製
品
の
古
い
市

（
２
）

場
の
損
失
を
永
久
的
に
補
償
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

第
二
の
そ
し
て
よ
り
強
力
な
議
論
は
工
業
化
の
所
得
発
生
的
局
面

（
旨
ｏ
８
ｇ
①
‐
羽
邑
の
国
陣
品
色
名
の
○
筋
）
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
健
全
な
工
業
化
過
程
は
後
進
国
の
実
質
所
得
水
準
を
向
上
さ
せ

る
発
展
の
必
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
所
得
増
加
は
輸
入
品

を
含
む
全
ゆ
る
種
類
の
商
品
に
対
す
る
需
要
を
増
加
す
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
新
市
場
が
次
か
ら
次
へ
と
創
造
さ
れ
、
結
局
は
旧
工
業
国
は
新

し
い
種
類
の
工
業
製
品
を
以
前
よ
り
も
遙
か
に
多
量
に
輸
出
す
る
こ
と
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第七章 工業化と国際貿易
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
は
十
分
な
妥
当
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
次
の
よ
う
に
統
計
的
に
も
検
証
せ
ら
れ
る
。

㈹
一
人
当
り
の
所
得
が
増
加
す
る
と
全
ゆ
る
種
類
の
輸
入
品
が
上
昇
の
普
遍
的
傾
向
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
工
業
化
の
道
を
前

A.交換形式による世界貿易の分析

’’’ 合 計(4）（3）

17．2

18．1

18．9

19．2

19．4

20．6

21．6

19．0

18．7

18．6

18．1

17．0

17．2

(2）(1）

100.029.3

32.9

30.7

30.6

33.0

28.8

24.9

27．2

29．2

30．7

32．2

34．3

33．3

39．6

39．1

38．7

38．9

38．3

38．2

37．1

37．1

36．5

35．6

3．60

34．4

34．8

13．9

10．7

11．7

11．3

9．3

12．4

16．5

16．7

15．6

15．1

13．7

14．3

14．7

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

100.0

100.0

'㈹､0

100.0

1”､0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

(註）(1)は商品対貿易外収支

（2)は食糧・原料対食糧・原料

（3)は工業製品対工業製品

（4）は工業製品対食糧・原料

(A. O. Hirschman, National Power and Structure

of Foreign Trade)

B.工業製品の貿易型式

’I|対工業製品’ 計合対食糧原料 貿外易収支対

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100．0

100．0

100．0

11．3

8．9

16．0

13．7

11．5

11．6

9．7

9．0

10．0

40．8

41．9

39．8

36．0

38．8

40．0

42．5

45．7

44．3

47．9

49．3

53．2

50．3

49．7

48．4

47．8

45．3

45．7

1925

1929

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937 ’’ ’
(A､O. Hirschman :同書p. 131.）
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進
し
つ
つ
あ
る
国
で
は
一
般
に
工
業
製
品
の
輸
入
が
増
加
し
た
。
こ
の
工
業
製
品
輸
入
は
一
般
に
地
方
的
工
業
の
増
加
よ
り
遅
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
急
速
な
工
業
化
が
進
行
つ
つ
あ
る
国
で
は
工
業
製
品
の
輸
入
は
最
も
多
く
上
昇
す
る
傾
向
に
示
し
た
。
い
ま
一
八

九
一
’
九
五
年
を
一
○
○
と
し
、
一
九
二
六
’
二
九
年
の
状
態
を
見
れ
ば
七
・
一
表
の
通
り
で
あ
る
。

②
世
界
の
貿
易
は
工
業
製
品
対
食
糧
・
原
料
の
交
換
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
「
伝
統
的
」
な
型
の
貿
易
は
世
界
の
総
貿
易

の
僅
か
に
三
分
の
一
を
占
め
る
だ
け
で
あ
る
。
（
前
表
Ａ
参
照
）
残
り
の
三
分
の
一
ほ
或
る
種
類
の
食
糧
・
原
料
対
他
の
種
類
の
食

糧
・
原
料
と
或
る
種
類
の
工
業
製
品
対
他
の
種
類
の
工
業
製
品
と
の
交
換
で
あ
る
。
世
界
貿
易
に
入
り
込
む
工
業
製
品
の
約
半
分
は

（
３
）

他
の
工
業
製
品
と
交
換
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
僅
か
に
他
の
半
分
だ
け
が
食
糧
・
原
料
と
交
換
さ
れ
て
い
る
（
前
表
Ｂ
参
照
）
（
ハ
ー

シ
ュ
マ
ン
の
こ
の
主
張
は
表
の
数
字
の
算
出
法
に
疑
問
が
あ
る
の
で
強
い
論
拠
と
な
り
得
な
い
。
）

（
４
）

さ
ら
に
フ
ラ
ン
ヶ
ル
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
多
く
の
国
は
表
面
上
は
同
種
の
商
品
を
輸
出
入
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど

も
、
実
際
上
は
こ
れ
ら
の
商
品
は
大
体
似
て
い
る
だ
け
で
品
質
、
価
格
、
デ
ザ
イ
ン
、
そ
の
他
の
点
で
異
っ
て
い
る
。

ｂ
、

、
、

ｂ
ｂ

Ｄ
、

こ
の
よ
う
な
統
計
的
な
検
証
に
よ
っ
て
明
か
と
な
っ
た
こ
と
は
全
体
と
し
て
見
れ
ば
先
進
国
は
後
進
国
の
工
業
化
に
よ
っ
て
恐
れ

る
こ
と
は
何
も
な
く
、
得
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
個
々
の
産
業
や
企
業
に
全
然
害
が
な
い
と
い
う
の

℃
ｂ

ｂ

で
は
な
い
。
後
進
国
の
工
業
化
に
よ
っ
て
先
進
国
の
若
干
の
産
業
は
市
場
の
狭
晦
化
と
競
争
の
激
化
と
苦
し
む
こ
と
と
な
ろ
う
。

後
進
国
の
工
業
化
に
よ
っ
て
先
進
国
が
利
益
を
受
け
る
た
め
に
は
先
進
国
は
次
の
諸
条
件
を
充
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑪
先
進
国
の
輸
出
は
後
進
国
の
工
業
化
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
な
い
で
利
益
を
受
け
る
よ
う
な
分
野
に
出
来
る
だ
け
特
化
す
べ

き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
分
野
に
属
す
る
も
の
は
資
本
財
や
そ
の
生
産
が
複
雑
で
且
つ
、
そ
の
消
費
が
所
得
の
上
昇
に
対
し
て
敏
感

（
⑰
①
ロ
切
拝
ぐ
①
）
な
消
費
財
（
耐
久
消
費
財
）
で
あ
る
。
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第七章 工業化と国際貿易
②
先
進
国
は
そ
の
貿
易
上
の
地
位
を
出
来
る
だ
け
攪
乱
さ
れ
ず
に
維
持
す
る
た
め
に
は
新
し
い
、
改
良
さ
れ
た
生
産
過
程
や
生

産
物
を
つ
く
り
出
す
よ
う
積
極
的
に
努
力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

③
先
進
国
は
後
進
国
の
工
業
化
に
よ
っ
て
脅
威
を
う
け
る
部
門
か
ら
資
源
を
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
そ
の
経
済

に
十
分
な
移
動
性
（
日
：
罠
ご
）
と
適
応
性
（
四
目
耳
§
言
ご
）
を
維
持
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）

衿
．
○
・
国
胃
、
⑥
冒
巨
色
ロ
》
《
《
旨
。
口
碑
凰
匙
ｚ
“
武
○
ご
め
ゅ
国
旦
旨
旦
ロ
騨
凰
巴
旨
鼻
旨
口

具
ｄ
ｐ
Ｑ
閂
‐
。
①
ぐ
の
ざ
や
①
Ｑ
○
○
匡
口
耳
蔚
の
》
》
）
閃
８
口
Ｏ
Ｂ
旨
冒
す

茸
口
凹
は
○
口
四
厨
シ
函
８
３
》
ら
鯉
．

１
１
１
《
《
両
函
①
。
勝
ｇ
門
口
Ｑ
匡
鼻
凰
巳
旨
騨
は
○
口
○
口
Ｊ
口
①
胃
②
『
涛
騨
具
閂
冒
。
ｐ
黒
凰
巳
○
○
色
貝
凰
の
更
．
（
旨
《
《
門
旨
①
勺
時
○
四
①
閉
具

ご
寓
己
閂
‐
Ｑ
①
ぐ
巴
○
℃
①
Ｑ

０

Ｐ
Ｈ
８
⑰
。
》
》
＆
拝
＆
ず
田
切
．
句
．
国
８
①
胃
．
○
巨
。
樹
○
》
后
圏
．

（
２
）

衿
．
］
・
国
８
毎
口
ゞ
閂
目
色
匡
黒
凰
巳
旨
胃
５
口
四
目
Ｑ
Ｈ
Ｈ
Ｐ
Ｑ
の
》
Ｆ
ｏ
ｐ
Ｑ
ｏ
口
．
』
邉
い
，
も
や
獣
１
＄

（
３
）
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
こ
の
統
計
数
字
の
信
頼
性
に
は
若
干
の
疑
義
が
あ
る
。
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
が
こ
の
数
字
を
算
出
し
た
方
法
は
国
際
連
盟
経

済
情
報
局
負
８
冒
○
目
。
目
前
罠
鴨
唇
８
静
Ｈ
急
８
９
昔
①
博
品
ロ
①
良
ｚ
鼻
骨
○
口
切
）
が
双
務
主
義
貿
易
ｅ
旨
駐
３
房
目
）
の
測
定
に
用
い
た

方
法
を
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
〔
参
照
１
両
の
ぐ
庸
葛
呉
弓
ｏ
獄
匡
蜀
且
の
ゞ
ら
笛
‐
ら
ぶ
の
各
年
号
、
お
よ
び
国
国
持
閂
黛
》
言
目
①
唐
‐

宮
。
四
目
８
国
厨
茸
８
房
目
１
戸
ｇ
餌
晶
の
旨
昏
の
煕
呂
９
日
の
呉
君
○
段
忌
目
》
白
目
の
縄
．
ぐ
巳
〆
（
ら
圏
）
層
自
説
‐
屍
巴

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
各
国
の
商
品
貿
易
構
成
を
食
糧
・
原
料
グ
ル
ー
プ
と
工
業
製
品
グ
ル
ー
プ
に
大
別
す
る
。
そ
し
て
貿
易
を
一
二
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
す
な
わ
ち
、
仙
商
品
対
貿
易
外
項
目
、
②
③
食
糧
・
原
料
対
食
糧
原
料
、
⑥
工
業
製
品
対
工
業
製
品
お
よ
び
③
食
糧
・
原
料
対
工
業
製
品

に
分
け
る
。
そ
し
て
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
貿
易
の
大
さ
を
計
算
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
を
説
明
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
六
つ
の
型
を
用
い

（
畠
胃
の
目
回
国
Ｐ

第
一

型

る
０貿
易
が
均
衡
し
て
い
て
、
貿
易
は
食
糧
・
原
料
対
工
業
製
品
だ
け
よ
り
成
る
場
合
で
あ
る
。

ｚ
３
陸
○
冒
巴
弔
○
君
①
坑
閏
己
昏
①
煕
尉
屋
ｇ
胃
①
具
甸
○
Ｎ
①
侭
画
笥
３
口
①
ゞ
勺
や
息
？
届
ｅ

◆

295



、
、

、
、

、
℃

℃
℃

、

正
常
な
場
合
に
は
工
業
製
品
対
工
業
製
品
の
交
換
は
工
業
製
品
の
輸
出
入
に
関
し
て
二
つ
の
相
対
す
る
数
字
の
小
さ
い
方
を
二
倍
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
食
糧
・
原
料
対
食
糧
原
料
の
交
換
も
同
様
に
し
て
得
ら
れ
る
。
そ
し
て
伝
統
的
タ
イ
プ
の
交
換
は
そ
の
残
り
で
あ
る
。

輸
入

輸
出

食
量
・
原
料

八
○

三
○

工
業
製
品

二
○

七
○

合
計

一
○
○

一
○
○

こ
の
場
合
に
貿
易
額
（
輸
出
入
額
）
合
計
二
○
○
は
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

第

一

一

第
三
型

二
つ
の
商
品
グ
ル
ー
プ
が
独
立
的
に
バ
ラ
ン
ス
す
る
場
合
で
あ
る
。

輸
入

輸
出

食
糧
・
原
料

二
○

二
○

工
業
製
品

八
○

八
○

合
計

一
○
○

一
○
○

食
量
・
原
料

工
業
製
品

合
計

こ
の
場
合
に
貿
易
額
（
輸

第
三
型
の
貿
易
分
類

型 合

食
糧
・
原
料
対
食
糧
原
料
の
交
流

工
業
製
品
対
工
業
製
品
の
交
換

工
業
製
品
対
工
業
貿
易
の
交
換

食
糧
・
原
料

工
業
製
品

合
計

輸
入

一
○
○○

一
○
○

輸
出○

一
○
○

一
○
○

一

○ 四 六
○ ○ ○
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第七章 工業化と国際貿易

貿
易
が
バ
ラ
ン
ス
し
な
い
と
き
で
も
、
こ
の
方
法
は
変
ら
な
い
。
た
だ
し
、
「
商
品
対
貿
易
外
項
目
」
と
い
う
新
し
い
項
目
が
追
加
さ
れ
る
。

こ
れ
は
貿
易
の
バ
ラ
ン
ス
さ
れ
な
い
部
分
に
当
る
ｏ
次
の
図
式
は
各
種
の
交
換
カ
テ
。
コ
リ
ー
が
見
ら
れ
る
正
常
な
場
合
で
あ
る
。

輸
入

輸
出

食
糧
・
原
料

七
五

三
○

工
業
製
品

四
五

七
○

合
計

一
二
○

一
○
○

さ
き
の
方
法
に
よ
っ
て
こ
の
場
合
の
貿
易
総
額
二
○
○
は
次
の
よ
う
に
分
割
さ
れ
る
。

合

第
四

型合

第
五

型

も
し
も
不
足

も
し
も
不
足
（
又
は
余
剰
）
が
あ
る
な
ら
ば
「
伝
統
的
タ
イ
プ
」
の
貿
易
だ
け
で
は
な
く
な
っ
て
来
る
。

輸
入

輸
出

食
糧
・
原
料

二
一
○

○

工
業
製
品

○
一
○
○

合
計

一
二
○

一
○
○

貿
易
額
合
計
二
二
○
の
う
ち
商
品
対
貿
易
外
項
目
二
○
の
交
換
、
伝
統
的
タ
イ
プ
の
交
換
二
○
○
と
な
っ
て
い
る
。

第
四
型
の
貿
易
分
類

商
品
対
貿
易
外
項
目

食
糧
・
原
料
対
食
糧
・
原
料

工
業
製
品
対
工
業
製
品

工
業
製
品
対
食
糧
・
原
料

へ
口

計

計

’

二
○
○

二
○

六
○

九
○

五
○

二
二
○
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商
品
対
貿
易
外
項
目

二
○

食
糧
・
原
料
対
食
糧
・
原
料

一
三
○

工
業
製
品
対
工
業
製
品

七
○

合
計

二
二
○

℃
、

、
ｂ

℃
、

℃
■

℃

要
す
る
に
ハ
ー
シ
等
ン
の
計
算
方
法
は
、
仙
同
じ
商
品
グ
ル
ー
プ
の
輸
出
及
び
輸
入
の
数
字
を
と
り
、
そ
の
小
さ
い
方
を
二
倍
し
て
、
そ

れ
が
そ
の
商
品
グ
ル
ー
プ
の
貿
易
総
額
と
す
る
こ
と
、
②
貿
易
差
額
は
商
品
対
貿
易
外
項
目
の
交
換
と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
③
原
料
・
食
糧

対
工
業
製
品
の
い
わ
ゆ
る
「
伝
統
的
タ
イ
プ
の
貿
易
」
は
貿
易
総
額
か
ら
、
凶
及
び
②
を
減
じ
た
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
伝
統
的

タ
イ
プ
の
貿
易
は
著
し
く
過
小
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
第
六
型
に
お
い
て
は
「
伝
統
的
タ
イ
プ
」
の
貿
易
は
計

算
上
は
零
と
な
る
が
、
こ
う
い
う
こ
と
は
実
際
的
な
感
じ
か
ら
見
て
も
不
合
理
で
あ
る
。
食
糧
・
原
料
の
輸
入
七
○
、
輸
出
六
○
、
工
業
製
品

の
輸
入
五
○
、
輸
出
三
五
と
い
う
貿
易
に
は
、
当
然
に
食
糧
・
原
料
対
工
業
製
品
の
交
換
が
行
わ
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
型
は
次
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
食
糧
・
原
料
対
工
業
製
品
一
七
○
、
食
糧
・
原
料
対
食
糧
原
料
三
○
、
商

品
対
貿
易
外
項
目
二
○
、
合
計
一
三
○
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
食
糧
・
原
料
対
工
業
製
品
の
貿
易
は
一
躍
し
て
零
よ

り
一
七
○
に
増
加
す
る
代
り
に
、
工
業
製
品
対
工
業
製
品
の
貿
易
は
消
滅
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
も
ま
た
不
合
理
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う

第
六

型

「
伝
統
的
タ
イ
プ
」
の
貿
易
が
零
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
こ
れ
は
両
商
品
グ
ル
ー
プ
が
不
足
（
又
は
過
剰
）
を
示
す
と
き
で
あ
る
。

輸
入

輸
出

食
糧
・
原
料

七
○

六
五

工
業
製
品

五
○

三
五

合
計

一
二
○

一
○
○

こ
の
場
合
に
貿
易
総
額
一
三
○
は
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

第
六
型
の
貿
易
分
類
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食
糧
・
原
料
対
工
業
製
品

一
七
○

一率挫率謝諦雌諦錘》窪蝦添い一錘叩
食
糧
・
原
料
対
食
料
原
鵜

三
○

商
品
対
貿
易
外
項
目

二
○

一
食
糧
・
原
料
対
貿
易
外
項
目

五

一
工
業
製
品
対
貿
易
外
項
目

一五

合
計

二
二
○

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
方
法
が
必
ず
し
も
正
確
な
結
果
を
生
じ
得
な
い
の
は
、
国
際
連
盟
が
双
務
貿
易
の
測
定
の
た
め
に
各
国
貿
易
の
相
手
国
別

の
輸
出
入
の
分
析
を
行
っ
た
方
法
を
そ
の
ま
ま
、
商
品
別
の
輸
出
入
の
分
析
に
用
い
た
こ
と
に
あ
る
。
国
別
分
析
の
場
合
に
は
或
る
国
に
対
す

る
輸
出
と
、
そ
の
国
よ
り
の
輸
入
と
は
差
引
さ
れ
得
る
の
に
対
し
て
、
食
糧
・
原
料
の
輸
入
は
食
糧
・
原
料
の
輸
出
で
差
引
き
さ
れ
る
と
は
限

ら
な
い
。
食
糧
・
原
料
の
輸
入
は
、
む
し
ろ
工
業
製
品
の
輸
出
で
支
払
わ
れ
る
と
見
る
の
が
常
識
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
食
糧
・
原
料
対
食
糧

原
料
、
工
業
製
品
対
工
業
製
品
の
貿
易
は
小
さ
い
方
を
二
倍
に
し
、
商
品
対
貿
易
外
項
目
を
こ
れ
に
加
え
て
、
残
り
を
「
伝
統
的
タ
イ
プ
」
の

貿
易
と
す
れ
ば
「
伝
統
的
タ
イ
プ
」
の
貿
易
は
少
な
く
な
る
の
が
当
然
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
数
字
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
も
、
わ
れ
わ
れ
は
後
進
国
の
工
業
化
に
よ
っ
て
、
先
進
国
の
貿
易
が
全
体
と
し
て
不
利
と
な
る
こ
と

は
（
部
分
的
に
は
不
利
と
な
っ
て
も
）
な
い
と
い
う
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
結
論
に
は
賛
成
で
あ
る
。

（
側
）
国
．
即
騨
口
冨
］
・
目
胃
目
含
め
ｇ
農
圃
呉
旨
ロ
呉
シ
四
一
の
昌
目
Ｈ
巴
ｎ
ｏ
匡
口
目
の
⑰
．
同
８
国
Ｏ
Ｂ
一
。
〕
○
胃
ロ
巴
》
盲
目
①
わ
①
頁
の
目
冒
Ｈ
》
ら
食
．
己
や
屍
甲

の
庁
伊
奇
①
妙

た
い
。
）

な
方
法
で
は
、
正
確
な
こ
と
は
つ
か
め
な
い
と
思
わ
れ
る
。
（
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
計
算
方
法
に
対
す
る
批
判
は
○
侭
四
口
旨
“
§
ロ
呉
シ
日
の
風
８
口

煕
呉
＄
・
旨
蔚
目
鼻
８
口
巴
園
且
①
ゞ
目
目
算
凰
巴
旨
色
は
○
口
沙
且
閃
８
口
○
日
旨
ｏ
Ｈ
ｏ
君
昏
》
言
尉
宮
口
蝉
○
口
》
己
．
。
．
．
ｓ
段
．
己
ｐ
８
Ｉ
８
を
参
照
さ
れ

い
○
」
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（も４）

わ
れ
わ
れ
は
最
後
に
、
工
業
化
と
貿
易
に
つ
い
て
の
オ
リ
ー
ン
の
注
目
す
べ
き
言
葉
を
引
用
し
た
い
。

オ
リ
ー
ン
は
後
進
国
が
工
業
化
す
る
に
従
っ
て
、
従
来
輸
入
し
て
い
た
も
の
を
、
自
国
で
生
産
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
認
め
る

が
、
一
方
、
自
国
で
生
産
し
得
な
い
も
の
は
将
来
も
こ
れ
を
輸
入
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

オ
リ
ー
ン
は
マ
ー
シ
ャ
ル
が
「
世
界
の
貿
易
の
う
ち
で
、
天
然
資
源
の
差
に
も
と
ず
く
も
の
は
そ
の
比
率
が
増
加
す
る
が
、
工
業

段
階
の
差
や
特
定
の
種
類
や
品
質
の
工
業
製
品
に
対
す
る
適
性
の
差
に
も
と
ず
く
も
の
は
そ
の
比
率
が
減
少
す
る
」
（
旨
Ｏ
ｐ
ｑ
、

ｏ
Ｈ
８
芹
四
目
○
○
日
目
①
Ｈ
８
．
Ｆ
ｏ
且
○
口
．
巳
圏
や
ら
ｅ
と
述
べ
た
こ
と
に
反
論
し
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
お
そ
ら
く
大
規
模
生
産
の
利

（
２
）

益
と
（
工
業
部
門
内
部
の
）
特
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
こ
と
を
過
小
評
価
す
る
も
の
と
見
て
い
る
。
さ
ら
に
人
的
要
素
の
差
は
、

天
然
資
源
の
差
と
同
様
に
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
長
期
的
に
見
れ
ば
南
北
貿
易
（
工
業
国
ｌ
農
・
鉱
業
国
）
は
東
西

貿
易
（
工
業
国
ｌ
工
業
国
）
よ
り
も
大
き
く
な
る
傾
向
が
あ
る
と
し
て
も
、
特
化
の
利
益
は
東
西
貿
易
（
工
業
国
ｌ
工
業
国
）
を
、

お
そ
ら
く
依
然
と
し
て
可
成
り
大
き
な
数
量
に
と
ど
ま
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
後
進
国
の
工
業
化
は
先
進
国
貿
易
に
、
ひ
い
て
は
世
界
貿
易
に
部
分
的
に
は
縮
少
的
傾
向
を
与
え
る
要
因
も
あ
る
が
、

し
か
し
、
工
業
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
特
化
の
行
な
わ
れ
る
範
囲
も
き
わ
め
て
広
く
、
技
術
の
進
歩
は
殆
ど
無
限
と
い
っ
て
よ
い
の

で
あ
る
か
ら
先
進
工
業
国
間
の
貿
易
は
依
然
と
し
て
重
要
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

ま
た
国
内
の
産
業
構
造
が
変
化
し
て
、
第
三
次
産
業
の
比
率
が
大
き
く
な
る
と
、
国
民
所
得
の
う
ち
で
貿
易
可
能
な
分
が
少
な
く

な
り
、
従
っ
て
商
品
貿
易
対
国
民
所
得
の
割
合
は
低
下
す
る
。
こ
の
意
味
か
ら
貿
易
重
要
性
の
低
下
を
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
し

五
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第七章 工業化と国際貿易
か
し
、
た
と
え
商
品
貿
易
対
国
民
所
得
の
比
率
は
低
下
す
る
傾
向
が
あ
る
と
し
て
も
、
国
際
的
サ
ー
ビ
ス
取
引
の
増
加
と
共
に
商
品

お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
貿
易
と
国
民
所
得
の
比
率
は
増
大
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（１）
国
臼
菖
○
ご
旨
．
旨
前
月
①
唱
○
ロ
巴
伊
且
冒
蔚
Ｈ
目
鼻
ざ
口
径
弓
崗
且
の
｝
、
沙
日
胃
昼
鳴
》
国
胃
ぐ
ゅ
ａ
己
昌
ぐ
の
吊
剴
ご
勺
吋
の
閉
》
ら
圏
．
己
や
届
？
旨
ｐ

（
２
）
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
も
「
不
利
な
物
理
的
環
境
は
経
済
発
展
に
と
っ
て
大
き
な
障
害
に
な
り
得
る
。
し
か
し
そ
れ
が
必
然
的
に
致
命
的
障
害
と
な

る
と
は
限
ら
な
い
。
不
利
な
物
理
的
環
境
は
良
質
の
人
的
資
源
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
ん
ず
く
ス
イ
ス
の
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

（
付
記
）
本
稿
は
国
民
経
済
雑
誌
第
八
二
巻
第
一
二
号
、
お
よ
び
第
八
六
巻
第
四
号
に
発
表
し
た
論
文
に
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
大
い
に
重
要
な
こ
と
は
…
…
労
働
人
口
の
「
質
」
で
あ
る
。
（
そ
の
質
は
）
生
物
学
的
「
人
種
的
」
差
異
で
は
な
く
、
．
：
：
．
歴
史
的
文
化

エ
Ⅱ
〃
Ｏ
Ｉ
ｒ

的
要
因
、
環
境
、
優
れ
た
健
康
状
態
、
栄
養
、
教
育
、
政
府
や
社
会
の
精
鋭
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
統
率
力
の
質
な
ど
か
ら
生
じ
る
差
異
を
考

え
て
い
る
」
（
前
掲
書
一
○
三
頁
、
相
原
氏
訳
一
四
二
’
三
頁
）
と
い
っ
て
人
的
要
素
の
差
を
重
要
視
し
て
い
る
。
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