
G
@
A
@
 コ
i
エ
ン
に
お
け
る

「
搾
取
」

は
じ
め
に

分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
知
ら
れ
る
G
・
A
-
コ
i

エ
ン
は
、

九
七

0
年
代
半
ば
を
境
に
、
マ
ル
ク
ス
が
提
示
し
た
諸
概
念
・
理
論
の
整
合

的
解
釈
を
主
と
し
た
従
来
の
研
究
か
ら
、
規
範
的
政
治
哲
学
に
関
す
る
研
究

へ
と
軸
足
を
移
し
た

5078(}
這凶

)
3・h
f
u
〕
。
こ
の
移
行
は
、
社
会
主
義

的
平
等
の
実
現
を
当
為
(
目
指
す
べ
き
理
想
)
で
は
な
く
、
経
済
的
・
社
会

的
諸
事
実
に
裏
打
ち
さ
れ
た
必
然
的
趨
勢
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
「
空
想
」

で
は
な
く
「
科
学
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
自
己
描
写

が
、
そ
の
前
提
と
な
る
は
ず
の
諸
事
実
の
崩
壊
に
よ
っ
て
も
は
や
維
持
で
き

な
く
な
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
Q
o

コ
l
エ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ

っ
て
彼
自
身
を
含
む
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
は
、
そ
れ
ま
で
「
事
実
の
硬
い

甲
羅
(
円

Z
E
E
P
2
5
一2
3
3
2
)
」
に
覆
わ
れ
て
い
た
平
等
の
理
念
を
白

目
の
下
に
晒
し
、
な
ぜ
そ
れ
が
望
ま
し
い
の
か
を
明
確
に
説
明
す
る
必
要
に

迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
自
ら
が
支
持
す
る
価
値
の
実

現
が
経
済
的
・
社
会
的
必
然
で
あ
る
と
想
定
で
き
た
時
代
に
は
取
り
立
て
て

行
う
必
要
の
な
か
っ
た
、
規
範
的
正
当
化
と
い
う
課
題
に
直
面
し
た
の
で
あ

と
そ
の
展
開

園

辰

也

る
〔
E
E・
3

・
凶

s
d
。

自
ら
の
研
究
対
象
の
推
移
の
背
景
に
関
す
る
以
上
の
説
明
か
ら
う
か
が

え
る
よ
う
に
、
コ
;
エ
ン
は
規
範
的
政
治
哲
学
の
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
た

後
も
社
会
主
義
的
平
等
へ
の
支
持
を
失
わ
な
か
っ
た
〔

p
v
g
Q
8
0
)

可

g
p
g〕
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
彼
は
「
科
学
」
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
し

た
従
来
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
底
に
秘
め
ら
れ
た
理
想
に
忠
実
で
あ
る
た

め
に
、
伝
統
的
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
距
離
を
置
き
、
規
範
的
政
治
哲
学
へ
と

接
近
せ
、
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

だ
が
、
そ
う
し
た
研
究
の
方
向
性
の
重
大
な
変
化
の
後
も
、
コ

i
エ
ン
は

伝
統
的
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
き
た
「
搾
取
」
と
い
う
概
念

に
対
す
る
関
心
を
持
ち
続
け
た
。
例
え
ば
、

(
U
C
F
S
(
-
3
u
)
に
は
次
の
よ
う

な
一
節
が
あ
る
。

学
問
的
な
政
治
哲
学
に
遭
遇
す
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
政
治
的
な
マ

ル
ク
ス
主
義
を
吸
収
し
て
き
た
私
の
よ
う
な
人
間
は
、
自
ら
の
思
考

を
規
定
し
て
い
た
、
不
正
に
関
す
る
あ
る
枠
組
み
を
携
え
て
、
学
問

的
な
政
治
哲
学
の
世
界
に
入
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
枠
組
み
と
は
有
産
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者
た
る
資
本
家
と
無
産
者
た
る
賃
労
働
者
の
関
係
で
あ
り
、
マ
ル
ク

ス
主
義
者
は
v

」
れ
を
不
正
な
搾
取
関
係
で
あ
る
と
見
な
し
て
き
た

〔

n
o
y
oロ
(
目
。
。
凶
)
円
以
・

-
h
F
U

〕。

こ
こ
か
ら
は
、
搾
取
に
対
す
る
問
題
意
識
が
、
政
治
哲
学
へ
の
取
り
組
み
以

降
も
彼
の
思
考
を
規
定
し
続
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
同
書
の
別
の

館
所
で
彼
は
、
自
ら
が
政
治
哲
学
に
労
力
を
注
ぐ
の
は
搾
取
を
根
本
的
な
方

法
で
再
考
す
る
た
め
で
あ
る
と
さ
え
主
張
し
て
い
る
〔
笠
弘
司
・

5
N〕。

そ
れ
で
は
、
彼
は
な
ぜ
、
標
準
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
放

棄
し
、
政
治
哲
学
の
道
を
歩
み
始
め
た
後
も
、
搾
取
と
い
う
枠
組
み
に
こ
だ

わ
り
続
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
等
と
分
配
的
正
義
を

同
一
視
す
る
彼
に
と
っ
て
(
号
正
・
司
・
以
内
O
O
B
O
H
o
-
M
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に

潜
在
す
る
平
等
の
理
念
に
原
理
的
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
必
然
的
に
、
マ
ル

ク
ス
主
義
を
分
配
的
正
義
の
構
想
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
も
意
味
し

た
、
と
い
う
事
情
が
深
い
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
理
念
の
正
義
の
構
想
と
し
て
の
精
微
化
と
い
う
課

題
に
と
っ
て
、
搾
取
概
念
の
検
討
は
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
コ
!
エ
ン
に
よ
れ
ば
、
搾
取
こ
そ
が

マ
ル
ク
ス
主
義
者
を
資
本
主
義
の
不
正
に
対
す
る
非
難
へ
と
向
か
わ
せ
る

上
で
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
概
念
で
あ
り
、
彼
ら
の
正
義
に
関
す
る
立
場

を
最
も
端
的
に
う
か
が
わ
せ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
〔
芝
己
司
・
日
ム
凶
〕
。
彼
の

搾
取
に
関
す
る
見
解
(
搾
取
観
)
は
様
々
な
著
作
に
散
見
さ
れ
、
と
き
に
相

互
の
連
続
性
を
欠
く
よ
う
に
さ
え
見
え
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
、
搾
取
を
構

成
す
る
諾
要
素
の
中
の
何
が
そ
れ
を
不
正
に
す
る
本
質
的
要
因
な
の
か
、
と

い
う
問
い
に
関
す
る
も
の
と
い
う
点
で
一
貫
し
て
い
る
i
i
iた
だ
し
、
そ
の

間
い
へ
の
答
え
は
多
様
で
あ
る

!
l
iこ
と
は
、
彼
が
搾
取
に
関
心
を
寄
せ
続

け
た
理
由
に
関
す
る
上
述
の
理
解
を
裏
づ
け
て
い
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
資
本
主
義
的
搾
取
を
め
ぐ
る
コ

i
エ
ン
の
思
索
に
目

を
向
け
る
こ
と
は
、
分
配
的
正
義
に
関
す
る
彼
の
取
り
組
み
が
い
か
な
る
も

の
で
あ
っ
た
の
か
を
究
明
す
る
上
で
一
定
の
意
義
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ

る

ω。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
き
、
搾
取
の
不
正
を
構
成
す

る
要
因
に
関
す
る
コ
!
エ
ン
の
見
解
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。
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二
つ
の
課
題

コ
i
エ
ン
の
搾
取
観
を
検
討
し
て
い
く
上
で
は
、
次
の
二
つ
の
点
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
先
述
の
と
お
り
、
コ

i
エ
ン
は
自
身
の
搾
取

観
を
様
々
な
個
所
で
提
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
二
疋
の
分
量
を
伴
っ

た
体
系
的
な
も
の
か
ら
断
片
的
な
も
の
ま
で
多
様
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
お

い
て
も
、
言
及
が
な
さ
れ
る
個
所
ご
と
に
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
先
行
研

究
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
点
が
、
搾
取
の
規
範

的
特
徴
を
決
定
づ
け
る
要
国
に
関
す
る
コ

i
エ
ン
の
本
意
が
(
結
局
の
と
こ

ろ
)
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
主
た
る
原
因

で
あ
る
と
言
え
る
〔
〈
5
c窓口∞
(
N
O
E
)

℃・

5
-
〕。



第
二
に
、
コ
i

エ
ン
は
の
O
F
g
(
石
ま
)
に
お
い
て
、
リ
パ
タ
リ
ア
ン
に
よ

る
自
由
資
本
主
義
の
擁
護
の
根
拠
と
な
る
自
己
所
有
権
原
理
が
、
実
は
伝
統

的
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
搾
取
の
訴
え
に
も
潜
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
、

社
会
主
義
的
平
等
の
理
念
に
対
す
る
支
持
と
搾
取
の
訴
え
を
両
立
さ
せ
る

た
め
に
は
、
そ
う
し
た
暗
黙
の
結
び
つ
き
を
絶
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主

張
す
る
が
i
i
l
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
第
四
節
に
お
い
て
詳
述
す
る

l
i、

そ
の
課
題
に
対
す
る
彼
自
身
の
応
答
は
、
(
少
な
く
と
も
)
明
確
な
形
で
は

示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
コ
l

エ
ン
の
搾
取
に
対
す
る
取
り

組
み
は
、
そ
の
内
部
に
不
透
明
な
い
し
不
徹
底
な
要
素
を
抱
え
込
ん
で
し
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
コ

l
エ
ン
と
と
も
に
分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義
を

代
表
す
る
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
、
数
理
経
済
学
者
の
ジ
ョ
ン
・

E
-
ロ
i

マ
l
の
搾
取
理
論
に
関
す
る
先
行
研
究
が
数
多
く
存
在
す
る
一
方
向
マ
コ

i

エ
ン
の
搾
取
観
に
つ
い
て
の
そ
れ
が
わ
ず
か
数
例
に
と
ど
ま
る
の
は
、
こ
れ

ら
の
問
題
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
整
合
的
解
釈
の
難
し
さ
の
た
め
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
コ

l
エ
ン
の
搾
取
観
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
は
、
以
下
の

二
つ
の
課
題
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、

彼
の
搾
取
観
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
い
る
の
か
を
詳
細
に
た
ど
る
と

と
も
に
、
そ
う
し
た
変
遷
に
至
っ
た
背
景
を
コ

i
エ
ン
自
身
の
言
説
に
却
し

て
説
明
し
て
い
く
こ
と
で
、
彼
の
搾
取
を
め
ぐ
る
思
索
の
う
ち
に
混
在
す
る

相
異
な
る
見
方
の
関
に
ニ
疋
の
道
筋
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手

傾
を
踏
む
こ
と
で
は
じ
め
て
、
一
見
、
雑
多
な
見
方
が
相
互
の
脈
絡
を
十
分

に
持
た
な
い
ま
ま
羅
列
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
、
コ

l
エ
ン
の
搾
取
に
関

す
る
諸
言
説
が
、
彼
に
と
っ
て
必
然
的
な
一
連
の
思
索
の
過
程
と
し
て
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
つ
自
は
、
搾
取
を
自
己
所
有
権
原
理
か
ら
切
り
離
す
、
と
い
う
課
題
に

対
す
る
コ

i
エ
ン
自
身
の
応
答
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
う
る
か
に
つ
い

て
、
彼
の
搾
取
に
関
す
る
幾
つ
か
の
断
片
的
な
発
言
を
も
と
に
考
察
し
、
彼

の
立
場
か
ら
許
容
さ
れ
う
る
一
定
の
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う

し
た
解
釈
の
試
み
は
、
コ
!
エ
ン
の
搾
取
を
め
ぐ
る
思
索
の
う
ち
に
見
出
さ

れ
る
一
つ
の
ジ
レ
ン
マ

i
i
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
l
iを
解
消

し
、
そ
の
思
索
の
全
容
を
真
に
整
合
的
な
も
の
と
し
て
提
示
す
る
上
で
不
可

欠
の
課
題
で
あ
る
と
言
え
る
。

管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
コ

l
エ
ン
の
搾
取
観
を
主
題
と
し
た
先
行
研
究

は、

5
2
s
r
(
N
Eふ
)
と
宮
津
(
二

O
一
一
)
の
二
例
の
み
で
あ
る
が
俗
、

そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
二
つ
の
課
題
に
対
す
る
十
分
な
応
答
は

行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
、
ぐ
8
5印

{
目
的

(NOE)
に
つ
い
て
は
、
確
か
に

(USg(-混
∞
)
以
降
の
諸
著
作
に
お
け
る
搾
取
観
の
変
遷
に
関
し
て
二
疋
の

考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
変
遷
を
た
ど
る
上
で
最
も
重
要
な
著

作
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
o
y
g
(
3ま
)
に
お
け
る
搾
取
観
に
つ
い
て
誤
っ
た

理
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
i
l
こ
の
こ
と
は
注

ωに
お
い
て
詳
し
く
説
明

す
る

i
l点
で
、
第
一
の
課
題
に
対
す
る
間
論
文
の
取
り
組
み
に
は
明
白
な

不
備
が
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
宮
津
(
二

O
一
一
)
で
は
、
内
各

g(石
ま
)

に
お
け
る
搾
取
を
め
ぐ
る
議
論
に
関
し
て
適
切
な
理
解
が
提
示
さ
れ
て
い
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る
も
の
の
、
そ
の
他
の
諸
著
作
に
見
出
さ
れ
る
搾
取
観
に
つ
い
て
は
何
ら
検

討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
で
、
同
論
文
も
や
は
り
、
第
一
の
課
題
に
正
面
か

ら
向
き
合
っ
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
さ
ら
に
、
い
ず
れ
の
論
文
に

お
い
て
も
、
上
述
の
第
二
の
課
題
が
関
却
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
コ
!
エ
ン
の
搾
取
観
に
つ
い

て
の
整
合
的
な
解
釈
を
提
示
す
る
試
み
に
と
っ
て
本
来
不
可
欠
な
は
ず
の
、

上
記
の
二
つ
の
課
題
に
関
し
て
、
真
に
有
益
な
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
と

は
一
一
一
一
口
い
難
い
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
そ
の
二
つ
の
課
題
に
対
す
る
応
答
に
主

眼
を
置
き
つ
つ
、
コ
l

エ
ン
の
搾
取
観
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

。。
2
0
コ
(
芯
叫
ω)
と

o
o
Zコ
(
芯
∞
∞
)
に
お
け
る
議
論

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
何
が
搾
取
を
不
正
に
す
る
の
か
(
搾
取
の
規
範
的

強
調
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
)
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
コ
!
エ
ン
の
見
解
は

二
転
三
転
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
搾
取
と
は
ど
う
い
う
事
態
を
指
す
の
か

(
搾
取
の
記
述
的
内
容
は
何
か
)
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
彼
の
理
解
は
一
貫

し
て
い
る
。
そ
の
理
解
に
従
え
ば
、
搾
取
と
は
、
資
本
家
が
労
働
者
を
使
役

す
る
こ
と
で
剰
余
価
値
を
専
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
生

産
物
の
(
価
値
の
ら
)
一
部
が
労
働
者
か
ら
資
本
家
へ
と
一
方
的
に
(
見
返

り
な
し
に
)
移
転
す
る
こ
と
で
あ
る
〔
内
各
g
(
{
混
∞
)
℃
・
出
凶
/
/
n
o
u
g
(
-
3
3

℃
つ
ニ
匂
t
M
O
U
}
u
・コ出〕。

で
は
、
こ
の
専
有
な
い
し
移
転
の
い
か
な
る
側
面
が
不
正
と
い
う
規
範
的

特
徴
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
態
の
ど
こ
に
、

マ
ル
ク
ス
主
義
者
を
資
本
主
義
に
対
す
る
非
難
へ
と
向
か
わ
せ
る
要
因
が

存
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
コ

i
エ
ン
の
初
期
の
見
解
は
、

n
c
y
g
(
一
三
。
)
に
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス

主
義
者
に
よ
る
搾
取
の
訴
え
の
核
心
に
は
、
資
本
家
に
よ
る
専
有
の
対
象
と

な
る
側
値
あ
る
生
産
物
を
作
り
出
す
の
は
(
資
本
家
自
身
で
は
な
く
)
労
働

者
で
あ
る
、
と
い
う
「
非
常
に
明

J

日
な
事
実
(
円
宮
町
営
円
ぞ

oσ
〈

5
5

門
【

H
Z
Y
)
」

が
存
す
る
と
主
張
す
る
〔
内
各

g(一ヨ
3

3
ロ
ふ
ふ
〕
。
つ
ま
り
、
資
本
家
に

よ
る
労
働
者
の
生
産
物
の
一
部
の
専
有
と
い
う
事
態
は
、
全
て
を
生
産
し
た

の
に
そ
れ
を
部
分
的
に
し
か
得
ら
れ
な
い
人
々
が
い
る
一
方
、
全
く
生
産
し

て
い
な
い
の
に
そ
の
一
部
を
得
る
人
々
が
い
る
、
と
い
う
対
照
的
な
状
況
を

合
意
す
る
点
で
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
肉
論
文
が
加
筆
・
修
正
の
上
収
録
さ
れ
た

n
o
y
g
(
}
混
∞
)
に

お
い
て
は
、
上
記
の
明
白
な
事
実
を
搾
取
の
訴
え
の
核
心
に
見
出
す
議
論
が

不
完
全
な
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
事
実
は
、

い
か
に
明
白
で
疑
う
余
地
が
な
い
と
し
て
も
、
労
資
問
問
の
生
産
物
の
移
転
は

生
産
者
か
ら
非
生
産
者
へ
の
移
転
で
あ
る
、
と
い
う
追
加
的
な
情
報
を
搾
取

の
記
述
的
内
容
に
つ
け
加
え
る
に
過
ぎ
ず
、
な
ぜ
そ
れ
が
道
徳
的
に
非
難
さ

れ
る
べ
き
か
に
関
し
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

搾
取
は
不
正
で
あ
る
と
い
う
議
論
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
事
実
に
関
す
る

前
提
で
は
な
く
、
搾
取
の
規
範
的
性
質
に
関
す
る
前
提
な
の
で
あ
る

〔(一
oyα
コ({匂∞∞)七
M
}

凶〕。



コ
!
エ
ン
は
こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
き
、
問
書
で
は
次
の
よ
う
な
議
論
を

展
開
し
て
い
る
。

資
本
家
は
生
産
手
段
を
所
有
し
、
労
働
者
は
そ
れ
を
所
有
し
て
い
な

い
た
め
に
、
資
本
家
は
労
働
者
が
生
産
し
た
も
の
の
価
値
の
一
部
を

取
得
す
る
。
そ
れ
〔
生
産
手
段
の
所
有
の
有
無
〕
が
、
資
本
家
に
利

益
を
も
た
ら
す
よ
う
な
賃
金
に
関
す
る
申
し
出
を
、
労
働
者
が
受
け

入
れ
て
し
ま
う
理
由
で
あ
る
。
搾
取
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
間
い
は
、

し
た
が
っ
て
、
資
本
家
が
現
に
持
っ
て
い
る
よ
う
な
契
約
上
の
力
を

持
つ
こ
と
が
公
正
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
資
本
家
が

生
産
手
段
を
所
有
し
、
労
働
者
が
そ
れ
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と
が

道
徳
的
に
妥
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
資
本
家
の
利
益
は
必
ず
し
も
搾
取

の
所
産
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
も
し
、
そ
う
し
た
契

約
以
前
の
分
配
の
状
況
が
道
徳
的
に
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
搾

取
の
事
例
が
生
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
搾
取
に
関
す
る

間
い
は
、
そ
れ
自
体
を
、
資
本
主
義
下
の
私
有
財
産
の
道
徳
的
地
位

に
関
す
る
問
い
へ
と
収
放
さ
せ
る

EE-
苦
・
出
い
ム

は
引
用
者
に
よ
る
(
以
下
同
様
)
〕
。

文

σ〉

こ
の
一
節
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
か
ら
資
本
家
へ
の
生
産
物
の
移
転
を
、
搾
取

と
し
て
、
つ
ま
り
不
正
な
移
転
と
し
て
見
な
し
う
る
か
否
か
は
、
資
本
家
に

よ
る
生
産
手
段
(
機
械
設
備
な
ど
の
労
働
手
段
と
原
料
な
ど
の
労
働
対
象
を

合
わ
せ
た
も
の
)
の
保
有
が
道
徳
的
に
妥
当
で
あ
る
か
否
か
に
依
存
す
る
。

つ
ま
り
、
搾
取
は
不
正
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
労
資

問
の
生
産
手
段
の
分
配
の
あ
り
方
が
不
正
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ

る
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
コ
!
エ
ン
の
見
解
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
労
働

者
が
自
ら
の
労
働
の
成
果
の
一
部
を
資
本
家
に
譲
渡
す
る
、
と
い
う
契
約
の

下
で
生
産
に
従
事
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
資
本
家
が
生
産
物
の
一
部
を
取
得
で

き
る
の
は
、
前
者
が
生
産
手
段
を
全
く
持
た
な
い
た
め
に
、
そ
れ
を
保
有
す

る
後
者
に
自
ら
の
労
働
力
を
売
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
か

ら
、
労
資
問
の
生
産
手
段
の
保
有
状
況
の
相
違
が
、
両
者
の
間
の
生
産
物
の

一
方
的
な
移
転
を
も
た
ら
す
原
因
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
う
し

た
因
果
関
係
を
通
じ
て
、
前
者
の
道
徳
的
性
質
が
後
者
へ
と
引
き
継
が
れ
る
、

と
コ

i
エ
ン
は
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
仮
に
資
本
家
に
よ
る
生
産
手
段
の

保
有
が
道
徳
的
に
正
当
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
が
そ
の
(
正
当
な
)
優
位
性

を
活
用
し
て
、
自
ら
に
有
利
な
契
約
を
労
働
者
と
の
関
で
結
び
、
そ
れ
に
基

づ
い
て
生
産
物
の
一
部
を
専
有
す
る
こ
と
も
ま
た
、
道
徳
的
に
何
ら
不
当
な

こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
議
論
が
成
立
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

彼
は
引
用
個
所
の
末
尾
に
お
い
て
、
搾
取
の
規
範
的
性
質
に
関
す
る
間
い
は
、

生
産
手
段
の
分
配
の
道
徳
的
正
当
性
に
関
す
る
間
い
へ
と
還
元
さ
れ
る
、
と

さ
え
主
張
す
る
。

以
上
の
議
論
か
ら
、
労
資
問
の
生
産
物
の
移
転
を
不
正
な
搾
取
と
見
な
す

た
め
に
は
、
そ
の
移
転
に
先
立
つ
生
産
手
段
の
分
配
の
あ
り
方
が
不
正
で
あ

る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
間
帯
一
一
回
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
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見
解
が
、
断
片
的
か
つ
錯
綜
し
た
形
で
し
か
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
資
本
家
に
よ
る
生
産
手
段
の
保
有
が
不
正
で
あ
る
の
は
、
そ
の
保

有
が
彼
に
対
し
て
、
労
働
者
の
生
産
物
を
部
分
的
に
専
有
す
る
こ
と
を
可
能

に
す
る
た
め
で
あ
る
〔
歪
仏
・
℃
出
出
。
だ
が
、
資
本
家
に
よ
る
生
産
物
の
一

部
の
専
有
が
不
正
で
あ
る
理
由
を
示
す
た
め
に
、
そ
う
し
た
専
有
を
可
能
に

す
る
基
盤
で
あ
る
生
産
手
段
の
所
有
の
不
正
に
着
目
し
な
が
ら
、
そ
の
所
有

が
不
正
で
あ
る
理
由
を
説
明
す
る
際
に
は
、
再
び
専
有
と
い
う
事
態
に
自
を

向
け
る
以
上
の
議
論
は
、
循
環
的
説
明
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
し
て
、
問
書
に
垣
間
見
え
る
こ
の
循
環
性
は
、
搾
取
を
不
正
に
す
る
木

質
的
な
要
因
は
何
か
に
関
す
る
コ
l

エ
ン
の
立
場
を
見
え
づ
ら
く
し
て
い

る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
彼
が
言
う
よ
う
に
、
資
本
家
に
よ
る
専
有
を
不
正

に
す
る
要
因
で
あ
る
(
は
ず
の
)
生
産
手
段
の
分
配
に
お
け
る
不
正
が
、
他

で
も
な
く
そ
の
専
有
(
を
引
き
起
こ
す
傾
向
)
の
せ
い
で
不
正
な
の
だ
と
す

れ
ば
、
搾
取
を
規
範
的
に
特
徴
づ
け
る
真
の
基
盤
は
、
不
正
な
分
配
で
は
な

く
む
し
ろ
専
有
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
生

じ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
円
♀
お
ロ
(
芯
∞
∞
)
に
お

い
て
は
、
搾
取
の
規
範
的
性
質
を
決
定
づ
け
る
根
本
的
な
要
因
が
何
で
あ
る

の
か
に
つ
い
て
明
確
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

。
。
ま
コ
(
芯
包
)
に
お
け
る
議
論

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
次
に
、

(
U
o
y
g
(
一
3u)
の
第
八
章
「
マ
ル
ク
ス
に
お

け
る
搾
取
|
|
搾
取
は
な
ぜ
不
正
か
」
に
お
け
る
搾
取
に
関
す
る
議
論
を
検

討
し
た
い
。
と
い
う
の
も
そ
こ
で
は
、
内
o
y
g
(
{
ゆ
∞
∞
)
に
お
い
て
十
分
な
議

論
が
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
、
搾
取
の
不
正
の
根
本
的
要
因
は
何
か
と
い
う
問

題
に
対
し
て
、
主
題
的
に
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

コ
l
エ
ン
は
こ
の
章
の
冒
頭
に
お
い
て
、
搾
取
に
不
正
を
も
た
ら
す
要
因

と
し
て
、
二
つ
の
有
力
な
候
補
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
労
資

問
の
生
産
手
段
の
不
平
等
な
分
配
と
資
本
家
に
よ
る
労
働
者
か
ら
の
(
強
制

的
な
か
開
)
剰
余
髄
値
の
抽
出
で
あ
る
け

5
0
7
3
(一
志
凶
)
喜
一
3
6
S
。
こ
れ

ら
は
彼
に
よ
れ
ば
、
論
理
的
に
は
独
立
し
た
事
柄
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

生
産
手
段
の
不
平
等
な
分
配
は
、
多
く
の
場
合
、
労
働
者
が
資
本
家
の
下
で

働
く
こ
と
を
、
そ
し
て
資
本
家
に
生
産
物
の
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
余
儀

な
く
す
る
が
、
彼
に
は
依
然
と
し
て
、
資
本
家
の
下
で
働
く
こ
と
を
拒
絶
し
、

死
を
選
ぶ
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
生
産
物
の
移
転

と
い
う
事
態
は
、
生
産
手
段
の
分
配
の
不
平
等
が
あ
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、

50 

暴
力
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
場
合
に
も
起
こ
り
う
る
〔
在
日
仏
・
ち
・

3
小
〕
。
こ
の

よ
う
に
、
両
者
が
論
理
的
に
別
個
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
は
、
不
平
等
な
分
配

を
搾
取
の
不
正
の
線
本
的
要
因
と
見
な
す
見
解
と
、
移
転
そ
れ
自
体
を
そ
う

し
た
要
因
と
捉
え
る
見
解
が
両
立
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
予
備
的
な
議
論
の
上
で
、
コ
ー
エ
ン
は
自
ら
の
搾
取
に
関
す
る
従
来

の
議
論
が
上
の
二
つ
の
見
解
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
こ
と
l
i
iす
で
に

触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
は

n
o
Zロ
(
一
混
∞
)
の
議
論
に
も
見
出
さ
れ
る

i
ー
を
、
つ
ま
り
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
(
よ
う
に
見
え
る
)
こ
と
を
認
め
る



〔↑σE・
h
v

・
3
3
。
し
か
し
彼
は
、
こ
の
矛
盾
が
実
は
、
二
疋
の
条
件
の
下
で

回
避
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
う
。
つ
ま
り
彼
に
よ
れ
ば
、
抽
出
が
不
正
な

の
は
そ
れ
が
不
正
な
分
配
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
見
解
と
、
抽

出
そ
の
も
の
が
一
義
的
に
不
正
で
あ
り
、
資
産
の
分
配
が
不
正
な
の
は
そ
れ

が
不
正
な
抽
出
を
発
生
さ
せ
る
か
ら
だ
、
と
い
う
見
解
の
双
方
が
と
も
に
真

た
り
う
る
の
で
あ
る
〔
F
E・℃・

3
3
。コ

i
エ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
、

因
果
的
原
理
と
規
範
的
原
理
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る

〔在仏・℃

3
3
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
搾
取
の
不
正
の
要
因
に
つ
い
て
考
え

る
際
、
因
果
的
に
根
本
的
な
要
因
と
規
範
的
に
根
本
的
な
要
因
を
分
け
、
生

産
手
段
の
不
平
等
な
分
配
を
前
者
と
見
な
し
、
生
産
物
の
移
転
そ
れ
自
体
を

後
者
と
見
な
す
こ
と
で
、
二
つ
の
見
解
は
両
立
し
う
る
の
で
あ
る
。

極
端
な
事
例
(
す
な
わ
ち
、
労
働
者
が
自
暴
自
棄
に
焔
り
死
を
選
ぶ
こ
と
)

を
除
け
ば
、
生
産
手
段
の
不
平
等
な
分
配
は
、
そ
の
分
配
に
お
い
て
不
利
な

側
に
あ
る
労
働
者
を
、
資
本
家
に
対
す
る
自
ら
の
労
働
の
成
果
の
部
分
的
な

放
棄
へ
と
、
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
搾
取
と
し
て
非
難
す
る
事
態
へ
と

遣
い
込
む
。
こ
こ
か
ら
、
生
産
手
段
の
不
平
等
な
分
配
は
明
ら
か
に
搾
取
を

引
き
起
こ
す
原
因
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
、
因
果
的
に
は
一
次
的
な

不
正
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
移
転
そ
の
も
の
が
規
範
的

に
根
本
的
な
不
正
で
あ
り
、
そ
う
し
た
移
転
を
可
能
に
す
る
が
ゆ
え
に
不
正

で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
生
産
手
段
の
不
平
等
な
分
配
は
規
範
的
に
は
二
次

的
な
不
正
に
と
ど
ま
る
、
と
い
う
見
解
と
矛
盾
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
因

果
的
原
理
と
規
範
的
原
理
の
区
別
に
基
づ
け
ば
、
因
果
関
係
に
お
い
て
生
産

手
段
の
不
平
等
な
分
配
が
そ
の
移
転
に
先
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
規
範
的
に

最
も
根
本
的
な
要
素
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
コ
!
エ
ン
は
、
(
上
記
の
二
つ
の
見
解
を
両
立
さ
せ

る
た
め
に
)
移
転
そ
れ
自
体
こ
そ
が
規
範
的
に
根
本
的
な
不
正
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
、
搾
取
の
不
正
を
構
成
す
る
最
も
基
底
的
な
要
素
で
あ
っ
て
、
生
産

手
段
の
分
配
は
、
因
果
的
に
は
一
次
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
規
範
的

に
は
二
次
的
な
不
正
に
と
ど
ま
る
、
と
主
張
す
る

ω
〔EE・

3
・一

31MCC〕。

搾
取
の
不
正
の
(
規
範
的
に
)
根
本
的
な
要
国
を
移
転
そ
れ
自
体
に
見
出

す
以
上
の

(
U
S
S
(
-
3
3
の
議
論
に
は
、
し
か
し
、
一
つ
の
問
題
が
存
す
る
。

そ
れ
は
、
同
書
の
議
論
が
依
拠
す
る
、
岡
山
果
的
に
一
義
的
で
あ
る
こ
と
と
規

範
的
に
一
義
的
で
あ
る
こ
と
は
相
互
に
独
立
し
た
事
態
で
あ
る
、
と
い
う
想

定
は
、
そ
の
妥
当
性
に
関
す
る
説
明
を
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
l
i実
際
、
同

書
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
説
明
が
全
く
提
示
さ
れ
て
い
な
い
i
l
l
強
い

説
得
力
を
有
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
自
ら
の
主
張
を
導
く
た
め

の
道
具
立
て
と
し
て
、
因
果
的
原
理
と
規
範
的
原
理
の
区
別
を
用
い
る
と
き
、

コ
i

エ
ン
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
支
持
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
あ

る
事
柄
が
因
果
関
係
に
お
い
て
他
の
事
柄
に
先
立
つ
こ
と
は
、
前
者
の
規
範

的
特
徴
が
後
者
の
そ
れ
に
対
し
て
基
底
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
必
然

的
に
伴
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
は
、

そ
れ
自
体
何
の
論
証
も
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
自
明
な
も
の
で
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
考
え
の
対
極
に
あ
る
の
o
y
g
(
芯
∞
∞
)
の

見
解
、
す
な
わ
ち
、
因
果
関
係
に
お
い
て
先
行
す
る
事
柄
の
規
範
的
特
徴
は
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そ
れ
に
付
随
す
る
事
柄
の
規
範
的
特
徴
へ
と
引
き
継
が
れ
る
、
と
い
う
考
え

も
依
然
と
し
て
一
定
の
説
得
力
を
保
持
す
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
因
果
的
二
議
性
と
規
範
的
一
義
性
は
互
い
に
独
立
し
た
事
柄

で
あ
る
、
と
い
う
円
。
宮
丘
一
志
凶
)
の
想
定
は
、
そ
の
妥
当
性
に
関
す
る
議
論

を
欠
く
点
で
、
コ

l
エ
ン
が
期
待
す
る
ほ
ど
の
説
得
力
を
獲
得
し
て
お
ら
ず
、

そ
れ
に
全
面
的
に
依
拠
す
る
問
書
の
議
論
そ
の
も
の
も
ま
た
不
徹
底
な
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
そ
の
議
論
は
、
因
果
的
な
一

義
性
は
規
範
的
な
二
義
性
を
伴
う
が
ゆ
え
に
、
因
果
的
に
一
次
的
で
あ
る
生

産
手
段
の
不
平
等
な
分
配
こ
そ
が
、
規
範
的
に
も
搾
取
の
不
正
の
最
も
根
本

的
な
要
素
で
あ
る
、
と
い
う
内
0
7
8
(
芯
∞
∞
)
の
議
論
を
完
全
に
排
除
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
コ

i
エ
ン
は
、
こ
う
し
た
性
急
な
議
論
を
用
い
て
ま
で
、

根
本
的
な
不
正
は
移
転
そ
れ
自
体
で
あ
っ
て
不
平
等
な
分
配
で
は
な
い
、
と

主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
農

民
か
ら
の
土
地
の
強
制
的
収
奪
こ
そ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
出
現
の
歴
史
的

背
景
で
あ
る
、
と
い
う
『
資
本
論
』
第
一
巻
の
説
明
に
対
す
る
、
内
c
y
g
(
石
ま
)

の
次
の
指
摘
が
関
わ
り
を
持
っ
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
強
制
約
な
財
産
没
収
は
、
マ
ル
ク
ス
が
搾
取
と
考
え
る
も

の
の
十
分
条
件
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
必
要
条
件
で
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
々
の
間
で
全
て
の
生
産
手
段
が
平
等

に
分
配
さ
れ
、
し
か
も
自
己
所
有
権
が
引
き
続
き
保
持
さ
れ
た
と
す

れ
ば
、
才
能
、
時
間
選
好
、
危
険
を
受
け
入
れ
る
程
度
の
柁
違
が
異

な
っ
た
成
果
を
も
た
ら
し
、
当
然
の
成
り
行
き
と
し
て
、
あ
る
者
が

他
の
者
を
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
搾
取
的
で
あ
る
と
見
な
す
よ
う
な
条

件
で
雇
用
し
う
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
〔
在
仏
・

3
・-
N
O
B

己。
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こ
こ
で
は
、
た
と
え
生
産
手
段
が
平
等
に
分
配
さ
れ
た
と
し
て
も
、
各
人

に
先
天
的
に
付
与
さ
れ
た
能
力
の
違
い
や
、
余
暇
と
労
働
の
間
の
時
間
配
分

に
関
す
る
異
な
る
選
好
、
さ
ら
に
は
リ
ス
ク
に
対
す
る
態
度
の
相
違
に
よ
っ

て
、
生
産
手
段
の
不
平
等
な
分
配
と
い
う
条
件
下
に
お
け
る
資
本
家
と
労
働

者
の
間
の
状
況
と
非
常
に
似
通
っ
た
状
況
が
発
生
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
節
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
搾
取
と

い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
問
題
化
し
た
事
態
は
、
生
産
手
段
の
不
平
等
な
分
配

と
い
う
条
件
下
に
お
い
て
典
型
的
に
(
最
も
完
全
な
形
で
)
現
れ
る
が
、
各

人
の
能
力
や
選
考
の
違
い
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
生
産
手
段
が
平
等
に
分
配

さ
れ
た
場
面
で
さ
え
(
不
完
全
な
形
で
は
あ
る
が
)
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。

コ
i
エ
ン
が
搾
取
に
対
す
る
考
察
を
深
め
る
中
で
こ
う
し
た
可
能
性
に
思

い
至
っ
た
こ
と
が
、
搾
取
の
規
範
的
強
調
点
を
分
配
の
不
平
等
か
ら
移
転
そ

れ
自
体
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
促
し
た
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ

と
を
以
下
、
説
明
し
た
い
。

こ
の
特
異
な
ケ
i

ス
は
、
生
産
手
段
の
分
配
の
あ
り
方
を
除
け
ば
、
マ
ル

ク
ス
主
義
的
な
不
正
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
問
題
化
さ
れ
る
べ
き
特
徴
を
備

え
て
い
る
と
言
え
る
が
、

(
U
O
F
g
(
芯
∞
∞
)
の
立
場
か
ら
は
何
ら
不
正
な
も
の



で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
ケ

i
ス
で
は
生
産

手
段
が
各
人
に
平
等
に
分
配
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
特
徴
に
お
い
て
典
型

的
な
搾
取
の
事
例
に
い
か
に
類
似
し
て
い
た
と
し
て
も
、
(
リ
cZD(
一
渓
∞
)
の

立
場
か
ら
不
正
を
見
出
し
う
る
余
地
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
上
掲
の
ケ

i
ス
は
、
典
型
的
な
搾
取
の
事
例
に
お

い
て
は
鮮
明
に
な
ら
な
か
っ
た
、
(
け
0
7
8
(
一
。
∞
∞
)
の
搾
取
観
と
不
正
に
関
す

る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
問
題
意
識
そ
の
も
の
の
間
の
軍
離
の
可
能
性
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、

n
c
Zコ
(
}
渓
∞
)
に
示
さ
れ
た

搾
取
観
は
、
搾
取
と
い
う
不
正
の
特
定
の
枠
組
み
を
、
分
配
の
不
正
と
い
う

よ
り
包
括
的
・
一
般
的
な
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に

回
有
の
不
正
に
対
す
る
問
題
意
識
を
解
体
し
て
し
ま
う
傾
向
を
有
す
る
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
独
自
の
問
題
意
識
を
明
確
化
す
る
こ
と

こ
そ
が
、
コ

i
エ
ン
の
搾
取
に
対
す
る
取
り
組
み
を
動
機
ゃ
つ
け
る
目
的
で
あ

っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
傾
向
が
容
認
し
難
い
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
彼
が
移
転
そ
れ
自
体
に
規
範
的
二
義
性
を
見

出
す
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

ωo

四

自
己
所
有
権
原
理
と
搾
取

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た

nsg(}這
凶
)
の
議
論
に
は
、
し
か
し
、
も
う

一
つ
の
問
題
が
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
移
転
そ
れ
自
体
を
搾

取
の
不
正
の
根
本
的
要
国
と
す
る
問
書
の
議
論
が
、
の
oZD(-。
∞
∞
)
に
お
い

て
否
定
さ
れ
た
は
ず
の
、
事
実
的
前
提
か
ら
規
範
的
主
張
を
導
き
出
す
論
法

に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
(
よ
う
に
見
え
る
て
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
労

働
者
か
ら
資
本
家
へ
の
生
産
物
の
一
方
的
な
移
転
と
い
う
事
態
そ
の
も
の

は
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
こ

に
は
何
の
規
範
的
要
素
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
移
転
自
体
が
搾

取
の
不
正
を
構
成
す
る
最
も
根
本
的
な
要
素
で
あ
る
と
言
う
と
き
、
コ

l
エ

ン
は
移
転
と
い
う
事
実
か
ら
直
に
、
搾
取
は
不
正
で
あ
る
、
と
い
う
規
範
的

主
張
を
引
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
批
判
は
的
外
れ
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
マ

ル
ク
ス
主
義
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
生
産
物
の
一
方
的
な
移
転
、
す
な
わ
ち

剰
余
価
値
の
専
有
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
が
、
あ
る
不
正
な
構
造
を
必
然
的

に
伴
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
以
下
、
説
明
し
て
い
く
。

マ
ル
ク
ス
が
提
示
し
た
労
働
価
値
説
に
お
い
て
は
、
商
品
の
価
値
の
大
き

さ
は
、
そ
れ
を
生
産
す
る
た
め
に
社
会
的
に
必
要
と
さ
れ
る
労
働
時
間
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
〔
内
各

g(]混
∞
)
官
M
-
O
〕
。
そ
し
て
、
資
本
主
義
の
下
で

は
労
働
者
の
労
働
力
も
ま
た
一
つ
の
商
品
で
あ
り
、
商
品
で
あ
る
以
上
価
値

を
持
つ
が
、
そ
の
価
値
の
大
き
さ
も
や
は
り
、
そ
れ
を
生
産
す
る
た
め
に
必

要
な
労
働
時
間
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
労
働
力
の
生
産
と
は
、

労
働
者
を
、
労
働
力
を
提
供
で
き
る
状
態
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

労
働
力
の
価
値
は
、
そ
れ
を
所
有
す
る
労
働
者
の
生
存
を
維
持
す
る
た
め
に

費
や
さ
れ
る
諾
財
の
価
値
と
同
義
で
あ
り
、
前
者
の
価
値
の
大
き
さ
は
、
後

者
を
生
産
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
時
間
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
資
本
家
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は
労
働
力
を
購
入
(
労
働
者
を
一
雇
用
)
し
、
そ
れ
を
使
用
す
る
際
、
こ
の
よ

う
に
し
て
決
定
さ
れ
る
労
働
力
の
価
値
の
大
き
さ
と
等
し
い
額
の
賃
金
を

支
払
う
こ
と
に
な
る
写
広
・
官
・
ど
己
。

と
こ
ろ
で
、
労
働
力
と
い
う
商
品
に
は
、
他
の
い
か
な
る
商
品
と
も
決
定

的
に
異
な
る
有
用
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
価
値
を
創
造
す
る
、
あ
る
い
は
価
値

を
高
め
る
と
い
う
有
用
性
で
あ
る
。
こ
う
し
た
有
用
性
の
た
め
に
、
労
働
力

商
品
は
、
そ
の
購
入
者
(
資
本
家
)
が
そ
れ
を
上
手
く
使
用
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
自
体
の
固
有
価
値
以
上
の
価
値
増
殖
を
も
た
ら
し
う
る
。
仮
に
労
働
力

の
価
値
が
(
そ
し
て
資
本
家
が
そ
れ
を
使
用
す
る
た
め
に
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
賃
金
が
)
四
時
間
の
労
働
に
相
当
す
る
と
す
れ
ば
、
資
本
家
は
労

働
者
を
、
例
え
ば
八
時
間
働
か
せ
る
こ
と
で
、
労
働
者
に
支
払
う
賃
金
以
上

の
儲
値
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
手
に
入
れ
ら

れ
た
価
値
こ
そ
が
ま
さ
し
く
剰
余
価
値
で
あ
り
、
よ
り
一
般
的
に
定
義
す
れ

ば
、
そ
れ
は
労
働
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
全
価
値
と
労
働
力
そ
れ
自
体

の
価
値
の
差
額
で
あ
る
〔

E
己
・
℃
・
ピ
己
。

剰
余
価
値
の
発
生
に
関
す
る
上
記
の
例
に
お
い
て
は
、
労
働
者
は
自
ら
の

労
働
時
間
(
八
時
間
)
の
一
部
(
四
時
間
)
に
相
当
す
る
賃
金
し
か
受
け
取

っ
て
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
は
労
働
時
間
の
う
ち
の
半
分
に
つ
い
て
は
、

対
価
と
し
て
賃
金
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
労
働
に
従
事
し
て
い
る
が
、
残
り

の
半
分
は
、
資
本
家
に
利
益
を
与
え
る
た
め
の
無
報
酬
の
労
働
に
従
事
し
て

い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
と
き
彼
の
労
働
時
間
の
半
分
は
、
た
だ
資

本
家
に
奉
仕
す
る
た
め
だ
け
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味

で
、
そ
の
時
間
は
、
彼
自
身
が
同
意
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
本
家

に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
資
本
家
が
労
働
者

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
価
値
の
一
部
を
剰
余
価
値
と
し
て
手
に
入
れ
る

と
き
、
彼
は
同
時
に
、
労
働
者
の
労
働
時
間
の
一
部
を
も
支
配
し
て
い
る
と

言
え
る
。
別
言
す
れ
ば
、
資
本
家
に
よ
る
剰
余
価
値
の
専
有
と
い
う
事
態
は
、

必
然
的
に
、
彼
に
よ
る
労
働
者
の
労
働
時
間
の
「
盗
取
」
と
い
う
事
態
を
伴

っ
て
い
る
の
で
あ
る
お

o
Zロ
(
3
3
)
℃
広
出
〕
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス

主
義
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
資
本
家
に
よ
る
剰
余
伍
値
の
専
有
、
な
い
し
労

資
問
の
生
産
物
の
一
方
的
な
移
転
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
が
、
実
は
、
労
働

時
間
の
「
盗
取
」
と
い
う
不
正
な
構
造
を
必
然
的
に
含
意
し
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
そ
の
移
転
と
い
う
事
態
を
規
範
的
に
二
義
的
な
不
正
と
見
な
す
コ

i

エ
ン
の
見
解
は
、
事
実
か
ら
直
に
規
範
的
特
徴
を
導
く
短
絡
的
な
議
論
に
絶

つ
て
は
い
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
労
働
の
無
償
供
与
に
よ
っ
て
労
働
者
の
労
働
時
間
の
一
部
が
資

本
家
に
従
属
す
る
、
と
い
う
事
態
を
、
労
働
時
間
の
不
正
な
「
盗
取
」
と
捉

え
る
以
上
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
議
論
は
、
コ

i
エ
ン
に
よ
れ
ば
、
あ
る
深

刻
な
帰
結
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
彼
は
ま
ず
、

マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
「
盗
取
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
と
き
、
彼
ら
は
、
労

働
時
間
の
正
当
な
所
有
者
は
労
働
者
自
身
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
に
立
っ
て

い
る
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
労
働
者
に
彼
自
身
の

労
働
時
間
を
管
理
す
る
正
当
な
権
利
が
あ
る
、
と
考
え
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の

一
部
が
資
本
家
に
従
属
す
る
こ
と
を
「
盗
取
」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
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で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
こ
う
し
た
前
提
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

コ
i
エ
ン
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
が
、
労
働
者
に
は
自
ら
の
労
働
力
に
対
す
る
正

当
な
権
利
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
と
い
う
の
も
、
人

が
自
ら
の
労
働
時
間
を
実
質
的
に
管
理
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時
間
の

中
で
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
労
働
力
を
行
使
す
る
か
に
つ
い
て
、
彼
自
身
に
決

定
権
が
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
労
働
者
は
自
ら
の

能
力
の
正
当
な
所
有
者
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
は
、
人
は
自
ら
の
'
身
体
と
そ

の
諸
力
(
と
そ
れ
ら
を
使
用
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
果
実

ω)
に
対
す
る
道

徳
的
に
正
当
で
完
全
に
排
他
的
な
権
利
を
有
す
る
、
と
い
う
自
己
所
有
権
原

理

(
F
E
-
勺

-
S七
・
ご
吋
〕
に
対
す
る
肯
定
を
伴
っ
て
い
る
、
と
コ

l
エ
ン
は

言
う
仙
。
以
上
の
議
論
か
ら
彼
は
、
資
本
家
に
よ
る
剰
余
価
値
の
専
有
と
い

う
事
態
の
裏
側
に
あ
る
構
造
を
、
労
働
者
か
ら
の
労
働
時
間
の
「
盗
取
」
と

し
て
問
題
化
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
議
論
の
背
景
に
は
、
自
己
所
有
権
原

理
へ
の
支
持
が
潜
ん
で
い
る
、
と
結
論
づ
け
る
〔
E
E
3
}
怠
3
3
0
つ
ま

り
、
資
本
家
に
よ
る
専
有
は
必
然
的
に
労
働
者
の
労
働
時
間
の
盗
取
を
伴
う

が
ゆ
え
に
、
そ
れ
自
体
が
搾
取
の
不
正
を
構
成
す
る
根
本
的
な
要
素
で
あ
る
、

と
い
う

noZD(-3凶
)
の
搾
取
観
は
、
実
は
、
自
己
所
有
権
原
理
と
分
か
ち

難
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
リ

o
Zロ
(
芯
ま
)
の
搾
取
観
が
苧
む
こ
う
し
た
帰
結
は
、
平
等
主
義
に
コ
ミ

ッ
ト
す
る
コ
!
エ
ン
に
と
っ
て
容
認
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

自
己
所
有
権
原
理
か
ら
派
生
す
る
、
自
己
の
労
役
や
生
産
物
を
他
人
に
供
与

す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利
は
、
平
等
主
義
的
な
再
分
配
を
否
定
し
、

自
由
放
任
の
資
本
主
義
を
擁
護
す
る
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
議
論
に
お
い

て
、
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
〔
変
色
・
℃
お
七
・
ニ
メ

3
・

ピ凶
lp
℃・
M
M
凶
〕
。
リ
パ
タ
リ
ア
ン
は
、
福
祉
国
家
が
勤
労
者
か
ら
一
律
に
(
つ

ま
り
同
意
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
)
税
を
徴
収
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
対

し
て
、
自
ら
の
労
働
の
成
果
を
他
人
に
差
し
出
す
こ
と
を
強
制
し
て
い
る
点

で
不
正
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
し
か
し
コ

l
エ
ン
は
、
移
転
そ
れ
自
体
に

一
義
的
な
不
正
を
見
出
す
搾
取
観
を
維
持
す
る
限
り
、
こ
の
主
張
に
反
対
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
搾
取
観
自
体
が
、
リ
パ
タ
リ
ア

ン
の
主
張
と
同
一
の
基
盤
に
依
拠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

コ
i
エ
ン
は
こ
う
し
た
問
題
を
踏
ま
え
、
「
福
祉
国
家
が
強
制
す
る
再
分

配
を
非
難
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
と
り
わ
け
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
や
準

マ
ル
ク
ス
主
義
者
〔
自
身
を
含
め
た
分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
〕
と
し
て

我
々
が
推
奨
す
る
い
っ
そ
う
平
等
主
義
的
で
再
分
配
的
な
制
度
を
非
難
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
我
々
は
搾
取
理
論
を
根
本
的
な
方
法
で
再
考
せ
ね

ば
な
ら
な
い
」
〔
E
E
-
H
U
-
-
凶N
〕
と
一
一
=
口
う
。
と
こ
ろ
が
、

noyg(芯
ま
)
に
お

い
て
は
、
ま
た
そ
の
後
の
著
作
に
お
い
て
も
、
自
ら
が
提
起
し
た
こ
の
課
題

に
対
す
る
彼
自
身
の
応
答
は
、
明
確
な
形
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

五

正
当
化
の
共
詞
性
の
欠
如
と
し
て
の
搾
取

コ
i
エ
ン
の
搾
取
に
対
す
る
取
り
組
み
は
、
こ
う
し
て
ジ
レ
ン
マ
に
焔
っ

た
。
と
い
う
の
も
、
搾
取
の
規
範
的
強
調
点
に
関
す
る
二
つ
の
可
能
性
(
生
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産
手
段
の
不
平
等
な
分
配
と
剰
余
価
値
の
専
有
)
は
と
も
に
、
彼
に
と
っ
て

容
認
し
難
い
帰
結
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
0
7
8
(
一
混
。
)
以
降
の

諸
著
作
に
お
い
て
断
片
的
に
語
ら
れ
て
い
る
搾
取
に
関
す
る
幾
つ
か
の
一
一
一
一
向

説
は
、
従
来
の
二
つ
の
可
能
性
の
ど
ち
ら
と
も
異
な
る
搾
取
観
の
存
在
を
示

唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
最
後
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考

察
し
た
い
。

コ
l
エ
ン
は
(
け

oyg(
一
遣
。
)
の
中
で
「
あ
る
人
が
不
当
に
利
用
さ
れ
る
と

き
彼
は
搾
取
さ
れ
て
い
る
(
〉
勺
3
0
三日
2
1
0
5仏
さ

703
戸5
Eニ
ふ
〈
g
g
m
o

z
s一ハ
g
oご
弓
コ
)
」
〔
円
。
}]g(}
お
ゆ
)
勺
き
∞
〕
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ

と
向
じ
内
容
、
が
が
(
汗
〉

を
不
当
に
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
(
宙
伺
安
×
ζ℃立一
zO戸在門江肝コ認∞
ω
日匂宮u足σ2同.∞
8(。}円ロ戸二↑
3
印二円Sω呉片E戸5ロ兵∞
5
F
E肝可円

包〈
gωgロS
∞常0
。え{コ子}y戸己↑弓ヨ)ご」〔〈門リ。

σZ。-又戸A壬(土一匂
3ゆ凶)』℃℃uY.
一5凶
三
一
ニ
〕
と
能
動
態
の
形
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
O

(

門リ。一宮戸尽。
gロ又(-。
3ゆ
凶
)
の
邦
】
訳
訳
は
こ
の
部
分
を
、
(
お
そ
ら
く
)
剰
余
価
値

の
抽
出
に
焦
点
を
当
て
た
搾
取
観
と
関
連
づ
け
る
た
め
に
、
「
人
を
搾
取
す

る
と
は
、
そ
の
人
か
ら
不
公
平
な
利
益
を
得
る
こ
と
で
あ
る
」
〔
松
井
・
中

村
訳
(
二

O
O
五
)
一
頁
〕
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ぷ
件
。
包
〈
伊
豆
諸
。
。
守
が
一
つ
の
熟
語
と

し
て
、
「
〈
好
機
・
事
実
〉
を
利
用
す
る
ヘ
「
〈
無
知
な
ど
〉
に
つ
け
こ
む
」
、

「
〈
人
〉
を
好
き
な
よ
う
に
利
用
す
る
」
な
ど
の
意
味
を
持
つ
v

」
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
断
片
的
な
発
言
に
お
い

て
は
、
資
本
家
に
よ
る
労
働
者
か
ら
の
利
益
の
抽
出
に
焦
点
を
当
て
た
搾
取

観
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
前
者
の
後
者
に
対
す
る
何
ら
か
の
不
当
な
扱
い
に

焦
点
を
当
て
た
搾
取
観
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
剰
余
価
値
を
専
有
す
る
こ
と
以
外
の
い
か
な
る
点
に
お
い
て
、

資
本
家
は
労
働
者
を
「
不
当
に
利
用
」
し
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず

n
o
y
g
(
N
8
5
の
以
下
の
一
節
に

注
自
し
た
い
。

56 

私
〔
こ
こ
で
コ
l

エ
ン
は
自
ら
を
搾
取
さ
れ
る
側
の
当
事
者
に
見
立

て
て
い
る
〕
に
と
っ
て
搾
取
は
不
運
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ

は
私
の
選
択
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

別
の
意
味
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
不
運
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

そ
れ
は
偶
然
に
起
こ
る
も
の
で
は
な
く
、
搾
取
者
の
選
択
に
よ
っ
て

生
じ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

RoZD(NCS)〕。

こ
の
一
節
に
お
い
て
コ

l
エ
ン
は
、
当
事
者
の
一
方
(
労
働
者
)
に
と
っ
て

は
、
自
ら
の
選
択
を
反
映
し
て
い
な
い
完
全
に
非
自
発
的
な
事
態
で
あ
り
な

が
ら
、
他
方
(
資
本
家
)
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
選
択
を
反
映
し
た
意
図
的

な
事
態
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
搾
取
の
問
題
点
を
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、

双
方
の
当
事
者
が
こ
う
し
た
対
照
的
な
状
況
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
い
か
な
る
意
味
で
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

換
言
す
れ
ば
、
両
者
の
境
遇
の
間
に
見
出
さ
れ
る
こ
の
著
し
い
相
違
を
問
題

化
す
る
際
、
コ
i

エ
ン
は
ど
の
よ
う
な
考
え
に
依
拠
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

向。
Z
互い
N
C
C
S

に
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
が
、

彼
方2



向
。

yg(-3N)
に
お
い
て
支
持
す
る
正
当
化
の
共
同
性
(
」
ロ
2
5
3
g
q

8
5
5
2
q
)
」
と
い
う
考
え
が
、
こ
の
問
題
に
一
定
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
コ

i
エ
ン
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー

ル
ズ
の
格
差
原
理
に
基
づ
く
不
平
等
擁
護
論
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
て

い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
才
能
に
恵
ま
れ
た
人
々
に
対
し
て
特
別
な
経
済
的
イ

ン
セ
ン
テ
イ
ブ
を
認
め
る
こ
と
で
、
彼
ら
を
、
社
会
全
体
の
経
済
水
準
の
向

上
に
寄
与
す
る
高
度
に
生
産
的
な
活
動
へ
と
誘
導
す
る
政
策
論
l
i
!
こ
う

し
た
政
策
論
を
コ

i

エ
ン
は
「
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
論
(
は
お

5
2
5
5

2岡戸
5
M
g
C
」
と
呼
ぶ
〔

noyg(}3N)
ち

N三〕
e
l
l
-
を
、
格
差
原
理
に
適

合
す
る
も
の
と
し
て
支
持
す
る
〔

E
三回
(
3
3
)
勺
-
S〕
。
コ

i
エ
ン
は
、
こ

の
政
策
論
が
特
定
の
発
話
者
、
す
な
わ
ち
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
の
恩
恵
を
受
け

る
有
能
な
人
々
自
身
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
場
面
に
着
目
す
る

20FS(-SN)
毛
-
M
は
ー
い
〕
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
論
が
客
観
的
な
形
で
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
あ
た
か
も

所
与
の
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
が
ち
な
有
能
な
人
々
の
選
択
、
つ

ま
り
、
特
別
な
報
酬
が
な
け
れ
ば
自
ら
の
優
れ
た
能
力
を
発
揮
し
な
い
と
い

う
彼
ら
の
選
択
の
妥
当
性
が
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
コ
i

エ

ン
は
詳
細
な
議
論
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
選
択
を
規
範
的
に
正
当
化
す
る
試

み
が
成
功
し
な
い
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
選
択
に
関
す
る
想
定
を
議

論
の
前
提
と
し
て
組
み
込
む
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
論
そ
の
も
の
も
ま
た
、
包
括

的
な
正
当
化
に
失
敗
し
て
い
る
と
論
じ
る

E
σ
E
-
H
U
M
∞。

W
3・凶。アム〕。

そ
し
て
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
プ
論
に
見
出
さ
れ
る
以
上
の
問
題
を
さ
ら
に
強

調
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
、
上
述
の
正
当
化
の
共
同
性
と
い
う
考

え
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
政
策
論
を
正
当
化
す
る
試
み
は
、
そ
こ
で
前
提

と
さ
れ
て
い
る
人
々
の
選
択
や
振
る
舞
い
そ
の
も
の
の
正
当
化
に
も
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
規
範
が
共
有
さ
れ
て
い
る
人
々
の
間
に

存
す
る
共
同
性
で
あ
る
〔
F
E
・
勺
民
N
〕
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
あ
る
政

策
論
に
前
提
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
社
会
の
他
の
成
員
に
一
定
の

影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
選
択
を
行
う
者
は
、
自
ら
の
選
択
の
規
範
的
な
妥
当

性
に
つ
い
て
説
明
す
る
責
任
を
負
う
、
と
い
う
共
通
の
認
識
に
よ
っ
て
結
ぼ

れ
た
人
々
の
関
の
関
係
性
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
関
係
性
の
重
要
さ

は
、
そ
れ
が
欠
如
し
た
社
会
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
そ
こ
で
は
、
諸
々
の
政
策
論
の
包
括
的
な
正
当
化
が
顧
み
ら
れ
な
い

た
め
に
、
そ
れ
ら
に
組
み
込
ま
れ
た
特
定
の
人
々
の
選
択
の
影
響
を
被
る
社

会
の
他
の
成
員
は
、
自
ら
が
関
与
す
る
余
地
の
な
い
、
不
透
明
で
外
在
的
な

要
因
に
よ
っ
て
自
ら
の
境
遇
を
左
右
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
か

ら
で
あ
る
。
コ

l
エ
ン
は
こ
こ
か
ら
、
上
記
の
共
同
性
を
、
社
会
の
民
主
的

な
性
格
を
確
保
す
る
上
で
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
支
持
し
〔

E
F廿
-
M
∞出、

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
論
が
(
包
括
的
な
正
当
化
を
提
供
で
き
な
い
と
い
う
意
味

で
)
こ
う
し
た
共
同
性
と
矛
盾
す
る
点
を
非
難
す
る
〔
在
仏
・

3
N包
ふ
〕
o

no}おロ
(
3
S
)
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
正

当
化
の
共
同
性
と
い
う
考
え
は
、
何
人
も
他
者
の
恋
意
的
な
(
つ
ま
り
自
ら

に
と
っ
て
外
在
的
な
)
選
択
に
よ
っ
て
自
ら
の
境
遇
を
左
右
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
、
そ
し
て
、
他
者
の
境
遇
に
影
'
響
を
及
ぼ
す
選
択
を
行
う
者
は
、
そ
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の
選
択
の
道
徳
的
正
当
性
に
つ
い
て
他
者
に
説
明
す
る
責
任
を
負
う
べ
き

で
あ
る
、
と
い
う
一
連
の
規
範
的
主
張
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
円
。
一
Mg(-3N)に
見
出
さ
れ
る
こ
う
し
た
規
範
的
立
場
に
照
ら
せ
ば
、

内

0
7
0
2
c
o
o
S
に
お
い
て
描
か
れ
た
労
資
問
の
対
照
的
な
状
況
が
、
コ
!
エ

ン
に
と
っ
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
が
正

当
化
の
共
同
性
と
い
う
望
ま
し
い
関
係
性
か
ら
の
黍
離
を
示
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
搾
取
を
被
る
側
の
労
働
者
に
と
っ
て
、

資
本
家
の
選
択
は
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
搾
取
と
い
う
事
態
は
、

自
ら
が
関
与
す
る
余
地
の
な
い
完
全
に
外
在
的
な
事
態
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
そ
う
し
た
「
不
運
」
の
影
響
を
一
方
的
に
被

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
資
本
家
は
自
ら
の
選
択
に
よ
っ
て
搾
取
と

い
う
事
態
を
引
き
起
こ
す
際
、
そ
の
選
択
(
が
も
た
ら
す
結
果
)
を
一
方
的

に
受
容
す
る
だ
け
の
存
在
と
し
て
労
働
者
を
扱
い
、
そ
の
選
択
に
つ
い
て
説

明
責
任
を
負
う
対
象
と
し
て
彼
を
見
な
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
自

己
の
境
遇
に
関
わ
る
選
択
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
搾
取
を
問
題
化
す
る

n
s
g
(
M
0
0
3
の
一
節
は
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
、
正
当
化
の
共
同
性
と
い

う
規
範
的
な
考
え
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
、

n
c
Zコ
(
一
認
申
)
や

n
c
Z
D
(
}
3
3に
お
い
て
示
唆
さ
れ
た
、
不
当
な
扱

い
に
焦
点
を
当
て
た
搾
取
観
の
よ
り
具
体
的
な
内
容
に
関
す
る
一
つ
の
解

釈
と
し
て
、
正
当
化
の
共
同
性
の
欠
如
と
し
て
の
搾
取
と
い
う
見
方
が
提
示

さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

コ
i

エ
ン
の
搾
取
に
関
す
る
幾
つ
か
の
断
片
的
な
議
論
か
ら
導
か
れ
る

以
上
の
見
解
は
、
搾
取
の
不
正
を
構
成
す
る
要
因
に
関
し
て
、
従
来
の
二
つ

の
可
能
性
の
ど
ち
ら
と
も
異
な
る
、
独
立
し
た
論
点
を
形
成
し
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
そ
の
見
解
は
、

{USoD(-33に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
、
搾
取
概

念
と
自
己
所
有
権
原
理
の
分
離
と
い
う
課
題
に
対
す
る
彼
自
身
の
応
答
の

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
一
定
の
有
効
性
を
持
っ
と
思
わ
れ
る
。

58 

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
第
一
節
に
お
い
て
設
定
し
た
一
つ
自
の
課
題
に
つ
い

て
、
第
二
節
か
ら
第
四
節
に
か
け
て
考
察
し
、
二
つ
自
の
課
題
に
関
し
て
は
、

第
五
節
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
コ

i
エ
ン
の
搾
取
を
め
ぐ
る
一
連
の

思
索
に
つ
い
て
の
整
合
的
な
解
釈
を
試
み
た
。

だ
が
、
第
二
の
課
題
に
対
す
る
本
稿
の
取
り
組
み
に
は
、
次
の
よ
う
な
疑

問
が
呈
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
本
稿
の
冒
頭
に
お
い
て
述
べ
た

よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
潜
在
す
る
平
等
の
理
念
の
規
範
的
擁
護
な
い
し

マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
分
配
的
正
義
の
構
想
の
精
激
化
と
い
う
課
題
へ
の
関

心
が
、
コ

i
エ
ン
の
搾
取
に
対
す
る
継
続
的
な
取
り
組
み
を
動
機
ゃ
つ
け
た
理

由
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
正
当
化
の
共
向
性
の
欠
如
に
不
正
を
見
出
す
搾
取
観

は
、
彼
の
本
来
の
関
心
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
た
見
解
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
生
産
手
段
の
不
平
等
な
分

配
の
み
な
ら
ず
、
生
産
物
の
一
方
的
な
移
転
も
ま
た
、
そ
の
規
範
的
特
徴
を

分
配
的
正
義
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
し
う
る
点
で
ー
ー
ー
実
際
、
コ

l
エ
ン
は
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E

七十
Z
Hり

一
l】

l
ご
し
三

一
寸
ノ
寸
ノ

1
4
ね
汁

「
分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
(
一
)
」

富
大
経
済
論
集
』
(
四
一
巻
二
号
)

『
富
山
大
学

三
五
一
二

1
八
三
頁

i
i
i
i
二
O
二
一
年
『
自
由
主
義
と
社
会
主
義
の
規
範
理
論
|

|

1
価
値
理
念
の

マ
ル
ク
ス
的
分
析
|
|
』

大月世一一同居

宮
津
弘

「コ

i

エ
ン
と
ロ

l

マ
i
に
お
け
る
搾
取
概
念
の
一
考

。
年

察
」
『
立
教
大
学

立
教
法
学
』
(
八
三
号
)

九
四
(
)

貝

一一
L勾
ト
」
r
j
一品一ス

づ
l
Hと
H
ド
才
渇

「
搾
取
と
階
級
の
一
般
理
論
」

一一
3
3
-
4
・
六
ム
十

γ
克

4
5
判

H
E
d

，I
1
寸
プ

H'

一
九
九
九
年

f荊

『
ア
ナ
リ
テ
イ
カ
ル
・
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
』

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版

ムハ

1
八
五
頁

「
ア
ナ
リ
テ
イ
カ
ル
・
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
お
け
る
労
働
搾

経
済
学
研
究
』
(
五
六
巻
二
号
)
六
一
ニ

1
九

取二
理 O
論。

完年
海
道
大
学

七
頁

注ω
そ
の
事
実
と
し
て
コ

i
エ
ン
が
挙
げ
る
の
は
、
資
本
主
義
の
下
で
生
産
規
模

が
持
続
的
に
発
展
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
将
来
の
社
会
主
義
革
命
の
主
体
と
な

る
労
働
者
階
級
も
実
力
と
規
模
に
お
い
て
拡
大
を
続
け
る
こ
と
と
、
絶
え
ざ

る
技
術
革
新
に
よ
っ
て
、
自
然
を
人
間
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
に
変
え
る
力

で
あ
る
生
産
力
が
向
上
し
、
将
来
的
に
無
限
の
富
裕
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
の
想
定
が
現
在
に
お
い
て
は
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そ
の
説
得
力
を
失
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
〔
内
各

g(-su)
宅
・
や
斗
〕
。

ω
5
6
5日口出
(
N
ヨ
ム
)
は
、
搾
取
が
、
コ

i

エ
ン
の
初
期
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
関

す
る
取
り
組
み
と
そ
の
後
の
規
範
的
政
治
哲
学
に
対
す
る
取
り
組
み
の
問

-'--
/" 

の
「
概
念
上
の
架
け
橋

(
E
2
0忠
告
吉
出
一

E
身
。
)
」
を
形
成
し
て
い
る
と
指

摘
す
る

2
5
5巴印
(
M
O
E
)

宅-一
2
1
M
〕。

ω
ロ
l

マ
ー
は
、
河
0
2
5亡
率
N)、
H
N
2
5
0
A
3∞
小
)
な
ど
の
著
作
に
お
い
て
、

「
搾
取
と
階
級
の
一
般
理
論

2
0
8
0
5一
百
g
q
o
内向山
ζ
一2
s
gロ
自
己

(
一
一
戸
山
田
)
一
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
搾
取
理
論
を
提
示
し
て
お
り
、
そ
の
理
論
に

関
す
る
研
究
と
し
て
、
玄
白
て
2
・
(
日
遺
品
)
、
青
木
(
二

O
O
一
)
、
一
長
松
(
二

O

一
一
)
、
松
井
(
一
九
九
五
)
、
宮
津
(
二

O
一
二
、
吉
原
(
一
九
九
九
)
、

同
(
二

O
O六
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ω
そ
の
也
、
松
井
(
二

O
二
一
)
の
第
四
章
第
四
節
「
搾
取
論
」
で
は
、
コ
ー

エ
ン
の
搾
敢
に
関
す
る
考
察
が
最
も
体
系
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
個
所
で

あ
る
、

n
o
Z
D
(
一
這
凶
)
の
第
八
章
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
目
的

は
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
主
義
思
想
と
自
己
所
有
権
原
理
の
関
係
に
関
す
る
コ



ー
エ
ン
の
言
説
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
搾
取
観
そ
の
も
の
が
検
討

の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ω
コ
l
エ
ン
は
(
リ
0
7
8
(
{
2
5
に
お
い
て
、
個
々
の
資
本
家
は
生
産
物
の
価
値

の
一
部
を
専
有
す
る
の
で
あ
り
、
資
本
家
階
級
全
体
を
対
象
に
し
た
と
き
に

は
じ
め
て
生
産
物
の
一
部
の
専
有
と
い
う
表
現
が
妥
当
す
る
と
指
摘
す
る

が
〔
noyg(}
ヨ
沼
)
℃
出
也
、

(υ078(-33
で
は
こ
う
し
た
厳
密
な
区
別
は

強
調
さ
れ
な
い
。

ω
コ
i
エ
ン
は
こ
の
第
八
章
全
体
を
通
じ
て
し
ば
し
ば
、
資
本
家
か
ら
労
働
者

へ
の
生
産
物
の
移
転
に
「
強
制
的
」
と
い
う
特
徴
を
つ
け
加
え
て
い
る

R
S
g
(
-
3
U
)
勺・

3
メ
℃

3
P
℃

M
8
2
0
・
〕
。
し
か
し
、
彼
は
問
書
の
別
の

個
所
で
は
、
例
え
ば
他
の
人
々
の
権
利
を
尊
重
す
る
よ
う
強
制
す
る
場
合
の

よ
う
に
、
あ
る
人
が
他
の
人
に
何
か
を
強
制
す
る
こ
と
は
常
に
道
徳
的
に
不

当
な
わ
け
で
は
な
い
、
と
指
摘
し
、
移
転
が
強
制
的
か
否
か
と
い
う
点
そ
の

も
の
は
、
搾
取
の
規
範
的
性
質
を
左
右
す
る
決
定
的
な
要
因
と
は
な
り
え
な

い
と
捉
え
て
い
る
〔
E
E
・℃・

5
0〕
。
ま
た
、
(
一
078({
混
凶
)
に
お
い
て
は
、
こ

う
し
た
強
制
性
の
存
在
自
体
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
労
働

者
階
級
全
体
で
は
な
く
、
個
々
の
労
働
者
の
レ
ベ
ル
に
限
っ
て
言
え
ば
、
彼

ら
に
は
労
働
者
の
位
置
か
ら
抜
け
出
る
た
め
の
手
段
が
一
定
数
確
保
さ
れ

て
お
り
、
資
本
家
に
生
産
力
を
売
る
よ
う
強
制
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い

か
ら
で
あ
る
〔
内
078(
芯∞凶
)
3
5
3
{
〕
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、

(
移
転
の
)
強
制
性
と
い
う
特
徴
を
考
虚
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

ω
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
コ
i

エ
ン
は
こ
れ
ら
の
見
解
の
他
に
、
労
働
者
が
資

本
家
の
指
示
通
り
に
働
く
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
、
と
い
う
も
う
一
つ
の

候
補
を
挙
げ
て
い
る
が

R
S
S
(一事凶)ぢ・

3
也
、
議
論
の
か
な
り
早
い
段

階
に
お
い
て
、
こ
の
第
三
の
候
補
を
「
搾
取
自
体
に
は
密
接
な
関
連
を
持
た

な
い
」
も
の
と
し
て
除
外
し
て
い
る
〔

E
仏℃

}
3
p
o
g
o
s
h
-
。

ω
〈吋
O

広
三
白
色
合
ム
)
は
、
こ
の
内
ovg(}3u)第
八
章
に
お
け
る
議
論
を
、
搾
取

の
「
分
配
パ
ラ
ダ
イ
ム
(
叶
宮
内
出
回
虫
σ
豆〈
OE--a55)
」
に
対
す
る
支
持
を

表
明
し
た
も
の
と
し
て
理
解
し
、
ロ
ー
マ
!
と
の
対
比
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、

そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
〔
〈
円
OCE--山
(
N
2
3
方・

5
3
0
こ
こ
で
い
う
分
配
パ

ラ
ダ
イ
ム
と
は
、
労
資
問
の
生
産
物
の
一
方
的
な
移
転
は
分
配
の
不
正
を
背

景
と
し
て
生
じ
る
場
合
に
、
ま
た
そ
の
場
合
に
限
り
、
搾
取
を
構
成
す
る
、

と
い
う
見
解
の
こ
と
で
あ
る
〔
目
立
丸
・
七
日
己
リ
ガ
・

5
凶
〕
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

確
か
に
コ
i

エ
ン
は
伺
章
に
お
い
て
、
不
平
等
な
分
配
が
菌
果
的
に
は
一
次

的
な
不
正
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
指
し
て
、
間
論
文
が

上
記
の
指
摘
を
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
解
釈
上
の
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、
〈
8
5
0
r
Q
O
一
品
)
に
お
い
て
は
、
分
配
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
因
果
論
的

な
枠
組
み
で
は
な
く
、
搾
取
を
正
義
に
か
な
っ
た
移
転
か
ら
規
範
的
に
区
別

す
る
た
め
の
根
拠
を
分
配
の
不
正
に
見
出
す
見
解
と
し
て
一
貫
し
て
説
明

さ
れ
て
い
る
〔
E
E
・
宅
・
}
出
ふ
〕
。
つ
ま
り
、
間
論
文
に
よ
れ
ば
、
分
配
パ
ラ

ダ
イ
ム
と
は
、
搾
取
に
不
正
と
い
う
特
徴
を
付
与
す
る
規
範
的
な
基
盤
に
関

す
る
枠
組
み
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
各
g
(
-
3
3
の
第
八
章
に
お
い

て
そ
れ
が
支
持
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
罰
論
文
は
、

内
各
g(}
匂
∞
∞
)
と
同
様
、
の
o
y
g
(
-
3
3
に
お
い
て
も
、
不
平
等
な
分
配
に
規
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範
的
な
一
義
性
を
見
出
す
搾
取
観
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
解
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
と
い
う
の

も、

n
o
v
g
(
-
3
3の
当
該
個
所
に
お
い
て
コ

i
エ
ン
は
、
一
方
的
な
移
転
そ

れ
自
体
が
規
範
的
に
一
義
的
な
不
正
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
を
繰
り
返
し
表

明
し
て
お
り
〔

n
s
g
(
-
3
3
℃・

3
P
七

M
g
u
-
u
N
ま
v

日
u
N
O
斗
〕
、
そ
こ
に
は
、

異
な
る
解
釈
を
許
容
す
る
余
地
は
全
く
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ω
さ
ら
に
、

h
o
p
g
(
-
3
3に
は
、
「
生
産
手
段
の
不
平
等
分
配
に
よ
っ
て
生
じ

る
不
正
は
、
よ
り
一
般
的
な
用
語
で
記
述
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
人
が

他
人
か
ら
生
産
物
を
抽
出
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
(
生
産
手
段
の
)

賦
存
が
異
な
る
主
体
が
選
び
う
る
余
暇
と
所
得
の
集
合
と
い
う
用
語
に
よ

っ
て
目
記
述
し
う
る
一
〔
F
E
-
-
u
N
S
〕
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
こ
で
コ
!
エ

ン
は
、
生
産
手
段
の
不
平
等
な
分
配
の
帰
結
と
し
て
生
じ
る
様
々
な
状
況
の

中
に
は
、
生
産
物
の
一
方
的
な
移
転
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
よ
り
も
、

よ
り
一
般
的
な
観
点
(
各
当
事
者
の
余
暇
と
労
働
の
間
の
選
好
に
も
た
ら
さ

れ
る
異
な
る
影
響
)
か
ら
説
明
さ
れ
る
ほ
う
が
妥
当
な
ケ
l
ス
が
存
在
す
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、
こ
う
し
た
ケ
i

ス
を
、
自
ら
が

関
心
を
寄
せ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
不
正
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
る
も
の
で

あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
(
F
E
・
日
H
N
S
〕
。
つ
ま
り
、
こ
の
個
所
に
お
い
て

も
、
生
産
手
段
の
不
平
等
な
分
配
に
規
範
的
な
二
議
性
を
見
出
す
見
解
が
マ

ル
ク
ス
主
義
的
な
不
正
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す
る
傾
向
に
対
す
る
懸
念
が

表
明
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

日
松
井
(
二

O
一
二
)
は
、
コ
i

エ
ン
の
議
論
に
お
い
て
、
自
己
の
身
体
と
諾

力
の
使
用
の
成
果
に
対
す
る
各
人
の
権
利
が
、
自
己
所
有
権
原
理
そ
の
も
の

に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
原
理
か
ら
派
生
す
る
権
利
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
と
指
摘
し
て
い
る
〔
松
井
(
二

O
一
二
)
一
六
頁
〕
。
し
か
し
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(
け

O
F
S
(
-
3
3に
お
い
て
、
内
的
資
産
と
し
て
の
才
能
が
生
み
出
す
収
入
に
対

す
る
権
利
は
、
そ
の
資
産
の
所
有
の
核
心
を
な
す
事
項
で
あ
る
、
と
主
張
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
〔

novoロ
(
-
3
3
℃
-
N
E〕
、
上
記
の
権
利
も

自
己
所
有
権
原
理
そ
の
も
の
の
う
ら
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。

日
コ
i

エ
ン
は
自
己
所
有
権
概
念
そ
の
も
の
と
、
自
己
所
有
権
原
理
(
あ
る
い

は
命
題
)
を
明
確
に
京
一
別
す
る
〔
在
仏
・
℃
・
ご
汗
℃
-
M

。S
。
自
己
の
身
体
と
諸

力
に
対
す
る
権
利
と
し
て
の
告
弓
所
有
権
は
、
リ
パ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
議
論

に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
、
人
は
自
ら
の
身
体
と
諸
力
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を

利
用
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
成
果
に
対
す
る
、
道
徳
的
に
正
当
で
完
全
に
排

能
的
な
権
利
を
有
す
る
、
と
い
う
命
題
を
必
然
的
に
伴
う
わ
け
で
は
な
い
。

と
い
う
の
も
、
自
己
所
有
権
概
念
自
体
に
は
、
そ
の
規
範
的
地
位
や
効
力
の

強
さ
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
及
ぶ
範
囲
に
溺
す
る
言
明
が
何
ら
含
ま
れ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
コ
i
l

エ
ン
は
、
「
自
己
所
有
権
原
理
を
拒
否
す

る
こ
と
は
自
己
所
有
権
の
多
く
を
肯
定
す
る
こ
と
と
両
立
す
る
」
〔
F
E
七

二
三
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
自
己
所
有
権
原
理
が
外
的
資
源
に
対

す
る
私
的
所
有
権
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
著
し
い
不
平
等
を
も
た
ら
す
自
由

放
任
の
資
本
主
義
を
正
当
化
す
る
議
論
を
導
き
、
そ
の
資
本
主
義
の
下
で
一

部
の
不
遇
な
人
々
が
実
質
的
自
由
を
欠
く
状
況
を
も
容
認
し
て
し
ま
う
が



ゆ
え
に
、
そ
の
原
理
は
、
自
律
性
(
実
質
的
な
自
己
統
治
と
い
う
考
え
)
と

矛
盾
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
、
と
批
判
す
る
写
広
・

3
・
3
2
5
N〕
。
し

か
し
、
他
方
で
彼
は
、
「
自
律
性
は
何
ら
か
の
自
己
所
有
権
の
維
持
を
明
ら

か
に
要
詰
し
て
い
る
」

E
E
C
-
℃
ニ
忠
と
言
う
。
こ
こ
か
ら
、
部
分
的
な
(
平

等
の
理
念
と
併
存
し
う
る
)
自
己
所
有
権
は
支
持
す
る
が
、
リ
パ
タ
リ
ア
ン

が
採
用
す
る
普
遍
的
で
完
全
な
自
己
所
有
権
、
す
な
わ
ち
自
己
所
有
権
原
理

は
容
認
し
え
な
い
、
と
い
う
の
が
コ
i
エ
ン
の
自
己
所
有
権
に
関
す
る
立
場

で
あ
る
と
言
え
る
。

(
そ
の
・
た
つ
や

筑
波
大
学
大
学
院

人
文
社
会
科
学
研
究
科
)
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