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経
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念
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成
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発
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i
l第
二
次
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
の
学
説
を
中
心
と
し
て

1
1

一
、
序
論

ご
‘
戦
後
の
経
済
法
観
念
に
つ
い
て
の
学
説

付
ア
イ
ヒ
ラ
ー
の
鋭

。フ
I
バ
ー
の
税

伺

ラ

I
ト
プ
ル
タ
フ
の
説

M
W
a
y
バ
I
ダ
イ
の
説

帥

w

p

y
ト
ナ
ー
の
雛

帥

w
p
y
タ
の
艶

帥
そ
の
他
の
説

豆
、
結
語

一
、
序

論

と

金

子

晃

付

経
済
法
と
い
う
概
念
が
法
学
上
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
で
あ
丸
刈
・
当
時
ド
イ
ツ
に
お

経
梼
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概
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の
成
立
と
発
展
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立
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発
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い
て
は
、
第
一
次
大
戦
中
に
多
数
の
戦
時
立
法
が
制
定
さ
れ
、
ま
た
大
戦
後
に
は
敗
戦
経
済
の
混
乱
を
収
拾
し
、
極
端
な
イ
γ
フ
レ
！
シ
ョ

γ
を

含
む
経
済
構
造
の
危
機
を
打
開
す
る
た
め
に
、
経
済
に
対
す
る
新
し
い
立
法
、
と
り
わ
け
非
常
立
法
が
あ
ら
わ
れ
た
。
さ
ら
に
‘
ワ
イ
マ
l
ル
体

制
下
に
お
い
て
、
社
会
化
立
法
と
い
う
従
来
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
の
と
は
異
な
っ
た
経
済
関
係
に
つ
い
て
の
法
現
象
が
現
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

す
な
わ
ち
大
戦
と
革
命
と
に
よ
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
済
的
一
大
転
換
は
．
従
来
の
法
原
理
で
は
把
握
し
得
な
い
法
現
象
を
生
ぜ
し
め
た
。
ま
ず

大
戦
は
広
汎
な
経
済
的
任
務
の
国
家
へ
の
委
譲
と
個
人
の
経
済
的
自
由
の
圧
倒
的
な
制
限
を
伴
っ
た
。
ま
た
革
命
は
共
同
経
済
の
実
現
を
目
的
と

す
る
活
動
を
招
来
し
た
．
す
な
わ
ち
公
共
的
機
関
へ
の
経
済
的
経
営
の
移
管
は
．
経
済
に
対
す
る
政
治
的
権
力
の
拡
大
を
意
味
し
た
。
か
く
し
て

従
来
の
私
法
的
法
理
の
根
幹
を
な
す
所
有
と
契
約
の
自
由
は
根
底
よ
り
動
揺
せ
し
め
ら
れ
、
こ
こ
に
新
た
に
公
共
的
・
全
体
社
会
的
見
地
か
ら
、

あ
ら
ゆ
る
経
済
的
関
係
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
統
制
経
済
的
ま
た
は
計
画
経
済
的
志
向
に
応
じ
て
、
特
別
な
経
済
法
原
理
が
生
じ
．
こ
れ
を
め
ぐ

っ
て
経
済
法
の
論
議
が
展
開
さ
れ
た
。

経
済
法
の
概
念
を
確
立
す
る
た
め
の
努
力
は
今
日
な
お
続
け
ら
れ
て
い
る
が
．

《

2
》

い
ま
だ
定
説
と
い
わ
れ
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
第
二
次

大
戦
前
お
よ
び
大
戦
後
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
．

ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
我
が
固
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

経
済
法
の
概
念
を
確
定
す
る
こ

と
は
、
経
済
法
学
に
と
っ
て
緊
急
か
つ
最
大
の
課
題
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
後
の
社
会
・
経
済
的
変
革
は
我
が
園
の
従
来
の
学
説
に
か
な
り
の
影
響
を
及
ぼ

EhM＠
す
な
わ
ち
従
来
の
学
説
が
対
象
と
し
て
い

た
経
済
法
的
素
材
が
、
連
合
国
に
よ
る
経
済
民
主
化
政
策
の
も
と
に
、
質
的
な
転
換
を
み
た
わ
け
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
敗
戦
に
よ
る
ヒ

ッ
ト
ヲ

i
体
制
の
全
面
的
崩
壊
、
こ
れ
に
続
く
経
済
上
の
価
値
観
念
の
変
動
に
よ
っ
て
新
た
な
諸
問
題
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
「
経
済
民
主
主
義
」

（

d
g
g宮
崎
雷
鳥

gowgぽ
）
の
裏
づ
け
の
な
か
っ
た
ワ
イ
マ

l
ル
体
制
崩
壊
の
に
が
い
経
験
か
ら
出
発
し
た
「
社
会
的
市
場
経
済
」
〈

g
E
S
F吋写

A
4
V
 

4
1
1沼
宮
崎
む
と
い
う
経
済
体
制
を
成
立
せ
し
め
た
。

そ
こ
に
お
い
て
は
自
由
と
統
制
と
の
間
の
き
わ
め
て
重
要
な
調
整
が
要
求
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
の
新
し
い
経
済
体
制
お
よ
び
経
済
的
素
材
に
直
面
し
て
、
従
来
の
経
済
法
概
念
に
つ
い
て
の
学
説
が
ど
の
よ
う
に
反
省
、
展
開
さ
れ
た
か
、
す



な
わ
ち
ワ
イ
マ

i
ル
体
制
を
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
た
戦
前
の
経
済
法
理
論
が
‘
戦
後
の
新
し
い
体
制
の
下
で
ど
の
よ
う
に
反
省
さ
れ
‘
新
た
な

素
材
を
前
に
し
て
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
か
を
こ
こ
で
検
討
し
、
我
が
闘
に
お
け
る
経
済
法
概
念
確
立
の
た
め
の
手
掛
り
を
得
た
い
と
思
う
。

（

1
〉
『
経
済
法
』
と
い
う
表
現
は
第
一
次
大
戦
前
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
．
一
つ
の
独
立
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
経
済
法
の
概
念
は
、
第
一
次
大
戦
の
終
り
に
現
わ
れ

た
と
い
わ
れ
る
．

h
・
喝
・
出
a
g
S
F
U富
司
答
。
官
界
m
5
5
g
o
w
g
o
r
a昆
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E
u
司
昌
吉
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E
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〉
司
－

E
S
F
唱
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g
E一惇胃
g
v一三
m
m
g
s
o弘
w
o
m
g・
4
阿国

L
u
g－
伊
田
叶
・

（

3
〉
経
梼
民
主
化
の
も
と
に
独
禁
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
．
独
禁
法
を
中
心
と
す
る
経
済
法
概
念
が
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
．

円

4
〉
社
会
的
市
場
経
済
の
基
本
的
特
色
は

ω究
極
の
政
策
目
的
と
し
て
の
自
由
、

ω競
争
秩
序
形
成
政
策
、
間
通
貨
価
値
安
定
政
策
で
あ
る
．
野
間
稔
・
加
藤
寛
編
『
経

揖
政
策
の
型
と
解
明
」
講
座
現
代
の
経
清
政
策
1
拳
照
．
な
お
社
会
的
市
場
経
諦
の
法
的
基
礎
づ
け
に
関
し
て
は
、
ユ
ッ
バ

1
ダ
イ
の
「
社
会
的
市
場
経
済
と
基
京
・
法
』

2
S宮
邑
匂
・
容
号

MS
出

R
w
g町
吉
宮
崎
二
回
仙
の
話
回
忌

g
F
ω
・〉昆・・

g
g〉
が
あ
る
．

~ 

第
二
次
大
戦
の
終
る
ま
で
は
、
経
済
法
概
念
に
つ
い
て
蒐
集
説
、
対
象
説
、
世
界
観
説
、
方
法
論
説
、
比
較
的
お
く
れ
て
経
済
法
の
中
心
概

念
と
し
℃
経
済
統
制
を
お
く
説
が
主
張
さ
れ
た
。
戦
後
の
学
説
検
討
に
必
要
な
限
度
で
‘
以
下
こ
れ
ら
の
学
説
に
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

経
済
生
活
に
関
係
す
る
新
た
な
法
現
象
を
蒐
集
し
て
「
経
済
法
」
と
い
う
集
団
概
念
（
問
。
同
室
内
若
宮
崎
Z
S
の
下
に
ま
と
め
る
考
え
方
が
最
初
は

支
配
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
は
蒐
集
説
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
説
の
主
張
者
と
し
て
は
ず
Z

ス
ト
ホ
ッ
フ
‘

る
こ
と
が
で
き
る
。
グ
エ
ス
ト
ホ
弘
北
は
、
法
的
な
現
象
に
関
し
て
は
、
経
済
的
な
現
象
が
そ
の
前
提
で
あ
り
．
法
秩
序
の
基
礎
に
経
済
秩
序
が

ル
Y
プ、

ヌ
ス
パ
ウ
ム
を
あ
げ

存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
‘
経
済
的
な
見
地
か
ら
法
秩
序
を
体
系
づ
け
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
緩
済
に
関
す
る
法
の
全
体
を
経
済
法
と
し
．
こ

の
経
済
法
に
お
い
て
は
、
経
済
秩
序
に
相
応
じ
た
形
で
法
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
抽
出
さ
れ
て
、
私
経
済
の
法
．
公
経
済
の
法
あ
る
い
は
全
体
経

《

3
v

済
の
法
と
い
う
形
で
区
分
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
ヌ
ス
パ
ウ
ム
は
、
財
政
法
お
よ
び
官
吏
恩
給
法
の
よ
う
．
に
た
だ
間
接
的
に
の

み
国
民
経
演
に
影
響
す
る
規
範
、

あ
る
い
は
民
法
の
大
部
分
の
よ
う
に
本
質
的
に
は
国
民
経
済
を
対
象
と
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
個
人
の
生
活

を
対
象
と
す
る
よ
う
な
規
範
に
対
し
て
、
国
民
経
済
に
直
接
影
響
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
規
範
を
経
済
法
と
し
て
特
色
づ
け
た
．
し
か
し
か
か

経
揖
法
概
念
の
成
立
と
発
展

七

三
一
一
一
八
五
〉
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〉

る
意
味
に
お
け
る
経
済
法
的
規
範
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
域
に
見
曲
さ
れ
る
か
ら
、
ヌ
ス
パ
ウ
ム
は
そ
こ
か
ら
理
論
的
に
有
効
な
経
緯
別
法
の
概
念
が
引
き

出
さ
れ
得
る
か
を
疑
っ
た
．
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
．
実
際
上
の
必
要
が
か
か
る
疑
念
よ
り
も
大
き
か
っ
た
．
と
い
う
の
は
、
経
済
生
活
に
関
す

る
多
数
当
面
の
法
律
問
題
が
、
在
来
の
法
学
の
範
聞
に
お
い
て
、
そ
の
問
題
の
意
味
と
内
的
関
連
に
適
応
し
た
。
処
置
を
見
出
し
得
な
い
か
ら
で
あ

る
・
か
く
し
て
ヌ
兵
バ
ウ
ム
は
、
第
一
次
大
戦
中
お
よ
び
第
一
次
大
戦
後
に
あ
ら
わ
れ
た
経
務
関
係
の
新
し
い
法
規
の
全
体
を
総
括
し
て
経
済
法

と
称
し
た
．
要
す
る
に
こ
れ
ら
の
説
は
．
経
済
に
関
す
る
法
を
単
に
蒐
集
す
る
に
と
ど
ま
り
．
理
論
的
に
有
効
な
経
務
法
の
概
念
を
引
き
出
し
て

独
立
の
法
分
科
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
．
む
し
ろ
、
経
済
生
活
の
多
数
の
重
要
か
っ
当
面
の
問
題
が
．
従
来
の
諸
分
科
の
枠
内

で
は
そ
れ
に
相
応
し
た
取
り
扱
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
実
際
上
の
必
一
畏
か
ら
ま
と
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
内

G
．M

・

蒐
集
説
は
や
が
て
‘
経
済
法
を
そ
の
ま
わ
り
に
集
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
経
済
的
中
心
点
を
得
ょ
う
と
試
み
る
対
象
説
に
移
行
す
る
．

こ
の
立
場
に
は
組
織
化
経
済
に
固
有
な
法
と
し
て
経
済
法
を
と
ら
え
る
説
と
．
企
業
者
の
法
と
し
て
経
済
法
を
と
ら
え
る
説
が
あ
る
．
前
説
に
立

つ
ゴ
ー
ル
ド

γ
？
ミ
掛
か
は
は
、
国
民
経
済
に
関
し
て
区
別
さ
れ
る
私
経
済
ま
た
は
取
引
経
済
と
共
同
経
済
と
を
国
有
な
方
法
で
「
組
織
化
経
済
」

と
い
う
現
象
容
を
お
、
組
織
化
経
済
に
震
な
法
を
経
済
法
と
呼
ん
だ
．
こ
の
ゴ
ー
ル
ド
ご
ミ
ッ
ト
の
見
解
を
変
化
さ
せ
て
へ
ム
メ
ル

レ
は
、
国
家
的
に
統
制
さ
れ
た
経
済
に
固
有
な
法
の
み
を
含
む
法
領
域
を
経
済
法
は
意
味
す
る
と
し
た
。

こ
れ
ら
の
立
場
は
、
資
本
主
義
経
済
社
会
の
一
定
の
発
展
段
階
に
お
い
て
‘
経
済
に
対
し
て
画
家
が
従
来
積
極
的
な
介
入
を
し
な
い
こ
と
を
原

則
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
逆
に
経
済
に
対
し
て
積
極
的
に
介
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
情
が
発
生
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
経
済
が
自
由
競
争
に
よ

っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
独
占
体
の
成
立
に
よ
っ
て
競
争
が
阻
害
さ
れ
、
国
家
に
よ
る
経
済
秩
序
回
復
の
た
め
に
経
済
の
組
織
化

が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
歴
史
的
な
事
実
を
前
提
と
し
て
い
る
．
こ
の
意
味
で
‘
菌
民
経
済
に
お
け
る
組
織
方
面
に
着
眼
し
て
、
経
済

法
を
組
織
化
経
済
に
固
有
な
法
と
す
る
考
え
方
に
歪
つ
て
は
じ
め
て
、
独
立
の
法
分
科
と
し
て
の
経
済
法
の
概
念
が
現
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
．

経
済
一
訟
を
経
済
的
企
業
者
の
法
と
し
て
構
成
し
、
労
働
法
に
比
一
局
さ
せ
た
の
は
カ
ス
ケ

μ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
営
利
行
為
を
営
む
こ
と
を
目
的



と
す
る
法
主
体
の
法
律
関
係
が
経
済
法
の
対
象
で
あ
り
事
経
済
的
企
業
者
に
関
す
る
特
別
法
と
し
て
経
済
法
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
，
こ
の
方
丸

ケ
ル
の
見
解
は
ハ
ウ
九
万
ん
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。
ハ
ウ
九
マ

γ
に
よ
れ
ば
．
取
引
の
領
域
に
お
け
る
行
為
が
、
歴
史
的
に
「
商
法
」
の

は特
、殊

経な
済素
法材
的を
に限
規界
側づ
きけ
るる
柿ミ こ
きと
行に
為導
のい
重た
点よ
はう
取に
ヲ！一
言葉
ぴ経
商済

誌暴
企似

警S
Z実
存密

室 Z-.. (') 

る お
の g
・で 謡

史5: I 
，τ 言
力日 吉
エ雪・

葬3
お忌
よ昆
ぴ！.
借宮

最邑

の
法
が
商
業
的
企
業
の
行
為
の
法
と
同
一
の
権
利
を
要
求
す
る
と
い
う
認
識
へ
と
導
く
と
い
う
＠

こ
の
立
場
に
対
し
て
は
．
経
済
的
企
業
者
は
既
に
早
く
か
ら
存
在
し
て
霊
要
な
意
義
を
有
し
て
き
た
か
ら
．
そ
れ
に
特
有
な
法
を
も
っ
て
経
済

法
と
い
う
新
し
い
法
分
科
を
形
成
す
る
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
反
対
が
な
さ
れ
た
＠
ま
た
企
業
者
概
念
自
体
が
、
最
広
義
の
意
味

に
お
い
て
も
・
経
済
一
法
の
対
象
台
を
形
成
し
て
い
る
多
面
的
な
経
済
現
象
お
よ
び
経
済
の
流
れ
を
滋
み
つ
く
し
て
い
な
い
と
い
う
払
鴨
も
加
え
ら
れ

て
い
る
．

経
済
法
の
本
質
に
関
す
る
見
解
の
第
一
一
一
の
類
裂
は
‘
い
わ
ゆ
る
世
界
観
説
で
あ
る
＠
こ
の
説
は
へ

l
デ
マ

γ
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
見
解
で
あ

る
・
へ

1
デ
吋
uwr

は
、
現
代
に
お
け
る
法
全
体
の
基
調
、
あ
る
い
は
一
般
的
時
代
思
潮
の
反
映
と
し
て
経
済
法
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
．
こ
の
説

は
「
法
分
科
に
か
な
っ
た
経
済
一
法
の
限
界
づ
け
玄

g
e襲撃

g
e〉
寄

gua
宮
ぎ
5
5
5
5
よ
り
も
．
典
型
的
な
特
色
づ
け

官
官

5
3警
E言
V
O
C
E
g
w
S
E
g
a〉
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
、
法
体
系
の
観
点
か
ら
経
一
務
法
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
お
ヘ

結
局
へ
1
デ
マ

γ
に
あ
っ
て
は
、
経
済
法
は
一
八
世
紀
の
自
然
法
と
関
様
に
、
単
一
の
法
域
‘
素
材
、
分
科
と
は
解
さ
れ
ず
、
時
代
の
精
神
的

基
調
、
時
代
精
神
、
世
界
観
と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
．

経
済
的
時
代
精
神
の
現
わ
れ
と
し
て
経
済
法
を
理
解
す
る
立
場
が
、
自
然
法
的
基
礎
に
立
ち
帰
る
の
に
対
し
て
、
経
済
法
に
一
つ
の
方
法
論
的

使
命
を
与
え
る
見
解
、
す
な
わ
ち
方
法
論
説
は
法
社
会
学
か
ら
生
じ
た
．
こ
の
説
は
、
法
社
会
学
の
方
法
の
適
用
を
も
っ
て
経
済
法
で
あ
る
と
し

た
ガ
イ
弘
法
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
方
法
は
対
象
に
よ
っ
て
の
み
要
求
さ
れ
る
‘
そ
れ
ゆ
え
経
済
法
の
対
象
的
理
解
が
是
非

経
済
法
槙
念
の
成
立

ι発
展

七

円ご｝一目ハ七
V



経
務
法
糠
念
の
成
立
と
発
展

七
鴎

（
二
ニ
八
八
）

内

uv

と
も
必
要
で
あ
る
と
の

v
s
・－
Y

フ
ェ
ル
ト
の
き
び
し
い
批
判
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
立
場
も
ま
た
経
済
法
を
単
一
の
法
分
科
と
し
て
認

め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
後
時
の
経
過
と
と
も
に
、
経
済
法
は
＠
宮
＠
向
。
向
。
g
o
g
の
忌
p
o
と
み
な
さ
れ
．
経
済
法
の
体
系
的
地
位
に
つ
い
て
の
学
問
的
論
究
に
対
す

《

B
V

る
関
心
は
し
だ
い
に
薄
れ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
経
済
の
変
動
に
と
も
な
っ
て
．
経
済
法
の
研
究
の
重
点
は
自
由
取
引
経
済
の
原
則
か

ら
の
離
反
を
含
み
、
国
家
に
経
済
の
統
制
を
行
な
わ
し
め
る
規
範
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
為
｝
。
要
す
る
に
国
家
の
経
済
へ
の
介
入
の
増
大
が
、

こ
の
種
の
規
範
に
よ
る
取
締
の
法
的
性
格
お
よ
び
統
一
的
か
つ
法
的
観
点
の
下
に
お
け
る
そ
の
総
括
に
研
究
の
目
標
を
向
け
さ
せ
た
わ
け
で
あ

る
・
か
〈
し
て
ベ
・
・
辺
は
、
経
済
法
の
中
心
概
念
と
し
て
国
家
的
経
済
統
制
、

一
定
の
経
済
政
策
の
意
味
で
の
経
済
秩
序
お
よ
び
こ
れ
と
の
関
連

に
お
け
る
経
済
制
度
を
考
え
た
。
こ
の
説
に
対
し
て
は
ζ
常
に
法
律
的
手
段
な
い
し
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
国
家
の
経
済
へ
の
影
響
を
実
現
す
る
行

政
行
為
の
み
が
問
題
と
さ
れ
、
経
務
統
制
の
現
象
が
全
体
概
念
と
し
て
法
的
に
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
、

ま
た
「
法
律
要
件
お
よ
び
そ
の

作
用
が
相
異
る
一
連
の
立
法
的
あ
る
い
は
行
政
的
な
経
済
へ
の
作
用
が
、
『
経
済
統
制
』
の
標
語
の
下
に
統
括
さ
れ
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
、
経
済
統

制
の
法
に
法
体
糸
的
観
点
の
取
得
を
一
般
的
に
承
認
す
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
と
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
．

《

1
〉
戦
前
の
学
説
に
つ
い
て
は
‘
峯
村
光
郎
・
経
済
法
の
基
本
問
題
二
一
五
頁
以
下
参
照
．
経
済
法
の
中
心
概
念
と
し
て
経
済
統
制
を
主
張
す
る
説
に
つ
い
て
は
ア
イ
ヒ

ラ
1
・
経
済
法
宙
・
国
・
曽

ozp
当時
g一崎
E
g
g－
zme
－
一
一
頁
以
下
参
照
．

〈

2
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回
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E
s
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宮
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客
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密
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S
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4
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V
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Z
富
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E
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P
U
S
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S
O
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F
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昆
S
H
o
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回
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恩
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W

・
O
・－伊

E
・

（

5
〉
同
－

g智
富
善
弘
＠
一
申
告
s
e
S
E
E
S
F
S
M
P
8・
2
N・

内

6
）
国
民
経
済
の
形
態
に
関
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
つ
の
原
理
す
な
わ
ち
取
引
経
済
ま
た
は
私
経
済
の
原
理
と
共
同
経
済
の
原
理
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
取
引
経
済
は
ま
寸
ま

す
規
制
の
下
に
お
か
れ
．
共
同
経
済
は
常
に
重
要
性
を
増
し
て
い
る
。
経
済
法
は
規
制
さ
れ
た
取
引
経
済
と
共
同
経
請
に
対
応
す
る
．
取
引
経
清
の
規
制
は
さ
ま
ざ
ま
の

理
由
か
ら
な
さ
れ
る
が
．
社
会
政
策
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
取
引
経
携
の
規
制
で
は
な
く
．
生
産
の
改
良
に
む
け
ら
れ
た
規
制
が
経
済
政
策
．
従
っ
て
経
済
法
に
と
っ
て



考
察
さ
れ
る
．
要
す
る
に
生
産
改
良
の
た
め
に
規
制
さ
れ
た
取
引
経
済
と
共
同
経
済
を
「
組
織
化
経
済
』
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
経
済
法
は
組
織
化
経
梼
に
固
有
な
法
で
あ

る。

coE習
富
喜
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書
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関
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宮
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S
E
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rz亀

岡

田

magS
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町
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宮
崎
z
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5
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ω同一
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s
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島
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4弔問吋
g
g
h
S
畑
町
籍
軍

ovgogkFa荷
乱
耳
目

n
z
g
v
S
E
R
o
z
E
o
E
a
a
a－
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昆
富
田
崎
色
。
吋
謡
Z喝
容
宮
崎
F
S笥・

な
お
金
沢
教
授
は
‘
こ
の
説
を
機
能
説
と
し
て
説
明
さ
れ
る
．
す
な
わ
ち
国
家
的
に
統
制
さ
れ
る
と
い
う
法
の
機
能
に
関
連
し
て
い
る
点
で
機
能
説
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
る
（
金
沢
良
雄
・
経
済
法
七
頁
参
照
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
問
中
誠
二
教
授
は
‘
国
家
に
よ
る
規
制
と
い
う
こ
と
が
研
究
対
象
の
中
心
に
な
る
と
い
う
意
味

で
対
象
説
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
〔
田
中
誠
二
・
新
版
経
構
法
標
説
－
九
頁
可
対
象
説
の
対
象
と
は
ま
さ
に
経
済
法
の
規
制
す

る
対
象
で
あ
っ
て
研
究
対
象
で
は
な
い
．

〈
叫
岬
〉
回
目
。
冨

o
p
p
p
o
a
伊神仏・

・・・4・
・・・・... 司．

戦
後
の
経
務
法
概
念
に
つ
い
て
の
学
説

前
章
に
お
い
て
第
二
次
大
戦
前
の
経
済
法
学
説
を
簡
単
に
検
討
し
て
き
た
が
、

こ
れ
を
基
礎
に
し
て
戦
後
の
経
済
法
学
説
を
検
討
す
る
こ
と
に

ず
る
。
検
討
の
方
法
と
し
て
は
、
各
種
各
様
の
説
が
主
張
さ
れ
、

経
務
法
概
念
の
成
立
と
発
展

い
く
づ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
、
発
表
さ

七
五

（
二
一
一
八
九
〉



経
済
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念
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成
立
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発
展
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れ
た
年
代
厳
に
検
討
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
と
し
た
．

付

ア
イ
ヒ
ラ
1
の
説

経
済
法
の
体
系
的
研
究
を
戦
後
最
初
に
試
み
た
の
は
ア
イ
ヒ
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
ア
イ
ヒ
ラ
ー
は
従
来
の
説
に
あ
き
た
ら
ず
．
経
済
法
を
分
類
機

能
〈

RHEamggg宮
M
M

塑
留
さ
。
巴

か
ら
概
念
づ
け
よ
う
と
試
み
た
。

ア
イ
ヒ
ラ
ー
は
、
現
代
の
資
本
主
義
経
済
の
特
色
は
、
経
法
制
関
係
の
国
家
的
統
制
に
よ
る
規
制
の
増
大
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
済
へ
の
国
家

の
作
用
に
あ
る
と
ゑ
・
従
っ
て
‘
経
済
法
の
研
究
対
象
の
重
点
を
自
由
取
引
の
原
理
か
ら
の
離
宮
室
、
国
家
に
経
済
の
統
舗
を
行
な
わ
し

直
［
骨
＆
固

め
る
規
範
に
置
く
・
し
か
し
彼
は
‘
経
済
統
制
に
よ
っ
て
経
済
法
の
本
質
に
関
す
る
国
定
し
た
楳
念
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問

視
し
て
い
泌
・

そ
の
理
由
は
．
「
経
済
統
制
の
現
象
が
全
体
概
念
〈

p
g
a
g
a
g
と
し
て
法
的
に
明
確
で
は
な
く
、
法
律
的
手
段
な
い
し
は
こ

『
法
律
要
件
お
よ
び
そ
の
作
用

《

4
v
v

が
相
異
な
る
一
一
還
の
立
法
的
あ
る
い
は
行
政
的
な
経
務
へ
の
作
用
が
、
『
経
済
統
制
』
の
標
語
の
下
に
総
括
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
ヘ

と
こ
ろ
で
ア
イ
ヒ
ヲ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
経
済
法
は
発
展
史
的
に
は
私
法
か
ら
派
生
し
、
や
が
て
法
秩
序
の
全
組
織
に
広
が
っ
て
い
弘

M
Jそ
れ
ゆ

れ
に
基
づ
き
経
済
へ
の
国
家
の
影
響
を
実
現
す
る
行
政
行
為
の
み
が
常
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
り
．

え
4
か
か
る
拡
張
お
よ
び
全
体
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
、
経
済
法
を
一
定
の
法
領
域
あ
る
い
は
一
定
の
経
済
的
観
点
か
ら
評
価
し
よ
う
と
す
る
す
べ

て
の
研
究
は
一
簡
約
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
不
完
全
な
結
果
に
乱

q
」
と
い
う
q

す
な
わ
ち
経
済
的
に
導
入
さ
れ
た
基
本
分
科

3
E
E
Eに

応
じ
た
襲
撃
配
分
の
み
が
、
経
済
法
の
体
系
的
地
位
の
決
定
を
可
能
に
お
」
と
主
張
す
る
。
と
こ
ろ
で
「
経
済
法
の

体
系
的
地
位
を
決
定
す
る
た
め
に
は
全
体
現
象
〈

eggsgvos－EV
の
解
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
個
々
の
経
済
事
象
を
通
じ
て
全

体
現
象
の
解
明
を
行
な
え
ば
．
全
法
秩
序
に
経
済
事
象
が
、
経
済
事
象
。
法
的
規
制
と
い
う
形
で
広
が
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
全
法
素
材

《

8》

へ
の
経
済
の
透
徹
か
ら
、
経
済
法
の
素
材
を
法
体
系
的
に
同
時
に
経
済
体
系
的
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
ヘ

そ
こ
で
ア
イ
ヒ
ラ
ー
は
．

『
経
済
法
の
全
体
的
な
系
統
的
分
類

mPEEs〉
民
間
出
色
理
臣
認
可

こ
の
場
合
ア



イ
ヒ
ラ
i
は
、
『
他
の
体
系
原
理
の
下
に
お
い
て
の
み
規
範
は
本
来
の
出
所
お
よ
び
所
属
と
は
無
関
係
に
同
格
と
さ
れ
る
宍
g
昆
由
民
亀

g包
か
ら
，

向

9
v

規
範
と
基
本
分
科
と
の
結
合
が
指
示
さ
れ
た
綜
合
に
よ
っ
て
破
ら
れ
な
い
」
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
「
経
済
的
に
導
入
さ
れ
た
規

範
の
同
格
化
の
み
が
．
法
秩
序
に
何
ら
の
変
更
を
も
全
く
与
え

h
…
」
か
ら
で
あ
る
と
い
う
．
と
い
う
の
は
法
秩
序
は
法
外
的
区
分
原
理
に
よ
っ

て
破
ら
れ
な
い
か
ら
で
お
・
か
く
し
て
ア
イ
ヒ
ラ
i
は
、
自
ら
の
見
解
を
経
済
法
を
分
類
機
能
（
開

EES号
5
2
5
8
v
か
ら
概
念
づ

け
よ
う
と
す
る
も
の
と
特
色
づ
け
．

か
か
る
見
解
は
ご
つ
の
固
有
な
法
素
材
を
他
の
領
域
と
並
び
存
す
る
『
経
済
法
』
と
い
う
特
別
な
法
素
材

と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
点
で
は
、
ガ
イ
ラ
i
、
ル

γ
フ、

へ
1
デ
マ

γ
の
説
に
近
い
が
、
経
済
精
神
あ
る
い
は
法
社
会
学
的
方
法
か

ら
で
は
な
く
て
、
法
技
術
的
か
つ
経
務
的
に
導
入
さ
れ
た
法
秩
序
の
体
系
化
の
競
合
お
よ
び
重
複
か
ら
出
発
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
区
別
さ
れ

《
盟
》

る
」
と
す
る
．

結
局
ア
イ
ヒ
ヲ
ー
は
、
経
済
法
は
「
古
い
諸
分
科
を
層
を
な
し
て
覆
う
芸
の
新
し
い
法
の
層
に
ち
」
、
「
実
質
的
に
独
立
し
た
素
材
と
し
て

限
界
づ
け
ら
れ

h
…
い
こ
と
を
理
由
尺
法
秩
序
の
中
で
他
の
法
領
域
が
有
し
て
い
る
確
閤
た
る
地
位
を
有
L
b
l
w」
と
す
る
．

「
経
済
法
が
‘

し
か
し
ア
イ
ヒ
ラ
ー
は
、
金
法
秩
序
に
経
済
事
象
が
、
経
務
事
象
の
法
的
規
制
と
い
う
形
で
広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
着
眼
し
て
‘
経
済
法
の
素
材

同
時
に
一
経
済
体
系
的
に
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。

を
法
体
系
的
に
、

い
い
か
え
れ
ば
，

経
済
的
観
点
か
ら
経
済
法
の
素
材
を
体
系
化

し
、
さ
ら
に
こ
れ
と
法
体
系
と
を
綜
合
し
よ
う
と
試
み
た
。

と
こ
ろ
で
『
経
済
の
全
体
現
象
と
法
の
基
本
分
科
と
の
結
合
は
よ
り
す
ぐ
れ
た
方
法
と
し
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
外
磁
的
に
は

『
経
済
』
と
い
う
諮
が
先
頭
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
識
別
さ
ル
泌
」
と
い
う
＠
か
く
し
て
、
「
経
費
組
織
法
、
経
済
行
政
法
、
経
済
刑
法
お
よ

び
経
済
私
法
と
い
っ
た
新
し
い
法
素
材
が
徐
々
に
生
成
し
た
。
こ
れ
ら
は
一
面
に
お
い
て
は
主
要
法
領
域
〈
出
給
同
困
噂
骨

g

他
商
に
お
い
て
は
闘
有
の
特
別
存
在
に
通
じ
る
。
し
か
し
か
か
る
分
類
は
形
式
的
分
類
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
か
か
る
分
類
は
当
該
法
領

域
を
単
に
並
存
さ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
確
か
に
全
法
秩
序
を
、
経
済
の
側
面
か
ら
あ
る
程
度
ま
で
体
系
的
に
展

経
済
法
概
念
の
成
立
と
発
繰

屯
七

〈一一－一丸一
v



経
諦
法
機
念
の
成
立
と
発
展

七．
i¥. 

〈一一一一九二）

関
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
法
秩
序
の
経
済
的
透
徹
が
い
か
に
し
て
．
本
質
的
・
内
的
に
そ
の
効
果
を
発
揮
す
る
か

と
い
う
問
題
が
解
決
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
泌
」
と
し
て
、
ア
イ
ヒ
ラ
i
は
、
私
法
の
基
本
原
理
と
の
関
係
で
議
論
を
進
か
泌
・

以
上
が
ア
イ
ヒ
ラ
l
の
見
解
の
概
略
で
あ
る
，
ア
イ
ヒ
ラ
ー
が
．
現
代
の
経
済
的
特
色
を
経
済
の
画
家
的
統
制
と
し
て
把
え
．
経
済
法
の
研
究

対
象
の
重
点
を
こ
こ
に
置
い
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
以
後
特
に
一
九
二
九
年
の
世
界
恐
慌
以
後
に
お
け
る
資
本
主
義
経
済
組
織
の

自
由
資
本
主
義
か
ら
独
占
資
本
主
義
へ
と
発
展
し
た
が
、

基
本
構
造
は
、

一
た
び
独
占
が
支
配
的
に
な
る
と
、

自
由
資
本
主
義
に
お
け
る
よ
う

な
．
自
由
競
争
と
営
利
欲
と
の
相
反
す
る
力
に
よ
る
価
格
の
自
由
な
変
動
は
行
な
わ
れ
な
く
な
る
。
そ
う
し
て
価
格
の
弾
力
性
が
な
く
な
る
と
‘

か
つ
て
の
よ
う
な
価
格
の
自
由
変
動
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
需
要
と
供
給
と
の
自
動
的
調
節
作
用
も
ま
た
停
止
す
る
。
か
く
し
て
従
来
、
経
済
に
対

し
て
従
属
的
地
位
に
あ
っ
た
隠
家
が
積
極
的
に
経
済
に
作
用
し
、
意
識
的
に
需
給
の
調
節
を
図
る
に
至
る
。
要
す
る
に
自
由
経
済
に
お
い
て
は
．

均
衡
を
維
持
し
あ
る
い
は
均
衡
を
回
復
す
る
モ
メ
γ
ト
が
経
済
組
織
の
内
部
に
備
わ
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
独
占
経
済
に
お
い
て
は
、
内
部
的

に
は
均
衡
の
維
持
あ
る
い
は
回
復
の
自
然
的
モ
メ
γ
ト
が
な
く
‘
し
た
が
っ
て
経
済
組
織
自
体
の
統
制
作
用
を
、
外
部
的
な
統
制
に
よ
っ
て
統
制

す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
．
か
く
し
て
経
済
に
対
す
る
国
家
の
積
極
的
・
指
導
的
な
統
制
は
、

い
ず
れ
も
統
制
立
法
の
形
で
法
律
と
し
て
制
定

さ
れ
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
こ
そ
経
済
法
出
現
の
必
然
性
が
あ
り
．
ま
た
経
済
法
の
拡
大
強
化
さ
れ
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ア
イ
ヒ
ラ

ー
が
‘
経
済
の
国
家
的
統
制
に
経
済
法
の
研
究
対
象
の
重
点
を
置
い
た
こ
と
自
体
は
当
を
得
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
経
済
の
国
家
的
統
制
と
い
う
概
念
は
、
常
に
法
律
的
手
段
な
い
し
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
経
済
へ
の
国
家
の
影
響
を
実
現
す
る
行
政

行
為
の
み
が
問
題
と
さ
れ
、
経
済
統
制
の
現
象
を
全
体
概
念
と
し
て
法
的
に
明
確
化
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
点
を
指
摘
し
て
‘
経
済
法

の
中
心
概
念
と
し
て
経
済
統
制
概
念
を
置
く
こ
と
に
疑
念
を
い
だ
い
た
こ
と
は
ま
さ
に
ア
イ
ヒ
ラ
l
の
卓
見
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
け
だ

し
．
現
代
に
お
け
る
経
済
を
特
徴
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
単
な
る
経
済
過
程
に
対
す
る
国
家
権
力
の
直
接
的
な
関
与
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
国
家
権
力
の
経
済
過
程
に
対
す
る
関
与
が
、
独
占
資
本
主
義
の
一
定
段
階
と
不
可
分
に
結
合
し
て
行
な
わ
れ
る
点
に
あ
る
か
ら
で
払
泌
。
い
い



か
え
れ
ば

F

行
政
権
に
よ
る
経
済
へ
の
関
与
と
い
う
こ
と
は
恥

か
か
る
経
済
体
制
の
作
用
の
顕
現
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か

し
か
し
な
が
ら
ア
イ

ヒ
ヲ
ー
は
．
『
い
ま
我
々
が
関
係
し
て
い
る
全
体
現
象
の
解
明
な
し
に
は
経
済
法
の
地
位
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
．
『
経

済
事
象
の
法
的
規
制
と
い
う
こ
と
で
‘
全
法
秩
序
に
経
済
事
象
が
広
が
っ
て
」
お
り
、
「
そ
れ
ゆ
え
に
‘

経

全
法
素
材
へ
の
経
済
の
透
徹
か
ら
、

済
法
の
素
材
を
法
体
系
的
に
同
時
に
経
済
体
系
的
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
。
こ
の
こ
と
が
彼
を
し
て
経
済
法
を
他
の
法
分
科
と
並
び
存

す
る
独
立
の
法
分
科
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
立
場
へ
と
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。

~§8§§!!!9 ！！！！！！！づな！！
けい
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経
構
法
模
念
の
成
立
と
発
展

g
v
e語
S
H
r－
p
p
p
伊
智
・

（施
V

峯
村
光
郎
教
援
は
．

ζ

の
よ
う
な
経
韓
胴
体
舗
を
統
制
経
梼
と
呼
ぶ
．
統
制
経
済
は
．
独
占
資
本
主
義
の
一
定
の
段
措
に
お
い
て
‘
資
本
に
代
つ
で
国
家
権
力
が
直
接

的
に
経
梼
過
程
に
対
し
統
制
的
に
平
渉
す
る
点
に
お
い
て
自
由
経
済
と
対
立
す
る
ば
か
り
で
な
く
‘
ま
た
独
占
資
本
主
義
そ
の
も
の
と
も
異
る
と
さ
れ
る
．
峯
村
・
経
揖

捺
の
義
本
問
題
六
六
頁
参
照
．

八。
三
一
一
一
九
鴎
〉

(::) 

フ
ー
バ
ー
の
説

ア
イ
ヒ
ラ

i
に
続
い
て
フ
1
パ
ー
が
‘

一
九
五
三
年
に
「
経
済
行
政
法
二
版
」
に
お
い
て
経
済
法
理
論
を
展
開
し
た
。

フ
I
パ
i
は
経
済
法
を

抽
象
的
一
般
的
意
味
に
お
け
る
経
済
法
と
具
体
的
特
別
的
意
味
に
お
け
る
経
済
法
と
に
分
け
た
。

抽
象
的
一
一
般
的
意
味
に
お
い
て
は
、

「
経
済
法

の
下
に
．
経
済
関
係
の
規
制
に
関
係
す
る
法
規
‘
こ
れ
ら
の
法
規
が
普
通
私
法
に
見
い
だ
さ
れ
る
か
、
特
別
経
済
法
規
に
見
い
だ
さ
れ
る
か
は
問

題
で
は
な
い
、
の
全
体
を
理
解
友
J

具
体
的
特
別
的
意
味
に
お
い
て
は
、
「
経
済
法
は
現
代
警
の
経
済
の
法
で
あ
り
．
特
に
現
代
の
産
業
体

制
と
同
格
の
概
念
で
－

L
U」
と
す
る
・
要
す
る
に
『
経
済
法
と
は
、
経
済
に
関
す
る
特
別
法
で
あ
っ
て
、
高
度
に
工
業
化
さ
れ
た
経
済
企
昆
露
呈
巴
T

器
号
喝
町

g
z
cを
基
礎
と
し
て
展
開
す
る
．
経
済
法
は
、
技
術
化
さ
れ
合
理
化
さ
れ
た
集
団
社
会
害
事
言
。

5
の
発
生
に
よ
っ
て
．
社
会
・

経
済
秩
序
の
中
に
現
わ
れ
た
恐
慌
と
矛
盾
の
問
題
を
取
り
扱
う
。
経
済
法
は
．
自
由
と
競
争
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
市
場
経
済
体
制
に
そ
の
基
礎

を
有
し
て
い
る
が
．
工
業
時
代
角
昆
星
号
髭

E
S〉
の
社
会
・
経
済
的
変
化
に
迫
ら
れ
て
、
個
人
の
島
由
と
集
濁
の
拘
束
と
の
間
の
批
判
的
調
整

内

qd’M

を
行
な
う
経
済
の
法
で
あ
る
J

結
局
7
1
パ
ー
は
、
経
済
法
を
叶
自
由
と
拘
束
の
原
理
に
従
っ
て
経
済
の
秩
序
を
得
る
た
め
の
協
調
が
そ
こ
に
反
映
し
て
い
る
限
り
に
お
い

て
．
経
済
に
お
い
て
働
い
て
い
る
力
官
官
官
晶
将
司

5
5喜
妥
結
8
胃
き
）
の
特
別
法
、
要
す
る
に
企
業
者
と
被
用
者
の
特
別
法
」
と
し
て
理

【

a唖
凶

解
し
お
．
と
こ
ろ
で
経
済
法
は
‘
自
由
と
拘
束
の
対
立
か
ら
内
面
的
か
つ
政
治
的
緊
張
を
明
ら
か
に
受
け
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
フ
l
バ
ー
は

経
済
法
を
『
紛
争
を
解
決
す
る
法
」
〈
開
。
昆
野

z
g豆
、
す
な
わ
ち
「
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
力
と
理
念
の
矛
盾
に
際
し
て
‘

ま
た
は
利
益
の
優
先
を
実
現
す
る
法
』
と
し
て
特
色
づ
け
た
。

利
益
の
調
整



そ
こ
で
彼
は
経
済
法
の
体
系
を
．

ω経
済
私
法
、

ω経
済
刑
法
、

ω経
済
訴
訟
法
、

ω経
済
行
政
法
、
朗
経
済
組
織
法
に
分
類
し
‘
経
済
行
政

法
は
個
人
の
自
由
と
集
団
あ
る
い
は
闘
家
の
拘
束
と
の
矛
盾
の
解
決
に
奉
仕
す
る
が
ゆ
え
に
経
済
法
の
核
心
的
領
域
で
あ
る
と
し
て
い

μ＠

フ
i
バ
ー
が
経
済
法
を
．
『
恐
慌
お
よ
び
矛
盾
の
時
期
」
に
対
応
さ
せ
た
ζ

と
は
歴
史
的
に
は
正
当
で
あ
る
。

し
か
し
今
日
の
時
点
か
ら
み
る

と

経
済
法
は
単
な
る
恐
慌
お
よ
び
矛
盾
を
克
服
な
い
し
予
防
す
る
手
段
で
は
な
い
。

経
済
法
は
資
本
主
義
経
済
の
一
定
の
発
展
段
階
を
前
提

と
し
て
、
国
民
経
済
の
全
面
的
均
衡
を
得
た
発
展
、

有
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ふ

μ。

い
い
か
え
れ
ば
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
を
目
的
と
し
、
継
続
的
存
在
を
要
求
す
る
権
利
を

「
自
由
と
拘
束
の
調
整
」
と
し
て
特
色
づ
け
て
い
る
が
、
リ

Y
P
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
単
な
る
法
政
策
的
な
い
し
社
会
的
一
側
面
で
あ
り
‘
経
済
法
に
独
自
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
フ
l
バ
1

内

9
M

は
．
長
い
間
他
の
法
部
門
に
属
し
て
い
た
法
領
域
を
経
済
法
に
含
ま
し
め
て
い
る
・
か
く
し
て
フ
l
パ
i
の
立
場
も
ま
た
経
済
法
を
民
法
、
商
法

フ
i
パ
ー
は
ま
た
経
務
法
を
、

の
よ
う
な
単
一
の
法
分
科
と
し
て
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
上
、
抽
象
的
一
般
的
意
味
に
お
け
る
経
済
法
と
具
体
的
特
別
意
味
に

お
け
る
経
済
法
に
分
け
て
い
る
が
‘
そ
の
分
類
の
論
理
的
必
然
性
の
有
無
を
別
と
し
て
も
、
抽
象
的
一
般
的
意
味
に
お
け
る
経
済
法
は
蒐
集
説
と

同
｝
の
結
果
に
な
り
．
こ
れ
に
対
す
る
批
判
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
．
ま
た
具
体
的
特
別
的
意
味
に
お
け
る
経
済
法
は
、
高
度
に

発
達
し
た
資
本
主
義
経
済
の
法
の
特
徴
を
と
ら
え
て
い
る
と
し
て
も
．
こ
れ
に
従
つ
て
は
経
済
法
と
労
働
法
と
の
区
別
、
お
よ
び
経
済
法
と
行
政

法
と
の
区
別
が
明
ら
か
と
は
な
ら
な
い
。

T
V
M
V
剥－

g
g・
4
g
g宮崎
g
g
g己

ga曙
gvHM・
〉
邑
・
・
盟
－

r
m・
叫
・
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
民
法
の
売
質
、
賃
貸
借
お
よ
び
使
用
貸
借
法
、
信
用
事
業
お
よ
び

信
用
保
証
事
業
法
、
ヱ
事
契
約
お
よ
び
麗
用
契
約
法
．
損
害
賠
償
法
お
よ
び
所
有
権
な
ら
び
に
占
有
法
は
‘
そ
れ
ら
が
経
緯
事
象
お
よ
び
情
況
に
適
用
さ
れ
得
る
か
ぎ

り
．
薦
行
為
法
、
手
形
小
切
手
法
、
特
許
著
作
権
法
お
よ
び
商
事
会
社
法
と
同
様
に
経
務
法
の
一
構
成
部
分
で
あ
る
と
す
る
．
し
た
が
っ
て
‘
か
か
る
抽
象
的
一
般
的
意

味
に

s

お
け
る
経
務
法
は
す
べ
て
の
法
体
系
中
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

《

2
V
骨
量
色
Z
－
p
p
o－－伊
4
・
フ
1
．m
l
は
、
自
由
と
拘
束
の
対
立
こ
そ
が
現
代
経
諦
法
の
運
動
原
理
で
あ
る
と
す
る
．
こ
の
場
合
．
拘
束
す
る
カ
は
社
会
経
済
生
活

の
集
聞
な
ら
び
に
国
家
の
組
繰
に
由
来
す
る
．
そ
し
て
個
人
的
．
集
団
的
な
ら
び
に
国
家
的
要
素
の
多
種
多
様
な
並
存
と
対
立
の
中
に
調
和
と
秩
序
を
形
成
す
る
こ
と
が

経
構
法
概
念
の
成
立
と
発
展

八

2
2九
五
）
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引 ．せ F
所 しグ
お め マ
ょ たに
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最 長
つ

の

要 i
労る
働 l
協 1

の

雲 震
よ
ぴを

経支
営
組 る

織与
等
ii~ る
経
済 そ

を名
倉フ
ま I
し ， 、
め 1

ら’ミ
れ
て経
い済
る法

を

丸

詰
後
半

半

t事

ラ
ー
ト
プ
ル
ヲ
ヲ
の
説

ラ
ー
ト
プ
ル
タ
フ
は
ず
で
に
一
九
二
九
年
に
そ
の
著
「
法
律
学
入
門
」
に
お
い
て
、
経
済
法
を
組
織
化
経
済
の
法
で
あ
る
と
し
か
科
、
戦
後
の

改
訂
艇
に
お
い
て
も
．

吋
経
済
法
は
．

立
法
者
が
経
済
上
の
誇
関
係
を
も
っ
ぱ
ら
直
接
の
当
事
者
間
の
公
正
な
妥
協
と
い
う
見
地
か
ら
の
み
と
り

あ
っ
か
う
態
度
を
す
て
て
‘
主
と
し
て
公
共
の
経
済
的
利
益
、
す
な
わ
ち
経
済
の
生
産
性
な
い
し
経
済
性
と
い
う
見
地
か
ら
こ
れ
を
あ
っ
か
う
よ

う
に
な
る
と
き
、

は
じ
め
て
生
ず
る
．
経
済
法
は
、
国
家
が
経
緯
諸
力
の
自
由
な
発
動
を
純
粋
に
私
法
的
に
保
障
す
る
こ
と
を
や
め
、
む
し
ろ
そ

の
社
会
的
な
運
動
法
則
を
法
規
範
に
よ
っ
て
支
配
し
よ
う
と
つ
と
め
る
と
き
に
生
ず
る
」
と
し
‘
経
済
法
は
「
組
織
さ
れ
た
経
済
の
法
で
あ
り
．

向

qu曹
国

企
業
家
、
労
働
者
t

家
計
な
ど
を
そ
の
対
象
と
す
る
」
と
定
義
し
て
い
る
．

ラ
I
L
r
プ
ル
ヲ
フ
は
．
経
済
法
を
さ
ま
ざ
ま
な
法
分
野
に
応
用
さ
れ
る
あ
ら
た
な
法
思
考
と
し
て
で
は
な
く
、
労
働
法
と
並
ぶ
新
た
な
法
分
野

内

4》

と
し
て
認
め
て
い
れ
る
．
し
か
し
．
ヲ
1
ト
プ
ル
Y

7
の
い
う
『
組
織
さ
れ
た
経
務
』
の
実
体
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
．

ま
た
資
本
主
義
経
済
の
ザ
借
地
の
発
展
段
階
に
生
じ
る
経
済
の
組
織
化
現
象
と
．
あ
る
特
定
の
目
的
遂
行
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
経
済
、
例
え
ば
戦

時
四
億
一
貫
と
の
区
別
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
む
凡
。
両
者
に
筒
有
な
法
が
共
に
経
済
に
属
す
る
の
で
は
な
く
‘
前
者
に
国
有
な
法
の
み
が
経
済
法



h
e
O
M

【

7
v

に
篤
ず
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
・
ラ
l
ト
プ
ル
タ
フ
の
見
解
は
，
ゴ
ー
ル
ド
グ
デ
ミ
ッ
ト
の
流
れ
を
く
む
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
・

《

1
）
伺
昆
可

S
F
回
宮
崎
卸
宵

g句
回
目
品
目
＠
肩
書
宮

dagm宮
宮
崎
F

∞・〉
J

邑－－

S
M
P
伊

8
・

〔

2
〉
本
書
は
、
著
者
ヲ
l
E
F
プ
ル
ッ
フ
の
生
前
に
出
た
最
終
版
ご
九
二
九
年
の
第
八
版
）
を
ラ
1
ト
プ
ル
フ
残
後
、
そ
の
高
弟
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
ヨ
ソ
ラ
I
ト
・
ツ

グ
ア
イ
ガ
ー
ト
会

γ
プ
ル
タ
大
学
教
授
〉
が
．
著
者
自
身
の
遺
志
お
よ
び
P
デ
ィ
ア
未
亡
人
の
依
頼
に
も
と
づ
い
て
．
必
要
な
増
補
改
訂
を
加
え
‘
内
容
を
ア
y
プ
－

a
F
0

・
ヂ
イ
ト
に
し
て
第
九
販
と
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
．
編
者
の
改
訂
の
態
度
は
．
『
も
し
ダ
ス
タ
ー
フ
・
ラ
l
ト
プ
ル
タ
フ
が
今
も
な
お
健
在
で
わ
れ
わ
れ
の

た
め
に
み
ず
か
ら
改
訂
の
筆
を
と
っ
て
く
れ
た
と
仮
定
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
し
か
た
』
で
あ
っ
た
．
第
五
章
『
経
済
法
お
よ
び

労
働
法
』
も
戦
後
の
事
情
。
変
化
を
考
慮
に
入
れ
て
、
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
．
し
た
が
っ
て
戦
後
の
説
と
し
て
取
り
あ
つ
か
う
こ
と
に
し
た
．

《

SV
出

aznF国
首
詮

g
a
z
e＠
g
o
v
z
g
S
E
E－
P
〉昆－－

zs長
S
N塁
側
主
－

E
切
∞
・
碧
海
純
一
訳
・
法
学
入
門
一
二
八
頁
以
下
．

A
4
V

蝿
肩
書
訳
・
前
提
書
一
二
八
頁
．

〈

5
V

た
と
え
ば
第
一
次
大
戦
中
の
経
演
を
徹
底
的
に
組
織
さ
れ
た
経
梼
．
す
べ
て
を
包
摂
す
る
経
済
法
の
様
相
を
鍾
し
た
と
抱
え
て
い
る
．
碧
海
訳
・
前
掲
書
一
二
九
貰
．

《

6
》
平
時
経
普
と
い
い
‘
瞬
時
経
済
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
国
民
経
済
に
お
け
る
需
要
と
供
給
の
持
続
的
調
整
を
目
的
と
す
る
．
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
．

平
時
罷
務
は
専
ら
過
剰
生
産
、
過
少
需
要
の
矛
盾
を
原
因
と
す
る
恐
慌
の
克
服
を
直
接
目
的
と
す
る
の
に
反
し
て
、
戦
時
経
演
は
詞
訪
日
的
の
た
め
．
専
ら
過
剰
需
要
、

遍
少
生
産
の
矛
盾
を
克
服
す
る
こ
と
を
恵
接
目
的
と
す
る
点
で
相
違
す
る
．
し
た
が
っ
て
両
者
は
き
わ
め
て
類
似
し
た
現
象
と
し
て
現
わ
れ
る
．
戦
時
経
連
例
法
も
こ
の
点

で
き
わ
め
て
興
味
あ
る
経
済
法
学
の
研
究
対
象
で
あ
る
．
峯
村
・
義
務
法
講
義
案
一
回
頁
．
正
田
梯
・
経
梼
法
八
九
貰
審
照
．

~ 
回
目

y
バ
ト
ダ
イ
の
鋭

ユ
グ
バ
l
ダ
イ
も
ラ
i
ト
プ
ル
y
フ
同
様
戦
前
か
ら
の
経
済
法
学
者
で
あ
り
、
既
に
経
清
法
は
経
済
生
活
を
規
制
す
る
法
で
あ
る
と
同
時
に
、

経
務
的
諮
素
材
の
新
た
な
考
察
方
法
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
が
ル

μ・
ζ

こ
で
取
り
上
げ
た
論
文
で
も
a
y
パ
i
ダ
イ
は
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い

る
．
す
な
わ
ち
a
y
バ

1
ダ
イ
は
、

「
経
済
の
生
活
力
官
官

E
v
e
n昏
弘
同
宮
内
阿
南
巧
町

g
g
gが
ま
す
ま
す
増
大
し
、
す
べ
て
の
個
人
お
よ
び
社
会

の
生
活
形
式
（
Z
g
g
向。g）

に
深
く
影
響
を
及
ぼ
す
支
配
的
な
も
の
に
ま
で
成
長
し
た
」
と
し
て
、

「
現
代
の
法
の
全
素
材
は
経
済
的
に
ア
タ
セ

γ
ト
付
け
さ
れ
て
い
る
」
と
主
張
す
る
．

そ
の
結
果
と
し
て
、

「
法
の
定
立
、
行
政
お
よ
び
裁
判
は
、
す
べ
て
の
分
野
に
お
い
て
経
務
的
観
点
を

経
締
法
概
念
の
成
立
と
発
展

λ
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2
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独
立
し
て
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
れ

μ＠
以
上
の
事
実
を
前
提
と
し
て
、

一
ッ
パ

i
ダ
イ
は
経
済
法
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い

る
．
『
経
済
法
は
機
能
的
合

g富山
sec
－
な
法
で
あ
り
‘
従
来
の
法
分
科
の
法
と
は
異
な
っ
た
見
通
し
お
よ
び
目
的
か
ら
定
立
さ
れ
る
。
私
法
は
個

人
お
よ
び
社
会
の
法
的
地
位
の
秩
序
づ
け
の
た
め
に
定
立
さ
れ
、
自
己
と
同
等
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
法
共
同
体
の
他
の
主
体
に
対
す
る
関
係
を
規

律
す
る
。
公
法
は
、
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
至
高
の
法
共
同
体
そ
れ
自
体
の
法
律
関
係
並
び
に
相
互
関
係
お
よ
び
構
成
員
を
規
律
す
る
。
私
法

は
同
等
に
秩
序
づ
け
る
と
い
う
観
点
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
公
法
は
上
下
の
秩
序
づ
け
の
観
点
あ
る
い
は
保
護
の
観
点
に
よ
っ
て
基
本
的
に
特
色

づ
け
ら
れ
る
．
経
済
法
に
あ
っ
て
は
‘
私
法
お
よ
び
公
法
的
観
点
が
浮
び
上
が
っ
て
来
る
。
そ
れ
ゆ
え
経
済
現
象
l
l経
済

i
iを
保
護
し
、
そ

の
機
態
の
発
揮
を
可
能
な
ら
し
め
正
し
く
形
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
定
立
さ
れ
た
私
法
お
よ
び
公
法
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
合
目
的
的
か
っ

要
求
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
弓
の
統
一
的
考
察
方
法
で
お
・
」

さ
ら
に
ユ
ッ
パ
！
ダ
イ
は
私
法
お
よ
び
公
法
と
い
う
伝
統
的
法
分
科
は
経
済
法
に
も
妥
当
す
る
と
し
て
経
済
法
を
．

ω経
済
組
織
法
、

ω経
済

私
法
、

ω経
済
行
政
法
、

ω経
済
刑
法
、
附
経
済
手
続
法
、
制
国
際
経
済
法
に
分
類
す
れ
γ

一
定
の
観
点
か
ら
す
る
法
の
蒐
集
お
よ
び
考
察
方
法
で
あ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
、
民
法
、
商
法
と
い
う
よ
う

な
単
｝
の
法
分
科
と
し
て
経
済
法
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ユ
ッ
パ
I
ダ
イ
は
経
務
法
概
念
の
統
一
的
把
握
を
否
定
す
る
。
し
か
し
経

品
ッ
パ
l
ダ
イ
の
こ
の
説
は
‘

済
の
支
配
力
が
ま
す
ま
す
増
大
し
、
総
て
の
法
素
材
は
経
済
的
に
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
経
済
を
保
護
し
そ
の
機
能
の
発
揮
を

可
能
な
ら
し
め
正
し
く
形
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
定
立
さ
れ
た
法
を
経
済
法
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
経
済
法
的
規
範
は
、

全
法
域
に
見
出
さ
れ
、
他
の
法
分
科
と
の
区
別
が
明
確
で
な
い
。
結
局
こ
の
説
は
、
経
済
に
関
す
る
法
を
も
っ
て
経
済
法
で
あ
る
と
し
た
蒐
集
説

と
同
じ
結
果
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ユ
ッ
パ
i
ダ
イ
の
経
済
法
は
、
経
済
関
係
法
規
の
集
積
、
排
列
的
解
説
に
す
ぎ
ず
何
ら
の
中

心
概
念
な
い
し
原
理
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。

τv
言書
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司
即
時
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伸
容
宮
崎
寄
与
件
・
峯
村
光
郎
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経
済
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基
本
問
題
一
周
＝
一
頁
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s
v
a
y
パ
l
ダ
イ
は
．
『
政
治
的
妥
協
．
立
法
の
統
一
的
・
原
則
的
構
想
の
失
敗
、
多
数
の
法
律
の
推
販
の
不
足
お
よ
び
そ
の
他
の
多
〈
の
理
由
が
、

の
統
｝
的
把
握
を
困
難
に
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
合

S
M
g
L－
P

O－－
m・
5
ミ・

経
演
法
の
概
念

e事
リ
ッ
ト
ナ
ー
の
説

比
絞
的
最
近
に

p
y
ト
ナ
i
が
経
済
法
に
つ
い
て
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
リ
ッ
ト
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
在
「
法
学
は
経
済
法
の
た
め
の
議

論
を
ほ
と
ん
ど
続
け
て
い
ιは
・
」
そ
し
て
『
こ
の
こ
と
に
法
体
系
的
考
え
方
に
対
す
る
（
今
日
広
ま
っ
て
い
る
〉
懐
疑
が
表
明
さ
れ
て
い

μ＠」

こ
の
場
合
、
『
個
々
の
法
領
域
（
国
語
喜
怒
ま
〉
を
相
互
に
分
離
し
た
も
の
と
み
‘
す
べ
て
の
法
素
材
を
こ
れ
ら
の
諸
領
域
、
下
位
領
域
等
に
分
割

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
体
系
的
試
み
だ
け
が
疑
う
に
値
及
」
と
い
う
。
ま
た
そ
れ
ら
は
経
済
法
を
体
系
的
に
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
え
そ
の
理
由
は
．
「
経
済
法
の
素
材
は
完
全
に

i
i伝
統
的
に
広
く
す
べ
て
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る

i
iニ
つ
の
主
要
領
域
、

す
な
わ
ち
私

法
と
公
法
の
各
『
部
門
』
に
よ
っ
て
す
で
に
要
求
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
体
系
に
お
い
て
は
所
与
の
法
秩
序
の
系
統
的
分
類
が
問
題

同

a唖一－

な
の
で
あ
っ
て
‘
こ
ま
切
れ
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
リ
ッ
ト
ナ
！
は
、

「
諸
法
領
域
は
分
割
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、

そ
の
一
つ
が
法
秩
序
に
お
い
て
決
定
的
な
一
定
の
法
思
想
に
よ
っ
て
．

え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

か
か
る
法
思
想
が
そ
の
中
に
実
現
さ
れ
て
い
る
規
範
お
よ
び
制
度
を
と
ら

か
か
る
法
思
想
、
す
な
わ
ち
経
済
法
を
支
え
全
体
系
的
分
類
中
に
お
け
る
経
済
法
の
地
位
を
基
礎
ぶ
つ
け
て
い
る
法
思
想
は
次
の
点
に
あ
る
と
し

て
い
る
．
す
な
わ
ち
、
「
法
秩
序
は
経
済
の
流
れ
の
規
制
お
よ
び
そ
の
前
提
を
意
識
的
に
引
き
受
け
る
と
い
久
対
」
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ご
九

世
紀
の
法
は
、
経
済
に
関
す
る
限
り
本
質
的
に
は
、
市
民
法
的
〈
駒
田

tqszgv〉
あ
る
い
は
警
察
法
的
宮
日
凶
器
同
盟
諸
室
町
き
に
考
え
た
が
、
第
一
次

大
戦
以
後
経
済
関
係
そ
の
も
の
の
正
し
い
秩
序
づ
け
と
い
う
別
異
の
思
想
が
現
わ
れ
た
。
国
家
は
、
立
法
‘
行
政
と
同
時
に
経
済
の
正
し
い
秩
序

経
済
法
概
念
の
成
立
と
発
展

凡
五

2
2丸
丸
｝
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7
》

づ
け
と
い
う
責
務
を
負
わ
さ
れ
た
．
要
す
る
に
画
家
が
経
済
法
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
そ
こ
で
リ
ッ
ト
ナ
i
は
結
論
と
し
て
、
「
定
義
の

意
味
で
は
な
く

i
i他
の
す
べ
て
の
法
領
域
に
対
し
て

一
般
的
な
妥
当
性
を
要
求
す
る
定
義
は
理
論
的
に
不
可
能
で
あ
る

i
i単
に
概
念
の
本

十
分
な
解
釈
と
し
て
な
ら
ば
、
経
済
法
は
経
済
を
形
成
し
経
済
の
流
れ
を
規
制
す
べ
き
す
べ
て
の
規
範
の
意
味
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
』
と
主
張
す
る
．

リ
ッ
ト
ナ
ー
は
、

ア
イ
ヒ
ラ

1

．品
ッ
パ

l
ダ
イ
と
同
様
単
一
の
法
分
科
と
し
て
経
済
法
を
認
め
る
こ
と
を
理
論
的
に
否
定
す
る
．
し
か
し
そ

の
理
由
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
．

p
y
ト
ナ
ー
は
国
家
が
経
済
の
読
れ
の
規
制
と
い
う
新
た
な
法
思
想
を
実
現
す
る
規
範
お
よ
び
制
度
を
経

済
法
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
．
こ
の
立
場
は
ユ
ッ
バ
1
ダ
イ
と
同
じ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
．
こ
の
立
場
は
、
新
た
な
法
思
想
を
要

請
し
た
現
実
的
契
機
に
つ
い
て
の
理
解
を
欠
い
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
．

（

1
）
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仲
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リ

y
p
の
説

経
務
法
に
関
す
る
最
も
新
し
い
体
系
番
を
公
け
に
し
た
リ

y
p
は、

「
経
済
法
に
お
い
て
は
、

一
般
の
利
益
が
個
人
の
利
益
に
対
立
す
る
．

公

酌
剥
益
と
私
的
利
益
ほ
互
に
調
和
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
経
済
法
は
掴
有
の
価
値
判
噺
と
特
別
な
法
技
術
の
方
訟
を
発



廃
さ
せ
、
同
時
に
独
立
し
た
法
学
上
の
分
科
〈

5
5凶
悪
凶
昆
各
国
o
v
g
盟
昆
荏
る
に
な
%
以
」
と
し
て
．
経
済
法
を
独
立
の
法
分
科
と
し
て
認

め
た
去
、
経
済
法
を
「
私
的
営
利
活
動
を
限
界
づ
け
ま
た
統
制
す
る
た
め
の
国
家
的
手
段
の
体
系
で
ら

μ」
と
定
義
す
る
．
リ
γ
F
は
こ
れ
を

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
分
説
お
・

‘、．，，・・4．，E
、
国
家
的
手
段

国
家
は
営
利
追
求
を
一
般
的
あ
る
い
は
個
別
的
に
限
界
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
a

国
家
的
手
段
と
は
要
す
る
に
個
々
の
行
為
あ
る
い
は
一
一
般
的

競
範
で
あ
る
．
基
本
法
一
二
条
に
よ
る
自
由
な
職
業
選
択
の
基
本
権
は
競
争
制
限
行
為
に
対
す
る
法
律
第
一
条
に
お
け
る
カ
ル
テ
ル
禁
止
と
同
様

に
ま
さ
に
経
済
法
に
属
す
る
．
要
す
る
に
経
済
法
に
は
‘
憲
法
、
法
律
、
命
令
‘
統
制
（
行
政
）
行
為
．
単
純
な
行
政
的
取
扱
が
属
す
る
4

(2) 

営
利
活
動

国
家
は
今
回
す
べ
て
の
営
利
活
動
を
限
界
づ
け
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
＠
そ
れ
ら
は
単
に
産
業
活
動
の
み
な
ら
ず
手
工
業
お
よ
び
取
引
を
も

合
む
．
要
す
る
に
経
済
法
は
一
定
の
形
の
営
利
活
動
あ
る
い
は
職
業
を
限
界
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
す
べ
て
の
産
業
と
取
引
に
お
け
る
す

べ
て
の
自
主
的
行
為
を
規
制
す
る
．

限
界
づ
け
お
よ
び
続
制

(3) 

広
く
理
解
さ
れ
た
か
か
る
営
利
活
動
を
国
家
は
経
済
法
に
お
い
て
限
界
づ
け
る
＠
と
こ
ろ
で
す
べ
て
の
人
の
活
動
を
限
界
づ
け
る
一
般
的
限
界

づ
け
は
こ
こ
に
入
ら
な
い
．
刑
法
規
範
と
警
察
規
範
は
除
外
さ
れ
る
．
労
働
法
規
、
な
か
ん
ず
く
労
働
時
間
に
関
す
る
規
定
お
よ
び
労
働
保
護
規

定
に
よ
っ
て
営
利
活
動
を
限
界
づ
け
る
労
働
法
規
は
こ
こ
に
属
す
る
の
で
は
な
く
て
、
労
働
法
と
い
う
固
有
の
分
科
に
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
国

家
は
、
経
済
政
策
的
な
ら
び
に
社
会
的
目
的
を
そ
れ
に
よ
っ
て
追
求
す
る
限
界
づ
け
に
専
念
す
る
。
国
家
の
か
か
る
干
渉
は
営
利
活
動
の
次
の
よ

う
な
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
に
む
け
ら
れ
る
。

ω営
業
の
許
可
．

ω営
業
活
動
の
内
容

最
高
価
格
あ
る
い
は
最
低
価
絡
の
決
定
‘
供
出
命
令
．
購
入

許
可
証
、
も
し
く
は
契
約
締
結
強
制
に
よ
っ
て
国
家
は
営
業
活
動
の
内
容
に
干
渉
す
る
。

ωカ
ル
テ
ル
と
独
占

経
済
法
概
念
の
成
立
と
発
展

私
的
結
合
の
禁
止
あ
る
い
は
行

λ 
七

二
回
O
乙
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概
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政
官
山
げ
の
認
可
に
か
か
わ
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
り
国
家
は
よ
り
高
次
の
段
階
で
経
済
を
統
制
す
る
e

川
開
結
合

国
家
が
経
済
行
政
に
お
い
て
．
任

意
的
も
し
く
は
強
制
的
結
合
．
た
と
え
ば
、
会
議
所
や
開
業
者
団
体
を
作
る
。

国
家
が
営
利
活
動
を
統
制
す
る
こ
れ
ら
四
つ
の
段
階
に
従
っ
て
経
済
法
は
‘

ω職
業
へ
の
許
可
、

ω経
済
統
制
、

ω競
争
制
限
、

ω会
議
所
お

よ
ぴ
団
体
の
西
部
門
に
区
分
さ
れ
る
．

こ
の

p
y
p
の
立
場
は
‘
国
家
の
統
制
に
経
済
法
の
中
心
概
念
を
置
く
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
心
付
。
リ
γ
F
は
統
制
と
い
う
概
念
を
．
私

的
営
利
活
動
に
対
す
る
国
家
の
干
渉
と
い
う
形
で
、
き
わ
め
て
行
政
（
作
用
〉
法
的
に
理
解
し
て
い
記
。
す
な
わ
ち
国
家
に
よ
る
個
人
の
経
済
分
野

に
お
ゆ
る
活
動
範
簡
の
限
界
づ
け
お
よ
び
国
家
の
統
制
手
段
の
種
類
と
範
囲
と
い
う
行
政
行
為
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
経
済
法
の
規
制
対

象
と
し
て
は
、
私
的
営
利
活
動
一
般
を
あ
げ
て
お
り
、
私
的
営
利
活
動
の
い
か
な
る
部
分
が
規
制
の
対
象
と
な
る
か
と
い
う
よ
う
な
形
で
問
題
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
経
済
法
独
自
の
規
制
対
象
の
認
識
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
経
済
法
独
自
の
指
導
原
理
も
明
ら
か
で

《

6》

は
な
い
．

要
す
る
に
、

か
か
る
統
制
概
念
を
も
っ
て
経
済
法
の
統
一
概
念
と
し
た
場
合
．
ま
ず
統
制
即
行
政
作
用
と
し
て
行
政
法
の
一
環
と
み
る
ζ

と
に

傾
き
、
行
政
法
に
対
す
る
経
済
法
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。
次
に
統
制
経
済
に
対
す
る
国
家
の
干
渉
と
漠
然
と
規
定
し
、
そ
れ
を
経
済

法
と
し
た
場
合
、
経
済
政
策
立
法
と
し
て
の
経
済
法
は
、
私
的
経
済
の
中
の
い
か
な
る
部
分
に
対
す
る
経
済
立
法
た
る
か
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い

《

T》

と
の
批
判
が
な
さ
れ
う
る
。

と
こ
ろ
で
経
済
法
生
成
の
社
会
経
済
的
基
礎
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
‘
資
本
主
義
経
済
の
基
本
構
造
が
、
自
由
資
本
主
義
か
ら
独
占
資
本

主
義
へ
と
移
行
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
．
自
由
競
争
に
よ
る
経
済
の
秩
序
づ
け
が
停
止
し
、
こ
れ
に
代
っ
て
、
経
済
の
秩
序
づ
け
の
た
め
に
国
家
に

よ
る
経
済
へ
の
積
極
的
介
入
が
要
請
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
に
よ
る
経
済
統
制
を
経
済
法
の
統
一
概
念
と
す
る
立

場
は
、

一
応
資
本
主
義
経
済
の
高
度
化
現
象
を
前
提
と
し
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
現
象
の
表
商
的
説
明
に
す
ぎ
な
い
。
問
題
は
む
し



ろ
経
済
の
国
家
的
統
制
の
発
生
の
内
在
的
地
盤
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
払
誌
。

い
ず
れ
に
せ
よ
．
国
家
に
よ
る
経
済
統
制
と
い

う
概
念
を
統
一
概
念
と
し
て
、
経
済
法
に
単
一
の
法
分
科
を
認
め
よ
う
と
し
た
点
で
は
注
自
に
値
す
る
。

〈
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倉
昌
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p
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a
伊
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《

4
）
晶
職
後
の
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
‘
経
済
訟
を
経
済
統
制
法
と
し
て
．
行
政
法
的
観
点
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
き
わ
め
て
強
い
．
す
で
に
取
り
上
げ
た
7
1

’
L
a
x－

rィ．
9
ッ
ト
ナ

1
等
も
き
わ
め
て
こ
の
傾
向
が
強
い
．
と
の
ほ
か
ハ
マ

γ

（
E
g
g－
国

gv富
5
2
E
d
q町
g宮崎茸
E
S
E
a－
5
8‘
ジ
グ

ル
宮
山
手
陣

E
g
z
a
z
s
d
g吉
宮
津

g
zき
g宮
g
v
y
H
8
8
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
．
も
ち
ろ
ん
経
済
法
の
中
で
行
政
法
的
側
面
を
強
調
す
る

か
、
完
全
に
行
政
法
と
し
て
理
解
す
る
か
の
差
異
が
あ
る
．

〈

5
》
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
統
制
槙
念
を
、
共
通
し
て
私
経
済
に
対
す
る
国
家
の
干
渉
と
し
て
規
定
し
て
い
る
．
倒
え
ば
．
統
制
概
念
に
つ
い
て
き
わ
め
て
詳
細
な
考
察
を

行
な
っ
た
7
1
パ
！
は
‘
『
行
政
的
経
済
統
制
と
は
‘
公
的
行
政
が
．
私
的
経
務
活
動
お
よ
び
私
的
経
済
的
所
有
権
を
原
則
的
に
認
め
た
上
で
、
法
樟
上
の
権
限
に
基
き
．

高
権
的
あ
る
い
は
非
高
権
的
行
為
に
よ
り
．
需
要
充
足
の
目
的
で
：
：
：
経
済
的
財
貨
の
生
産
、
舷
売
並
び
に
泊
費
に
対
し
て
、
直
接
間
接
に
干
渉
す
る
措
置
の
体
系
で

あ
る
』
と
述
べ
て
い
る
．
回
・
回
・
国
MMgpdsa曹
官
室
4039Hgn阻害

gz－
s
m
p
窓
口
・
伊

H
S・

（6
V

国
有
の
価
値
判
断
と
法
技
術
の
存
在
に
よ
っ
て
単
一
の
法
分
科
の
承
認
が
か
た
れ
る
か
は
後
述
の
よ
う
に
き
わ
め
て
疑
問
で
あ
る
．
ま
た
公
的
税
益
と
私
的
利
益
の

調
整
は
特
に
経
済
法
に
調
有
の
現
象
で
は
な
い
．

（7
V

丹
宗
昭
信
・
経
普
法
（
尚
子
）
の
独
自
性
『
経
済
法
」
一
号
一
五
、
六
貰
．

（8
〉
金
沢
教
授
は
‘
国
家
的
統
制
を
中
心
概
念
と
す
る
機
能
説
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
．
こ
の
点
を
指
摘
さ
れ
る
（
金
沢
良
雄
・
経
務
法
一
大
東
可

~ 

「
最
高
の
権
力
の
ト
レ
！
ガ
ー
と
し
て
経
済
政
策
的
見
解
に
従
っ

て
多
か
れ
少
な
か
れ
強
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
国
家
に
対
す
る
企
業
者
の
法
的
関
係
を
規
制
・
4

日
記
」
法
と
し
て
理
解
す
る
ジ
ュ

l
マ
y
等
が
い
る
．

以
上
の
他
、
経
済
法
を
経
済
「
秩
序
」

の
法
と
し
て
理
解
す
る
イ
ふ
パ
、
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語

今
日
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
‘
経
済
一
法
に
つ
い
て
の
研
究
が
き
か
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
討
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
法
の
概
念
確
立
の
た
め
の

体
系
的
努
力
は
あ
ま
り
行
な
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
必
・
こ
の
こ
と
が
‘
り
ッ
ト
ナ
ー
が
い
う
よ
う
に
．
経
済
法
を
独
自
の
法
分
科
と
し
て
承

認
す
る
こ
と
に
対
す
る
懐
疑
の
表
間
別
で
あ
る
か
否
か
は
別
に
し
て
も
．
第
二
次
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
．
経
済
法
を
独
自
の
法
分
科
と

し
て
認
め
よ
う
と
す
る
立
場
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
積
極
的
に
否
定
す
る
立
場
が
有
力
で
あ
る
。
経
済
法
を
独
自
の
法
分
科
と
し

て
、
戦
後
最
初
に
承
認
し
た
の
は
ラ
i
ト
プ
ル
ッ
フ
で
あ
弘
氏
・
ラ
ー
ト
プ
ル
ッ
フ
は
ゴ
i
ル
ド
こ
ミ
ッ
ト
に
な
ら
っ
て
経
済
法
を
組
織
化
経

済
の
法
と
し
て
理
解
し
た
．

つ
い
で
リ
ン
ク
が
、
経
済
法
を
単
一
の
法
分
科
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
試
み
た
．

p
y
p
は
私
的
営
利
活
動
の
国
家

的
統
舗
を
経
済
法
の
中
心
概
念
と
し
て
経
済
法
を
概
念
づ
け
よ
う
と
試
み
た
．
他
方
経
済
法
を
単
一
の
法
分
科
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
否
定
す

る
立
場
・
は
、

ア
イ
ヒ
ラ
l
お
よ
び
u
y
y
ト
ナ
ー
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
立
場
も
、
経
済
法
を
対
象
的
に
把
握
す
る
点
に
お
い

て
共
通
し
て
い
る
．
た
だ
経
済
訟
に
、
他
の
法
分
科
に
並
び
存
す
る
だ
け
の
独
自
の
対
象
を
認
め
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に

お
い
て
、
第
二
次
大
戦
後
の
経
済
法
学
説
は
、

い
わ
ゆ
る
民
、
商
法
と
並
ぶ
単
一
の
法
分
科
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
こ
れ

と
は
異
な
っ
た
次
元
で
経
済
法
に
一
定
の
法
領
域
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
統
一
概
念
と
し
て
．
国
家
に
よ
る
経
済
過
程
へ
の
干
渉
、
す
な

わ
ち
国
家
的
経
済
統
制
を
共
通
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
資
本
主
義
経
済
の
高
度
化
の
一
定
段
階
に
生
じ
た
新
し
い
法
的
現
象
を
‘
単
に
経
済
の
国
家
的
統
制
と
し
て
の

み
把
握
す
る
こ
と
は
不
十
分
で
あ
る
。
国
家
の
経
済
統
制
を
生
み
だ
し
た
経
済
的
社
会
的
基
盤
の
解
明
こ
そ
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

い
う
の
は
‘
現
代
に
お
け
る
経
済
を
特
徴
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
‘
単
な
る
経
済
過
程
に
対
す
る
国
家
権
力
の
直
接
的
な

関
与
に
あ
る
の
で
は
な
く
‘
む
し
ろ
国
家
権
力
の
経
済
過
程
に
対
す
る
関
与
が
．
独
占
資
本
主
義
の
一
定
の
発
展
段
階
と
不
可
分
に
結
合
し
て
行



な
わ
れ
る
点
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
．
要
す
る
に
、
行
政
権
に
よ
る
経
済
へ
の
関
与
は
、
か
か
る
経
済
体
制
の
作
用
の
顕
現
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る
ア
イ
ヒ
ラ
！
が
「
経
済
統
制
の
現
象
は
全
体
概
念
と
し
て
法
的
に
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

法
律
的
手
段
な
い
し
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
経

済
へ
の
間
家
の
影
響
を
実
現
す
る
行
政
行
為
の
み
が
常
に
問
題
と
さ
れ
る
」
と
正
当
に
も
指
摘
し
な
が
ら
‘

ア
イ
ヒ
ラ
i
自
身
経
済
統
舗
を
要
請

す
る
経
済
体
制
の
解
明
を
な
し
得
な
か
っ
た
．
ま
た
ア
イ
ヒ
ラ
ー
に
続
く
経
済
法
学
者
も
、
経
済
法
を
行
政
（
作
用
〉
法
的
に
理
解
す
る
に
と
ど
ま

り
経
済
法
を
生
み
だ
し
た
社
会
的
経
済
的
基
盤
の
理
解
を
矢
い
た
．
こ
こ
に
経
済
法
独
自
の
規
制
対
象
の
解
明
が
十
分
に
な
さ
れ
得
ず
、
経
済
法

を
単
一
の
法
分
科
と
し
て
認
め
る
に
歪
ら
な
か
っ
た
原
因
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
．

こ
れ
に
対
し
て
第
二
次
大
戦
後
の
我
が
留
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
同
様
経
連
例
法
概
念
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
主
張
さ
れ
て
お
り
定
説
と
い

同

a

’w

い
得
る
も
の
が
な
い
が
．
経
済
法
を
単
一
の
法
分
科
と
し
て
承
認
す
る
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
れ
る
・

と
こ
ろ
で
、
経
務
法
が
単
一
の
法
分
科
と
し
て
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
独
自
の
規
鱒
対
象
と
指
導
原
理
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
．
こ
の
こ
と
を
ゴ
ー
ル
ド
V

ユ
ミ
ッ
ト
は
．
「
法
は
社
会
経
済
の
形
式
で
あ
る
ヘ
し
た
が
っ
て
「
社
会
生
活
の
要
求
に
従
っ
て
、
す
な
わ
ち

素
材
の
形
態
に
従
っ
て
法
的
規
制
す
な
わ
ち
形
式
も
ま
た
ま
と
ま
る
．
こ
の
こ
と
は
パ
ァ
ウ
ム
ガ
ル
テ
γ
が．

一
定
の
メ
ル
タ
マ
l
ル
に
よ
っ
て

特
色
づ
け
ら
れ
た
多
数
の
世
対
象
並
び
に
緊
密
な
目
的
関
係
に
よ
っ
て
か
か
る
対
象
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
が
総
括
さ
れ
る
と
い

う
仕
方
で
法
分
科
の
形
式
は
生
じ
る
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
一
致
す
る
」
と
述
べ
て
い

μ・
か
く
し
て
経
済
法
が
一
つ
の
間
有
な
法
分
科
と
認
め

ら
れ
る
か
否
か
は
、
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
社
会
経
演
が
右
に
述
べ
た
意
味
に
お
け
る
法
規
の
ま
と
ま
り
を
要
求
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
っ

て
い
る
．
ゴ
ー
ル
ド

v
a
ミ
y
ト
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
．
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
「
近
時
の
発
展
は
、

物
質
的
要
求
に
対
し
て
、

拡
大
す
る
秩

序
に
よ
っ
て
過
去
と
区
別
さ
れ
る
人
間
の
共
同
生
活
と
い
う
方
法
を
生
み
だ
し
た
」
。

制
さ
れ
た
取
引
経
済
と
共
同
経
済
）
が
こ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い

μ・
か
く
し
て
彼
は
‘
経
一
清
法
は
組
織
化
経
済
に
悶
有
な
法
で
あ
る
と
し
た
．

国
民
経
演
に
お
け
る
組
織
化
経
済
〈
生
産
改
良
の
た
め
に
規

ゴ
ー
ル
ド
V

品
ミ
ッ
ト
の
い
わ
ゆ
る
組
織
化
経
済
は
そ
の
実
体
が
明
確
で
は
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
が
．
そ
れ
は
ワ
イ
マ

1
ル
体
制
酬
の
社
会
化

2
a
O蕊｝

経
梼
法
概
念
の
成
立
と
発
展

丸



経
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法
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立
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〈
一
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O
六
v

を
前
提
と
し
た
概
念
で
あ
っ
て
、

独
占
形
成
期
の
経
済
、

殊
に
一
九
二

0
年
代
の
ワ
イ
マ

i
ル
体
制
の
社
会
化
を
把
握
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
e

こ
の
意
味
で
．

ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
組
織
化
経
済
」
概
念
は
．

歴
史
的
・
社
会
的
制
約
を
ま
ぬ
が
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か

し
、
属
民
経
済
の
基
本
構
造
と
の
関
係
で
経
務
法
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
ゴ
ー
ル
ド

γ
？
主
ヅ
ト
の
方
法
に
よ
っ
て
の
み
、
経
済
法
に
鼠
有
な
法

【

O
O
E

分
科
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

〈
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g
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4
）
設
が
国
の
経
済
法
学
説
に
つ
い
て
は
講
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
．

（

5
）
丹
宗
昭
信
・
経
済
法
ハ
学
）
の
独
自
性
『
経
済
法
』
一
号
一
二
頁
．

峯
・
村
光
郎
教
授
は
．
法
を
理
念
的
契
機
と
現
実
的
契
機
と
の
結
合
と
し
て
理
解
す
る
立
場
か
ら
、
『
新
た
な
法
的
思
惟
と
法
的
現
象
の
関
連
に
お
い
て
経
務
法
を
考
察

し
．
経
遮
例
法
の
基
本
概
念
と
し
て
は
そ
の
歴
史
的
・
現
実
的
か
つ
世
界
観
的
・
具
象
的
内
突
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
』
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
．
峯
村
・
経
務
法
の
基
本

問
題
一
二
五
頁
．
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8
V

ゴ
ー
ル
ド
N
V

ユ
ミ
ッ
ト
の
見
解
を
今
日
そ
の
ま
ま
の
形
で
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
ゴ
ー
ル
ド
シ
？
号
ヅ
ト
以
後
の
高
度
化
し
た
独
占
資
本
主
義
経
済
の
基
本

構
造
の
解
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
こ
の
点
に
つ
い
て
も
稿
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
．


