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国
家
の
概
念
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
間
違
い

根

岸

毅

国家の概念とウェーバーの間違い

一二三四五

は
じ
め
に

対
立
す
る
二
つ
の
定
義

装
置
と
し
て
の
国
家

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
間
違
い

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　
こ
れ
ま
で
の
国
家
の
定
義
で
、
と
く
に
大
き
な
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
も
の
に
、
そ
れ
が
行
使
す
る
力
の
要
素
か
ら
国

家
を
規
定
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
種
の
定
義
を
行
な
う
代
表
的
な
学
者
は
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
る
。
現
在
、
多
く
の
政
治
学
者
が
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
定
義
に
強
く
影
響
さ
れ
た
形
で
国
家
を
理
解
し
て
い
る
。
彼
は
、
国
家
に
特
有
の
仕
事
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
実
行
す
る
仕
事

の
内
容
か
ら
国
家
を
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
代
わ
っ
て
そ
れ
に
特
有
の
手
段
か
ら
国
家
を
定
義
す
る
。

　
こ
の
見
解
は
、
も
う
一
つ
の
国
家
の
理
解
、
す
な
わ
ち
、
国
家
に
特
有
の
仕
事
、
そ
の
仕
事
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
状
態
（
目
的
）
か
ら

1
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（
2
）

国
家
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
は
大
き
な
壁
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
立
場
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

見
解
は
論
破
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
結
論
を
言
え
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
見
解
は
間
違
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
国
家
の
理
解
も
ま
た
間
違
っ
て
い
る
。

本
稿
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
立
論
の
間
違
い
を
指
摘
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
国
家
に
は
そ
れ
に
特
有
の
仕
事
が
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
国

家
が
そ
の
特
有
の
仕
事
か
ら
定
義
で
き
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
そ
の
影
響
の
一
例
が
、
≦
●
Ω
●
閃
…
9
日
餌
P
の
o
黛
巳
O
Q
。
～
§
電
§
亀
、
○
ミ
号
巳
『
詩
o
蔓
（
O
帥
B
ぼ
置
碧
”
目
ぎ
d
巳
＜
①
お
一
蔓
汐
窃
9

　
　
一
〇
①
o
。
）
も
℃
』
命
占
で
あ
る
。
こ
こ
で
著
者
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
国
家
の
定
義
を
下
敷
き
と
し
、
「
結
果
で
は
な
く
手
段
」
に
注
目
し
て
自
分
の
定

　
　
義
を
構
成
し
て
い
る
。

　
（
2
）
　
そ
の
一
例
と
し
て
、
ω
①
①
国
3
。
馨
ゆ
胃
ぎ
ぴ
㌔
試
き
骨
N
霧
o
『
の
0
9
匙
§
α
、
o
ミ
魯
巳
『
評
o
o
蔓
（
■
o
＆
o
員
0
4
0
三
d
三
お
お
一
蔓

　
　
℃
お
ω
P
一
〇
盟
y
℃
マ
図
1
㎝
。

2

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
対
立
す
る
二
つ
の
定
義

ω
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
論
理
構
成

　
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
（
一
九
一
九
年
）
の
な
か
で
、
目
的
で
は
な
く
手
段
に
注
目
し
て
国
家
を
定
義
し
て
い
る
。
私
が

こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
そ
の
定
義
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
定
義
を
行
な
う
に
い
た
る
立
論
の
仕
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ

ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
国
家
は
「
そ
の
活
動
の
内
容
か
ら
考
え
て
い
っ
た
の
で
は
、
社
会
学
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
。

そ
の
根
拠
と
し
て
、
つ
ぎ
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
　
　
㈲
「
ど
ん
な
問
題
で
あ
れ
、
ま
ず
た
い
て
い
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
ど
こ
か

で
ど
の
〔
国
家
〕
か
が
一
度
は
取
り
上
げ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
」
、
㈲
「
こ
れ
だ
け
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
〔
国
家
〕
の



、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

専
売
特
許
だ
っ
た
、
と
断
言
で
き
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
問
題
も
存
在
し
な
い
」
。
そ
の
上
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
「
物
理
的
暴
力
の
行
使
」
と

い
う
、
彼
が
国
家
に
特
有
だ
と
す
る
手
段
に
注
目
し
て
国
家
を
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
と
は
「
あ
る
一
定
の
領
域
の
内
部
で
…

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

正
当
な
物
理
的
暴
力
行
使
の
独
占
を
（
実
効
的
に
）
要
求
す
る
人
間
共
同
体
」
で
あ
る
。

　
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
の
核
心
は
つ
ぎ
の
二
つ
に
あ
る
。
㈲
国
家
は
何
で
も
手
掛
け
る
、
つ
ま
り
国
家
が
手
掛
け
る
活
動
の
範
囲
に
は
限

界
が
な
い
。
㈲
国
家
し
か
手
掛
け
な
い
活
動
（
国
家
の
専
売
特
許
）
は
な
い
、
つ
ま
り
国
家
と
同
じ
活
動
は
他
の
活
動
主
体
も
手
掛
け
る
。

こ
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
国
家
に
「
特
有
の
」
活
動
は
特
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
1
）
　
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
脇
圭
平
訳
）
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
岩
波
書
店
・
一
九
八
O
年
、
八
ぺ
ー
ジ
。
強
調
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
。
ウ
ェ
ー

　
バ
i
自
身
「
政
治
団
体
」
に
つ
い
て
「
現
在
で
い
え
ば
国
家
」
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
の
で
、
引
用
文
中
「
政
治
団
体
」
は
〔
国
家
〕
で
置
き
換
え

　
て
あ
る
。

（
2
）
　
同
、
九
ぺ
ー
ジ
。
強
調
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
。

国家の概念とウェーバーの間違い

の
　
国
家
を
目
的
か
ら
規
定
す
る
立
場
の
論
理
構
成

　
国
家
を
目
的
か
ら
規
定
す
る
立
場
の
例
と
し
て
、
E
・
バ
ー
カ
ー
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
国
家
を
「
法
秩
序
と
い
う
強
制

的
体
制
の
維
持
と
い
う
特
別
の
目
的
の
た
め
に
存
在
し
、
そ
れ
ゆ
え
明
示
的
に
規
定
さ
れ
た
制
裁
に
よ
っ
て
効
力
を
担
保
さ
れ
る
法
律
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

通
し
て
行
動
す
る
、
独
特
か
つ
特
別
の
団
体
」
と
定
義
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
独
特
の
「
目
的
」
が
国
家
に
「
法
律
を
制
定
し
、
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

的
強
制
力
を
行
使
す
る
と
い
う
独
特
の
力
」
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

　
こ
の
立
場
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
見
解
と
対
照
的
で
あ
る
。
バ
ー
カ
ー
の
国
家
の
定
義
は
、
法
秩
序
の
維
持
と
い
う
目
的
を
指
摘
す
る
こ
と

で
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
さ
ら
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
国
家
に
特
徴
的
と
す
る
力
の
要
素
も
、
バ
ー
カ
ー
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
目
的
か
ら
派

生
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

3



法学研究69巻4号（’96：4）

（
1
）
　
ω
①
①
ゆ
㊤
詩
①
5
9
．
＆
こ
薯
，
o。
1
合
国
ヨ
喜
器
一
ω
ぎ
浮
。
o
該
鴨
づ
巴
。

㈹
　
対
立

　
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
国
家
の
活
動
を
語
り
、
バ
ー
カ
ー
は
国
家
の
目
的
を
語
っ
て
い
る
。
両
者
は
一
見
異
な
る
事
項
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
が
、
じ
つ
は
そ
う
で
は
な
い
。
目
的
を
語
る
の
も
活
動
を
語
る
の
も
、
論
じ
て
い
る
の
は
同
じ
文
脈
の
問
題
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
目
的
を
語
る
際
、
「
特
定
の
状
態
（
事
実
）
と
、
そ
れ
を
望
ま
し
い
（
価
値
）
と
評
価
す
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す

る
意
図
と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
な
ん
ら
か
の
行
動
を
起
こ
す
必
要
が
あ
る
こ
と
」
を
意
識
し
て
い
る
。
目
的
と
は
こ
の
文
脈
に

お
け
る
「
特
定
の
状
態
」
の
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
「
活
動
」
の
結
果
と
し
て
生
起
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
、
目

的
を
語
ろ
う
と
す
る
場
合
、
目
的
そ
の
も
の
を
直
接
語
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
そ
の
実
現
に
必
要
な
活
動
を
語
る
こ
と
を
通
し
て
間
接
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

目
的
を
語
る
こ
と
も
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
バ
ー
カ
ー
の
よ
う
に
国
家
を
そ
の
目
的
か
ら
規
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
国
家
に
特
有
の
活
動
は
特
定
で
き
な
い
」
と
す

る
ウ
ェ
ー
バ
i
流
の
主
張
は
論
破
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
1
）
　
厳
密
に
い
え
ば
、
上
の
バ
ー
カ
ー
の
定
義
の
後
半
は
、
定
義
と
し
て
は
蛇
足
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
前
半
の
目
的
の
実
現
に
必
要
な
「
活
動
」

　
を
記
述
し
て
い
る
。

4

三
　
装
置
と
し
て
の
国
家
★

★
　
本
節
に
関
し
て
は
、
参
照
、
根
岸
毅
『
政
治
学
と
国
家
」
慶
慮
通
信
・

　
の
解
剖
学
」
日
本
評
論
社
・
一
九
九
四
年
、
九
三
－
九
六
ぺ
ー
ジ
。

一
九
九
〇
年
、
二
三
六
－
二
四
六
ぺ
ー
ジ
、
お
よ
び
、
根
岸
毅
他
『
国
家



国家の概念とウェーバーの間違い

ω
　
国
家
を
装
置
と
し
て
捉
え
る

　
日
常
語
の
「
国
家
」
は
多
義
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
目
的
や
活
動
を
論
ず
る
に
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
何
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
の
か
が
明
確
で
は
な
い
。
対
象
が
異
な
れ
ば
、
同
じ
国
家
の
定
義
と
い
っ
て
も
食
い
違
い
が
生
じ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
従
来

の
国
家
の
定
義
の
間
で
の
対
立
は
、
こ
れ
に
由
来
す
る
面
が
大
き
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
日
常
語
の
「
国
家
」
は
、
実
態
と
し
て
は
相
互
に
深
く
関
連
し
合
っ
て
い
る
が
、
論
理
的
に
は
裁
然
と
区
別
で
き
る
い
く
つ

か
の
要
素
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
最
低
つ
ぎ
の
四
つ
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

　
第
一
は
、
私
た
ち
が
「
国
家
の
意
思
」
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
、
そ
れ
を
表
明
す
る
者
と
し
て
想
定
し
て
い
る
「
人
の
集
ま
り
」
で
あ

る
。
こ
れ
を
「
有
権
者
団
体
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。
第
二
は
、
私
た
ち
が
「
国
民
生
活
」
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
想
定
し
て
い
る
「
人
の

集
ま
り
」
で
、
ふ
つ
う
「
国
民
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
私
た
ち
が
「
国
家
機
関
」
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
想
定
し
て
い

る
「
社
会
的
な
装
置
」
で
あ
る
。
ふ
つ
う
、
「
政
府
」
と
呼
ぶ
も
の
が
こ
れ
に
当
た
る
。
第
四
は
、
私
た
ち
が
「
国
家
の
秩
序
」
に
つ
い

て
語
る
と
き
に
想
定
し
て
い
る
「
社
会
関
係
」
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
一
ま
と
め
に
し
て
一
挙
に
定
義
す
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ま
ず
こ
の
な
か
か
ら
特
定

の
一
つ
を
選
び
出
し
、
そ
れ
を
明
確
に
規
定
し
、
他
の
も
の
は
そ
れ
と
関
連
づ
け
る
こ
と
で
後
で
特
定
す
る
の
が
得
策
で
あ
る
。
こ
の
方

法
に
し
た
が
っ
て
、
私
は
立
論
の
出
発
点
を
「
装
置
と
し
て
の
国
家
」
と
す
る
。
か
く
し
て
、
「
国
家
と
は
何
か
」
は
「
国
家
は
い
か
な

る
装
置
か
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

㈹
　
装
置
の
特
定
の
仕
方

　
す
べ
て
装
置
は
、
そ
れ
が
造
ら
れ
た
目
的
か
ら
の
み
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
装
置
は
、
「
特
定
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
仕
事
を
実
行
さ
せ
よ
う
と
し
て
人
が
造
っ
た
道
具
」
で
あ
る
。
あ
る
モ
ノ
が
あ
る

5
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種
類
の
装
置
だ
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
そ
の
種
類
の
装
置
に
「
特
有
の
目
的
」
の
実
現
の
た
め
に
「
必
要
な
仕
事
」
を
実
行
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、
あ
る
種
類
の
装
置
に
特
有
の
目
的
は
、
ふ
つ
う
、
社
会
通
念
と
し
て

一
般
の
人
々
の
間
で
確
立
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
装
置
で
あ
る
か
ぎ
り
国
家
に
も
当
然
あ
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
装
置
と
し
て
の
国
家
を
特
定
す
る
た
め
に
は
、

そ
れ
が
造
ら
れ
た
目
的
ま
た
は
そ
の
目
的
の
実
現
に
必
要
な
仕
事
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
家
を
そ
の
目
的
か
ら
規
定
し

よ
う
と
す
る
立
場
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
規
定
の
仕
方
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
見
解
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

6

（
1
）
　
装
置
は
そ
れ
に
特
有
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
「
働
き
」
を
行
な
う
。
人
が
構
成
す
る
社
会
的
な
装
置
の
場
合
、
こ
の
働
き
は
「
活
動
」
と

　
い
っ
た
方
が
な
じ
み
や
す
い
。
し
か
し
、
以
下
に
展
開
す
る
議
論
は
、
物
と
し
て
の
装
置
、
社
会
的
な
装
置
の
区
別
な
く
、
す
べ
て
の
装
置
に
あ
て

　
は
ま
る
の
で
、
両
者
に
適
用
で
き
る
「
仕
事
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

（
2
）
　
こ
こ
で
「
必
要
な
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
仕
事
が
実
行
さ
れ
た
「
直
接
の
」
結
果
と
し
て
そ
の
目
的
状
態
が
実
現
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
回
り
回
っ
て
そ
の
実
現
に
役
立
つ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

③
　
装
置
の
複
合
化

　
装
置
の
目
的
や
仕
事
に
つ
い
て
の
理
解
を
混
乱
さ
せ
る
原
因
の
一
つ
に
、
私
が
「
装
置
の
複
合
化
」
と
呼
ぶ
現
象
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
装
置
の
種
類
は
、
時
と
場
所
に
応
じ
、
社
会
通
念
と
し
て
確
立
し
て
い
る
。
装
置
の
複
合
化
と
は
、
社
会
通
念
上
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
種

類
の
装
置
と
考
え
ら
れ
て
い
る
複
数
の
装
置
が
合
体
し
、
一
つ
の
モ
ノ
と
し
て
の
外
形
を
も
つ
よ
う
に
な
る
現
象
で
あ
る
。
身
近
な
例
を

あ
げ
れ
ば
、
「
目
覚
ま
し
時
計
付
き
ラ
ジ
オ
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
複
合
化
の
現
象
は
、
た
と
え
ば
便
利
さ
追
求
の
動
機
か
ら
生
ま
れ
る
。
ど
の
装
置
と
ど
の
装
置
を
合
体
さ
せ
た
ら
便
利
さ
が
高
ま

る
か
は
、
理
論
的
に
も
、
実
際
的
に
も
予
測
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
複
合
化
に
制
限
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
複
合
化
し
た
装
置
が
実
行
し
て
い
る
仕
事
と
そ
の
結
果
生
起
し
た
状
態
を
す
べ
て
列
挙
し
て
も
、
合
体
し
た
一
つ
一



つ
の
種
類
の
装
置
の
何
た
る
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
目
覚
ま
し
時
計
付
き
ラ
ジ
オ
」
が
行
な
う
仕
事
と
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

結
果
生
起
し
た
状
態
の
す
べ
て
を
列
挙
し
て
も
、
ラ
ジ
オ
と
目
覚
ま
し
時
計
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
装
置
か
を
特

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
対
象
が
複
合
化
し
た
装
置
の
観
察
に
も
と
づ
い
て
、
そ
れ
を
構
成
す
る
装
置
の
一
つ
が
い
か
な
る
装
置
か
を
特
定
し
よ
う
と
い
う
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
は
、
つ
ぎ
の
手
順
を
踏
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
は
、
ど
の
装
置
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
対
象
が
実
行
し
て
い
る
仕
事
と
そ
れ
が
生
起
さ
せ
て
い
る
状
態
の
な
か
か
ら
、
特
定
し
よ
う
と
す
る
種
類
の
装
置
に
か
か
わ
り

の
な
い
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
特
定
し
よ
う
と
す
る
装
置
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
目
的
と
仕
事
に
対
し
て
、
他
の
目

的
と
仕
事
は
「
複
合
化
に
よ
っ
て
後
か
ら
付
け
加
わ
っ
た
」
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

国家の概念とウェーバーの間違い

（
1
）
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
、
古
い
も
の
が
消
え
て
行
く
と
い
う
移
動
は
当
然
あ
る
。

（
2
）
「
番
組
を
音
声
と
し
て
流
す
」
「
時
刻
を
表
示
す
る
」
「
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
時
刻
に
ブ
ザ
ー
を
鳴
ら
す
」
コ
定
電
圧
の
直
流
を
発
生
さ
せ
る
」

　
「
交
流
電
源
の
周
波
数
を
積
算
す
る
」
な
ど
。

（
3
）
対
象
が
複
合
化
し
て
い
る
か
否
か
は
、
装
置
の
種
別
に
関
す
る
社
会
通
念
に
も
と
づ
い
て
判
断
す
べ
き
こ
と
、
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
複
合
化

　
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
ど
の
装
置
と
ど
の
装
置
が
合
体
し
て
い
る
の
か
も
判
断
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

㈲
　
装
置
が
実
行
す
る
仕
事
の
構
造

　
装
置
の
目
的
や
仕
事
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
も
う
一
つ
の
原
因
に
よ
っ
て
も
混
乱
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
一
般
に
、
装
置
は
、
複
合
化
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
そ
れ
に
特
有
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
多
種
多
様
な
仕
事
を
実
行

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
仕
事
の
間
に
は
、
一
方
が
他
方
の
仕
事
を
実
行
す
る
た
め
の
条
件
整
備
を
行
な
っ
て
い
る
　
　
一
方
の
仕
事
が
行

な
わ
れ
た
結
果
生
起
す
る
状
態
が
他
方
の
仕
事
を
実
行
す
る
た
め
の
条
件
と
な
る
ー
と
い
う
関
係
が
広
範
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
、
同
じ

装
置
が
実
行
す
る
他
の
仕
事
を
実
行
す
る
た
め
の
条
件
整
備
と
し
て
行
な
わ
れ
る
仕
事
を
「
準
備
作
業
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

7
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こ
れ
に
対
し
て
、
装
置
が
実
行
す
る
仕
事
の
な
か
に
は
、
同
じ
装
置
が
実
行
す
る
他
の
仕
事
の
条
件
整
備
を
行
な
っ
て
い
な
い
仕
事
が

あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
仕
事
が
生
起
さ
せ
る
状
態
は
こ
の
装
置
の
最
終
の
産
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
装
置
は
そ
の
状
態

を
生
起
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
造
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
仕
事
が
そ
の
装
置
に
「
特
有
の
仕
事
」
で
あ
り
、
そ
れ

が
生
起
さ
せ
る
状
態
が
そ
の
装
置
に
「
特
有
の
目
的
」
で
あ
る
。

　
装
置
の
特
定
は
、
こ
の
意
味
で
の
「
特
有
の
目
的
」
と
「
特
有
の
仕
事
」
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
「
準
備
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

業
」
を
指
し
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
1
）

　ば、

　
は
、

こ
の
こ
と
は
、
異
な
る
種
類
の
装
置
が
同
じ
準
備
作
業
を
行
な
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
、
と
い
う
事
実
に
照
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

風
防
ガ
ラ
ス
に
つ
い
た
水
滴
を
拭
き
取
る
と
い
う
仕
事
は
、
自
動
車
も
、
飛
行
機
も
、
あ
る
種
の
ス
キ
ー
用
ゴ
ー
グ
ル
も
行
な
う
が
、

そ
れ
が
同
じ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
動
車
と
飛
行
機
と
ス
キ
ー
用
ゴ
ー
グ
ル
が
同
種
の
装
置
だ
と
は
決
し
て
考
え
な
い
。

た
と
え

私
た
ち

8

㈲
　
思
考
実
験

　
以
上
に
指
摘
し
た
の
は
、
あ
る
装
置
に
特
有
の
目
的
と
仕
事
を
特
定
し
よ
う
と
す
呑
な
ら
ば
、
㈲
そ
の
装
置
が
現
に
実
行
す
る
多
種
多

様
な
仕
事
の
な
か
で
、
元
か
ら
の
仕
事
と
複
合
化
で
後
か
ら
付
け
加
わ
っ
た
仕
事
の
区
別
を
つ
け
、
さ
ら
に
、
㈲
元
か
ら
の
仕
事
の
な
か

で
、
特
有
の
仕
事
と
準
備
作
業
の
区
別
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
理
論
上
の
議
論
と
し
て
は
明
快
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
る
装
置
の
現
実
の
働
き
を
観
察
し
、
こ
の
㈲
と
㈲
の
区
別
を
実
際
に
つ
け
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

　
実
際
に
そ
の
区
別
を
つ
け
る
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
思
考
実
験
を
し
て
み
れ
ば
よ
い
。

　
こ
の
思
考
実
験
が
行
な
わ
れ
る
場
面
で
は
、
実
験
者
は
あ
る
種
類
の
装
置
を
特
定
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
実
験
の
材
料
と
し
て
、
社
会

通
念
上
そ
の
種
類
の
装
置
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
具
体
的
な
モ
ノ
（
装
置
）
を
念
頭
に
浮
か
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
モ
ノ
は
、
複
合

化
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
う
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。



　
思
考
実
験
を
行
な
う
者
は
、
ま
ず
、
そ
の
モ
ノ
が
現
に
実
行
し
て
い
る
多
種
多
様
な
仕
事
を
観
察
し
て
、
仕
事
群
の
一
覧
を
作
成
す
る
。

つ
ぎ
に
、
そ
の
仕
事
群
の
な
か
の
特
定
の
一
つ
に
つ
き
、
そ
の
モ
ノ
が
そ
の
仕
事
を
実
行
し
な
く
な
っ
た
場
合
を
想
定
し
て
、
社
会
通
念

上
そ
の
モ
ノ
が
依
然
と
し
て
当
該
種
類
の
装
置
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
判
定
す
る
。
も
し
そ
の
判
定
結
果
が
肯
定
的
で
あ
れ
ば
、
そ
の

仕
事
は
、
複
合
化
で
後
か
ら
付
け
加
わ
っ
た
仕
事
か
準
備
作
業
で
あ
る
の
で
、
は
じ
め
に
作
成
し
た
仕
事
の
一
覧
か
ら
外
す
。
こ
の
判
定

と
排
除
の
作
業
を
繰
り
返
し
、
最
後
に
残
る
仕
事
が
、
そ
の
種
類
の
装
置
に
「
特
有
の
仕
事
」
で
あ
る
。

四
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
間
違
い

　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
国
家
に
特
有
の
仕
事
は
な
い
と
主
張
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
㈲
国
家
は
何
で
も
手
掛

け
る
、
つ
ま
り
国
家
が
手
掛
け
る
活
動
の
範
囲
に
は
限
界
が
な
い
、
お
よ
び
、
㈲
国
家
し
か
手
掛
け
な
い
活
動
（
国
家
の
専
売
特
許
）
は
な

い
、
つ
ま
り
国
家
と
同
じ
活
動
は
他
の
活
動
主
体
も
手
掛
け
る
、
の
二
点
を
あ
げ
る
。

　
こ
の
見
解
は
、
つ
ぎ
に
指
摘
す
る
意
味
で
間
違
っ
て
い
る
。

国家の概念とウェーバーの間違い

ω
　
国
家
の
「
守
備
範
囲
」
の
拡
大

　
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
国
家
は
何
で
も
手
掛
け
る
、
つ
ま
り
国
家
が
手
掛
け
る
活
動
の
範
囲
に
は
限
界
が
な
い
と
主
張
す
る
。
個
々
の
国
家

が
行
な
う
活
動
に
は
限
り
が
あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
が
こ
れ
ま
で
に
実
行
し
た
こ
と
の
あ
る
活
動
を
列
挙
す
れ
ば
、
そ
の
な
か
に
す

べ
て
が
含
ま
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
現
代
国
家
の
い
わ
ゆ
る
守
備
範
囲
の
広
さ
を
指
摘
す
れ
ば
、
こ
の
主
張
は
一
見
抗
し
が
た
い
説
得
力
を
も
つ
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
主
張
に
は
、
装
置
の
種
別
を
論
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
装
置
の
複
合
化
」
の
現
象
を
考
慮
に
入
れ
な
い
と
い
う
、
立
論
の

9
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仕
方
の
上
で
の
間
違
い
が
あ
る
。

A
　
国
家
が
手
掛
け
な
い
仕
事
は
な
い

　
社
会
通
念
に
し
た
が
え
ば
、
国
家
に
特
有
の
仕
事
は
コ
定
範
囲
の
人
び
と
を
対
象
と
す
る
規
則
の
設
定
と
維
持
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ま
た
、
表
現
に
違
い
は
あ
っ
て
も
、
伝
統
的
に
、
数
多
く
の
政
治
学
者
が
支
持
し
て
き
た
見
解
で
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
国
家
が
規
則
の
設
定
と
維
持
を
行
な
う
こ
と
自
体
は
否
定
し
な
い
が
、
そ
れ
以
外
に
も
多
種
多
様
な
仕

事
を
現
に
実
行
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
国
家
の
目
的
と
仕
事
は
特
定
の
も
の
に
限
定
さ
れ
な
い
と
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
い
わ
ゆ
る
行
政
国
家
化
現
象
の
な
か
で
、
各
国
政
府
が
手
掛
け
る
仕
事
の
範
囲
は
拡
大
し
、
そ
の
頂
点
に
二
〇

世
紀
の
社
会
主
義
国
家
が
位
置
し
て
い
た
。
現
在
の
日
本
の
国
家
　
　
そ
の
部
分
機
構
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
も
含
め
ー
は
、
規
則
の

設
定
と
維
持
か
ら
、
郵
便
事
業
、
銀
行
業
務
、
保
険
業
務
、
住
宅
・
道
路
・
港
湾
施
設
の
建
設
と
管
理
、
学
校
・
病
院
・
博
物
館
の
経
営

な
ど
ま
で
の
、
じ
つ
に
多
種
多
様
な
仕
事
を
実
行
し
て
い
る
の
が
事
実
で
あ
る
。
現
在
日
本
の
国
家
が
手
を
染
め
て
い
な
い
仕
事
も
、
た

と
え
ば
核
爆
弾
の
開
発
製
造
は
、
中
国
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
が
行
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
実
を
突
き
付
け
ら
れ
る
と
、
規
則
の
設
定
と
維
持
の
み
を
国
家
に
特
有
の
仕
事
だ
と
す
る
説
は
、
挫
折
す
る
か
、
ウ
ェ

ー
バ
ー
流
の
反
論
を
無
視
す
る
と
い
う
非
学
問
的
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

10

（
1
）
　
二
㈹
で
紹
介
し
た
バ
ー
カ
ー
の
説
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
あ
る
装
置
が
ど
の
よ
う
な
装
置
で
あ
る
か
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
最

終
的
に
は
、
そ
れ
が
社
会
通
念
上
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
に
依
拠
す
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
社
会
通
念
に
も
と
づ
く
思
考
実
験

　
（
参
照
、
三
⑤
）
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
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B
　
二
重
の
基
準

　
と
こ
ろ
で
、
国
家
が
手
掛
け
る
活
動
の
範
囲
に
は
限
界
が
な
い
と
主
張
す
る
人
た
ち
も
、
国
家
以
外
の
団
体
（
社
会
的
な
装
置
）
の
活
動

は
特
定
の
も
の
に
限
定
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
学
校
」
に
特
有
の
仕
事
は
「
教
育
」
で
あ
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い

る
。　

し
か
し
、
現
実
に
は
、
学
校
が
行
な
う
活
動
は
教
育
に
限
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
学
は
、
外
部
行
事
の
た
め
に
教
室
を
貸
し
、
賃

貸
駐
車
場
を
営
業
し
、
美
術
館
や
音
楽
堂
さ
ら
に
は
食
堂
や
ホ
テ
ル
を
経
営
し
、
保
養
施
設
や
病
院
を
運
営
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

学
校
は
教
育
そ
の
も
の
で
も
、
教
育
の
準
備
作
業
で
も
な
い
活
動
を
広
範
に
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
情
は
、
学
校
だ
け
に
見
ら
れ
る
こ

と
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
学
校
や
他
の
装
置
が
手
掛
け
る
仕
事
の
範
囲
に
も
限
界
が
な
い
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
に
私
た
ち
は
、
そ
し
て
国
家
が
手
掛
け
る
活
動
の
範
囲
に
は
限
界
が
な
い
と
主
張
す
る
人
た
ち
も
、

「
学
校
」
に
特
有
の
仕
事
が
「
教
育
」
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
教
育
そ
の
も
の
で
も
、
教
育
の
準
備
作
業
で
も
な
い

活
動
は
「
装
置
の
複
合
化
に
よ
っ
て
後
か
ら
付
け
加
わ
っ
た
仕
事
」
だ
と
い
う
認
識
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
、
少
な
く
と
も
国
家
以
外
の
装
置
に
特
有
の
仕
事
を
指
摘
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
装
置
が
現
に
実
行
す
る
仕
事
群
の
な
か
で
、

装
置
の
複
合
化
に
よ
っ
て
後
か
ら
付
け
加
わ
っ
た
仕
事
を
無
視
す
る
。
こ
れ
が
、
装
置
に
特
有
の
仕
事
を
発
見
す
る
た
め
の
適
切
な
方
法

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
国
家
が
実
行
す
る
仕
事
で
、
規
則
の
設
定
と
維
持
そ
の
も
の
で
も
、
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
で
も
な
い

仕
事
が
「
装
置
の
複
合
化
に
よ
っ
て
後
か
ら
付
け
加
わ
っ
た
仕
事
」
だ
と
す
れ
ば
、
国
家
が
手
掛
け
る
活
動
の
範
囲
に
は
限
界
が
な
い
と

主
張
す
る
人
た
ち
は
、
国
家
に
つ
い
て
だ
け
は
、
こ
の
適
切
な
方
法
を
と
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
二
重
の
基
準
」
論
法

を
正
当
化
す
る
根
拠
は
一
切
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　
つ
ぎ
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
国
家
が
実
行
す
る
仕
事
で
、
規
則
の
設
定
と
維
持
そ
の
も
の
で
も
、
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
で
も
な

い
仕
事
は
「
装
置
の
複
合
化
に
よ
っ
て
後
か
ら
付
け
加
わ
っ
た
仕
事
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
図
的
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、

11
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ウ
ェ
ー
バ
ー
は
「
二
重
の
基
準
」
論
法
を
と
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

C
　
国
家
の
複
合
化

　
で
は
、
今
日
の
国
家
は
「
複
合
化
し
た
装
置
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
答
は
「
然
り
」
で
あ
る
。

　
社
会
通
念
に
し
た
が
え
ば
、
国
家
に
特
有
の
仕
事
は
コ
定
範
囲
の
人
び
と
を
対
象
と
す
る
規
則
の
設
定
と
維
持
」
で
あ
る
。
現
在
の

日
本
の
国
家
は
、
こ
の
仕
事
の
他
に
も
多
種
多
様
な
仕
事
を
実
行
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
そ
れ
を
行
な
わ
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、

日
本
の
国
家
を
依
然
と
し
て
「
国
家
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
多
数
存
在
す
る
。

　
た
と
え
ば
、
日
本
で
は
近
年
、
鉄
道
事
業
と
電
話
事
業
を
民
営
化
し
た
。
そ
れ
で
も
、
日
本
の
国
家
が
「
国
家
」
で
な
く
な
っ
た
と
は

誰
も
考
え
て
い
な
い
。
思
考
実
験
を
行
な
え
ば
、
こ
の
他
に
も
数
多
く
の
事
業
に
つ
い
て
同
じ
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
業
は
、
規
則
の
設
定
と
維
持
そ
の
も
の
で
も
、
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
鉄
道
事
業
主
体
（
国
鉄
）
や

電
話
事
業
主
体
（
電
電
公
社
）
は
、
社
会
通
念
上
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
種
類
の
装
置
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
社
会
通
念
上
「
国
家
」

と
呼
ば
れ
る
装
置
と
、
社
会
通
念
上
「
鉄
道
事
業
主
体
」
「
電
話
事
業
主
体
」
と
呼
ば
れ
る
種
類
の
装
置
の
複
合
化
が
見
ら
れ
る
。
現
代

の
国
家
は
大
々
的
に
複
合
化
が
進
ん
だ
装
置
で
あ
る
。
行
政
国
家
化
現
象
と
か
国
家
の
積
極
化
と
い
わ
れ
る
現
象
は
、
主
と
し
て
国
家
の

複
合
化
の
現
象
で
あ
る
。

　
こ
の
複
合
化
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
て
起
き
て
い
る
。

　
社
会
的
な
装
置
と
し
て
の
国
家
は
、
規
則
を
設
定
し
、
人
び
と
の
行
動
に
規
制
を
加
え
る
こ
と
を
仕
事
と
す
る
。
そ
の
結
果
生
ま
れ
る

の
は
、
人
び
と
の
間
で
あ
る
型
の
行
動
は
行
な
わ
れ
、
他
の
型
の
行
動
は
行
な
わ
れ
な
い
状
態
で
あ
る
。
こ
の
仕
事
の
実
効
性
は
、
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
出

が
規
制
対
象
の
人
び
と
に
比
べ
て
相
対
的
に
大
き
な
強
制
力
を
持
つ
こ
と
で
保
証
さ
れ
る

　
こ
の
、
あ
る
行
動
が
抑
制
さ
れ
、
他
の
行
動
が
促
進
ま
た
は
容
認
さ
れ
る
状
態
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
活
動
を
や
り
や
す
く
す
る
条

12



国家の概念とウェーバーの間違い

件
と
な
る
。
そ
の
社
会
的
活
動
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
国
家
の
仕
事
は
そ
の
活
動
の
条
件
整
備
の
役
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。　

郵
便
法
は
、
こ
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
同
法
は
、
「
郵
便
は
、
国
①
の
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
郵
政
大
臣
②
が
、
こ
れ
を

管
理
す
る
」
（
第
二
条
）
こ
と
、
「
何
人
③
も
、
郵
便
の
業
務
を
業
と
し
…
郵
便
の
業
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
」
（
第
五
条
）
こ
と

を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
日
本
で
は
、
郵
便
事
業
は
国
が
独
占
的
に
行
な
い
、
民
間
の
事
業
主
体
が
こ
の
分
野
に
参
入
で
き
な

い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
国
」
と
い
う
郵
便
事
業
の
主
体
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
郵
便
法
と
い
う
規
則
は
、
こ
の
よ
う
な
有
利

な
事
業
環
境
（
条
件
）
の
整
備
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
条
文
は
、
①
を
「
事
業
主
体
A
」
、
②
を
「
A
の
長
」
、
③
を
「
A
以
外
の
事
業
主
体
」
と
一
般
化
し
て
読
み
替
え
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
①
と
③
の
間
に
は
、
①
が
条
文
に
よ
り
有
利
な
扱
い
を
受
け
る
事
業
主
体
、
③
は
不
利
な
扱
い
を
受
け
る
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
違
い
し
か
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
論
理
的
に
は
、
「
規
則
の
設
定
と
維
持
の
仕
事
を
実
行
す
る
た
め
に
『
国
家
』
と
呼
ば
れ

る
装
置
」
を
も
っ
て
①
と
す
る
こ
と
も
、
別
の
す
な
わ
ち
民
間
の
活
動
主
体
を
も
っ
て
①
と
す
る
こ
と
も
、
い
ず
れ
も
可
能
で
あ
る
。
①

が
国
家
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
①
に
は
、
特
別
の
扱
い
を
受
け
な
い
（
競
争
状
態
を
確
保
し
、
あ
ら
ゆ
る
民
間
の
活
動
主
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
平
等
の
参
入
の
機
会
を
認
め
る
）
場
合
、
特
別
の
扱
い
を
受
け
る
場
合
で
も
「
私
的
独
占
」
「
公
的
規
制
」
「
公
的
独
占
」
の
三
つ
の
、
合

計
四
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
ど
れ
を
と
る
か
は
、
郵
便
法
の
制
定
者
に
ま
か
さ
れ
た
選
択
で
あ
っ
た
。

　
（
1
）
　
国
家
が
絶
対
的
な
力
（
主
権
）
を
も
つ
と
い
う
の
は
、
事
実
に
反
す
る
（
参
照
、
根
岸
他
「
国
家
の
解
剖
学
』
、
八
九
－
九
一
ぺ
ー
ジ
）
。
し
た
が

　
　
っ
て
、
規
則
の
実
効
性
は
状
況
の
関
数
で
し
か
な
い
。

　
（
2
）
①
も
②
も
、
国
家
が
設
定
す
る
規
則
に
よ
っ
て
そ
の
活
動
を
規
制
さ
れ
る
客
体
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
国
」
は
、
民

　
　
問
の
個
人
、
団
体
と
な
ん
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
「
非
権
力
的
な
行
政
・
給
付
行
政
の
担
い
手
」
は
、
「
行
政
主
体
と
い
え
ど
も
、
権
利
義
務
の

　
　
主
体
で
あ
り
、
私
人
と
異
な
っ
て
民
商
法
の
適
用
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
論
理
的
に
成
り
立
ち
え
な
い
」
（
山
田
幸
男
「
給
付
行
政
法
の
理

　
　
論
」
（
雄
川
一
郎
他
編
『
岩
波
講
座
　
現
代
法
　
四
　
現
代
の
行
政
』
岩
波
書
店
・
一
九
六
六
年
）
、
四
三
－
四
四
ぺ
ー
ジ
）
。
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（
3
）
　
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
（
熊
谷
尚
夫
他
訳
）
「
資
本
主
義
と
自
由
』
マ
グ
ロ
ウ
ヒ
ル
好
学
社
・
昭
和
五
〇
年
、
三
二
ぺ
ー
ジ
。

D
　
装
置
の
種
類
分
け
に
必
要
な
手
順
の
ω

　
以
上
が
国
家
の
複
合
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
の
強
制
力
を
利
用
し
て
な
ん
ら
か
の
活
動
の
条
件
を
整
備
さ
せ
よ

う
と
い
う
場
合
に
、
こ
れ
だ
け
は
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
社
会
的
活
動
は
、
論
理
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
に

は
、
国
家
の
複
合
化
に
限
界
は
な
い
。
つ
ま
り
、
国
家
は
何
で
も
手
掛
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
は
正

し
い
。

　
し
か
し
、
私
た
ち
が
い
ま
行
な
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
装
置
の
種
別
の
確
認
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
（
参
照
、
三
③

「
装
置
の
複
合
化
」
お
よ
び
四
①
B
「
二
重
の
基
準
」
）
、
装
置
の
種
別
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
装
置
が
実
行
す
る
仕
事
群
の
な
か
で
、
装
置

の
複
合
化
に
よ
っ
て
後
か
ら
付
け
加
わ
っ
た
仕
事
を
無
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
実
際
私
た
ち
は
国
家
以
外
の
装
置
の
場
合
に
は
そ

れ
を
行
な
っ
て
い
る
。
国
家
に
関
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
立
論
は
、
こ
の
必
要
な
手
順
を
踏
ん
で
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
的
に
は
、

彼
は
「
二
重
の
基
準
」
論
法
を
と
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
彼
の
間
違
い
が
あ
る
。

14

の
　
国
家
に
「
専
売
特
許
」
の
仕
事

　
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
国
家
し
か
手
掛
け
な
い
仕
事
、
つ
ま
り
国
家
に
専
売
特
許
の
仕
事
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
が
一
見

抗
し
が
た
い
説
得
力
を
も
つ
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
な
に
を
国
家
に
専
売
特
許
の
仕
事
と
指
摘
し
て
も
、
そ
の
同
じ
仕
事
を
現
に
実
行
し

て
い
る
国
家
以
外
の
装
置
を
事
実
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
主
張
に
は
、
装
置
の
種
別
を
論
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
装
置
が
実
行
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
の
間
で
「
装
置
に

特
有
の
仕
事
」
と
「
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
」
の
区
別
を
つ
け
て
い
な
い
と
い
う
、
立
論
の
仕
方
の
上
で
の
間
違
い
が
あ
る
。



A
　
国
家
し
か
手
掛
け
な
い
仕
事
は
な
い

　
社
会
通
念
に
し
た
が
え
ば
、
国
家
に
特
有
の
仕
事
は
コ
定
範
囲
の
人
び
と
を
対
象
と
す
る
規
則
の
設
定
と
維
持
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

ま
た
、
表
現
に
違
い
は
あ
っ
て
も
、
伝
統
的
に
、
数
多
く
の
政
治
学
者
が
支
持
し
て
き
た
見
解
で
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
「
規
則
の
設
定
と
維
持
の
仕
事
は
国
家
以
外
の
団
体
も
行
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
国
家

に
特
有
の
仕
事
と
は
言
え
な
い
」
と
す
る
反
論
が
出
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
反
論
の
証
と
し
て
、
学
校
の
校
則
、
企
業
の
定
款
や
従
業

員
規
則
、
テ
ニ
ス
・
ク
ラ
ブ
の
会
則
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
ど
う
こ
じ
つ
け
よ
う
と
、
校
則
や
従
業
員
規
則
が
「
規
則
」
で
は
な
い
と
言
い
く
る
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
、
国
家
以
外

に
規
則
の
設
定
と
維
持
の
仕
事
を
行
な
っ
て
い
る
装
置
が
あ
る
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
規
則
の
設
定
と
維
持
を
国
家
に
特
有
の

仕
事
だ
と
す
る
説
は
、
こ
こ
で
挫
折
す
る
か
、
ウ
ェ
：
バ
：
流
の
反
論
を
無
視
す
る
と
い
う
非
学
問
的
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

国家の概念とウェーバーの間違い

B
　
二
重
の
基
準

　
と
こ
ろ
で
、
国
家
に
専
売
特
許
の
仕
事
は
な
い
と
主
張
す
る
人
た
ち
も
、
国
家
以
外
の
団
体
に
は
専
売
特
許
の
仕
事
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
「
教
育
」
は
「
学
校
」
に
特
有
の
仕
事
で
あ
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
教
育
と
い
う
活
動
を
行
な
う
の
は
学
校
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
企
業
は
、
新
旧
の
社
員
に
対
し
て
研
修
を

行
な
う
。
こ
れ
は
、
別
名
「
社
員
教
育
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
事
実
、
教
育
は
学
校
以
外
の
装
置
に
よ
っ
て
も
行
な
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
教
育
は
学
校
に
専
売
特
許
の
仕
事
で
は
な
い
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
に
私
た
ち
は
、
そ
し
て
国
家
に
専
売
特
許
の
仕
事
は
な
い
と
主
張
す
る
人
た
ち
も
、
「
教
育
」
は
「
学

校
」
に
特
有
の
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
企
業
に
よ
る
教
育
活
動
は
「
利
潤
の
追
求
」
と
い
う
企
業
の
目
的
に
と
っ
て
、

そ
れ
を
う
ま
く
運
ぶ
た
め
の
「
準
備
作
業
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

15
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私
た
ち
は
、
少
な
く
と
も
国
家
以
外
の
装
置
に
特
有
の
仕
事
を
指
摘
す
る
場
合
に
は
、
装
置
が
現
に
実
行
す
る
仕
事
群
の
な
か
で
準
備

作
業
を
無
視
す
る
。
こ
れ
が
、
装
置
に
特
有
の
仕
事
を
発
見
す
る
た
め
の
適
切
な
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
国
家
以
外
の
装
置

に
よ
る
規
則
（
校
則
や
従
業
員
規
則
な
ど
）
の
設
定
と
維
持
が
、
そ
の
装
置
に
と
っ
て
の
準
備
作
業
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
国
家
に
専
売

特
許
の
仕
事
は
な
い
と
主
張
す
る
人
た
ち
は
、
国
家
に
つ
い
て
だ
け
は
、
こ
の
適
切
な
方
法
を
と
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
こ
の

「
一
一
重
の
基
準
」
論
法
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
一
切
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　
つ
ぎ
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
国
家
以
外
の
装
置
に
よ
る
規
則
の
設
定
と
維
持
は
、
そ
の
装
置
に
と
っ
て
の
準
備
作
業
で
し
か
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
意
図
的
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
「
二
重
の
基
準
」
論
法
を
と
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

16

C
　
装
置
に
よ
る
規
則
の
設
定
と
維
持

　
装
置
は
、
規
則
を
設
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
に
一
定
の
行
動
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
、
装
置
に
よ
る
人
の
行
動
規
制
は
、

人
が
装
置
と
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
も
つ
か
に
応
じ
て
、
三
つ
の
型
に
分
か
れ
る
。

　
第
一
は
、
装
置
の
「
使
い
手
」
に
対
す
る
行
動
規
制
で
あ
る
。
す
べ
て
装
置
は
、
特
定
の
目
的
の
実
現
の
た
め
に
造
ら
れ
、
使
わ
れ
る
。

そ
の
目
的
の
実
現
に
必
要
な
仕
事
を
装
置
に
実
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
使
い
手
は
一
定
の
手
順
に
し
た
が
っ
て
装
置
を
「
正
し
く
」

使
う
必
要
が
あ
る
。
こ
の
「
装
置
の
正
し
い
使
い
方
」
は
、
使
い
手
の
「
使
う
と
い
う
行
動
」
に
枠
を
は
め
る
。
こ
の
行
動
規
制
は
、
な

ん
ら
か
の
形
の
規
則
の
設
定
を
通
し
て
行
な
わ
れ
る
。

　
装
置
は
す
べ
て
、
使
い
手
を
対
象
と
す
る
こ
の
種
の
規
則
の
設
定
と
行
動
規
制
を
行
な
う
。
そ
の
点
で
は
国
家
も
例
外
で
は
な
い
。
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

家
の
場
合
の
そ
の
規
則
は
、
公
職
選
挙
法
な
ど
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
規
則
の
設
定
と
維
持
の
仕
事
は
、
装
置
に
特
有
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
準
備
作
業
の
［
つ
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
装
置
の
種
別
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
国
家
に
特
有
の
仕
事
が
規
則
の
設
定
と
維
持
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だ
と
い
っ
て
も
、
国
家
が
設
定
す
る
規
則
の
す
べ
て
が
、
そ
の
種
の
規
則
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
第
二
は
、
装
置
の
「
部
品
」
に
対
す
る
行
動
規
制
で
あ
る
。
す
べ
て
装
置
は
部
品
を
組
み
合
わ
せ
て
造
ら
れ
る
。
装
置
に
特
有
の
目
的

の
実
現
に
必
要
な
仕
事
を
装
置
が
実
行
す
る
た
め
に
は
、
部
品
は
決
め
ら
れ
た
仕
事
を
決
め
ら
れ
た
通
り
に
「
正
し
く
」
実
行
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
の
「
役
割
の
正
し
い
遂
行
の
仕
方
」
は
、
部
品
の
立
場
に
あ
る
人
び
と
の
「
部
品
と
し
て
の
行
動
」
に
枠
を
は
め
る
。
こ
の

行
動
規
制
は
、
な
ん
ら
か
の
形
の
規
則
の
設
定
を
通
し
て
行
な
わ
れ
る
。

　
装
置
は
す
べ
て
、
部
品
を
対
象
と
す
る
こ
の
種
の
規
則
の
設
定
と
行
動
規
制
を
行
な
う
。
そ
の
点
で
は
国
家
も
例
外
で
は
な
い
。
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
場
合
の
そ
の
規
則
は
、
国
家
公
務
員
法
、
国
家
行
政
組
織
法
な
ど
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
規
則
の
設
定
と
維
持
の
仕
事
は
、
装
置
に
特
有
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
準
備
作
業
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
装
置
の
種
別
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
国
家
に
特
有
の
仕
事
が
規
則
の
設
定
と
維
持

だ
と
い
っ
て
も
、
国
家
が
設
定
す
る
規
則
の
す
べ
て
が
、
そ
の
種
の
規
則
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
第
三
は
、
装
置
の
「
仕
事
の
相
手
方
」
に
対
す
る
行
動
規
制
で
あ
る
。
社
会
的
な
装
置
が
実
行
す
る
仕
事
は
、
何
ら
か
の
形
で
関
係
者

ま
た
は
相
手
方
を
想
定
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、
装
置
は
そ
れ
ら
の
人
び
と
に
対
し
て
規
則
を
設
定
し
、

行
動
規
制
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
こ
の
種
の
行
動
規
制
の
そ
の
一
は
、
装
置
に
特
有
の
仕
事
が
他
に
あ
り
、
そ
の
準
備
作
業
と
し
て
行
な
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
種

の
作
業
は
、
す
べ
て
の
装
置
が
か
な
ら
ず
実
行
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
典
型
的
な
具
体
例
を
二
つ
示
す
こ
と
に
す
る
。

　
利
潤
の
追
求
を
目
的
と
す
る
企
業
は
、
仕
入
れ
お
よ
び
販
売
取
引
の
相
手
と
し
て
の
人
び
と
を
想
定
し
て
い
る
。
企
業
は
、
事
情
が
許

せ
ば
、
利
潤
を
大
き
く
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
に
対
し
て
自
分
に
都
合
の
よ
い
取
引
条
件
（
規
則
）
を
示
し
、
そ
れ
を
一
方
的
に
強

要
し
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
独
占
企
業
は
買
い
手
に
言
い
値
で
商
品
を
購
入
さ
せ
よ
う
と
し
、
ま
た
、
取
引
上
優
位
な
立
場
に
あ
る
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企
業
は
、
原
材
料
の
購
入
に
際
し
、
外
国
の
納
入
業
者
に
自
国
言
語
に
よ
る
見
積
書
の
作
成
を
求
め
る
規
則
を
作
り
、
そ
れ
を
強
要
し
た

り
す
る
。

　
教
育
を
目
的
と
す
る
学
校
は
、
教
育
活
動
の
対
象
と
し
て
の
人
び
と
（
学
生
や
生
徒
）
を
想
定
し
て
い
る
。
学
校
は
、
教
育
を
円
滑
に
行

な
う
た
め
、
学
生
や
生
徒
に
対
し
て
規
則
（
学
則
、
校
則
）
を
設
定
し
、
そ
れ
に
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
現
在
の
日
本
の
多
く

の
公
立
中
学
校
は
、
校
則
に
よ
り
、
女
子
生
徒
の
ス
カ
ー
ト
丈
が
床
上
何
セ
ン
チ
か
ら
何
セ
ン
チ
ま
で
の
間
に
収
ま
っ
て
い
る
状
態
を
作

り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
規
則
の
設
定
と
行
動
規
制
の
活
動
は
、
そ
の
種
の
装
置
に
と
っ
て
準
備
作
業
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
言
及
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
に
よ
っ
て
、
装
置
の
種
別
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
国
家
を
除
け
ば
、
社
会
的
な
装
置
が
設
定
す
る
第
三
の
種
類
の
規
則
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
企
業
や
学
校
の
場
合
と
同
様
の
説
明
が
可

能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
家
の
場
合
は
事
情
が
異
な
る
。

　
装
置
の
「
仕
事
の
相
手
方
」
に
対
す
る
行
動
規
制
の
そ
の
二
は
、
そ
れ
が
装
置
に
特
有
の
仕
事
と
し
て
行
な
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

　
社
会
通
念
上
、
「
国
家
」
は
「
一
定
範
囲
の
人
び
と
を
対
象
と
す
る
規
則
の
設
定
と
維
持
」
の
仕
事
を
行
な
う
社
会
的
な
装
置
だ
と
理
解

さ
れ
て
い
る
。
社
会
通
念
上
、
「
国
家
」
が
こ
の
種
の
活
動
を
行
な
わ
な
く
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
「
国
家
」
と
は
呼
ば
れ
な
く
な

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
行
動
規
制
の
仕
事
は
、
国
家
に
と
っ
て
た
ん
な
る
準
備
作
業
で
は
な
く
、
「
国
家
」
が
そ
れ
を
目
的
と
し
て
造
ら
れ

た
「
特
有
の
仕
事
」
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
家
が
設
定
す
る
規
則
の
す
べ
て
が
「
国
家
に
特
有
の
仕
事
」
の
道
具
と
し
て

設
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
い
う
規
則
の
例
は
、
刑
法
、
民
法
、
独
占
禁
止
法
、
道
路
交
通
法
な
ど
で
あ
る
。
公
職
選
挙
法
、

国
家
公
務
員
法
、
国
家
行
政
組
織
法
な
ど
は
こ
れ
に
は
含
ま
れ
な
い
。

　
国
家
以
外
に
人
び
と
の
行
動
規
制
を
特
有
の
仕
事
と
す
る
社
会
的
な
装
置
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
装
置
の
種
別
は
特
有
の
仕
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事
の
違
い
に
も
と
づ
き
付
け
ら
れ
、
同
一
の
仕
事
に
同
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
種
類
が
対
応
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
1
）
他
の
装
置
に
み
ら
れ
る
こ
の
種
の
規
則
の
例
と
し
て
は
、
企
業
の
「
定
款
」
の
な
か
の
「
株
主
総
会
の
規
定
」
、
家
庭
電
化
製
品
の
「
使
用
説
明

　
書
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
2
）
他
の
装
置
に
み
ら
れ
る
こ
の
種
の
規
則
の
例
と
し
て
は
、
企
業
の
場
合
の
「
従
業
員
規
則
」
、
家
庭
電
化
製
品
の
場
合
の
「
配
線
図
」
と
か
「
仕

　
様
書
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
）
　
そ
れ
が
準
備
作
業
で
あ
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
、
「
そ
の
装
置
が
そ
の
作
業
を
行
な
わ
な
く
な
っ
た
状
況
を
想
定
し
て
み
て
、
そ
れ
で
も
ま
だ

　
そ
れ
が
同
じ
種
類
の
装
置
と
考
え
ら
れ
る
か
」
と
い
う
思
考
実
験
を
行
な
え
ば
確
認
で
き
る
。
準
備
作
業
で
あ
れ
ば
、
こ
の
問
に
対
す
る
答
は
肯
定

　
で
あ
る
。
複
合
化
し
て
い
な
い
装
置
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
準
備
作
業
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
、
同
じ
装
置
が
実
行
す
る
他
の
仕
事
の
条
件
を
整

　
備
し
て
い
る
こ
と
で
も
分
か
る
。

（
4
）
国
家
が
行
な
う
仕
事
群
の
な
か
に
こ
の
種
の
準
備
作
業
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と
は
い
い
き
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
は
そ
の
実
例
は
思
い
つ
か
な

　
い
。

（
5
）
　
一
つ
の
種
類
の
装
置
が
複
数
の
呼
び
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
同
じ
仕
事
を
行
な
う
装
置
の
種
類
が
複
数
あ
る
こ
と
を
意
味

　
し
な
い
。

国家の概念とウェーバーの間違い

D
　
装
置
の
種
類
分
け
に
必
要
な
手
順
の
⑧

　
以
上
の
三
類
型
、
第
三
の
類
型
を
二
つ
に
分
け
た
四
つ
の
場
合
は
す
べ
て
、
た
し
か
に
「
規
則
の
設
定
と
維
持
」
が
行
な
わ
れ
て
い
る

事
例
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
は
正
し
い
。
規
則
の
設
定
と
維
持
は
、
国
家
し
か
手
掛
け
な
い
仕
事
で
は
な
い
。

し
か
し
、
つ
ぎ
の
点
も
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
以
外
の
装
置
が
行
な
う
規
則
の
設
定
と
維
持
の
仕
事
は
す
べ
て
、
そ
の

装
置
に
と
っ
て
の
準
備
作
業
で
あ
る
。
国
家
の
場
合
に
は
、
国
家
に
特
有
の
仕
事
と
、
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
の
双
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
私
た
ち
が
い
ま
行
な
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
装
置
の
種
別
の
確
認
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
（
参
照
、
三
㈲
「
装
置
が

実
行
す
る
仕
事
の
構
造
」
お
よ
び
四
⑭
B
「
二
重
の
基
準
」
）
、
装
置
の
種
別
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
装
置
が
実
行
す
る
仕
事
群
の
な
か
で
準
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備
作
業
を
無
視
し
、
特
有
の
仕
事
の
み
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
私
た
ち
は
国
家
以
外
の
装
置
の
場
合
に
は
そ
れ
を
行
な
っ
て

い
る
。
国
家
に
関
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
立
論
は
、
こ
の
必
要
な
手
順
を
踏
ん
で
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
的
に
は
、
彼
は
「
二
重
の

基
準
」
論
法
を
と
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
彼
の
間
違
い
が
あ
る
。

　
上
の
事
例
の
な
か
で
、
「
装
置
に
特
有
の
仕
事
と
し
て
規
則
の
設
定
と
維
持
の
仕
事
を
行
な
う
」
の
は
「
国
家
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
、
規
則
の
設
定
と
維
持
は
「
国
家
」
に
専
売
特
許
の
仕
事
で
あ
る
。

20

五
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
検
討
し
た
の
は
、
国
家
の
定
義
の
仕
方
で
あ
る
。
国
家
に
つ
い
て
論
ず
る
際
そ
の
目
的
や
活
動
に
言
及
す
る
の
は
、
論
者
が
国

家
を
一
つ
の
社
会
的
な
装
置
（
団
体
、
組
織
、
機
関
）
と
捉
え
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。

　
装
置
は
す
べ
て
、
そ
れ
が
そ
の
た
め
に
造
ら
れ
た
目
的
（
特
有
の
目
的
）
と
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
直
接
必
要
な
仕
事
（
特
有
の

仕
事
）
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
そ
し
て
そ
れ
の
み
で
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
通
念
上
あ
る
種
類
の
装
置
だ
と
考
え
ら
れ
る
対
象

を
観
察
し
て
、
そ
の
種
類
の
装
置
に
特
有
の
目
的
と
仕
事
が
何
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
手
順
を
踏
む
必
要
が

あ
る
。

　
第
一
は
、
対
象
が
複
合
化
し
た
装
置
で
あ
る
か
な
い
か
を
確
認
し
、
複
合
化
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
装
置
が
現
に
実
行

す
る
多
種
多
様
な
仕
事
の
な
か
で
、
元
か
ら
の
仕
事
と
複
合
化
で
後
か
ら
付
け
加
わ
っ
た
仕
事
の
区
別
を
つ
け
、
後
者
を
無
視
す
る
こ
と

で
あ
る
。
第
二
は
、
そ
の
元
か
ら
の
仕
事
の
な
か
で
、
特
有
の
仕
事
と
準
備
作
業
の
区
別
を
つ
け
、
後
者
を
無
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
手
順
は
、
論
理
が
そ
れ
を
求
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
以
外
の
装
置
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
目
的
は
特
定
で
き
な
い
と
主
張
す

る
人
た
ち
も
含
め
、
日
頃
私
た
ち
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
行
な
っ
て
い
る
方
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
流
の
議
論
を
行
な
う



研
究
者
は
、
国
家
に
つ
い
て
は
こ
の
方
法
を
と
ら
な
い
。

い
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
問
違
い
は
こ
こ
に
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
「
二
重
の
基
準
」
論
法
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
一
切
示
さ
れ
て

　
以
上
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
国
家
に
つ
い
て
も
「
特
有
の
目
的
」
と
「
特
有
の
仕
事
」
が
特
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

他
の
装
置
と
同
様
、
素
直
に
、
そ
の
目
的
と
仕
事
か
ら
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
手
段
か
ら
定
義
を
試
み
て
、
国
家
の
理
解
を
混
乱
さ

せ
る
の
は
終
わ
り
に
し
た
い
。

　
「
国
家
は
い
か
な
る
装
置
か
」
の
問
（
参
照
、
三
ω
）
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
国
家
」
は
「
そ
れ
に
特
有
の
仕
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
し
て
規
則
の
設
定
と
維
持
を
行
な
う
社
会
的
な
装
置
」
で
あ
る
、
と
。

　
（
1
）
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
、
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
で
展
開
し
た
議
論
の
限
り
で
は
、
も
し
国
家
の
目
的
が
特
定
で
き
た
ら
、
そ
の
目
的
か
ら
国
家
を
規

　
　
定
し
た
か
っ
た
よ
う
に
読
め
る
。

　
（
2
）
私
の
詳
し
い
国
家
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
根
岸
毅
「
政
治
学
と
は
何
か
」
（
根
岸
他
『
国
家
の
解
剖
学
』
）
を
参
照
の
こ
と
。

国家の概念とウェーバーの間違い
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