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民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
株
式
会
社
の
営
利
性
と
公
益
性

カロ

藤

修

民主主義社会における株式会社の営利性と公益性

第第第第
四三二一
節節節節

は
じ
め
に

株
式
会
社
に
お
け
る
営
利
性
と
公
益
性
の
異
次
元
的
性
格

民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
妥
当
な
法
理
論
の
受
容

ま
と
め第

一
節
　
は
じ
め
に

　
民
主
主
義
社
会
は
、
株
式
会
社
制
度
が
存
在
し
な
く
て
も
成
立
し
得
る
。
し
か
し
、
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
、
「
健
康
で
文
化

的
」
で
、
か
つ
、
豊
か
な
生
活
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
自
由
主
義
市
場
経
済
を
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
株

式
会
社
制
度
の
活
用
を
必
要
と
す
る
。
株
式
会
社
は
、
そ
の
利
潤
追
求
を
通
じ
て
富
を
社
会
に
も
た
ら
す
。
現
在
の
国
民
経
済
に
お

い
て
、
株
式
会
社
を
中
心
と
す
る
企
業
活
動
を
抜
き
に
し
て
は
、
そ
の
健
全
な
発
展
は
望
め
な
い
。

　
株
式
会
社
は
、
富
を
生
み
だ
す
。
株
式
会
社
は
、
民
主
主
義
社
会
の
構
成
員
に
雇
用
の
機
会
を
提
供
す
る
の
み
な
ら
ず
、
有
用
な
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商
品
や
役
務
を
提
供
し
、
そ
の
利
潤
か
ら
租
税
を
納
入
し
、
民
主
主
義
社
会
に
大
い
に
寄
与
し
て
い
る
。
し
か
し
、
株
式
会
社
に
は
、

前
向
き
の
正
の
側
面
の
ほ
か
に
、
魔
性
の
負
の
側
面
が
あ
る
。
他
者
の
存
在
を
忘
れ
て
我
欲
を
貫
く
と
、
株
式
会
社
は
、
独
占
利
潤

を
追
求
し
た
り
、
労
働
者
に
適
正
な
分
配
を
せ
ず
、
不
当
・
不
正
な
取
引
に
走
る
。
更
に
は
、
合
理
化
の
名
の
下
に
労
働
条
件
を
劣

化
さ
せ
、
地
球
環
境
に
負
荷
を
か
け
反
省
し
な
い
な
ど
と
い
う
反
社
会
的
行
動
を
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
株
式
会
社
制
度
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
有
益
な
正
の
側
面
と
社
会
に
害
悪
を
流
す
負
の
側
面
の
二
面
性
を
有
す
る
。
し
か
し
、

自
由
主
義
市
場
経
済
が
そ
の
本
来
的
に
予
定
さ
れ
た
機
能
を
充
分
に
発
揮
で
き
る
状
況
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
こ
で
は
、
適
正
な

競
争
が
行
な
わ
れ
、
株
式
会
社
と
い
え
ど
も
優
勝
劣
敗
の
原
則
に
基
づ
い
て
、
負
の
側
面
を
呈
示
す
る
も
の
は
淘
汰
さ
れ
、
有
益
な

正
の
側
面
を
積
極
的
に
示
し
得
る
も
の
の
み
が
、
生
き
残
り
、
そ
の
健
全
な
る
機
能
を
民
主
主
義
社
会
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う

に
果
す
こ
と
が
出
来
る
。

　
企
業
に
お
け
る
統
治
の
確
保
が
当
然
の
社
会
的
要
請
と
な
り
、
遵
法
精
神
と
そ
の
実
践
が
企
業
の
日
常
活
動
に
お
い
て
当
り
前
の

こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
、
悪
質
な
株
式
会
社
は
息
の
根
を
止
め
ら
れ
て
し
ま
う
状
況
が
確
実
に
定
着
し

つ
つ
あ
る
。
企
業
の
社
会
的
責
任
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
と
由
来
に
つ
い
て
、
種
々
の
議
論
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
責
任

を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
合
意
は
、
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
株
式
会
社
は
、
株
主
と
な
る
者

の
出
資
が
あ
っ
て
始
め
て
成
立
し
得
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
株
式
会
社
を
め
ぐ
る
社
会
関
係
と
法
律
関
係
に
お
い
て
、
株
主

の
ほ
か
に
多
様
な
利
害
関
係
者
の
あ
る
こ
と
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
利
害
関
係
者
も
監
視
す
る
。
株
式
会
祉
に
お
け

る
業
務
執
行
や
計
算
に
つ
い
て
、
そ
の
監
査
の
仕
組
み
は
確
立
し
て
い
る
し
、
現
在
で
は
、
株
式
会
社
の
地
球
環
境
と
の
関
わ
り
で

監
査
し
た
り
評
価
を
加
え
た
り
す
る
試
み
も
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
株
式
会
社
が
適
正
な
活
動
を
し
、
そ
の
負
の

側
面
は
出
来
る
限
り
後
退
さ
せ
、
そ
の
正
の
側
面
を
強
化
・
充
実
さ
せ
る
気
運
と
体
制
は
整
い
、
株
式
会
社
制
度
は
、
充
分
な
監
視

と
監
督
の
下
で
、
そ
の
本
来
的
機
能
を
充
分
に
発
揮
し
得
る
状
況
に
あ
る
。
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株
式
会
社
制
度
は
、
他
方
に
お
い
て
、
冷
徹
な
ま
で
に
効
率
性
を
追
求
す
る
。
株
式
会
社
は
、
営
利
を
目
的
と
す
る
社
団
で
あ
る

た
め
（
商
法
五
二
条
）
、
無
駄
を
省
き
、
合
理
的
か
つ
経
済
的
に
行
動
し
よ
う
と
す
る
。
利
潤
を
獲
得
出
来
な
い
と
な
れ
ば
、
即
時
に

退
出
を
決
断
し
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
自
由
主
義
市
場
に
厚
み
が
あ
り
、
新
規
参
入
に
つ
い
て
障
害
が
な
け
れ
ば
、
株
式
会
社
の
退

出
と
参
入
に
つ
い
て
も
円
滑
に
事
が
運
ぶ
こ
と
と
な
る
。

　
株
式
会
社
制
度
を
め
ぐ
る
上
述
し
た
状
況
の
下
に
お
い
て
、
学
校
や
病
院
な
ど
と
い
う
公
益
に
か
か
わ
る
事
業
主
体
の
非
能
率
と

不
都
合
が
近
年
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
事
業
に
つ
い
て
は
、
主
務
官
庁
の
認
可
・
監
督
の
下
で
一
見
し
た
と
こ
ろ
円
滑

の
う
ち
に
事
が
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、
実
際
に
は
、
主
務
官
庁
の
認
可
・
監
督
に
つ
い
て
、
信
頼
性
に
欠
け
る
場
合

も
あ
り
得
る
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
事
業
主
体
が
、
種
々
の

理
由
づ
け
の
下
で
、
新
規
参
入
を
阻
害
し
て
い
る
事
例
も
な
く
は
な
い
。

　
右
の
よ
う
な
弊
害
を
認
識
し
て
、
規
制
緩
和
が
指
向
さ
れ
、
文
部
科
学
省
の
大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会
は
、
平
成
一
六
年
二

月
一
二
日
に
「
構
造
改
革
特
区
制
度
」
を
活
用
し
て
、
株
式
会
社
が
設
置
す
る
大
学
と
大
学
院
大
学
の
計
二
校
に
つ
い
て
そ
れ
を
認

め
る
よ
う
に
と
答
申
を
し
、
更
に
、
平
成
一
六
年
二
月
下
旬
に
は
、
株
式
会
社
が
設
置
す
る
中
学
校
が
認
め
ら
れ
る
旨
が
報
道
さ
れ

て
い
る
（
日
本
経
済
新
聞
・
平
成
一
六
年
二
月
一
二
日
夕
刊
〈
四
版
〉
一
八
頁
）
。
「
構
造
改
革
特
区
」
と
い
う
国
家
領
域
の
例
外
的
一
部

に
お
い
て
風
穴
が
あ
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
も
し
も
そ
の
よ
う
な
規
制
緩
和
指
向
が
理
論
的
に
妥
当
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
何
も
例
外

的
一
部
と
す
る
必
要
は
な
く
、
全
国
的
な
範
囲
で
一
挙
に
導
入
す
べ
き
妥
当
性
が
見
出
さ
れ
る
。

　
根
岸
毅
教
授
は
、
「
国
家
に
特
有
の
仕
事
は
、
一
般
的
に
は
『
一
定
範
囲
の
人
々
を
対
象
と
す
る
ル
ー
ル
の
設
定
と
維
持
』
で
あ

る
。
…
…
こ
の
ル
ー
ル
の
な
か
で
国
家
が
設
定
す
る
も
の
が
、
ふ
つ
う
『
法
』
と
呼
ば
れ
る
。
」
と
論
述
さ
れ
て
い
る
（
根
岸
毅

「
国
家
ー
装
置
と
そ
の
仕
事
」
法
学
研
究
六
〇
巻
一
号
一
三
六
頁
、
二
二
七
頁
〈
石
川
忠
雄
教
授
退
職
記
念
号
・
一
九
八
七
年
〉
）
。
民
主
主

義
社
会
に
お
い
て
、
法
は
、
国
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
定
立
さ
れ
る
。
我
が
国
は
、
議
会
制
民
主
主
義
で
あ
る
た
め
、
国
民
に
よ
り
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選
ば
れ
た
議
員
が
、
国
会
に
お
い
て
法
を
定
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
国
会
議
員
が
立
法
活
動
を
す
る
場
合
、
関
係
分
野
に
お
け
る
学

間
的
成
果
を
踏
ま
え
て
合
理
的
に
行
動
す
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
立
法
活
動
の
前
提
と
な
る
学
問
的
成
果
に
関
し
て
誤
解
が
あ
る

時
、
妥
当
で
正
当
な
立
法
活
動
が
出
来
な
く
な
る
。
株
式
会
社
に
よ
る
学
校
経
営
と
い
う
公
益
に
か
か
わ
る
具
体
的
局
面
に
お
い
て
、

通
説
は
、
株
式
会
社
の
営
利
性
と
公
益
性
に
つ
い
て
誤
解
を
し
、
株
式
会
社
が
営
利
性
を
有
す
る
が
故
に
そ
の
公
益
性
具
有
を
排
除

さ
れ
て
し
ま
う
理
論
的
誤
り
を
犯
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
現
在
の
立
法
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
「
構
造
改
革

特
区
」
と
い
う
例
外
的
局
面
に
お
い
て
、
そ
の
実
用
性
と
利
便
性
を
経
験
的
に
認
識
さ
せ
、
あ
え
て
そ
の
後
に
全
国
的
規
模
に
お
け

る
全
面
的
展
開
を
企
図
す
る
と
い
う
回
り
く
ど
い
姑
息
な
方
法
を
採
用
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
理
論
的
な
誤
り
に
気
づ
け
ば
、
も

っ
と
急
速
に
妥
当
な
結
末
に
至
り
得
る
と
考
え
る
。
国
会
議
員
が
議
会
に
お
い
て
意
思
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
次
の
選
挙
に

お
い
て
自
分
の
票
に
な
る
か
否
か
と
か
自
分
の
仲
間
を
有
利
に
す
る
か
否
か
と
い
う
自
己
都
合
の
観
点
か
ら
決
断
す
る
こ
と
は
あ
り

得
る
こ
と
で
、
そ
れ
も
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
一
つ
の
側
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
妥
当
で
正
当
な
理
論
に
合
致
し
な
い
こ
と
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
一
時
の
綾
と
し
て
長
続
き
は
せ
ず
、
は
か
な
い
も
の
と
な
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
、
株
式
会
社
の
営
利
性
と
公
益
性
に
つ
い
て
の
妥
当
で
正
当
な
理
論
を
論
述
し
、
株
式
会
社
に
よ
る
学

校
経
営
な
ど
の
株
式
会
社
と
公
益
事
業
の
か
か
わ
り
に
つ
き
、
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
立
法
の
た
め
の
指
針
を
示
す
こ
と
が
出
来

れ
ば
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。
こ
の
指
針
を
基
に
し
て
考
え
れ
ば
、
株
式
会
社
と
病
院
経
営
あ
る
い
は
株
式
会
社
と
農
業
経
営
と
い

う
今
後
の
重
要
問
題
解
決
に
も
若
干
の
示
唆
を
提
供
し
得
る
も
の
と
も
考
え
る
。
妥
当
で
正
当
な
理
論
が
民
主
主
義
社
会
を
よ
り
良

い
方
向
へ
導
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
二
節
　
株
式
会
社
に
お
け
る
営
利
性
と
公
益
性
の
異
次
元
的
性
格

　
通
説
に
よ
れ
ば
、
株
式
会
社
が
営
利
を
目
的
と
す
る
と
い
う
そ
の
「
営
利
」
は
、
対
外
的
活
動
で
得
た
利
益
を
構
成
員
（
株
主
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
分
配
す
る
こ
と
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
株
式
会
社
は
、
営
利
団
体
で
あ
り
、
公
益
法
人
と
異
な
り
、
構
成
員
の
私
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

利
益
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
構
成
員
へ
の
分
配
は
、
利
益
配
当
ま
た
は
残
余
財
産
分
配
の
形
を
と
る
と
説
明
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
会
社
が
営
利
法
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
会
社
自
体
が
利
益
を
生
じ
る
事
業
を
営
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、

そ
の
事
業
活
動
を
通
じ
て
獲
得
し
た
利
益
を
社
員
に
分
配
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
相
互
保
険
会
社
や
協

同
組
合
な
ど
も
そ
の
構
成
員
に
利
益
を
与
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
団
体
の
内
部
活
動
自
体
に
よ
っ
て
直
接
的
に
構
成

員
が
利
益
を
受
け
る
の
で
あ
っ
て
、
株
式
会
社
に
お
け
る
よ
う
に
、
団
体
の
対
外
的
活
動
に
よ
っ
て
得
た
利
益
が
構
成
員
（
株
主
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
分
配
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
説
明
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
株
式
会
社
の
営
利
性
に
つ
い
て
、
株
式
会
社
自
身
が
営
利
事
業
を
営
む
だ
け
で
は
足
ら
ず
、

株
式
会
社
そ
の
も
の
が
獲
得
し
た
利
益
を
そ
の
構
成
員
で
あ
る
株
主
に
分
配
す
る
こ
と
ま
で
を
営
利
性
の
内
容
と
考
え
て
い
る
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ど
も
、
こ
こ
で
は
、
営
利
性
と
私
益
性
を
混
同
す
る
と
い
う
誤
解
が
あ
る
。
株
式
会
社
の
営
利
性
と
は
、
株
主
に
利
益
配
当
な
ど
の

利
益
分
配
を
す
る
こ
と
に
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
株
主
に
分
配
す
べ
き
利
益
を
獲
得
す
る
こ
と
自
体
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

本
の
投
下
に
よ
っ
て
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
が
会
社
の
目
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
株
式
会
社
の
営
利
性
が
あ
る
。
従
っ
て
、
利
潤
を
株
主

に
分
配
す
る
こ
と
ま
で
営
利
性
の
概
念
を
説
明
す
る
た
め
に
含
め
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
通
説
は
、
株
式
会
社
に
お
け
る
「
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

利
」
を
実
は
「
私
益
」
と
読
み
変
え
、
し
か
も
、
そ
の
「
私
益
」
を
「
構
成
員
の
私
益
」
と
読
み
変
え
る
と
い
う
誤
解
を
積
み
か
さ

ね
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
営
利
」
の
反
対
概
念
は
、
「
非
営
利
」
で
あ
り
、
「
公
益
」
の
反
対

概
念
は
、
「
私
益
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
営
利
・
非
営
利
」
と
「
公
益
・
私
益
」
と
は
、
ま
っ
た
く
次
元
を
異
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に
す
る
分
類
基
準
な
の
で
あ
り
、
「
営
利
・
非
営
利
」
の
分
類
は
、
も
っ
ぱ
ら
利
潤
獲
得
の
目
的
の
有
無
か
ら
定
ま
っ
て
来
る
も
の

で
あ
る
し
、
「
公
益
・
私
益
」
の
分
類
は
、
自
己
の
有
す
る
経
済
的
・
知
的
要
素
を
個
人
的
に
利
用
す
る
か
社
会
一
般
の
た
め
に
利

用
す
る
か
の
観
点
か
ら
定
ま
っ
て
来
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
「
営
利
を
目
的
と
す
る
法
人
」
の
「
営
利
性
」
概
念
を
定
立
す
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
、
獲
得
さ
れ
た
利
潤
の
分
配
、
つ
ま
り
、
そ
の
有
す
る
経
済
的
要
素
の
利
用
の
面
が
基
準
と
な
る
と
す
る
こ
と
は
妥
当
性
が
な
い
。

　
通
説
は
、
「
営
利
・
非
営
利
」
と
「
公
益
・
私
益
」
の
異
次
元
的
性
格
を
無
視
し
て
、
株
式
会
社
に
お
け
る
「
営
利
性
」
概
念
確

定
に
際
し
て
、
そ
の
構
成
員
、
つ
ま
り
、
株
主
へ
の
利
益
分
配
と
い
う
内
容
を
加
え
る
た
め
、
「
営
利
性
」
概
念
の
中
に
「
私
益
性
」

の
観
念
、
つ
ま
り
、
経
済
的
要
素
を
社
会
一
般
の
た
め
に
利
用
す
る
の
で
は
な
く
個
人
的
に
利
用
す
る
と
の
内
容
を
つ
け
加
え
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
「
営
利
性
」
の
中
に
、
本
来
的
に
別
の
も
の
で
あ
る
「
私
益
性
」
を
混
同
す
る
と
い
う
誤
解

を
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
「
営
利
性
」
と
「
公
益
性
」
は
、
同
次
元
に
お
い
て
相
対
立
を
す
る
排
斥
し
あ
う
対
立
概
念
と
し
て
理
解

し
、
営
利
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
が
、
公
益
に
か
か
わ
る
学
校
経
営
や
病
院
経
営
に
関
係
す
る
こ
と
は
本
来
的
に
無
理
で
あ
る
と

の
結
論
に
達
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
営
利
性
」
と
「
公
益
性
」
は
異
次
元
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
相
反
す
る
観

念
で
は
な
く
、
公
益
に
関
す
る
非
営
利
事
業
、
公
益
に
関
す
る
営
利
事
業
、
公
益
に
関
し
な
い
（
私
益
）
非
営
利
事
業
、
公
益
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

し
な
い
（
私
益
）
営
利
事
業
も
在
り
得
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
「
営
利
・
非
営
利
」
と
、
「
公
益
・
私
益
」
を
基
に
し
て
四
種
の

組
み
合
わ
せ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
公
益
に
関
す
る
非
営
利
事
業
は
、
民
法
三
四
条
に
よ
り
法
人
た
り
得
る
。
公

益
に
関
し
な
い
（
私
益
）
非
営
利
事
業
は
、
保
険
相
互
会
社
や
消
費
生
活
共
同
組
合
に
そ
の
例
を
見
出
し
、
法
律
の
規
定
が
存
在
す

る
。
公
益
に
関
し
な
い
（
私
益
）
営
利
事
業
は
、
こ
れ
ま
た
周
知
の
よ
う
に
商
法
五
二
条
、
五
四
条
に
基
づ
い
て
法
人
に
な
り
得
る
。

間
題
は
、
公
益
に
関
す
る
営
利
事
業
で
あ
っ
て
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
営
利
性
と
私
益
性
を
混
合
す
る
た
め
、

「
営
利
性
」
と
「
公
益
性
」
は
同
次
元
に
お
い
て
相
対
立
し
、
相
互
に
排
斥
し
あ
う
対
立
概
念
と
解
し
て
い
る
た
め
、
商
法
五
二
条
、

五
四
条
に
基
づ
い
て
法
人
た
り
得
る
も
の
の
中
に
、
学
校
経
営
や
病
院
経
営
に
か
か
わ
る
、
つ
ま
り
、
公
益
に
か
か
わ
る
営
利
性
を
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有
す
る
「
株
式
会
社
」
形
態
は
入
ら
な
い
と
考
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
通
説
の
立
場
は
誤
解
で
あ
り
、
商
法
五
二
条
と
五
四
条
の
趣

旨
は
、
公
益
と
私
益
を
問
う
こ
と
な
く
、
お
よ
そ
営
利
性
を
有
す
る
社
団
で
あ
れ
ば
、
会
社
、
つ
ま
り
、
株
式
会
社
に
な
り
得
る
と

解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
る
国
会
は
、
商
法
五
二
条
と
五
四
条
に
関
す

る
通
説
と
は
相
違
す
る
右
の
よ
う
な
見
解
を
受
け
入
れ
、
あ
る
い
は
追
認
を
し
て
意
思
決
定
を
す
れ
ば
、
株
式
会
社
に
よ
る
公
益
性

を
有
す
る
事
業
、
つ
ま
り
、
学
校
経
営
や
病
院
経
営
に
か
か
わ
る
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
広
範
で
統
一
的
な
注
意
的
立
法
を
迅
速
に

す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
通
説
に
よ
れ
ば
、
商
法
五
二
条
と
五
四
条
に
基
づ
い
て
法
人
た
り
得
る
も
の
は
、
私
益
・
営
利
事
業
で
あ
り
、
公
益
・
営
利
事
業

は
そ
の
範
囲
外
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
根
拠
と
し
て
、
次
の
｝
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
「
利
益
ノ
分
配
ヲ
以
テ

営
利
法
人
ノ
要
素
ト
ス
ル
ハ
法
律
力
公
益
法
人
二
対
シ
テ
主
務
官
庁
ノ
許
可
ヲ
条
件
ト
シ
タ
ル
精
神
二
適
合
ス
法
律
力
公
益
法
人
二

設
立
ノ
許
可
ヲ
必
要
ト
ス
ル
ハ
公
益
ヲ
目
的
ト
ス
ル
法
人
ノ
濫
用
ヲ
恐
レ
テ
之
二
干
渉
ヲ
加
ヘ
ン
ト
欲
セ
ル
ニ
因
ル
」
と
説
明
さ
れ
、

続
け
て
、
「
社
団
力
営
利
事
業
ヲ
営
ム
ヲ
以
テ
営
利
法
人
タ
ル
ニ
十
分
ナ
ル
観
念
ナ
リ
ト
ス
レ
ハ
其
利
益
ヲ
公
益
事
業
二
供
用
ス
ル

社
団
モ
亦
営
利
法
人
ノ
一
種
タ
ル
ニ
至
リ
会
社
二
関
ス
ル
規
定
二
従
ヒ
何
等
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
ク
自
由
二
之
ヲ
設
立
ス
ル
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ト
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
ヘ
シ
」
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
の
根
本
に
は
、
公
益
事
業
活
動
を
準
則
主
義
に
基
づ
く
設
立
自
由
の
原
則

の
下
に
あ
る
営
利
法
人
で
あ
る
株
式
会
社
に
主
務
官
庁
の
許
可
も
監
督
も
な
く
許
容
す
る
こ
と
に
な
っ
て
は
困
る
と
の
発
想
が
見
て

取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
株
式
会
社
の
よ
う
な
営
利
法
人
が
、
「
公
ノ
秩
序
又
ハ
善
良
ノ
風
俗
二
反
ス
ル
」
行
為
を
す
れ
ば
、
商
法
五

八
条
に
基
づ
く
よ
う
な
裁
判
所
に
よ
る
解
散
命
令
の
方
策
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
事
前
ノ
許
可
ト
事
後
ノ
解
散
ト
ハ
大
二
其
効
力
ヲ

異
ニ
ス
」
る
し
、
営
利
法
人
が
営
利
事
業
に
よ
っ
て
得
た
所
得
で
以
て
公
益
事
業
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
「
通
常
ノ
公
益
法
人
ヨ

リ
モ
一
層
濫
用
ノ
虞
多
ク
」
あ
り
、
更
に
、
こ
の
よ
う
な
事
業
の
進
め
方
を
す
る
も
の
を
「
営
利
法
人
ト
シ
テ
自
由
二
之
ヲ
設
立
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
ト
ス
レ
ハ
法
律
力
公
益
法
人
ノ
設
立
二
許
可
ヲ
必
要
ト
シ
タ
ル
趣
旨
ハ
全
然
躁
躍
シ
墨
サ
ル
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
主
張
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（
1
0
）

す
る
の
で
あ
る
。

　
主
務
官
庁
の
許
可
と
監
督
に
一
定
の
効
果
の
あ
る
こ
と
は
否
決
で
き
な
い
。
し
か
し
、
主
務
官
庁
の
許
可
と
監
督
は
、
結
局
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

こ
ろ
行
政
権
の
裁
量
的
干
渉
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
商
法
に
お
け
る
株
式
会
社
に
対
す
る
法
規
制
に
は
、
多
く
の
強
行
法
規

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
非
常
に
厳
格
で
あ
る
。
会
社
法
は
、
出
資
者
、
会
社
債
権
者
、
会
社
自
身
と
い
う
三
者
間
の
利
害
関
係
の
調

整
の
た
め
非
常
に
厳
格
な
規
制
を
し
て
い
る
。
特
に
、
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
商
法
総
則
に
お
け
る
計
算
規
定
を
更
に
精
緻
化
さ

せ
、
よ
り
厳
重
に
し
て
い
る
。
株
式
会
社
の
運
営
に
つ
い
て
も
、
三
権
分
立
思
想
の
下
で
、
分
散
と
相
互
監
視
の
体
制
が
整
備
さ
れ
、

不
正
と
い
う
も
の
が
行
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
最
大
限
の
配
慮
を
し
て
い
る
。
確
か
に
、
行
政
権
の
裁
量
的
干
渉
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
、

過
去
に
お
い
て
そ
れ
な
り
の
役
割
を
果
し
、
現
在
に
お
い
て
も
そ
の
役
割
を
果
し
得
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
株
式
会

社
制
度
に
お
い
て
、
極
め
て
自
立
的
な
形
で
、
厳
格
な
規
制
と
不
正
防
止
の
た
め
の
権
限
分
配
が
行
な
わ
れ
、
な
お
か
つ
、
必
要
事

項
に
つ
い
て
は
、
外
部
へ
の
開
示
と
い
う
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
、
企
業
の
統
治
に
関
す
る
理
論
の
成
立
と
そ
の
実
践
活
動
も
株
式
会

社
制
度
の
分
野
で
確
立
し
つ
つ
あ
る
。
行
政
権
に
つ
い
て
も
、
行
政
改
革
や
規
制
緩
和
と
い
う
こ
と
で
、
改
善
の
兆
し
は
あ
る
も
の

の
、
こ
れ
ま
で
の
実
積
に
つ
い
て
は
、
心
も
と
な
い
も
の
が
あ
る
。
自
由
主
義
市
場
経
済
に
お
け
る
激
烈
な
競
争
の
洗
礼
を
受
け
発

展
・
展
開
を
し
て
い
る
株
式
会
社
に
関
す
る
法
規
制
に
も
充
分
な
信
頼
性
は
見
て
取
れ
る
の
で
あ
り
、
行
政
権
に
よ
る
裁
量
的
干
渉

に
委
ね
る
よ
り
も
合
目
的
的
で
妥
当
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
法
律
が
公
益
法
人
の
設
立
に
つ
い
て
、
主
務
官
庁
の
許
可
を

必
要
と
す
る
こ
と
を
最
大
限
に
重
視
し
て
立
論
す
る
通
説
の
理
由
づ
け
に
は
大
い
に
疑
問
が
あ
る
。
民
法
学
に
お
け
る
碩
学
も
、
公

益
法
人
の
成
立
に
関
す
る
許
可
主
義
は
、
「
主
務
官
庁
の
自
由
裁
量
に
委
ね
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
設
立
の
自
由
は
、
大

い
に
制
限
さ
れ
る
。
民
法
が
か
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
の
は
、
公
益
の
美
名
に
か
く
れ
て
不
当
な
こ
と
の
な
さ
れ
る
の
を
防
ご
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

す
る
趣
旨
で
あ
る
が
、
果
し
て
妥
当
か
ど
う
か
、
疑
問
で
あ
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
更
に
は
、
「
許
可
主
義
は
法
的
人
格
と
い
う

私
法
上
の
問
題
を
行
政
官
庁
の
裁
量
に
委
ね
る
も
の
で
あ
り
…
…
法
人
の
許
可
主
義
、
特
に
非
公
益
法
人
に
法
人
格
附
与
の
道
を
閉
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し
公
益
法
人
に
こ
れ
を
許
可
す
る
と
い
う
原
則
は
、
法
人
格
の
附
与
を
一
種
の
特
権
的
利
益
の
附
与
と
す
る
考
え
に
立
脚
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

で
あ
っ
て
、
現
代
に
お
け
る
法
人
格
の
意
義
、
役
割
と
は
調
和
し
な
い
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
指
摘
は
、
ま
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

に
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
公
益
法
人
の
許
可
主
義
を
疑
問
と
す
る
学
説
が
立
法
論
と
し
て
は
有
力
と
さ
れ
て
い
る
。

　
通
説
は
、
株
式
会
社
の
「
営
利
性
」
に
関
し
て
、
株
式
会
社
自
体
が
営
利
事
業
を
営
む
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
株
式
会
社
自
体
が
獲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

得
し
た
利
益
そ
の
も
の
を
そ
の
構
成
員
で
あ
る
株
主
に
分
配
す
る
こ
と
ま
で
も
「
営
利
性
」
の
意
味
内
容
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
発
想
は
、
「
営
利
性
」
と
「
私
益
性
」
を
混
同
す
る
誤
解
に
基
づ
く
。
本
来
「
営
利
」
の
反
対
概
念
は
、
「
非
営
利
」
で
あ
り
、

「
私
益
」
の
反
対
概
念
は
、
「
公
益
」
で
あ
る
。
通
説
は
、
「
営
利
」
と
「
私
益
」
を
同
一
次
元
と
混
同
す
る
た
め
の
、
「
営
利
」
と

「
公
益
」
が
相
背
反
す
る
観
念
と
誤
解
し
、
「
営
利
」
を
目
ざ
す
も
の
に
は
、
「
公
益
」
は
組
み
合
わ
さ
れ
な
い
と
の
帰
結
に
達
し
た
。

そ
の
た
め
に
、
営
利
法
人
で
あ
る
株
式
会
社
が
、
学
校
経
営
な
ど
の
公
益
に
か
か
わ
る
活
動
を
す
る
こ
と
か
ら
排
除
さ
れ
る
結
論
に

な
っ
て
し
ま
う
。
「
営
利
性
」
と
「
公
益
性
」
の
異
次
元
的
性
格
を
理
解
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
結
論
に
は
達
し
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
更
に
、
通
説
の
発
想
の
中
に
は
、
公
益
法
人
の
成
立
に
つ
い
て
の
主
務
官
庁
の
許
可
を
重
要
視
す
る
傾
向
が
あ
る
け
れ

ど
も
、
厳
格
な
株
式
会
社
制
度
に
よ
る
規
制
の
実
効
性
と
妥
当
性
を
高
く
評
価
す
る
立
場
か
ら
は
、
許
可
に
際
し
て
の
主
務
官
庁
の

裁
量
権
行
使
へ
の
不
信
感
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　 　 　 ハ　　　ハ

654321）　）　） ）　）　）

江
頭
憲
治
郎
・
株
式
会
社
・
有
限
会
社
法
（
四
版
）
一
五
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
。

神
田
秀
樹
・
会
社
法
（
四
版
補
正
二
版
）
二
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
。

河
本
一
郎
・
現
代
会
社
法
（
新
訂
九
版
）
三
二
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
。

山
本
爲
三
郎
・
会
社
法
の
考
え
方
（
第
四
版
）
二
五
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
。

津
田
利
治
「
会
社
法
以
前
」
慶
鷹
義
塾
大
学
商
法
研
究
会
編
・
会
社
法
以
前
六
七
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
。

倉
澤
康
一
郎
「
営
利
社
団
法
人
の
意
義
」
法
学
研
究
四
四
巻
三
号
二
〇
九
頁
（
津
田
・
宮
崎
・
伊
東
教
授
退
職
記
念
論
文
集
、

一
九
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七
一
年
）
）
。

　　　　　ハ　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

15　14　13　12　11　10　9　　8　　7
）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）0

0
四
年
）

は
、

倉
澤
康
一
郎
・
前
注
（
6
）
法
学
研
究
四
四
巻
三
号
二
一
〇
頁
。

津
田
利
治
・
横
槍
　
民
法
総
論
（
法
人
ノ
部
）
一
九
頁
（
一
九
九
六
年
）
。

松
本
蒸
治
「
営
利
法
人
ノ
観
念
」
私
法
論
文
集
（
改
訂
新
版
）
四
〇
頁
（
一
九
二
六
年
）
。

松
本
蒸
治
・
前
注
（
9
）
私
法
論
文
集
四
〇
頁
。

倉
澤
康
一
郎
・
前
注
（
6
）
法
学
研
究
四
四
巻
三
号
二
二
九
頁
。

我
妻
栄
・
新
訂
民
法
総
則
（
民
法
講
義
1
）
一
四
〇
頁
（
一
九
六
八
年
）
。

川
島
武
宜
・
民
法
総
則
一
〇
七
頁
（
一
九
六
八
年
）
。

竹
内
昭
夫
・
株
式
会
社
法
講
義
（
弥
永
真
生
補
訂
）
二
九
頁
（
二
〇
〇
一
年
）
。

川
口
恭
弘
「
『
株
式
会
社
の
営
利
性
と
公
益
』
に
関
す
る
一
考
察
」
同
志
社
法
学
五
五
巻
七
号
（
二
九
八
号
）
二
九
頁
以
下
（
二

　
　
　
は
、
通
説
の
立
場
か
ら
論
述
を
展
開
し
、
結
論
的
に
は
、
株
式
会
社
が
「
公
益
」
に
か
か
わ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
本
稿
と

実
質
と
方
法
論
が
相
違
す
る
。
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第
三
節
　
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
妥
当
な
法
理
論
の
受
容

　
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
社
会
が
成
熟
し
、
安
定
を
見
出
し
、
そ
れ
な
り
の
繁
栄
を
享
受
し
て
い
る
場
合
、
な
か
な
か
変

革
へ
の
一
歩
に
踏
み
出
し
難
い
。
し
か
し
、
自
由
主
義
市
場
経
済
が
国
際
的
で
あ
る
こ
と
が
当
然
と
な
り
、
全
地
球
化
さ
れ
て
い
る

現
在
、
一
国
の
み
の
安
定
と
繁
栄
に
安
住
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
、
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
国
民

経
済
の
仕
組
な
り
、
公
私
を
含
め
た
各
種
の
事
業
体
な
り
、
株
式
会
社
を
中
心
と
す
る
企
業
が
、
非
能
率
、
非
効
率
で
あ
れ
ば
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
人
と
物
と
資
本
の
三
者
が
国
内
に
居
残
ら
ず
、
国
外
に
脱
出
し
か
ね
な
い
。
こ
こ
に
、
全
地
球
化
し
た
国
際
的
自
由

主
義
市
場
終
済
に
お
け
る
流
動
性
と
競
争
の
怖
さ
と
凄
み
が
あ
る
。
人
と
物
と
資
本
の
寄
り
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
ど
こ
に
も
行
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き
場
の
な
い
競
争
力
を
失
っ
た
貧
困
化
と
社
会
の
不
安
定
化
が
始
ま
る
。
そ
の
よ
う
な
不
幸
が
い
っ
た
ん
始
ま
る
と
加
速
度
的
な
悪

循
環
の
中
で
、
民
主
主
義
社
会
の
健
全
な
展
開
と
発
展
が
望
み
に
く
く
な
る
。
危
機
は
身
近
に
迫
っ
て
い
る
。

　
規
制
緩
和
が
指
向
さ
れ
、
「
構
造
改
革
特
区
制
度
」
と
い
う
政
策
が
導
入
さ
れ
た
の
も
、
右
の
よ
う
な
危
機
切
迫
を
自
覚
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
民
主
主
義
社
会
が
一
応
の
安
定
化
を
示
し
、
そ
れ
な
り
の
繁
栄
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
社
会
構
成
員
は
、
何
か

と
変
化
を
嫌
い
、
保
守
的
に
な
り
、
既
得
権
や
、
既
得
権
限
の
保
持
と
維
持
に
腐
心
す
る
こ
と
と
な
る
。
長
期
的
に
み
て
、
そ
の
よ

う
な
行
動
に
未
来
展
望
は
見
出
せ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
社
会
指
導
者
が
、
変
革
へ
の
風
穴
を
開
け
る
た
め
、
「
構
造
改
革
特

区
制
度
」
を
利
用
し
よ
う
と
の
方
法
論
は
理
解
出
来
る
。
し
か
し
、
妥
当
で
、
か
つ
、
合
理
性
の
あ
る
理
論
が
充
分
に
認
識
さ
れ
た

暁
に
は
、
そ
の
理
論
を
採
用
し
て
、
困
難
が
多
々
あ
る
け
れ
ど
も
、
利
害
関
係
者
の
合
意
を
取
り
つ
け
、
一
挙
抜
本
の
解
決
を
図
る

必
要
が
あ
る
。
加
速
化
す
る
世
界
の
進
展
と
変
化
か
ら
判
断
す
る
と
残
さ
れ
た
時
問
は
少
な
い
と
解
さ
れ
る
。
「
構
造
改
革
特
区
制

度
」
で
実
積
を
示
し
、
そ
こ
で
の
経
験
と
実
践
的
実
益
を
踏
ま
え
て
、
全
面
的
改
革
を
指
向
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
ゆ
っ
く
り
す
ぎ
、

姑
息
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
営
利
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
が
、
学
校
経
営
の
よ
う
な
公
益
的
事
業
活
動
が
出
来
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
通
説
は
、
前
節
に
お

い
て
論
述
し
た
よ
う
に
、
営
利
性
と
私
益
性
を
混
同
し
、
営
利
と
公
益
が
必
ず
し
も
相
背
反
す
る
観
念
で
は
な
い
こ
と
に
理
解
が
至

ら
ず
、
し
か
も
、
主
務
官
庁
の
許
可
・
監
督
を
極
め
て
重
視
す
る
態
度
で
ゆ
く
た
め
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
根
本
的
理
論
指
導
が

出
来
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
誤
解
を
解
消
し
、
公
益
に
関
す
る
営
利
事
業
も
理
論
的
に
あ
り
得
る
と
の
少
数
説
的
立
場
か
ら
の
一
挙

抜
本
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。

　
現
行
商
法
上
、
会
社
の
構
成
員
で
あ
る
仕
員
、
株
式
会
社
で
あ
れ
ば
株
主
に
利
益
配
当
は
一
切
行
な
わ
ず
、
残
与
財
産
の
分
配
も

す
る
こ
と
な
く
、
あ
げ
た
利
益
は
す
べ
て
他
者
に
寄
附
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
福
祉
事
業
に
つ
ぎ
こ
む
と
い
う
よ
う
な
会
社
設
立

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
不
可
能
と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
会
社
に
資
本
投
下
す
る
と
か
出
資
を
す
る
と
い
う
場
合
、
資
本
投
下
者
や
出
資
者
は
、
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な
ん
ら
か
の
見
返
り
と
か
、
反
対
給
付
を
期
待
す
る
の
が
世
の
常
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
右
の
一
般
的
理
解
に
は
妥
当

性
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
会
社
の
目
的
と
し
て
の
営
利
性
の
理
解
に
つ
い
て
、
会
社
構
成
員
で
あ
る
社
員
へ
の
利

益
配
分
と
い
う
こ
と
を
含
め
な
い
少
数
説
の
立
場
か
ら
は
、
社
員
へ
の
利
益
分
配
は
、
営
利
法
人
制
度
と
い
う
法
律
制
度
理
解
の
面

と
は
、
次
元
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
の
第
二
段
目
の
目
的
と
解
さ
れ
る
。
個
人
商
人
の
場
合
を
例
に
す
れ
ば
、
商
売
で
儲
け
る
こ
と
自

体
が
最
終
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
げ
た
利
益
を
何
か
に
使
用
す
る
目
的
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
利
益
で
以
て
、
生

活
費
を
賄
お
う
か
と
か
、
他
の
事
業
資
金
に
し
よ
う
と
か
、
自
宅
を
建
築
し
よ
う
と
か
、
他
愛
も
な
い
道
楽
に
注
ぎ
込
も
う
と
か
、

は
た
ま
た
、
公
益
事
業
に
寄
附
を
し
よ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
何
か
第
二
段
目
の
目
的
が
あ
り
、
商
売
そ
の
も
の
の
目
的
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

こ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
こ
と
自
体
と
解
さ
れ
る
。
あ
げ
た
利
益
を
何
に
使
用
す
る
か
は
、
個
人
商
人
自
身
が
自
由
に
決
定
で
き

る
筈
で
あ
る
。
会
社
と
て
同
じ
で
あ
り
、
会
社
の
営
利
の
目
的
は
、
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
自
体
に
あ
っ
て
、
あ
げ
た
利
益
を
何
に
使

用
す
る
か
は
、
会
社
の
自
治
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
世
間
一
般
の
常
識
に
よ
れ
ば
、
社
員
総
会
な
り
、
株
主
総
会
の
決
議
に
従
っ
て
、

会
社
構
成
員
に
分
配
さ
れ
る
の
が
普
通
と
い
う
だ
け
の
話
し
で
あ
り
、
定
款
規
定
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
社
員
総
会
な
り
株
主
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

会
決
議
に
基
づ
い
て
、
社
会
福
祉
事
業
に
全
部
寄
附
し
て
も
い
っ
こ
う
に
差
し
支
え
な
い
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
公
益
を
指
向

し
、
利
益
の
分
配
を
そ
の
構
成
員
に
一
切
し
な
い
と
の
株
式
会
社
に
あ
え
て
資
本
を
提
供
し
よ
う
と
の
社
会
的
気
運
は
整
い
始
め
て

い
る
。
そ
れ
は
、
近
年
に
お
け
る
社
会
奉
仕
、
社
会
貢
献
意
識
の
高
ま
り
を
見
れ
ば
明
確
で
あ
る
。
株
式
会
社
と
い
う
厳
格
な
強
行

法
規
定
で
規
制
さ
れ
る
企
業
統
治
を
確
保
し
や
す
い
自
律
的
で
効
率
的
な
仕
組
み
で
学
校
経
営
の
よ
う
な
公
益
事
業
を
運
営
さ
せ
て

も
問
題
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
株
式
会
社
が
公
益
的
事
業
を
行
な
い
、
そ
の
公
益
的
事
業
で
得
ら
れ
た
利
益
を
そ
の
構
成
員
で
あ
る

株
主
に
分
配
し
、
そ
の
点
で
私
益
性
を
発
現
で
き
る
か
否
か
は
、
別
の
大
問
題
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
や
あ
ら
ゆ
る
役
務
を
商
品

化
し
、
流
通
さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
の
あ
る
自
由
主
義
市
場
経
済
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
私
益
性
を
あ
え
て
発
現
さ
せ
て
も
か

ま
わ
な
い
と
の
発
想
も
登
場
し
得
る
が
、
我
が
国
の
法
制
度
が
受
け
入
れ
、
そ
の
前
提
と
し
て
い
る
社
会
通
念
か
ら
は
、
ま
だ
そ
こ
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ま
で
の
発
想
を
受
け
入
れ
る
状
況
に
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。

（
1
）
高
鳥
正
夫
・
新
版
会
社
法
七
頁
（
一
九
九
一
年
）
。
宮
島
司
・
会
社
法
概
説
（
第
三
版
補
正
版
）
七
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
。

（
2
）
　
津
田
利
治
・
前
節
注
（
5
）
会
社
法
以
前
六
八
頁
。

（
3
）
　
朝
日
新
聞
・
平
成
一
六
年
一
月
一
二
日
朝
刊
（
一
四
版
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
平
成
一
六
年
四
月
に
全
国
初
の
「
株
式
会
社
立
」
中
学

校
を
開
設
す
る
株
式
会
社
は
、
あ
げ
た
利
益
の
全
額
を
地
方
自
治
体
な
ど
に
寄
附
す
る
方
針
を
定
款
に
盛
り
込
む
こ
と
を
決
め
た
と
の
こ

　
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
記
事
の
見
出
し
に
は
、
「
株
式
会
社
だ
け
れ
ど
営
利
『
追
求
せ
ず
』
」
と
あ
る
け
れ
ど
、
本
稿
で
主
張
さ
れ
て
い

　
る
少
数
説
の
立
場
か
ら
は
、
そ
の
見
出
し
は
、
「
株
式
会
社
だ
け
れ
ど
私
益
『
追
求
せ
ず
』
」
と
あ
る
べ
き
で
、
こ
こ
に
も
、
営
利
観
念
に

　
は
構
成
員
へ
の
利
益
分
配
が
含
ま
れ
る
と
の
通
説
的
誤
解
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

民主主義社会における株式会社の営利性と公益性

第
四
節
　
ま
と
め

　
株
式
会
社
は
、
資
本
と
労
力
を
結
合
さ
せ
、
効
率
的
に
事
業
活
動
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
経
営
体
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
学

校
や
病
院
な
ど
の
公
益
に
か
か
わ
る
事
業
主
体
の
非
能
率
と
不
都
合
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
全
地
球
化
し
た
国
際
的
自
由
主
義
市

場
経
済
の
下
で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
流
動
化
し
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
競
争
は
激
烈
な
も
の
と
な
る
の
で
、
民
主
主
義
社
会
の
健

全
な
展
開
と
発
展
を
確
保
す
る
た
め
に
は
非
能
率
や
非
効
率
な
面
に
お
い
て
改
善
や
改
革
を
必
要
と
す
る
。

　
規
制
緩
和
政
策
の
一
環
と
し
て
、
「
構
造
改
革
特
区
制
度
」
が
導
入
さ
れ
、
株
式
会
社
が
学
校
や
大
学
を
運
営
す
る
こ
と
も
許
容

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
営
利
法
人
で
あ
る
株
式
会
社
が
公
益
事
業
を
運
営
し
得
る
道
が
開
か
れ
た
。
し
か
し
、
全
国
的

に
一
挙
に
許
容
さ
れ
た
の
で
な
く
、
「
構
造
改
革
特
区
制
度
」
と
い
う
形
の
部
分
的
導
入
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
実
績
と
経
験
を
踏
ま

え
て
全
面
的
改
革
を
指
向
す
る
と
い
う
回
り
く
ど
い
、
あ
る
意
味
で
は
姑
息
と
も
受
け
と
れ
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
「
構
造
改
革
特
区
制
度
」
と
い
う
一
歩
一
歩
の
改
革
に
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
背
景
に
、
株
式
会
社
の
営
利
性
を
め
ぐ

る
通
説
の
誤
解
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
株
式
会
社
が
営
利
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
株
式
会
社
自
身
が
営
利

事
業
を
営
む
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
株
式
会
社
そ
の
も
の
が
獲
得
し
た
利
益
を
そ
の
構
成
員
で
あ
る
株
主
に
分
配
す
る
こ
と
ま
で
観
念

と
し
て
含
む
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
営
利
」
の
反
対
概
念
は
、
「
非
営
利
」
で
あ
り
、
「
公
益
」
の
反
対
概
念
は
、
「
私
益
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
通
説
は
、
株
式
会
社
に
お
け
る
「
営
利
」
を
「
私
益
」
と
読
み
変
え
、
そ
の
「
利
益
」
を
「
構
成
員
の
私
益
」
つ
ま
り
、

構
成
員
へ
の
利
益
分
配
と
読
み
変
え
る
と
い
う
誤
解
を
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
誤
解
が
あ
る
た
め
、
通
説
は
、
「
営
利
・
非
営
利
」

と
「
公
益
・
私
益
」
の
異
次
元
性
を
無
視
し
、
「
営
利
」
を
目
ざ
す
株
式
会
社
に
は
「
公
益
」
は
組
み
合
わ
せ
ら
れ
な
い
と
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
「
営
利
」
概
念
の
中
に
「
私
益
」
を
入
れ
て
し
ま
う
の
で
、
「
営
利
」
と
「
公
益
」
は
、
相
背
反
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
の
た
め
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
営
利
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
が
、
公
益
に
か
か
わ
る
学
校
経
営
や
病
院
経
営
に
関
す
る
こ

と
は
本
来
的
に
無
理
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
「
営
利
性
」
と
「
公
益
性
」
の
異
次
元
性
を
認
め
る
少
数
説

に
よ
れ
ば
、
株
式
会
社
が
公
益
事
業
を
経
営
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
く
な
る
。

　
通
説
に
よ
れ
ば
、
準
則
主
義
に
基
づ
い
て
自
由
に
設
立
出
来
る
株
式
会
社
が
、
勝
手
に
公
益
事
業
活
動
を
す
る
と
な
る
と
、
公
益

法
人
に
対
す
る
民
法
の
主
務
官
庁
に
よ
る
許
可
主
義
の
趣
旨
が
無
視
さ
れ
不
都
合
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
主
務
官
庁
の

許
可
・
監
督
と
い
え
ど
も
、
そ
の
信
頼
性
に
つ
き
大
い
に
疑
問
も
あ
り
、
更
に
は
、
商
法
に
お
け
る
株
式
会
社
の
規
制
は
厳
格
で
あ

り
、
そ
の
規
制
の
実
効
性
に
は
信
頼
を
置
け
る
。

　
主
流
を
占
め
る
理
論
に
誤
解
が
あ
る
た
め
、
そ
の
理
論
は
、
現
実
の
実
践
活
動
を
充
分
に
指
導
出
来
な
い
。
成
熟
し
、
安
定
し
、

そ
れ
な
り
の
繁
栄
の
中
に
あ
る
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
現
状
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
改
革
や
変
革
に
は
な
か
な
か
踏
み
出
す

こ
と
が
出
来
ず
、
既
得
の
権
利
や
権
限
を
守
ろ
う
と
し
て
保
守
的
に
な
る
傾
向
が
強
く
生
ず
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
お
い
て
、

理
論
に
誤
解
が
あ
り
、
最
終
的
に
は
充
分
に
指
導
出
来
な
い
と
な
れ
ば
、
一
挙
抜
本
の
解
決
に
踏
み
出
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
少
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し
ず
つ
合
意
を
得
な
が
ら
、
慎
重
に
注
意
深
く
実
積
を
積
み
か
さ
ね
、
経
験
を
通
じ
て
理
論
的
誤
解
を
克
服
す
る
こ
と
も
一
つ
の
方

法
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
進
歩
と
変
化
が
急
速
に
生
じ
、
止
め
よ
う
の
な
い
現
状
の
自
由
主
義
市
場
経
済
の
下
で
は
、
そ
の
改
革
進

行
速
度
の
遅
さ
が
、
民
主
主
義
社
会
に
と
っ
て
致
命
傷
に
な
る
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
一
六
年
九
月
二
〇
日
稿
）

民主主義社会における株式会社の営利性と公益性
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