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〈
追
記〉

こ
の
論
文
は
、
昨
年(

一
九
六
六
$

一
一 

月
教
授
就
任
に
際
し
て
行
わ
れ
.た
記
念
講
演
の
草
稿
に
加
筆
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。_
当
日
、
 

小
生
：の
講
演
を
聴
い
て
下
.さ
っ
た
経
済
学
部
の
諸
先
生
な
ち
び
に
塾
生
諸
君
に
た
い
し
て
、
更
め
て
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

低
開

.

発
国
住
民
の

経

済

的

行

動
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矢

：
内

.

：
原

.

：

.
勝

輿
な
る
荀
族
間
、
民
族
間
な
い
し
_

家
間
：の
交
易
す
な
わ
ち
貧
易
.の
.歴
史
は
き
わ
め
て
古
.い
。
貿

易

は

本

来

物

々

交

換

で

あ

り

.、

と
れ
は
言
語
‘
 

文
化
の
ま
っ
た
く
異
な
る
民
族
間
で
も
容
易
に
成
立
し
た
。

極
端
な
場
合
に
一
は
、
' 
相
互
に
直
接
接
触
す
る
こ
と
な
く
、

し
か
も
中
継
商
人
も
い 

な
く
て
も
、
な
お
物
々
交
換
が
成
立
す
る
例
誕
と
し
て「

沈
黙
交
#

冷
あ
げ
る
：と
と
'が
で
き
.る
。.
ギ
リ
シ
ア
人
へ
ロ
ド
ト

ス
の
著
わ
し
'こ『

歴 

史』

の
中
で
、
リ
ビ
ア
.に
属
す
る
土
地
で
'0
、
.原
往
民
の
沈
黙
交
易
が
触
れ
ら
れ
.て
い
る
。
さ
ら
に
、
力
ダ
モ
ス
ト(Alvise da Ci da Mosto) 

著

『

航

海

の

記

録

』

第
十
一
一
章
に
、
.
サ

.ハ
ラ
南
縁
の
沈
黙
交
易
.の
.実
態
.に
つ
い
.て
の
相
当
#
細
な
記
述
が
^

。̂
交
易
の
対
象
は
サ
ハ
ラ
^
で
 ̂

掘

さ

れ
る
岩
塩

.と

内

陸ス
I
ダ

ゾ

で

産

出

さ

れ

る

金

，で
あ
る
0
岩
塩
を
連
ん
で
き
た
部
族
と
金
を
運
ん
：で
き
た
部
族
は
、

一
一
ジ
エ
ル
河
の
ト
ン
ブ 

ク
ト
ゥ
上
流
の
氾
濫
地
帯
と
推
測
さ
れ
る
地
点
で
、
_相
互
に
顔
も
合
わ
.さ
ず
？
話
も
'交
わ
さ
ず
に
取
引
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

，
 

ア
フ
リ
カ
の
北
部
と
西
，ス
彳
ダ
ン
諸
国
間
め

^
う
な」

大
陸
内
の
貿
易
ば
か
り
で
な
く
、
西
洋
諸
国
と
東
洋
諸
国
と
い
う
ょ
う
：な
'
き
わ
め
て 

遠
距
離
の
間
.で
も
、
中
継
商
人
.の
手
に
ょ
っ
て
貿
易
は
古
く
か
ら
好
な
わ
.：れ
て
き
た
。
ィ
ン
ド
の
外
国
貿
易
の
歴
史
.は
、
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
の 

低
開
発
国
住
民
の
.経
済
的
行
動

 

、
 

三
五
へ
八
六
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、パ
ピ
：

U:

ン
貿
易
に
.
.ま
で
さ
か
の
ぽ
る
こ
と
が
で
き
る
。
下
っ
て
'
；重
商
主
義
時
代
に
一
な
.る
と

、，：
西
.3
‘
.丨
ロ

ッ
0ハ
.を

中

心

に1>
て
西
ィ
ン
ド
貿
易
と 

東
ィ
ン
.ド
貿
易
を
檇
成
部
分
と
.す
る
、
:.
三
角
型
の
世
界
貿
易
が
形
成
さ
诉
た
。
.'
-
^

恒
常
的
供
給
を
.求
，め
る
よ
う
^
な
っ
た
：。
東
ィ
シ.ド
須
易
を
例
に
と
る
：と
、
遠
隔
.の
地
が
ら
船
.で
；イ
：

X

ド
に
や
っ
て
来
て
、
；大
き
な
取
引
を
短
時 

日
の
.う
ち
に
済
ま
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
.な
：る
と
、
.交
易
条
件
は
買
付
侧
で
あ
る
西
ョ
ー
ロ
ッ
.。ハ
商
人
に
と
っ
'
て

不

利

匕

ノ 
J
o
ま
た
突
^
铲 

っ
'て
来
て
：.
■'
.か
.れ
ら
の
需
要
す
る
商
品
が
、
.そ
；こ
：
に
十
分
：な

量

が

在

庫

す

る

と

は

腺

ら

な

い

，。
，そ
こ
で

'西
ョ
I 
ロ
ッ
パ
商
、
セ
ち
1

4

\
^
>
こ
商 

館
を
お
き
、
駐
在
員(

^
2-
0
1
0を
お
_い
^
商
ロ
卯
を
；あ
ら
か
じ
め
購
入
.さ
せ

、
船

の

到

着

を

待

つ

，よ

う

に

さ

せ

る

こ

と

に

^
^
，。

/
'こ
の
よ
う
に
し
て
西
ョ
ー
ロ
.ッ
バ
..人

駐

在

員

は

商

人

と

し
.て
、
.原
住
民
商
人
ま
た
ほ
生
.產
者
：.と
接
触
す
る
よ
う
に
な
る
が
'、.
こ
の
段
階
で
は
原 

住
民
の
経
済
的
行
動
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
童
荽
な
問
題
と
は
な
ら
な
か
ら
た
で
あ
ろ
う
。

.

^

し
か
：し

な

が

ら

、

西
ョ
ー
ロ
.：ッ
バ
.諸
国
と
.

K
 
メ
リ
.力
の
：資
本
主
義
が
高
度
段
階
に
.発
展
す
る
に
つ
れ
、
と
く
に
ー
八
八
0
年
代
か
ら
は
こ
七
ら 

の
諸
国
は
植
民
地
獲
得
競
争
に
熱
中
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
ァ
フ
リ
ヵ
大
陸
、東
洋
お
よ
び
南
洋
の
広
大
な
地
域
が
世
界
経
済
の
中
に
褊 

入
さ
れ
ニ
十
世
紀
初
取
に
は
、
地
球
上
の
ほ
と
ん
ど
の
土
地
が
列
強
の
間
に
分
割
さ
れ
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
。
領
土
獲
得
競
争
の
担
当
者
尤
、
 

初
期
で
は
商
人
ま
た
は
商
事
会
社
で
あ
っ
た
が
、
時
代
が
進
む
と
産
業
資
本
、
金
融
資
本
が
植
民
地
に
進
出
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
背 

後
に
あ
る
国
家
が
植
民
地
統
治
に
直
接
責
任
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
植
民
地
の
本
国
に
対
す
る
経
済
的
役
割
;%
、

単
な
る
原
料
入

手

、

商 

品
販
売
市
場
か
ら
投
資
の
対
象
へ
と
移
っ
て
く
る
。

■■
=■

こ
の
よ
う
に
植
民
地
に
対
す
る
本
国
の
経
済
活
動
の
担
当
者
が
、
商
業
資
本
か
ら
産
業
資
本
、
金
齜
資
本
へ
と
移
行
し
、
商
人
が
第
一
次
産
品 

を
入
手
，す
る
だ
け
で
な
く
企
業
家
が
植
民
地
の
生
産
活
動
に
従
事
す
.る
よ
う
に
な
る
と
い
う
変
化
は
、
時
代
を
追
っ
て
の
変
上
で
も
ち
る
が
、
 

ま
た
植
民
地
そ
の
.も
の

.の

性

質

に

よ

.っ

て,%
、

1
ー
つ
.の
型
疮
区
別
ざ
れ.る
。.
.;
い

ま

こ

れ

を<:
型

、

B
型
と
す
る
と
そ
の
特
徴
は
次
の
よ
う
に
な 

る
。
 

'

A
型

U

熱
帯
地
域
に
あ
っ
て
,
そ
の
気
候

•
風
土
は
白
人
の
定
着
に
不
適
で
あ
る
。
ま
た
植
民
本
国
の
植
民
政
策
.も
原
住
民
保
護
.を
原
則
と
し
、
 

た
と
え
ば
白
人
に
土
地
所
有
を
禁
じ
た
場
合
も
あ
る
。

は
輸
出
用
生
産
物
の
生
産
は
靈
的
農
村
内
で
、
原
住
民
農
民
に
よ
り
、
.伝
統
的
技
術
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
.い
技
術
で
生
產
さ
七
る
。..

⑶

ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
商
人
と
し
て
原
住
民
生
産
者
：に
対
，し
、
..そ
.の
生
産
物
.を
購
入
し
、
.植
民
地
.よ
り
輸
出
す
る
こ
と
に
_
心
が
あ
る
だ
け
で 

あ
っ

て
、
生
産
活
動
そ
の
も
の
に
は
タ
ッ
チ
し
な
い
。
.本
国
資
本
'は
買
付
.お
.よ
び
植
民
地
へ
の
輸
入
品
の
販
売
.の
.配
給
過
程
お
よ
び
貿
易
に
付
随

•

す
る
金
融
関
係
に
だ
け
投
資
さ
れ
、
：
そ
.'の
.額
は
相
対
的
に
小
.さ
.い
。，.ト
ス
ン

.
'

-
 

. 

-
 

•.

■ 

.
伝
統
的
経
済
力
ら
近
代
的
交
換
経
済
へ
.の
賃
金
稼
得
者
と
し
て
の
労
働
者
の
移
動
は
相
対
的
に
小
さ
.い
。

星

■■
- 

.
 

. 
,

 

:
 

. 

.

•

:

 

■
-

.

,⑴

気

候

•
風
土
が
温
和
で
白
人
の
定
着
に
適
す
る
。植
民
地
政
府
は
植
民
地
に
進
出
し
た
本
国
系
の
会
社
の
利
益
を
^
;
弁
す
る
こ
と
が
多
く 

白
人
定
着
者
優
先
政
策
を
打
.ち
出
す
傾
向
が
あ
る
。.

：

'
 

■

⑵

輸

出

用

生

産

物.の
生
産
は
、
入
植
し
た
白
人
.に
よ
っ
て
.経
営

：さ

れ

る

。
.
こ
の
よ
.ぅ
な
企
業
と
し
；て
代
表
的
な
も
':の
は
鉱
業
と
プ
ラ
ン
.テ
ー 

シ
ョ
ン
農
業
で
あ
る
。
前
者
で
は
、
企
業
家
ば
か
り
で
な
く
技
術
者
、
熟
練
労
働
者
も
外
部
か
.ら
も
だ
ら
■さ
れ

る

。
：
未

熟

練

労

働

^
!
の
み
原
住
民 

社
会
か
ら
微
集
.さ
れ
、る
。
資
本
も
本
国
か
：ら
投
下
さ
れ
、
技
術
は
資
本
#
約
的
な
近
代
的
技
術
が
採
用
さ
れ
る
。
後
者
で
は
、
経
営
者
と
技
%
考 

は
外
謂
か
ら
の
■入
植
者
'で
あ
る
が
、
農
業
労
働
者
は
.原
住
民
社
会
：か
ら
徴
集
さ
れ
る
。
'資
本
..は
本
国
よ
り
も
た
ら
さ
..れ
る

。

：：

両
者
に
共
通
1>
て
，
本
国
資
本
は
生
産
に
投
下
さ
れ
、：
そ
の
額
は
相
対
的
に
大
き
い
。；.

⑶

，
伝
統
的
経
.済
か
ら
近
代
的
：交
換
経
済
へ
.の
、

賃

金

稼

得

者

と

じ

.：
て

：の

労

働

者

.の
移
動
は
柑
対
的
，に
大
き
'い
。
ま
た
.瞵
接
地
域
や
海
外
か
ら

0

■契
約
^
働
の
，移

入

も

：み
ら
一
れ
る
0
,'
■
 
-

 
-
 
:
 
‘
 

i 
-

. 

.
「

J

低
開
発
国
住
民
の
経
済
的
行
動

• 

三
七
.(
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.具
体
的
な地
域
を

A
型

.B'
型
に
分
類
し
よ
う
と
試
み
る
と
、
四
特
徴
す
ベ
て
が
き
れ
.い
に
み
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

A
型
と
し
て
西
ア
フ 

リ
カ
の
ガ
丨
^
:
ナ
ィ
ジ
，チ
リ
.ア
、.'北
ア

7

又.

丨
ダ
ゾ
等.

は
.四
特
徴
が
み
ら
れ
、
..同
様
に
&
»

と
：し
.て
、
；ケ
ニ
.ア
.、
::
ロ 

I
デ
：シ
ア
'、
ザ
ン
.
 

ビ
ア
も
四

特

徴

が

明

瞭

に

，

.み
'ら
.れ
.る
。
，，1>
か(

し
西
ア
：

K

リ
カ
で
%.
ラ
：ィ
：べ

リ

ア0 .
ゴ
ム
は
フ
ァ
ィ
ア
ス
ト
ー
ン
会
社
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
プ
ラ 

V;
テ
ー
：シ
ョ
ン
.で
生
産
.さ
れ
て
い
る
。
ア
ジ
；ア
で
：%:
ビ
ル
マ
は
A
型
に
：な
る
.が
、
士

な
-る
が
、'
 

⑴
か
ら
み
：る
•と
気
候
•
風
土
が
温
和
と
は
言
い
に
く
い
。
‘と
と
，で
..は
(2
)..
と
(3
)
に
.主
要
な
規
準
を
お
.い
て
み
'る
：と
と
に
す
：る
。::

A
型
の
場
合
、
ビ
ル
マ
.の
米

や

ナ

ィ

ジ

ェ

リ

ア

の

パ

！

ム

•
オ

ィ
ル
の
よ
う
に
.、
.
在
来
産
業
が
そ
ぃ
の
ま
.ま

輸

出

用

生

產

を

&'
5:
よ
う
に
，な
っ
た. 

例
も
あ
る
。
植
民
地
セ
は
な
.か
.っ
：た
が
、
目

本

の

.絹

も

ま

だ

、
在

来

産

業

：で
あ
り
、
：

|
九
ー
-1
.0
年

代

の

半
_̂ 

一
，位
の 

地

位

を
^
め
.で
'い
た
0..
他

方

：,'
西
：ア
フ
ル
力
の
^
コ

コ

ア

や

マ

ラ

ヤ
の
ゴ
ム
の
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
新
し
い
産
業
が
、
新
し
く
生
じ
た
海
外
か
ら
の 

需
要
に
.よ
っ
て
、
.'
.
'形
成
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

V 

.一
 

. 

:

B
.型
に
つ
.い
て
は
、
鉱
業
と
プ
ラ
ン
テ
I
シ
ョ
ン
•は
、

マ
ラ
ヤ
の
錫
と
ゴ
ム
、
ザ
シ
ビ
ア
の
銅
と
と
う
も
ろ
こ
し
の
よ
う
に
、

一
国
内
に
並
存 

し
で
い
る
場
合
も
あ
る
0
-
:
.

.
 
-
■
'

,
■
'

:

,■
ハ

■-
:'
,
'■
:

■

.；

,

'.
そ
こ
で
»
民
地
に
.や
っ
て
き
た
西
ヨ
ー
.ロ，ッ
パ
人
.に
と
っ
て
ス
入
型
の
場
合
に
は
生
産
が
需
要
の
増
大
に
応
じ
て
増
大
し
、
規
則
的
な
供
給
を 

得
ら
れ
れ
.ば
、
:そ
れ
で
よ
.か
っ
た
。
.
’そ
し
て
こ
の
こ
と
は
.だ
い
た
い
満
足
さ
れ
た
々
う
で
あ
る
。：
 

>と

：こ
：，
ろ
ゝ
が

5
型

.の
場
.合
に
は
、
資
本
と
企
業 

家
、
. 

'
技
術
者
、
熟
練
労
働
者
■は
本
国
か
ら
.も
た
ら
さ
れ
る
が
、
.
.
未
熟
練
労
働
者
と
.し
て

原

住

民

が

.必
要
で
あ
，を
。
：
そ

し

て

こ

.の
点
に
つ
い
て
は
、

一
七
世
®2

$

降
す
な
.わ
ぢ
熱
带
.の
.天

然

資

源

が3
,
丨

.

口
' >

パ

，人

：ぬ

知

ら

れ

て

以

来

、
-'
'
'
:
植

民

地

，
で

の

八

寨

<0
.

発
展
の
障
害
各
し
'で
、
.
，
原

住

民

労

働

カ
 

の
啬
の
不
十
分
と
質
の
悪
さ
が
歎
か
れ
て
き
た
。
：

こ
の
こ
と

は

ま

た

、

原
住
民
経
済
に
対
し
て
経
済
学
が
適
用
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
投
げ
.か
け
た
。
そ
し
て
植
民
地
が
独
立
し
た
今
日
、
原 

住
民
労
働
の
量
と
質
の
問
題
は
、
原
住
民
自
身
の
政
府
の
問
題
、
低
開
発
国
の
経
済
開
発
上
の
問
題
と
な
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
独
立
し
、
経
済

開
発
計
画
を
実
施
し
て
き
た
低
開
発
国
は
、
そ
の
意
欲
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
ま
り
順
調
な
発
展
を
示
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
低
開
発
国
に
対 

し
て
援
助
を
与
え
て
き
た
先
進
国
に
と
っ
て
も
重
大
問
題
で
あ
り
、
経
済
学
界
に
お
い
て
も
、
日
本
の
明
治
維
新
以
来
の
急
速
な
経
済
発
展
と
も 

比
較
さ
れ
、
従
来
の
物
的
資
本
偏
重
が
反
省
さ
れ
、
人
的
資
本
へ
の
投
資
.の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
は
江
戸
時
代
末 

期
に
す
で
に
、，
武
士
の
た
め
に
幕
府
と
各
藩
す
な
わ
ち
中
央
お
よ
び
地
方
政
府
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
特
殊
な
学
校
の
ほ
か
に
、
寺
小
屋
と
い
•う 

庶
民
の
■た
め
の
小
さ
な
学
校
が
多
靶
あ
り
、
僧
侶
、
下
級
武
士
を
先
生
と
し
て
、
読
み
、
書
き
、
算
盤
お
よ
び
日
常
倫
理
が
教
え
ら
れ
た
。
自
然 

科
学
と
社
会
科
学
は
ま
o
た
く
教
え
ら
れ
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
こ
れ
は
国
民
の
質
を
向
上
さ
せ
、';
の
ち
の
明
治
維
新
後
の
近
代
産
業
に
、
適
当 

な
労
働
者
を
供
給
す
る
の
.に
役
立
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
維
新
以
後
へ
.政
府
は
国
家
主
義
的
動
機
か
ら
だ
っ
た
に
せ
よ
、
教
育
に
は
き
わ 

め
て
熱
心
で
あ
づ
た
。

'

日
本
の
経
済
発
展
の
過
程
と
比
較
す
る
と
、
：今
日
の
多
く
の
低
開
発
国
は
人
口
規
模
は
日
本
に
比
べ
る
と
小
さ
く
て
不
利
で
あ
る
が
'
国
際
的 

な
援
助
が
得
ら
れ
る
と
い
う
点
で
は
-.
日
本
の
明
治
維
新
期
よ
り
有
利
で
あ
る
。，
ま
た
そ
の
天
然
資
源
の
賦
存
状
態
は
日
本
に
比
較
し
て
必
ら
ず 

し
も
不
利
と
は
言
え
な
い
。
商
業
と
貨
幣
経
済
の
発
達
の
程
度
は
、
江
戸
時
代
に
は
す
で
に
あ
る
程
度
発
達
し
て
い
た
と
は
い
え
、
明
治
維
新
期 

の
日
本
と
第
ニ
次
大
戦
後
の
低
開
発
国
め
状
態
で
は
、
こ
.れ
ま
た
後
者
が
非
常
に
劣
っ
て
い
る
と
枕
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
今
日
の
低
開 

発
国
の
経
済
的
発
展
の
障
害
と
し
て
、.
部
族
対
立
と
政
治
的
不
安
定
も
あ
る
が
、
人
間
と
い
う
要
素
が
最
も
基
本
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え 

ら
れ
る
に
至
っ
た
.の
で
あ
る
。 

-
•
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熱
帯
植
民
地
の
な
か
で
、
労
働
と
土
地
は
旧
来
の
：吉
い
生
産
要
素
で
あ
.っ
て
、
.こ
こ
に
新
し
い
生
産
要
素
で
あ
る
資
本
を
，外
部
か
ら
持
ち
込
ん 

だ
場
合
、
こ
れ
と
結
合
さ
れ
る
労
働
が
、
提
示
さ
れ
る
賃
金
に
応
じ
て
原
住
民
社
会
か
ら
自
発
的
に
供
給
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
量
の
不
足
の 

問
題
で
あ
る
。

原
住
民
は
.賃
金
が
高
く
な
る
と
、

そ
れ
だ
け
働
ら
か
な
く
な
る
と
い
う
ョ
.丨
ロ
ッ
。ハ
人
雇
用
者
の
観
察
の
一
例
と
し
て
、「

黑
、 

は
、.
も
し
が
れ
が
ー
日
の
労
働
に
.よ
っ
て
，
か
れ
の.1'

週
間
分
の
必
要
を
満
足
さ
せ
る
も
の
を
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
か
丨
は
一
日
働 

ら
い
て
そ
の
他
の
六
日
.間
を
怠
惰
に
暮
す
こ
と
を
選
好
す
る
性
分
を
も
っ
て
い
.る」

が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
は
原
住
民
の
労
働
供
給
曲
線
は 

後
方
に
反
転
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
問
題
は
か
な
り
以
前
が
ら
、
た
と
え
ば
ア
ィ
ダ

•

グ
リ
ー
ヴ
ス(Ida C

.
G
r
e
a
v
e
s
)

に
よ
つ
て 

す
で
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
近
年
の
文
献
に
も
、
こ
の
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
■記
述
が
み
ら
れ
る
。

ロ
ー
デ
シ
ア
の
ョ
ー 

ロ
ッ
パ
人
雇
用
者
は
、
し
ば
し
ば
、低
開
発
経
済
の
国
民
は
経
済
的
改
善
の
た
め
の
新
し
い
機
会
に
無
関
心
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
表
明
し
、
若
干 

の
経
済
学
者
は
低
開
発
経
済
の
一
特
徴
と
し
て
労
働
供
給
曲
線
の
後
方
反
転
を
引
用
し
て
、
こ
の
見
解
に
賛
成
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ(

M
。
ア 

フ
リ
ヵ
ば
か
り
で
な
く
、
ィ
ン
ド
ネ
シ
ア
経
済
を
研
究
し
た
ブ
ー
ヶ(J. H

.
B
O
e
k
e
)

は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「

コ
コ
ナ
ッ
ト
の
価
格
が
高
い
と
、
 

販
売
に
出
さ
れ
る
そ
の
商
品
の
量
は
よ
り
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
賃
金
を
上
げ
る
と
、：
農
園
経
営
者
は
、
-な
さ
れ
る
労
働
が
よ
り
少
な
い 

と
し
う
こ
と
を
覚
悟
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
三
エ
ー
力
ー
が
家
計
の
必
要
を
満
た
す
'に
十
分
な
1ら
ば
、
か
れ
は
六H

丨
ヵ
ー
を
耕
作
し
な 

い
だ
ろ
う
。
ゴ
ム
価
格
が
下
が
れ
ば
、
ゴ
'ム
林
の
所
有
者
は
よ
り
集
約
的
に
搾
ろ
う
と
す
る
：か
も
し
れ
な
い
し
、
他
方
、
そ
の
高
価
格
は
ゴ
ム
を 

採
る
こ
と
の
で
き
る
木
の
、
よ
り
大
き
な
、.あ
る
い
は
ま
た
1-
'り
小
さ
な
部
分
を
、
採
ら
な
い
ま
ま
に
残
す
こ
と
を
意
味
す
る
か
も
し
れ
t
い)

。卜
す 

な
わ
ち
東
徉
経
済
の
前
資
本
主
義
的
部
門
の
特
微
は
、
.西
洋
経
済
の
同
質
性
ど
.比
較
し
て
努
力
と
危
険
を
お
か
す
こ
と
に
つ
い
て
の
供
給
曲
線
め 

後
方
反
転
と
い
う
こ
と
で
あ
る
0
' 

,
:
,
'

こ
の
よ
う
な
観
察
か
ら
、
低
開
発
国
€>
.住
民

は「

経
済
人」

の
よ
う
に
行
動
し
な
.い
と
い
う
根
拠
で
、
社

会

学

者
た
ち
は
経
済
学
の
低
開
発
国 

へ
の
応
用
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
経
済
理
論
の「

レ
ア
リ
ズ
.ム」

に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い(

る
、:0
ブ

ー

ヶは
.こ

う

い

う社
会
学
者
の
旗
頭
で
あ
っ 

て
、
低
開
発
国
民
の
な
か
，.の

,:
限
ら
れ
.た
必
要
、
欲
望
、，■購
買
力
、
利
潤
追
求
心
の
欠
如
等
に
よ
.っ
て
、
西
洋
の
経
済
学
は
ま
っ
た
く
役
に
立
た 

な
い
と
し
、
限
界
生
産
力
理
論
に
よ
っ
て
資
源
配
分
あ
る
い
は
所
得
分
配
を
説
明
し
よ

う

と

する
試
み
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、
東

洋

社

会

の

 

資
源
の
移
動
が
大
幅
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
と
く
に
批
判
的
で
あ
?>
6
。

)

.労
働
の
質
に
つ
い
..ても
、
.ョ
ー
ロ
グ
パ
人
の
多
く
の
者
は
ク
原
住
民
労
働
者
は
姐

気̂
カ
、
怠
惰
、
非
能
率
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
M
,。、
ア
ジ
ア 

地
域
に
は
原
住
民
と
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
中
間
に
中
国
人(

華
橋)

と
ィ
ン
ド
人
、

東
お
よ
び
中
央
ア
フ
-リ
ヵ
に
は
ィ
ン
、K
人
、
西
ア
フ
リ
ヵ
に
太 

ィ
ン
ド
人
な
ら
び
.に
レ

ヴ
.ァ
ン
ト
人
が
多
量
に
入
っ
て

ぃ

.
る9
.か
れ
ら
.は
、.
.お
そ
ら
く
<:
型
め
場
合
に
は
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ

る
大
商
社
と
原
ま

. 

民
の
小
商
人
の
間
の
中
間
商
人
と
し
て
入
.っ
て
い
る
レ
、

)

它
型
の
場
合
に
は
、

ョ
ー
ロ
ッ
.パ
人
が
重
労
働
の
で
き
な
い
こ
と
と
、
原
住
民
労
働
力 

の
量
の
不
足
と
そ
の
能
率
.の
低
さ
に
よ
っ
て
、
中
国
人
と
ィ
.ン
ド
人
が
契
約
労
働
と
し
て
入
っ
.て
き
た
場
合
も
あ
^ 9
。

)

：

今
日
、
低
開
発
諸
国
で
企
業
を
経
営
し
、
あ
る
い
.ぱ
商
社
員
と
し
て
活
動
し
て
い
る
日
本
人
.た
ち
の
観
察
は
、
：原
住
民
労
働
考
の
質
の
惡
さ
に 

つ
い
て
一

致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
日
本
人
た
ち
は
原
住
民
^
無
知
に
止
め
て
お
こ
う
と
い
う
気
持
：は
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
原 

住
民
の
能
率
の
低
さ
の
被
害
者
な
の
.で
あ
る
.私
ら
、
少
な
く
と
も
現
在
時
点
で
，
日
本
人
の
標
準
か
ら
み
て
原
住
民
労
働
の
質
の
悪
い
と
と
は
否 

定
で
き
な
い
。

労
働
へ
の
意
欲
が
な
.い
と
い
う
、

.労
働
供
給
上
の
問
題
も
あ
る
が
、
' そ
れ

以
上
に
エ.場
労

働

者

の

場

合

に

は

、
.
質

が

重

要

で

あ 

る
。
か
れ
e>
:
-は
単
純
な
反
復
作
業
は
で
き
る
が
、
た
と
え
ば
機
械
に
故
障
が
生
じ
た
場
合
に
修
理
す
る
能
力
が
な
い
と
い
う
。
日
本
人
労
働
者
で 

あ
れ
ば
十
年
も
た
て
ば
機
械
の
連
転
..や
修
理
に
つ
い
て
は
十
分
習
得
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
原
住
民
労
働
者
は
十
年
た
.っ
て
も
い
ぜ
ん
と
し
て
単 

純
反
復
作
業
し
か
で
き
な
一
い
と
い
う
の
で
あ
る
.。
あ
.る
い
は
ま
た
、
原
住
民
労
働
者
.は
染
色
工
場
で
、

コ
ッ
ク
を
全
開
し
て
染
料
が
沸
騰
す
れ
ば 

こ
ん
ど
は
完
全
に
'コ
ッ
ク
を
閉
じ
て
し
ま
い
、
半
開
き
に
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
監
督
し
て
い
れ
ば
労
働
し
て
い
る
が
、
 

低
開
発
国
住
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ち
ょ

0
.と
限
を
離
す
と
ず
ぐ
に
.怠
け
.る
と
い
う
。
.
i::
、

こ
う
い
う
ょ
う
に
、
-エ
業
化
の
た
.め
の
^
働
力
の
確
保
に
つ
い
て
、
；知
紙
供
給
が
賃
金
：の
引
き
上
げ
に
応
じ
て
増
大
す
る
か
と
い
う
、
量
の
問 

題
と
、
；労
働
の
質
、
と
く
に
現
在
咏
点
で
質
が
劣
悪
だ
ん
い
う
こ
ど
ょ
り
.％
、
.向
上
す
る
意
欲
於
:̂
る
：，か
：な
，い
か
が
、
独
立
後
の
低
開
発
国
の
重 

要
な
問
題
と
な
？
て
い
る
0
:へ：
.
：''
.
.

も
う 
一
Mつ
の
国
民
の
質
に
つ
い
，て
の
問
題
は
、
そ
.の
.貯
蓄
性
向

0
,低
さ
で
お
る
。
植
民
地
時
代
に
は
、
本
国
お
ょ
び
本
国
政
府
€»
.延
長
で
あ
っ 

た
植
民
地
政
府
は
、
植
民
地
全
体
の
経
済
^:
発
に
、つ
1>
;
て

0
_
.心
は
薄
か
っ
.た
.か
ら
、
.
.経
済
開
発
の
た
め
の
.投
資
に
見
合
う
、
植
民
地
住
民
の
貯 

蓄
に
対
す
る
，関
心
も
薄
か
っ
.先
。
と
こ
ろ
が
植
民
地
が
独
立
し
た
今
日
、
開
齋
計
画
の
や
り
方
は
種
々
あ
る
に
し
て
も
、
相
対
的
，に
短
期
間
に
一 

人
当
た
り
所
得
を
引
き
上
げ
る
"た
め
に
は
，
投
資
が
必
要
な
，こ)

と
は
各
国
に
共
通
し
て
お
り
、
ま
た
投
資
の
増
加
の
た
め
に
は
、
そ
れ
に
見
合
う 

貯
蓄
の
増
加
が
必
要
な
ご
と
も
共
通
し
て
い
る
。''
'.
そ
こ
で
低
開
発
国
民
の
：貯
蓄
性
向
を
み
る
と
、
こ
れ
が
著
し
く
低
い
の
で
は
な
い
か
、
受
け
取 

-

っ
た
所
得
は
す
べ
そ
消
費
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
るQ
で
は
な
い
か
、
-と
い
う
印
象
が
多
く
の
人
に
：よ
づ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
消
費 

は
、
.経
済
生
活
を
直
接
豊
か
に
す
る
財
に
で
は
な
く
て
、
.饗
宴
、
冠
婚
葬
祭
、
部
落
拠
出
金
等
に
多
く
向
け
ち
れ
て
い
る
の
で
は
.な
い
か
と
い
う 

推
測
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
消
費
に
向
け
ら
れ
な
く
て
も
、
金
箔
の
形
態
で
の
パ
ゴ
ダ
へ
の
寄
進
と
か
、
財
^
、
装
身
具
.の
形
態
で
の
退
蔵
と

か
、
投
資
の
た
め
に
利
用
不
可
能
な
形
態
で
貯
蓄
さ
れ
石
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
^

, 

' 

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

•
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l

) 
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(
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• 

.

.

.
m
- 

.

前
節
の
、
労
働
の
暈
の
不
足
.に
：つ
い
：て
、.原
住
民
が
賃
金
に
対
し
_て
反
応
.し
な

い

と

い

う

と

と

と

；、
：
原

住

民

の

貯

蓄

性

向

に

|つ
い
て
、
こ
の
よ 

う
な
観
察
自
体
が
誤
ま
っ
て
い
..る
と
'い
，

反

論

が

あ

る。

.

,

.

第
一
は
、
原
住
民
の
労
働
供
給
曲
線
は
後
方
に
反
転
し
て
お
.ら
ず
、
■正
常
の
右
上
が
り
の
形
を
し
て
い
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
プ
ラ
ン
.テ
ー 

シ
ョ
ン
経
営
者
な
り
鉱
山
経
営
者
が
、
提
示
し
た
賃
金
，に
よ
.っ
て
：原

住

民

労

働

の

十

分

な

量

が

確

保

で

：き
な

.い
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
賃
金
が
低 

す
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
ど
い
ん
疑
い
が
あ
る
or
白
人
定
着
者
優
先
政
策
に
上
っ
て
一
方
で
原
住
^
を
冷
遇
し
た
り
、
,保
護
地
域
に
移
動
さ
せ
た
り 

す
る
こ
と
に
よ
っ
で
、
む
し
ろ
原
住
民
の
労
働
意
欲
を
抑
制
す
る
あ
う
な
政
策
を
.と
ゥ
な
が
ら
、
他
方
で
労
働
供
給
の
木
足
を
歎
く
と
い
う
こ
と 

商
体
、
矛
盾
し
て
い
る
.の」

で
は
な
い
か
•と
.い
う
こ
と
.が
考
え
：ら
れ
る
。，
ジ
ャ
バ
で
は
プ
ラ
乂
.テ
ー
シ
ョ
シ
生
産
の
た
め
の
、
土
地
と
労
働
を
供
給 

低

開

発

国

住

民

の

経

済

的

行

動

:
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ハ
八
七
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さ
せ
る
た
め
に
原
住
民
社
会
を
弾
力
的
に
し
よ
う
と
す
る
他
方
、
そ
の
社
会
の
資
本
主
義
的
方
向
べ
の
変
化
と
そ
れ
に
よ
0
て
お
こ
る
地
S
と
賃 

金
費
用
の
騰
貴
を
防
ぐ
た
め
に
、
硬
直
的
に
保
と
う
，と
す
.る
自
己
矛
盾
の
政
策
が
と
ら
れ
i
o^
'

/

^

開
発
国
経
済
は
、
伝
統
的
自
給
経
済
と
近
代
的
交
換
経
済
：の
.ニ
重
経
済
モ
デ
ル
に
よ
つ
”て
適
切
に
分
析
さ
^
る

で

あ

ろ

な
こ

こ
で
原
住
民 

労
働
の
供
給
と
い
う
と
き
、
意
味
す
る
：と
こ
ろ
は
、
近
代
的
交
換
経
済
部
門
内
の
企
業
に
、
伝
統
的
自
給
経
済
部
門
の
労
働
力
が
供
給
さ
れ
る
か 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
自
給
経
済
部
門
内
に
、：
相
当
数
の
偽
装
失
業
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
部
門
内
の
実

質

賃

金

率
は

こ
の
部
門 

の
総
生
産
を
偽
装
失
業
を
.も
含
め
た
総
労
働
で
除
し
た
、
平
均
生
産
力
で
あ
る
。
こ
れ
に
近
代
的
交
換
経
済
部
門
へ
の
移
動
そ
の
他
を
加
算
し 

た
.も
の
が
.
近
代
的
交
換
経
済
荀
門
内
の
賃
金
率
と
な
ろ
'う
が
、
実
際
の
賃
金
率
が
前
者
よ
り
下
廻
わ
れ
ば
、
労
働
供
給
は
得
ら
\
な

，
い

の

は

当
 

然
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
伝
統
的
自
給
経
亦
部
門
の
主
要
産
業
で
あ
る
農
業
は
、
数
年
に
ー
度
は
肥
沃
度
の
低
下
の
た
め
に
耕
地
を
移
動
レ
、
焼
畑
作
業
を
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、.
.短
期
で
は
限
界
生
産
カ
ゼ
ロ
の
成
人
労
働
者
が
存
在
し
て
も
、
数
年
以
上
に
わ
た
る
長
期
で
は
、
そ
の
労
働
の 

限
界
生
産
力
は
正
で
あ
つ
：て
、
し
た
が
つ
び
货
代
的
交
換
経
'済
部
門
で
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
賃
金
率
は
、
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
低
く
は
な 

い
.か
も
し
れ
な
い
。
：
'
. 

,
'
. 

;

さ
ら
に
、
.;
労
働
力
が
不
足
し
.た
場
合
.に
、
そ
の
供
給
を
強
制
す
を
た
め
の
敗
治
的
手
段
が
容
易
に
'と
扣
る
：よ
う
な
社
会
で
は
、
賃
金
率
を
引
き 

上

げ

る

代

わ

り

に

、
：こ

の

芽

段

が

と

ら

れ

た

.か
も
し
れ
な
い
。

要
す
る
.に
.労
働
供
給
が
不
足
な
.の
は
賛
金
、が
.低か
；
.つ'た
か
ら
で
あ
.
つ
て

 
>
.賃
金
を
.さ
ら
に
引
き
上
げ
れ
ば
、
労
働
供
給
は
増
加
し
た
は
，ず
で
あ 

る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
.:
逆
に
言
え
ば
、
貧
金
率
を
引
き
下
げ
れ
ば
、
労
働
做
給
は
増
加
す
る
の
で
は
な
く
て
、
減
少
す
^'
と
い
う
主
張
で
あ
つ 

て
、

.一九0

一
 1

年

'と
ー
九
0
ー
、
ー
ー
年
疋
南
ァ
，
フ
，
リ

ヵ

の

金

山

^
ゴ
丨
_ル
デ
，
.コ
ー
ス
ト
'の
鉱
山
で

.労
働
供
給
は
賃
金
ヵ
ッ
^

た
例
が
あ
る
o

:

:

•

: 

‘

.

'
 -

.

.
A型
内
で
、
植
民
地
政
府
の
奨
励
が
と
く
に
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
，•輸
出
用
第
一
次
生
産
物
の
生
産
が
、
貧
易
の
開
始
に
よ
る
海
外
需
要
の
僧 

犬
、
価
格
の
騰
貴
が
原
住
民
の
生
産
増
大
へ
の
刺
戟
を
生
み
、
生
産
が
急
速
に
拡
張
し
た
例
は
、：
ビ
ル
マ
の
米
、
西
ア
フ
リ
•力
のn.

コ
ア
、
.ヱ
チ 

オ
ビ
ア
の
コ
ー
ヒ
丨
#
多
く
数
え
ら
れ
る
。；
こ

0
場
合
、
'需
要
側
の
条
件
だ
：け
„で
な
.く
、
.供
給
側
に
も
、
そ
の
植
物
の
生
育
の
た
め
の
自
然
的
汰 

好
条
件
、
生
産
技
術
、が
不
変
で
あ
っ
て
も
、
'土
地
と
労
働
と
い
う
.ニ
生
産
要
素
が
追
加
的
.に
投
入
さ
れ
た
と
い
う
好
条
件
が
存
在
し
た
デ」

と
も
 ̂

実
で
本
る
。
し
か
し
生
産
者
が
価
格
騰
貴
に
及
応
し
た
こ
と
は
、
原
住
民
が
合
理
的
経
済
行
動
を
と
る
こ
と
の
証
明
と
な
る
。
と
く
こ
ガ
ー
ナ
の 

南
部
地
域
の
コ
コ
ア
農
民
は
、
：他
地
域
.か
ら
の
移
住
農
民
で
あ
^？
。

)

か
れ
ら
は
コ
コ
ア
、と
い
う
結
実
ま
で
に
五
年
か
ら
七
年
を
要
し
、
最
高
の
収 

獲
を
あ
げ
る
よ
う
に
な
る
ま
■で
に
は
、

一
◦
年
か
ら
一
；五
年
ぐ
ら
い
を
要
す
る
カ
カ
オ
と
い
う
、
か
.れ
ら
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
新
し
い
樹
の
植
林 

を
ま
ず
そ
れ
ま
で
無
人
だ
っ
た

±
地
を
購
入
し
、
森
林
を
切
り
開
く
こ
と
か
ら
始
め
た
の
で
あ
る
。

コ
コ
ア
生
産
は
こ
の
よ
う
に
長
期
の
投
資 

で
あ
.り
、

コ
コ
ア
農
民
は
小
規
模
で
は
あ
っ
セ
も
、
資
本
家
と
し
て
行
動
し
た
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
資
本
家
と
い
う
意
味
は
、

マ
.ッ
ク 

.ス

•
ヴH

丨
バ
ー
の
言
う
よ
う
な
、
資
本
主
義
の
精
神
と
は
ほ
ど
遠
い
。
将
来
の
た
め
に
現
在
の
消
費
を
犠
牲
に
し
、

コ
コ
ア
豆
の
価
格
の
騰
貴 

に
敏
速
に
反
応
し
て
、
森
林
地
帯
に
続
々
と
移
住
し
た
。
そ
し
て
貯
蓄
は
主
と
し
て
新
し
い
土
地
購
入
に
向
け
、
家
族
労
働
だ
け
で
は
労
働
力
が 

不
足
す
る
よ
う
に
.な
る
と
、
_雇
用
労
働
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
南
部
ガ
ー
ナ
地
帯
の
コ
コ
ア
農
民
は
資
本
家
で
あ
る
の
で 

あ
る
が

;,
'
'と
に
か
く
か
れ
ら
の
行
動
は
経
済
的
合
理
性
に
沿
っ
て
お
り
、
.労
働
供
給
曲
線
は
■総
生
産
曲
線
に
.反
映
し
、：

も
ち
ろ
ん
後
方
に
反
転
な 

ど
は
し
；て
い
な
い
は
；ず
で
あ
；る

0
- 

、
:

ア
フ
リ
力
の
小
農
に
と
っ
て
、
長
年
慣
習
と
，し
て
い
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ナ
ィ
ジ
ヱ
リ
ア
の
コ
コ
ア
農
民
で
あ
る
ョ
ル
バ 

(
Y
l
a
)

族
は
、

も
と
も
と
は
パ
ー
ム
.
.
オ
ィ
ル
の
加
工
と
食
物
の
栽
培
を
自
給
の
た
め
に
行
な
っ
て
い
た
。
か
，れ
ら
は
貿
易
の
開
始
以
来
コ 

コ
ア
生
産
に
移
る
が
、

こ
の
本
来
の
.労

働

と

生

活

の

型

を

ま

っ
た
く
放
逐
し
な
か
っ
た
理
由
の
な
か
に
は
、.道
徳

的

お

よ

び

.社
会
的
価
値

観

点

が 

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

か
れ
ら
は
土
地
を
.先
祖
伝
来
め
財
産
と
み
な
し
、

子
孫
に
譲
ら
な
け
れ
ば
.な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
.る
。

し
か 

低
開
発
国
住
民
の
経
済
的
行
動 

四
五
' (
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七
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し
、
そ
れ
に
:'
%
が

办

，
わ

ら

ず

、

:'
,
;ア；フ
リ

カ

,0
小
農
は
フ
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
は
保
守
的
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
で
の
落
花
生
と
綿
它
栽
培
の 

増
加
"
東

イ

ン

ド

諸

島

で

の

，ゴ
ム
裁
培
の

.增
加
と
同
様
に
、V
利

益

，、が

あ

る

と

わ

か

っ
た
と
き
の
西
ア
フ
リ
カ
で
，の
.コn

ア
栽
培
の
発
展
.と
改
良
品 

猶

：
の

急.速
な
普
.及
は
、
利
益
：へ
の
欲
望
が
敏
速
.な
反
応
を
促
進
.す
る
に
..十
分
な
ほ
ど
ま
っ
た
く
強
い
こ
と
を
ー
ボ
し
て
い
^ ?
中
央
ア
フ
リ
カ
で
の

と
う
も
ろ
こ
し
農
民
に
つ
い
て
%■
同
様
な
記
述
が
あ
る
。
一
；

:

:

”

：
'
. ：
'

:
 

•

•
 

.
 

-
 

.
 

-
 

• 

.
 

•

ま
た
伝
統
的
诌
給
経
済
窗
門
か
ら
近
代
的
交
換
経
済
部
門
べ
の
労
働
力
の
移
動
に
つ
い
て
、
原
住
民
は
何
百
マ
イ

ル
も
離
れ
た
雇
用
機
会
に 

.つ
い
て
知
識
が
.な
，.い
か
も
し
れ
^
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
.実
状

は

、

初

期

お

よ

び

非

常

：に
特
別
为

環

境

.を
除

い

て

、

む

し
ろ
逆
，に
.、

-:

平
均
的
ア
フ 

リ
カ
人
の
職
を
得
る
.た
め
に
.障
害
と
'距
離
を
克
服
す
る
こ
と
は
著
し
い
。
ス
ー
、ダ
ン
の
ゲ
ジ
.ラ
計
画
に
よ
る
綿
作
の
労
働
者
は
、
：は
る
か
チ
ヤ
ド 

か
ら
来
る
と
言
わ
れ
る
。
 

.

.

第
一
一
の
、
貯

蓄

に..つ
い
て
も
、
;.
す
で
に
南
部
ガ
ー
ナ
の
：コ
'コ
ア
農
民
の
貯
蓄
性
向
が
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
か
れ
ら
は
消
費
支
出
を
良
^
'
 

的
と
み
る
と
い
う
。
そ
し
て
か
れ
ら
の
貯
蓄
の
目
的
は
'土
地
と
ト
ラ
.ッ
タ
の
購
入
と
住
宅
建
設
で
あ
?>
1
1

》

ま
た
、
ロー

デ
シ
ア
の
ア
フ
リ
カ
ん
太
、

•
 

C
1 2)

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
節
約
の
慣
習
を
ま
ね
る
よ
う
に
し
ば
し
ば
勧
告
さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
ヨー

 
ロ
ッ
パ
人
の
標
準
か
ら
は
、
ア
フ
リ
カ
人
の

貯
蓄
性
向
が
低
い
と
判
断
さ
れ
る
^
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
近
代
的
貨
幣
経
済
部
門
内
の
ア
フ
リ
カ
人
の
貯
蓄
慣
習
に
つ
い
て
は
正
確

な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
フ
若
干
の
T
フ
リ
カ
人
は
貯
蓄
し
て
い
る
。

一
九
.五
.四
年
に
、

ロ
ー
デ
シ
ア
.
ニ
ア
ザ
ラ
ン
ド
連
邦
郵
便
貯
蓄
銀
行
の
預

金

の

半

分

は

ア

フ

リ

カ

人

に

よ

，っ

て

な

さ
れ
て
い

た

。

郵
便
貯
蓄
銀
行
は
ア
.フ
リ
カ
人
に
と
づ
て
、
通
常
の
商
業
銀
行
に
比
べ
て
近
づ
き
や
す
い

金
融
機
関
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
は
一
般
的
に
銀
行
に
預
金
し
た
が
ら
な
い
の<p) 、
貯
蓄
を
す
る
場
合
、
財
の
形
態
-
.

_

た
と
え
f
ザ
ン
ビ
ア
の
コ

(

5)

ッ
パ
ー
べ
ル
ト
の
鉱
山
労
働
者
は
衣
類
を
貯
蔵
し
て
'い
る
と
報
告
さ
れ
.て
い
る
-1 -

で
も
貯
蓄
す
る
。
し
た
が
っ
て
原
住
民
が
ぜ
ん
ぜ
ん
貯
蓄
し 

な
い
.と
.も
い
え
な
い
。.
今
日
で
は
子
供
た
ち

の

教

育

の

，
た

め

に

ア
フ
リ
カ
入
が
貯
蓄
し
て
い
る
と
言
わ
れ
、
ま
た
子
供
の
教
育
の
た
め
に
貯
蓄
す 

る
必
要
を
よ
く
教
え
れ
ば
、
給
料
天
引
で
貯
蓄
す
る
よ
う
に
'な
る
.と
い
う
話
が
、
ヶ

ア
の
ナ
イ
ロ
ビ
で
聞
か
れ
た
。
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第
一I

の
鐘
類
の
反
論
は
、
原
住
揭
の
労
働
供
給
曲
線
が
後
方
に
反
転
じ
.て
.い
る
こ
と
お
ょ
び
貯
蓄
性
向
め
低
い
こ
と
は
事
実
‘と
認
め
な
が
ら
、
 

低
開
発
国
住
民
の
経
済
的
行
動 

.
四

七(
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し
か
し
原
住
民
の
行
身
は
非
合
理
的
な
も
の
で
は
な
.く
、
あ
る
環
境
内
で
合
理
的
に
行
動
し
て
い
る
.も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
経
済
学
の
適 

用
は
可
能
で
あ
る
と
.す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
労
働
供
給
の
問
題
は
、
貨
幣
賃
金
率
に
労
働
供
給
が
正
の
反
応
を
示
す
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
需
要
と
供
給
、
な
い
し
余
段 

と
貨
幣
で
購
入
さ
れ
る
よ
う
な
種
類
の
財(

お
よ
び
用
役)

と
の
間
の
選
好
の
問
題
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ(

)̂
1)

。

V
ま
賃
金
部
が
弓
き
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
所
得
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、
.貨
幣
所
得
で
購
入
で
き
る
す
、/
て
の
財
と5 =

役
と
の 

価
格
に
対
し
て
、
余
暇

'の
価
格
が
相
対
的
に
.引
き
上
げ
ら
れ
た
.こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
所
得
が
大
き
く
よ
っ
た
か
ら
、
財

と
余
暇
の 

両

方

を

よ

り

多

く

購

入

し

よ

う

，と

い

う

、
所

得

効

果

の

作

用

す

る

，一
方
、
相

対

的

に

安

く

な

っ

た

財

を

よ

り

多

く

購

入

し

、.
余

暇

の

購

入

を

減 

少
さ
；せ
よ
う
と
す
る
代
替
効
果
が
作
用
す
る
。
.所
得
効
果
.と
代
替
効
果
は
逆
方
向
に
作
用
し
、
そ
の
ネ
ッ
ト

の
結
果
、
余
暇
が
減
少
す
る
か
ど
う 

か

.す
な
わ
ち
労
働
供
給
が
増
大
す
る
か
ど
う
か
は
、
先
験
的
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
f)

い
。
余
暇
に
対
す
る
選
好
が
強
け
吖
尤
、
労
助
供
妙
n由 

線
が
後
方
に
反
転
す
る
と
い
う
こ
と
は
:'
十
分
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
原
住
民
が
非
合
理
的
行
動
を
と

.

る
結
果
で
は
な
い
。
最
も
先
進
国 

で
あ
る
ア
メ
リ
カ
■で
も
、
主
婦
の
ア
ル
バ
ィ
ト
と
し
て
の
労
働
供
給
曲
線
は
、
あ
る
点
を
超
え
る
と
後
方
に
反
転
す
る
と
い
う
現
象
が
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
:0
'

'

■■
'

.
 

.

.

.

.

-

. 

.

. 

.
, 

.
1
.

• 

. 

- 

. 

• 

•
'
' 

- 

* 

•

'

低
開
発
国
住
民
.は
先
進
国
住
民
よ
り
、
性
質
と
し
て
余
暇
に
対
す
る
.選
好
が
強
い
か
.ど
う
か
は
、：
お
そ
ら
く
測
定
..で
き
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
 

期
に
対
す
る
選
好
に
つ
い
て
、
低
開
発
国
住
民
は
先
進
国
住
民
に
比
べ
て
こ
れ
が
弱
い
と
い
う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
ブ
ー
ヶ 

の
よ
う
な
学
者
は
、
こ
の
現
象
の
な
か
に
、
原
住
民
の
欲
望
の
有
限
性
を
み
た
。
そ
し
て
か
れ
は
' 
こ
れ
を
西
洋
経
済
学
の
適
果
可
能
の
原
因 

と
し
た
の
で
あ
る
。

貨
幣
所
得
の
対
象
と
な
る
財
、
お
そ
ら
く
そ
の
大
部
分
は
輸
入
財
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
選
好
の
弱
い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
欲
望
は
有 

!r
で
な
-
>
こ
と 

'
.
行
0
は
非
合
理
的
で
な
い
こ
と
、
を
主
張
す
る
議
論
は
次
の
よ
う
に
盤
理
で
き
る
。

(1
1

低
開
発
国
住
民
の
価
値
観
点
は
先
進
国
住
民
の
そ
れ
と
異
な
る
。
先
祖
伝
来
の
布
で
、
こ
れ
は
貨
幣
所
得
で
は
購
入
で
き
ず
、
こ
の
入
手 

に
は
酋
長
の
，
可
が
必
要
で
あ
る
と
い
ぅ
よ
ぅ
な
も
の
の
蒐
集
を
、
人
生
最
大
の
.価
値
と
し
て
い
る
よ
ぅ
な
社
会
の
住
段
に
と
っ
て
^3
、

)

貨
幣
で 

購
入
で
き
る
財
に
対
す
る
選
好
は
弱
い
。
中
央
ア
フ
リ
ヵ
の
家
畜
ナ
ガ
ナ
病
の
な
い
社
会
で
は
、
家
畜
数
の
増
加
r
対
し
て
強
い
選
好
が
み
ら
X 

る
場
合
も
あ
る
。
家
畜
の
質
に
は
関
心
が
な
く
、
た
だ
数
の
増
加
に
の
み
関
心
が
あ
る
と
い
ぅ
こ
と
は
、
非
合
理
的
に
み
え
る
が
、
家
夸
尤
労
せ 

ず
し
て
利
子
を
生
む
価
値
保
蔵
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、
家
畜
の
数
は
ま
た
自
己
の
社
会
的
地
位
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
か(

M
、
こ
の
肺
値
観 

点
を
認
め
る
限
り
、
原
住
民
の
行
動
は
非
合
理
的
と
は
言
え
な
い
。

あ
る
財
の
直
接
の
使
用
価
値
よ
り
も
、
む
し
ろ
社
会
的
地
位
の
見
せ
び
ら
か
し
の
動
機
に
よ
っ
て
財
を
価
値
づ
け
る
こ
と
は
、
西
洋
社
会
で
も 

見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
誇
示
的
消
費
と
い
ぅ
こ
と
は
' 
こ
れ
.の
表
現
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
尾
ひ
れ
の
立
っ
た
自
動
車
が
売 

れ
ぺ
日
本
で
弱
音
装
置
つ
き
の
ピ
ア
ノ
が
売
れ
な
い
，理
由
で
あ
る
。

ま
た
茼
落
共
同
体
へ
の
拠
出
金
は
、

ー
種

.0
社
会
保
障
費
と
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
し
、
原
住
民
の
蟹
宴
の
よ
ぅ
に
、

一
見
無
駄
使
い
に
と 

.れ
る
も
の
も
、
実
は
こ
れ
か
ら
始
め
^
ぅ
と
し
て
い
る
土
地
麗
の
た
め
の
助
カ
者
を
集
め
る
た
め
の
必
要
経
費
で
あ
る
か
も
し
れ
な(

1)

。

0

原
住
民
の
孤
立
し
た
社
会
、
伝
統
的
自
給
経
済
部
門
内
で
：は
、
貨
幣
で
購
入
で
き
る
.財
の
範
囲
が
狭
く
、
そ
れ
が
原
住
民
の
そ
れ
ら
の
財
に 

対
す
る
選
好
を
弱
く
し
て
い
る
。'.
貨
幣
の
必
要
な
の
は
税
の
支
払
い
と
花
嫁
の
購
入
の
際
ぐ
ら
い
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
か
れ
ら
は
入
手
し 

た
い
一
定
のE

H

標
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
所
得
稼
得
の
可
能
性
か
ら
独
立
に
固
定
さ
れ
て
い
る
0

こ
う
い
ぅ
意
味
で
か
れ
ら
はc+arget—worlc

CDr

で
，あ
り
、
か
れ
ら
が
近
代
経
済
部
門
で
す
で
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
と
く
に
中
位
の
賃
金
率
の
範
四
で
の
引
き
上
げ
に
応
じ
て
は
、
労
磡
彻 

間
^
い
し
時
間
を
短
縮
す
る
で
あ
ろ
ぅ
。
.：
ア
メ
リ
力
の
主
婦
の
ア
ル
バ
ィ
ド
も
、

か
れ
ら
が
.

targetlworker

だ
か
ら
供
給
が
反
転
す
る
の
で
あ

る

、
：
 

：
：

.⑶
、
ニ
重
経
済
構
造
モ
デ
ル
を
低
開
発
国
に
適
用
-L
、
労
働
供
給
の
問
題
を
、
伝
統
的
自
給
経
済
部
門
か
ら
、
貨
幣M

金
に
応
じ
る
近
代
的
交 

低
開
発
国
住
民
の
経
済
的
行
動 

四

九
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換
経
済
部
門
へ
の
労
働
の
供
給
と
考
え
る
と
、
問
題
は
.よ
り
現
実
的
に
な
る
。
..

';
■
近
代
的
交
換
経
済
部
門
内
の
労
働
者
は
一
種
の
出
稼
ぎ
労
働
者
で
あ
っ
て
、
伝
統
的
自
給
部
門
と
完
全
に
縁
を
切
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
か

汽
 

ら
の
直
而
し
て
い
る
選
好
は
> 
そ
の
背
後
に
は
、
余
暇
と
貨
幣
で
購
入
す
る
財
と
の
間
の
選
好
が
あ
る
に
せ
よ
、
直
接
的
に
は
、
伝
統
的
自
給
経 

済
部
門
の
生
産
物
と
貨
幣
賃
金
と
の
間
の
選
好
で
あ
る
。
.言
い
か
え
れ
ば
、
伝
統
的
自
給
経
済
部
門
の
一
員
が
、
仮

に

貨

幣

で

購

入

す

る
財

を

欲

 

し
た
と
す
る
と
、
：か
れ
に
と
っ
て
は
伝
統
的
自
給
部
門
内
で
.換
金
作
物
め
栽
培
に
従
事
し
、
そ
の
収
獲
を
販
売
す
る
か
、
あ
る
い
は
自
己
の
労
働 

力
を
直
接
近
代
的
交
換
経
済
部
門
に
販
売
す
る
か
、
と
い
う
代
替
的
手
段
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
.っ
，
で
貨
幣
賃
金
の
引
き
上
げ
に
対
す
る
労
勘 

の
供
給
は
弾
力
的
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
.と
独
立
に
、
.労
働
供
給
は
ま
.た
.伝
統
的
自
給
経
済
部
門
内
の
収
穫
量
と
農
産
物
価
格
に
依
存
す
^9
。

)

ま
た 

す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
移
動
農
耕
に
従
事
す
.る
成
人
労
働
者
が
、
近
代
的
交
換
経
済
部
門
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
た
ま
た
ま
か
れ
の
農 

地
が
シ
フ
ト
の
時
期
に
な
れ
ば
、
賃
金
に
対
し
て
か
れ
の
労
働
供
給
は
非
弾
力
的
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
原
住
民
は
か
れ
の 

お
か
れ
て
い
る
環
境
内
で
実
質
所
得
の
最
大
化
を
行
な
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

⑷

低
開
発
国
住
民
の
生
産
と
貨
幣
所
得
へ
の
関
心
が
弱
い
原
因
は
、
.稼
い
だ
所
得
は
す
べ
て
共
通
の
プ
ー
ル
に
拠
出
し
、
報
酬
は
労
働
に
比 

例
し
な
い
よ
う
な
、
大
家
族
制
と
か
、
富
裕
な
人
間
は
か
れ
の
親
戚
一
同
を
扶
養
す
る
義
務
が
.あ
る
.と(I

)、

社
会
的
向
上
の
機
会
の
制
約
さ
れ
て 

い
る
力
I
ス
ト
制
度
の
よ
う
な
も
の
に
求
め
ら
れ
る
。

以
上
、
⑴
か
ら
⑷
ま
で
、
，い
ず
れ
も
低
開
発
国
住
民
の
'労
働
供
給
の
後
方
反
転
、
あ
る
い
は
貨
幣
賃
金
に
対
す
る
硬
直
性
は
認
め
な
が
ら
、
欲 

望
が
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
反
対
し
、
し
た
が
1っ
て
，
そ
の
行
動
が
非
合
理
的
だ
と
い
う
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。

低
開
発
国
住
民
の
欲
望
は
有
限
ど
こ
ろ
か
、
貨
幣
で
購
入
で
き
.る
財
に
対
し
て
も
、
き
わ
めV

強
い
、
と
い
う
指
摘
は
こ
れ
ま
で
多
く
な
さ
 ̂

て
き
た
。
ア
ィ
ダ

•
グ
リー

ヴ
ス
の
著
作
の
中
.に
も
、
す
で
に
原
住
民
の
欲
望
が
、
新
し
い
財
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
て
く
る
場
合
に
、
固
定
さ 

れ
続
け
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
意
属
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
0
ヌ
ル
ク
セ
' (R. N

u
r
k
s
e
)

が
、
偽
装
失
業
者
を
動
員
す
る
場
合
の
漏
損
の
生
じ

i

る
可
能
性
と
し
て
、
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
を
心
配
し
て
い
る
の
は
、.
逆
に
言
え
ば
、
原
住
民
は
新
奇
な
財
の
入
手
に
熱
狂
的
で
あ
る
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
原
住
民
の
欲
望
が
有
限
で
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
貨
幣
で
購
入
す
る
財
に
対
す
る
欲
求
も
き
め
わ
て
強
い
、
む
し 

ろ
強
す
ぎ
る
と
こ
ろ
に
、
か
え
っ
て
そ
の
非
合
理
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

原
住
民
の
消
費
行
動
を
観
察
す
る
と
、
か
れ
ら
は
ヱ
ピ
キH

丨
リ
ア
ン

で

あ

っ
て
、住
宅
改#

1

を
考
え
る
よ
り
前
に
娯
楽
や
無
闬
の
も
の
、自

r-
-A 

車

蓄

音

II
映
匣
を
欲
す
る
。
も
っ
と
.極
端
な
表
現
を
す
る
と
、
字
が
書
け
な
い
の
に
万
年
筆
を
ポ
ヶ
ッ
ト
に
さ
し
た
が
り
、
'i
r
覘
で
も
な
い 

の
に
め
が
ね
を
か
け
た
が
り
、
惡
路
に
さ
し
か
か
れ
ば
、
手
に
ぶ
ら
下
げ
て
歩
く
く
せ
に
靴
を
賀
い
た
が
る
、
と
い
う
よ
う
な
行
動
で
あ
る
。
If 

得
が
增
加
し
た
場
合
に
、
住

居

,0
改
善
に
手
を
つ
け
る
以
前
に
、
タ
バ
コ
を
す
い
、
ビ
ー
ル
を
飲
み
、
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
•
ラ
ジ
オ
を
欲
す
る
こ 

と
は
、
西
洋
人
の
標
準
か
ら
み
れ
ば
非
合
理
的
行
動
と
み
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
.れ
は
、
近
代
的
住
宅
や
電
気
設
備
の
よ
う
な
高
価
な
耐
久 

消
費
則
を
入
手
す
る
機
会
が
実
際
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
せ
あ
る
い
は
ま

た

、

慣
習
と
い
う
も
の
が
最
も
保
守
的
で
あ
る
の
尤
、
 

第
一
次
的
欲
望
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
し
た
が
，っ
て
こ
れ
ら
の
財
に
対
す
る
需
要
は
非
弾
力
的
な
の
が
普
通
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ 

る

た

だ

し

、
こ
.の
襯
察
自
体
が
、
さ
き
の

a
コ
ア
農
民
が
住
宅
の
た
め
に
貯
蓄
す
る
と
い
う
観
察
と
矛
盾
す
る
し
、
ま
た
第
一
.次
的
欲
望
の
保 

守
性
と
い
う
こ
と
は
、
..輸
入
食
料
、
.飲
料
等
に
対
す
る
原
住
民
の
高
い
.消
費

性

向

と

矛

盾

す

る

。

ど
，ち

ら

の

観

察

も

真

な

の

.で
あ
ろ
う
が
、
広
大 

な
ア
フ
リ
ヵ
大
陸
の
、
多
様
な
部
族
に
づ
い
て
の
、
し
か
も
時
間
に
わ
た
る
観
察
'は
断
片
的
で
あ
り
、
と
き
に
矛
盾
す
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い 

し
全
般
に
わ
た
る
統

fl
が
な
い
限
り
、
量
的
:^
判
定
を
下
す
こ
：と
は
で
き
な
い

,0
ア
フ
リ
ヵ
原
住
民
が
、
住
宅
改
善
よ
り
も
さ
き
に
、
ト
ラ
ン 

ジ
ス
タ
ー

•
ラ
ジ
オ
を
購
入
す
る
理
由
と
し
.て
推
測
さ
れ
る
こ
と
は|

第
一
に
は
か
れ
ら
に
は
補
修
と
い
う
慣
習
が
な
い
こ
と
、
第
一
一
に
は
住
宅 

改

善

に

必

要

な

ほ

ど

の

貯

蓄

は

困

難

だ

が

、

：

ト

ラ

：ン_:ジ
ス
.タ
ー

を

買

う

く

ら

い

の

貯

蓄

は

此

較

的

容

易

'で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
後
者
な
ら 

ば
、.
ま
さ
に
.日
本
犯
も
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
て
、
.そ
の
行
動
は
非
合
理
的
と
；は
言
え
な
い
。
ト
ラ
ン
ジ
ス
.タ
ー
•

ラ
ジ
オ
と
い
う
商
品
を
と
く 

に
と
り
あ
げ
れ
ば
-.
か
れ
ら
は
音
楽
を
愛
好
す
る
他
方
、：；
そ
の
多
く
が
字
が
読
め
な
い
こ
と
、
電
気
が
家
に
引
い
て
な
く
て
も
聞
え
る
こ
と
、
等 

•
低
開
発
国
住
民
の
経
済
的
行
動
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.と
い
.ぅ
特

殊

な

環

境

め

中

で

め

使

用

価

値

の

：高

さ

を

あ

げ

る

こ

と

が

で

き

る

。
、
，
：

 

：

'

:

:
.

.

:

と
：の
.議
論
は
#
開
S

住
民
の
貯
蓄
に
や
い
て
.も
S

没

ぅ

だ
方
向
着

用

さ

れ

る

。
ず
な
わ
ち
ぐ

事
実
f'
如
し
た
が
、
.仮
に
か
れ
ら
の
現
在
の
貯
蓄
性
向
が
低
く
、
か
.れ
ら
の
消
費
の
型
が
、，
西
洋
人
.の
眼
に
非
合
理
的
に
見
え
て
も
、
か
吖
ら
ま 

そ
の
置
か
れ
.て
い
る
環
境
の
中
で
は
、
.合
理
的
に
箱
動
し
て
い
るAJ

言
克
る
の
で
あ
る
。
'
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低
開
発
国
住
民
は
、
あ
る
環
境
な
い
し
社
会
制
度
の
枠
内
で
、
.
一
つ
の
目
的
に
対
し
て
最
も
効
率
の
高
い
手
段
を
採
用
し
よ
ぅ
と
す
る
、
と
い

f

う
實
味
で
合
理
的
行
動
を
と
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
肯
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
の
お
か
れ
て
い
る
特
殊
な
環
境
な
り

社
会 

3
|1
を
考
虛
の
>
に
入
れ
れ
、は
か
れ
ら
は
合
理
的
経
済
人
と
し
て
行
動
す
る
の
.で
あ
る
か
ら
、
経
済
学
の
適
用
も
ま
た
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の 

点
は
す
で
に
多
く
の
経
済
学
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「

か
れ
ら
の
衝
動
と
満
足
の
具
体
的
表
現
が
、

時
と
場
所
に
よ
っ 

て
異
な
る
と
い
う
理
由
で
、
か
れ
ら
を
そ
の
人
間
と
し
て
.の
性
格
で
も
異
な
る
者
と
し
て
取
り
扱
か
う
こ
と
は
、
思
想
と
政
策
に
づ
い
て
無
明
つ 

混
乱
を
招
く
。
経
済
学
的
概
念
は
欲
望
の
充
足
の
機
能
で
あ
り
、
充
足
の
現
象
で
は
な
^ 1〗」

ノ 

貨
幣

/̂
得
の
增
大
が
低
開
発
国
民
の
真
の
福
祉
の
増
大
に
な
る
か
。
む
し
ろ
貨
幣
経
済
の
滲
透
は
従
来
の
原
住
民
社
会
の
調
和
を
破
壊
す
る
と

い
う
面
も
確
か
に
あ
る
。
.し
か
し
仮
に
、
貨
幣
所
得
の
増
大
、
そ
の
た
め
の
近
代
的
交
換
経
済
部
門
の
発
展
を
、
経
済
政
策
.

Q

目
標
と
し
て
設
定 

す
る
こ
と
に
し
よ
う
0

,

;

■■
'
.

近
|'
1̂:31
換
経
済
荀
門
.の
発
展
に
は
、
近
代
的
労
磡
者
の
十
分
な
量
の
供
給
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
.い
て
の
第
一
.
の
方
法
は
伝
統
的
自
給 

経
済
部
門
に
近
代
的
労
働
者
の
供
給
源
を
求
め
る
こ
と
を
断
念
し
、
外
国
か
ら
労
働
力
を
輸
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
.
ナ
.タ
ー
ル
の
沙
糖
プ
ラ
ン
テ 

丨
シ
ョ
シ
、
ゥ
ガ
ン
ダ
の
鋏
道
建
設
に
、
ィ
ン
ド
人
労
働
者
を
投
入
し
た
よ
う
な
例
が
あ
る
。

第
一
一
は
伝
統
的
自
給
経
済
部
門
の
労
働
カ
を
ノ
強
制
的
に
近
代
的
交
換
経
済
部
ぼ
に
移
動
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
ゾ
賦
役
は
と
の
阅
で
あ
る
し
、
 

多
少
間
接
的
で
は
.あ
る
が
、
齒
長

^
補
助
金
を
与
え
て
労
働
者
を
微
集
す
る
方
法
も
、
こ
の
部
類
に
属
す
る
。
直
接
的
方
法
は
労
働
力
の
量
は
確 

保
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「

近
代
的」

労
働
者
，は
確
保
で
.き
な
い
.で
，あ
：ろ
.うa

強
制
は
短
期
で
は
労
働
者
の
生
産
.へ
の
意
欲
を
殺
ぎ
、
能
率 

を
低
下
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
者
は
監
督
の
た
め
の
費
用
を
增
加
さ
せ
る
こ
と
.に
よ
っ
.て
、
経
済
的
：に

も

引

き

合

わ

な
.、，
か

も

し

れ

な

い0
 

ま
た
他
方

.

.長
期
的
に
は
、
伝
統
的
自
給
経
済
部
1
1の
生
産
カ
を
低
下
さ
.せ
る
と
と
に
:̂
.っ
て
、
人
口
を
減
少
さ
せ
、
労
働
供
給
も
減
少
す
る
か

も
し
れ
な
い 

0:

.

ン 

'
-
.

い
.. 

.

.

.
第
三
の
方
法
は
間
接
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
.れ
が

：
こ

め

論

文

，
の

中

で

最

大

.の

.関
心
の
：払
わ
れ
る
も
^
.で ̂

.こ
れ
は
原
住
民
は 

低
開
発
国
住
民
の
経
済
的
市
動
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本
質
的
に
は
合

理

的

行

動

をと
り
、.
そ
.れ
が
現
象
的
に
非
合
埋
的
に
み
え
.る
の
'は
、.そ
の
.お
か
れ
た
環
境
の
た
め
で
あ
る
と
|い
う
考
え
方
こ
立
ち
、
 

環

境

を

変

更

する
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
供

給

を
得
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る

。.
こ
れ
に
は
、
原
住
民
の
間

の

高

い

デ

モ

ンス
ト
レ
ー
シ
ョ 

ン
効
果
を
利

用
し
、
か
れ
ら
に
と
;0
:て
使

用

価

値
.の
低

い

財

で
も
何

で

も
、.

.
か

れ

ら

の眼

前

に

並
ベ
.、：

こ
：
れ

ら

の入
'
手

に

は

貨

幣

の

必

要

で

あ

る 

こ
と
を
教
え
る
、
と
い
う
手
段
.に
よ
っ
て
:'
か
れ
ら
の
趣
味
:.
嗜
好
を
拡
大
す
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
意
識
的
に
こ
の
よ
う
な
政
策
が
と
ら
れ 

た
わ
け
で
は
な
く
て
も
、
^

実
と
し
.て
' 

<
1型
、

6型
を
問
わ
ず
、
.輸
入
財
'の
デ
モ
ン
：ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
は
貨
幣
経
済
を
原
住
民
社
会
に
滲 

透
さ
ぜ
、.
か
れ
ら
を
輸
出
生
産
に
捲
き
込
む
作
用
を
し
て
き
.た
の
で
あ
％
。
 

. 

I
.
.
V

こ
の
よ
う
^
貨
幣
で
購
入
す
.る
財
べ
の
選
好
を
強
め
.る
.こ
と
と
並
ん
.で
、
伝
統
的
自
給
経
済
部
門
で
得
^
れ

る

生

産

物

.に
対
す
る
選
好
を
弱
め

る
方
法
と
し
て
、
原
住
民
社
会
の
恶
礎
を
掘
り
く
ず
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ロ
I
デ
シ
ア
で
行
な
わ
れ
た
よ
う
な
、
原
注
民
を
特
別

な
地
域
に
追
い
込
む
政
策
で
あ
る
。
，ま
た
、
貨
幣
で
支
払
わ
.な
け
れ
ば
な
ら
な
い
税
を
原
住
民
に
課
す
こ
と
も
、：
そ
の
方
法
の
一
.
.つ
で
あ
る
。

労
働
の
質
に
つ
い
て
は
、'
:現
在
の
低
開
発
国
住
民
の
質
の
惡
さ
が
、
何
が
ら
由
来
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、.
一
一
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。

第
一
は
、
原
住
民
労
働
の
質
の
劣
惡
さ
は
、
.そ
の
土
地
の
気
候
.
風
土
と
い
う
よ
う
な
も
の
か
ら
長
年
に
わ
た
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
.日
本
人
は
西
洋
人
か
ら
み
れ
ば
風
俗•

習
慣
の
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
民
族
で
あ
る
.。
し
か
し
一
六
世
紀
末
に
日
本
に
や

っ
て
き
た
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
ル
イ
ス
，
フ
ロ
イ
ス(Luis. Frois)
は
、
.そ
の
日
欧
文
化
比
較
の
な
か
で
、
日
本
人
の
習
慣
は
西
祥
人
の
そ

れ
と
は
き
わ
め
て
か
け
は
な
れ
、
異
様
で
、:'
-
縁
遠
い
も
の
だ
、
と
し
な
が
ら
、
日
本
人
を
文
化
の
開
け
た
、
創
造
力
の
压
盛
な
、
自
然
の
知
識
を 

、 

(

3) 

' 
.

備
え
る
人
、
と
み
て
い
る
。

ま
た
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
日
本
に
滞
在
し
；た
ス
ペ
イ
ン
商
人
ア
ビ
ラ
.
ヒ

ロ

ン(

I

供
0

1)

.
 

も
、
か
れ
の
見
て
き
た
し
、
接
し
て
き
た
多
く
の
民
族
の
な
か
で
、
チ
ナ
人
と
日
本
人
は
ョ
ー
ロ
ッ
。ハ
.以
外
め
あ
，ら
ゆ
る
民
族
よ
り
は
る
か
に
す 

ぐ
れ
た
素
質
と
理
解
力
を
も
っ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、

か
れ
ら
.は
日
本
を
け
っ
し
て
野
蛮
国
と
は
み
ず
、

異
質
の
文
化
を
も 

ち
、法
と
秩
序
の
確
立
し
.た
.社
会
と
.認
め
、
日
本
人
は
夢
中
で
学
び
、
教
わ
る
.こ
>
は

す

べ

て

覚

え

る

、
，と

し

て

い

る

。
例

の

聖

.フ
，
ラ

シ
シ
ス
コ
ン

- I

テ

•
ザ
ビH

ル
の
書
簡
の
中
に
も
、
日
本
人
の
素
質
の
優
秀
さ
と
好
学
心
と
理
性
的
な
こ
と
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
“
、
原
始
的
生
活
の
中
に
長 

年
苦
労
し
た
か
れ
が
、
新
し
い
文
化
の
高
い
布
教
の
地
を
見
出
し
た
喜
び
、が
看
取
さ
れ
る
。
.

こ
れ
に
反
し
て
、
ア
フ
リ
カ
に
や
'っ
て
き
た
西
洋
人
は
、
風

俗

•
習
慣
が
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
将
来
に
対
す
る
物
質
的
準
備
を
せ
ず
、
発
明 

力

も

な

く

、
，文

学

も

歴

史

も

な

い

民

族

を

み

て

、

.ア
フ
.リ
カ
人
を
野
蛮
人
で
劣
等
だ
と
み
た
の
も
無
理
は
な(

^ 6
0

)

ア
フ
リ
カ
も
地
域

に

ょ
っ
て 

は
、.
ィ
ス
ラ
ム
文
化
圏
に
入
っ
て
お
り
、
ま
た
商
業
の
発
達
も
、
あ
る
地
域
.で
は
か
な
り
な
程
度
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
、
な
お
ョ 

丨
ロ
ッ
パ
人
と
ア
.フ
リ

カ

原

住

民

と

の

間

：に
ィ
ン
ド
人
、

V
ヴ
ァ
ン
ト
人
が
中
間
層
を
形
成
し
て
.い
る
事
実
を
み
る
と
、
先
天
的
と
は
言
え
な
い 

に
し
て
も
、
な
お
短
期
で
は
匡
正
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
生
理
学
的
に
は
世
界
の
人
種
間
に
差
異
は
な
く
て
も
、
.歴
史
や
文
化
と 

結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
、
ア
フ
リ
カ
人
の
質
の
劣
等
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
気
候•：

風
土
は
西
洋
人
に
は
耐
え
が
た
い
も
の
で
あ 

っ
て
も
、
最
も
简
単
な
衣
食
住
の
手
段
は
、
格
別
の
努
力
な
し
に
得
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
環
境
に
.長
年
生
活
し
.て
き
た
こ
と
が
、
' か
れ
ら
の
今
日 

の
、
近
代
的
経
済
に
は
不
適
当
な
質
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
：
，：

'.
:

..

第
二
は
、
低
開
発
国
住
民
の
質
の
劣
等
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
過
去
の
植
民
地
時
代
、
政
治
的
•
経
済
的
支
配
者 

で
あ
る
ョ
ー
ロ
ッ
バ
人
は
、
原
住
民
の
質
の
向
上
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
。
こ
.の
こ
と
は
教
育
制
度
の
不
備
と
い
う
こ
と
を
生
じ
さ
せ
た
9
さ
ら 

.

に
、

B
型
の
場
合
に
は
、
伝
統
的
自
給
経
済
部
門
と
ま
っ
.た
く
縁
を
切
る
と
と
の
な
い
原
住
民
労
働
者
は
、
出
稼
ぎ
で
あ
り
、
そ
の
企
業
に
と
.っ 

て
安
定
的
労
働
者
で
は
な
い
か
ら
、
経
営
者
は
、
か
れ
ら
に
専
門
的
訓
練
を
与
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
も
あ
る
。
ま
た
"
ザ
ン
ビ
ア
の
銅
鉱
山 

の
ょ
う
に
ソ
熟
練
労
働
者
の
地
位
は
意
識
的
に
ョ
ー

ロ

..

ッ
パ
人
定
着
者
，の
た
め
に
留
保
さ
れ
た
た
め
、
原
住
民
労
働
者
は
長
年
鉱
山
で
労
働
し
て 

も
、
本
来
な
ら
生
じ
る
は
ず
の
習
得
効
果
が
、
か
れ
ら
に
は
作
用
し
な
か
.
.っ.た
と
い
う
事
実
も
あ
る
。
..あ
る
い
は
ま
た
原
住
民
は
組
合
を
組
織
す 

る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
賃
金
が
低
ぐ
押
え
ら
れ
た
の
で
：
そ
れ
が
子
弟
め
教
育
を
十
分
に
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

A
型
と 

B
型
と
を
比
較
す
る
と
、
相
対
的
.に
は
5
型
の
ほ
う
が
習
得
効
果
.は
強
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
現
状
は
、

<
:型

.'の

ほ

う

が

ア

フ
リ
カ

人
化
が
進 

低
開
発
国
住
民
の
経
済
的
行
動 
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ん
で
.お
り
、
，：.そ
の
代
わ
り
能
率
が
犠
牲
に
.な
っ
：て
い
る
。：：.
/
6型
で
能
率
が
高
い
の
は
な
お
ョ—

 

ロ
ダ

パ

人
、
ィ
ン
ド
人
が
経
済
的
に

重

要

な

也

立

 

を
占
め
て
い
る
か
ら
.で
あ
っ
て
、：.原
住
民
に
対
す
る
習
得
効
果
に
よ
?>
:
と
は
'思
わ
れ
な
い
。
：

'
.

低
開
発
国
住
民
の
質
に
つ
い
て
、■；
■
■第

--
め
先
天
説
に
立
て
ば
、、
す
く
な
く
と
も
現
時
占
/»
■»
-
»
で
経
済
開
発
政
策
を
進
め
る
場
合
、
.
た
と
え
そ
の
国
が 

資

本

に

対

し

労

靈

菌

で

あ'
a

て
も
、
：資
本
集
約
的
技
術
を
採
用
し
、
.必
差

技

術

者

•
労
働
者
を
外
f

り
輸
人
す
る
と
い
う
棄
が
考
え

ら
れ
る 

0
' 一
 

'■ 

.

:
 

. 

. 

■ 

■

第
一
一
の
後
天
説
に
立
て
ば
、

一
般

的

一

に

は

教

育
©
資
の
拡
充
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
.は
大
学
を
作
る
か
、

小
学
校
を
増
加
さ

せ
る 

か

、
中

等

教

育

に

重

点

を

お

く

が

、
.
.
そ

れ

と

も

職

業

教

育

を

一
般
教
.育
よ
り
も
重
視
す
る
か
、
：と
い
う
よ
う
な
問
題
が
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
原 

.住
民
の
質
の
改
善
を
計
る
こ
と
が
、
.'
そ
の
対
策
で
あ
る
。
 

• 

-

現
実
は
お
そ
ら
く
、
こ
.の
ニ
説
の
中
間
で
あ
っ
て
、
長
期
的
に
は
原
住
民
の
質
の
改
善
は
可
能
で
あ
り
、
国
家
も
こ
の
よ
う
な
方
向
、
す
な
わ 

ち
教
育
に
^
当
な
重
点
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
短
期
的
に
は
、
急
に
は
住
思
の
質
は
変
わ
ら
な
い
か
ら
、
あ
る
場
合
に
は
、
む
し 

ろ
資
本
集
約
的
技
術
を
採
用
す
る
方
が
経
済
的
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
外
国
が
企
業
進
出
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
方
向
を
と
り
や
す
い
と
© 

わ
れ
る
。
 

•

し
か
し
な
が
ら
、国
家
の
経
済
開
発
政
策
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
第
一
に
ど
の
よ
う
な
目
標
を
.設
定
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
国 

民
が
本
質
的
に
は
合
理
的
行
動
を
と
る
こ
と
を
認
.め
て
も
、.
な
お
そ
れ
が
実
現
さ
れ
な
い
、
_特
殊
な
環
境
を
よ
く
調
查
し
、
そ
の
上
で
こ
の
環
境 

を
ど
う
変
え
る
か
と
い
う
政
策
を
た
て
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
.
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七
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日
に
行
な
わ
れ
た
教
授
就
任
講
演
の
内
容
を
拡
充
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
こ
の
研
究
は
、
昭
和
四
ニ
年
度
文
部 

#

科
学
研
究
费
助
成
補
助
金
を
交
付
さ
れ
た
総
合
研
究「

日
本
経
済
近
代
化
の
経
験
と
低
開
発
国
開
発
,-

の
一
環
で
あ
る
。

低
開
発
国
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め
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