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一
ペ
テ
ィ
財
政
学
研
究
の
方
法

国
家
権
力
が
経
済
に
支
配
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
権
力
を
媒
介
と
し
て
経
済
が

発
展
Ｌ
よ
う
と
Ｌ
て
い
る
今
日
ほ
ど
、
財
政
学
の
使
命
の
大
き
い
時
代
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
併
し
、
既
成
の
財
政
学
は
た
ん
に
個
々
の
内
容
が
現
実
に
適
応
Ｌ

な
い
だ
け
で
は
な
く
、
全
体
の
形
式
が
も
は
や
役
に
立
た
な
い
と
い
う
極
端
な

一
己
■
４
》
一

危
磯
に
ま
で
立
ち
い
た
っ
て
い
る
。

最
近
、
古
典
派
経
済
学
の
財
政
論
の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
従

来
の
ド
イ
ツ
財
政
学
の
踏
襲
か
ら
脱
却
し
て
、
新
し
い
内
容
と
形
式
を
確
立
し

（
叩
宮
学
）
‐

よ
う
と
す
る
学
者
の
危
槻
意
識
の
あ
ら
わ
れ
に
外
な
ら
な
賂
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
危
鰻
意
識
が
千
差
万
別
で
あ
る
よ
う
に
、
古
典
学
派
の
財
政
論
の
評
価
も
ま

ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
大
き
く
は
、
そ
れ
を
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
ま
で
辿
る
こ
と
に

－
３
）

よ
っ
て
、
経
済
学
と
財
政
学
の
関
係
を
た
し
か
め
よ
う
と
す
る
方
向
と
、
ケ
イ

《
４
）

ン
ジ
ァ
ン
の
。
「
新
し
い
経
済
学
」
の
財
政
輪
へ
い
た
ろ
う
と
す
る
方
向
に
わ
か

れ
る
。こ

れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
現
代
の
問
題
意
織
か
ら
出
発
し
た
研
究
で
あ
る
が
、

こ
れ
と
は
別
腫
、
素
材
を
忠
実
に
歴
史
の
上
に
並
べ
よ
う
と
す
る
研
究
が
み
ら

。
、

／
〃
》

戸
‐
．
・
ｌ
ｃ
Ｐ

〆
や

●

ベ
テ
ィ
財
政
学
の
位
置

ｌ
財
政
学
の
生
成
過
程
に
関
す
る
一
研
究
ｌ

一
宮
‐
本
憲

1 －

。
（
一
届
凹
）

れ
る
。
後
に
ふ
れ
る
ご
と
く
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
研
究
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ

問
題
意
識
の
過
剰
と
峡
如
と
い
う
峡
点
を
も
っ
て
い
る
。

古
典
学
派
の
創
始
者
、
サ
ー
・
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
財
政
論
の
研
究
も
、

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
多
く
の
人
為
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
今
年
に

望
（
《
屋
》
）

は
い
っ
て
か
ら
で
も
、
二
つ
の
著
作
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
、
ペ
テ
郭
は
「
租
税
を
主
題
と
す
る
著
書
を
著
し
た
最
初
の
英
国

（
７
）

学
者
」
で
あ
り
、
ま
た
、
労
鋤
価
値
説
の
創
始
者
と
Ｌ
て
近
代
経
済
学
史
の
第

（
８
）

一
頁
を
か
ざ
る
に
ふ
さ
わ
Ｌ
い
人
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
ペ
テ
ィ
に
対
す

る
通
説
は
、
二
つ
の
規
定
か
ら
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
別
全
に
論
じ
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
独
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ペ

テ
ィ
が
租
税
を
主
題
と
す
る
、
よ
り
正
硴
に
い
え
ば
、
財
政
を
主
題
と
す
る
箸

番
を
藩
し
た
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
労
働
価
値
説
を
発
見
す
る
必
然
性
が
含
ま

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
立
入
る
前
に
、
も
う
一
つ
の
ペ
テ
ィ
問
題
に
ふ
れ
て
お
き
た

（
９
）

い
。
後
に
、
紹
介
す
る
よ
う
に
、
ペ
テ
ィ
は
「
租
税
及
び
貢
納
諭
」
Ｑ
六
六

一
喀
に
お
い
て
痛
烈
に
商
人
非
難
を
や
り
な
が
ら
、
後
に
は
一
政
治
算
術
」

（
一
六
七
六
年
或
い
は
一
六
七
七
年
）
に
お
い
て
、
・
商
人
肌
讃
を
や
つ
ご
い

一
●

◆
令
一
●
手

Ｉ
Ｉ
ｅ
－
｝
．
◆

～

●

－

一
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る
。
こ
れ
は
、
単
純
に
考
え
れ
ば
、
商
人
↓
生
産
者
と
い
う
コ
ー
ス
と
逆
の
方

向
を
ペ
テ
ィ
が
歩
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。

ペ
テ
ィ
財
政
学
を
正
し
く
位
麗
づ
け
る
仕
事
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

財
政
思
想
の
発
展
を
社
会
経
済
史
の
基
礎
の
上
に
再
絹
成
し
よ
う
と
す
る
側
か

ら
、
ま
ず
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
す
ぐ
れ
た
社
会
経
済
史
家
ト
’
－
１
、
ア
ン
ウ

ィ
ン
な
ど
の
援
助
に
よ
っ
て
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
税
制
’
一
六
四
○
年
か
ら
一
七

一
Ｍ
》
・

九
九
年
」
を
書
い
た
ケ
ネ
デ
ィ
の
ペ
テ
ィ
観
で
あ
る
。（

躯
〉

ゲ
ネ
デ
ィ
は
、
ペ
テ
ィ
が
ホ
ッ
プ
ズ
以
来
の
伝
統
を
受
け
て
、
消
費
税
を
公

平
な
も
の
と
Ｌ
て
考
え
て
い
た
と
い
う
従
来
の
見
解
に
反
対
す
る
。
ケ
ネ
デ
ィ

は
、
む
し
ろ
ペ
テ
ィ
．
は
、
消
費
税
の
不
公
平
な
こ
と
を
み
と
め
て
独
自
の
租
税

（
肥
）

体
系
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
、
「
賢
者
に
は
一
言
を
も
っ
て
足
る
」
に
よ
っ
て

例
証
す
る
。
ペ
テ
ィ
は
「
望
ま
し
い
も
の
は
、
す
べ
て
の
人
の
收
入
に
比
例
す

る
租
税
」
で
あ
り
「
貧
乏
人
は
消
費
税
と
人
頭
税
に
よ
っ
て
支
払
い
、
金
持
は

收
入
に
対
す
る
直
接
税
に
よ
っ
て
支
払
う
べ
き
だ
」
と
し
て
い
る
が
「
そ
の
理

論
は
消
饗
税
や
負
課
さ
る
べ
き
税
の
問
題
を
詳
細
に
の
ぺ
て
い
な
い
故
に
粗
雑

で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
理
念
は
、
明
解
で
あ
り
近
代
的
で
あ

｛
腿
》

る
。
」
と
ケ
ネ
デ
ィ
は
結
論
し
て
い
る
。

ケ
ネ
デ
ィ
は
、
既
成
の
財
政
史
ま
た
は
財
政
学
史
が
租
税
法
令
史
、
財
務
行

政
の
理
論
史
叉
は
、
租
税
転
嫁
学
説
史
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
租
税
理
論
を
社

会
思
想
と
の
連
関
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
こ
の
た
め
に
用
い

た
彼
の
方
法
は
、
過
去
の
租
税
理
論
を
分
配
の
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
理
論
を
社
会
経
済
史
の
上
に
設
定
し
よ
う
と
Ｌ
た
の
で
あ
ユ
煙
。
こ
．

の
よ
う
な
分
配
論
か
ら
み
た
ペ
テ
ィ
の
学
説
の
進
歩
性
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

丘
■
ｒ
‐

●

巳
・

消
賓
税
の
不
公
平
を
見
出
し
て
、
当
時
の
世
論
か
ら
一
孤
立
し
て
」
い
た
こ
と

に
帰
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
配
の
不
平
等
の
問
題
を
提
起
す
る
基
礎
に
は

一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
基
本
的
な
階
級
対
立
と
し
て
「
士
地
質
族
」
と
労
働

貧
民
対
技
芸
職
人
、
過
小
ヨ
ー
マ
ン
と
コ
テ
ジ
ャ
ー
ズ
、
そ
れ
に
ト
レ
イ
ズ
・

マ
ン
を
一
つ
に
し
た
「
貧
民
階
級
」
の
対
立
を
彼
が
榊
想
し
て
い
た
か
ら
に
外

守
田
）

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
櫛
想
の
是
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
現
代
の
分
配
理

論
を
そ
の
ま
上
、
労
鋤
階
級
の
未
成
熟
な
当
時
に
も
ち
こ
む
こ
と
は
問
題
で
あ

る
。
ペ
テ
ィ
の
と
い
た
公
平
は
決
し
て
貧
民
階
級
の
側
か
ら
す
る
公
平
で
は
な

く
、
所
有
者
と
し
て
の
分
配
の
公
平
を
の
べ
た
の
で
あ
っ
た
。

ケ
ネ
デ
ィ
が
現
代
の
社
会
政
策
の
論
理
を
そ
の
ま
ま
過
去
の
租
税
思
想
の
位

澄
づ
け
に
も
ち
こ
も
う
と
し
た
こ
と
は
、
彼
が
財
政
学
を
租
澗
負
担
の
公
平
の

問
題
に
一
元
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
彼
は
そ
の
い
み
で
は

彼
の
助
力
者
ト
ニ
ー
、
ア
ン
ウ
ィ
ン
と
同
系
列
に
あ
る
小
市
民
的
経
済
学
者
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
は
い
え
、
ペ
テ
ィ
の
位
冠
づ
け
は
ヘ
ヶ
ネ
デ
ィ
を
踏
台
と
し
て
始
め
て
前

進
し
う
る
。
彼
が
イ
ギ
リ
ス
の
租
税
史
を
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
時
期
か
ら
は
じ
め

し
か
も
、
ペ
テ
ィ
の
思
想
を
ホ
ッ
プ
ズ
の
直
接
の
亜
流
た
る
位
歴
か
ら
解
放
し

た
こ
と
の
正
し
さ
は
偶
然
で
は
な
い
。
そ
の
一
面
、
ケ
ネ
デ
ィ
が
イ
ギ
リ
ス
革

命
を
あ
く
ま
で
内
乱
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
と
、
前
に
も
み
た
よ
う
な
ケ
ネ

デ
ィ
の
小
市
民
的
な
ペ
テ
ィ
観
と
は
、
彼
の
限
界
を
Ｌ
め
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
ケ
ネ
デ
ィ
を
ふ
み
台
と
し
て
前
進
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
経
済
史
の

観
点
を
政
治
史
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
芯
る
。
具
体
的
に
は
、

ペ
テ
ィ
を
イ
ギ
リ
ス
革
命
１
黄
本
主
義
国
家
権
力
成
立
の
時
期
に
、
そ
の
権
力

●
●
●

を
確
立
す
る
た
め
に
活
躍
し
、
ま
た
そ
の
権
力
の
あ
り
方
を
の
べ
た
生
き
た
人
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間
と
し
て
と
ら
え
．
、
そ
の
財
政
学
が
始
め
て
科
学
と
し
て
の
体
系
を
と
坐
の
え

●
●
●
●
●
、

る
に
い
た
っ
た
歴
史
的
環
境
と
、
そ
の
体
系
を
つ
く
り
上
げ
た
主
体
の
関
係
を

明
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
・
・
、
、

睦
仙
．
「
要
す
る
に
現
代
の
財
政
学
は
？
：
…
ま
す
ま
す
重
要
性
を
加
え
つ
つ
あ

・
る
と
こ
ろ
の
、
現
実
の
財
政
事
象
な
い
し
財
政
政
策
に
直
面
し
て
、
そ
の

よ
っ
て
き
た
る
ゆ
え
ん
を
分
析
、
解
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
現
在
お
よ

ぴ
将
来
に
た
い
す
る
意
鍵
を
指
摘
、
閑
明
す
る
た
め
の
武
器
と
し
て
役
立

ち
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
武
田

隆
夫
「
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
と
財
政
学
」
〔
「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
研

究
ｌ
大
内
兵
衞
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
ｌ
」
岩
波
雷
店
、
昭
和
二
十
八
年

所
收
〕
三
三
頁
。
ま
た
、
こ
う
い
っ
た
極
端
な
危
機
に
対
し
て
、
こ
れ

ま
で
の
ド
イ
ツ
財
政
学
の
体
系
が
無
能
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
、
新
し
い
財

政
学
教
科
書
の
形
式
を
確
立
し
よ
う
と
さ
れ
た
劉
期
的
な
著
書
と
Ｌ
て
ぶ

島
恭
彦
「
財
政
学
概
論
」
（
三
笠
書
房
、
昭
和
二
七
年
〕
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

②
財
政
学
を
旧
来
の
ド
イ
ツ
官
僚
主
義
財
政
学
の
伝
統
か
ら
解
放
し
て
、

古
典
派
経
済
学
の
財
政
論
に
よ
っ
て
整
備
す
る
方
向
は
、
大
内
兵
衞
、
島

恭
彦
の
両
教
授
に
よ
っ
て
古
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
虫
で
も
す
で

に
古
典
的
と
な
っ
た
先
駆
的
名
著
，
島
恭
彦
「
近
世
租
税
思
想
史
」
（
有
斐

閣
、
昭
和
十
三
年
〕
の
意
蕊
は
大
き
い
。

③
宇
佐
美
誠
次
郎
「
財
政
学
の
『
独
自
性
』
に
つ
い
て
」
（
経
済
志
林
第

十
七
巻
第
一
・
二
合
併
号
所
收
〕
及
び
島
恭
彦
「
社
会
科
学
と
し
て
の
財

政
学
ｌ
財
政
学
教
科
醤
の
批
判
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
経
済
論
躍
第
六
五

巻
第
一
号
所
收
）
参
照
。
同
じ
よ
う
に
財
政
学
を
社
会
科
学
と
し
て
整
臓

、

〃

－

し
よ
う
と
さ
れ
な
が
ら
、
古
典
派
経
済
学
及
び
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
お
・
け

る
経
済
学
と
財
政
学
の
関
係
の
理
解
の
仕
方
に
、
ま
っ
た
く
対
立
す
る
意

見
を
述
べ
た
も
の
に
武
田
隆
夫
前
掲
雷
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ど
の

雨
者
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
社
会
科
学
と
し
て
の
財
政
学
」
（
石

川
商
経
研
究
第
二
号
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。

側
井
手
文
雄
「
古
典
学
派
の
財
政
論
」
中
央
大
学
協
同
組
合
出
版
部
、
昭

和
二
八
年
。
↑

⑤
大
川
政
三
弓
イ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
祖
税
諭
」
Ｑ
橘
論
鎚
第
二
九

巻
第
一
号
〕
ま
た
最
近
、
ペ
テ
ィ
紹
介
に
多
大
の
業
績
を
あ
げ
た
松
川
七

郎
氏
の
諸
研
究
も
こ
の
中
に
は
い
る
と
い
え
よ
う
。

⑥
．
こ
こ
に
あ
げ
た
井
手
、
大
川
両
氏
の
論
文
を
さ
し
て
い
る
。

、
因
．
詞
．
淫
．
酔
涛
冒
自
軍
巴
富
里
竜
詮
畠
閏
昌
冒
。
己
ｇ
ｏ
の
鳥
屋
恩
１

号
目
．
愚
目
．
ご
ｇ
・
井
手
文
雄
訳
「
祖
税
転
嫁
論
」
実
業
之
日
本
社
、
昭

和
二
五
年
、
第
一
部
三
七
ぺ
１
ヂ
。

⑧
周
知
の
よ
う
に
、
ど
の
規
定
を
最
初
に
打
建
て
た
の
は
マ
ル
ク
ス
で
あ

る
。
周
．
旨
胃
Ｈ
》
圏
冨
ｏ
堅
９
号
胃
含
冒
冒
の
胃
弓
①
風
》
冨
圏
冒
叩
８
日

宍
昌
言
匂
．
嬰
員
蒔
圏
農
ら
圏
．
麗
臼
‐
旨
．
ま
た
、
最
近
の
す
ぐ
れ
た
ペ
テ

イ
研
究
と
Ｌ
て
、
園
．
犀
。
ニ
ン
国
冒
。
ｑ
島
国
８
９
目
胃
目
冒
肩
言
．

冒
首
号
目
〉
岳
９
．
弓
堂
ｇ
旨
今
を
あ
げ
ら
れ
る
。

⑨
言
．
扉
律
顎
淫
弓
甸
の
農
恩
島
弓
員
の
韓
闘
昌
禽
冒
薗
冒
号
畠
．
冒
邑
＠
口
．

】
、
、
い
’
ご
奄
目
写
の
詞
。
。
固
◎
目
ざ
ご
言
匙
舜
冒
耐
ぬ
。
宛
、
辱
室
霞
｝
］
旨
冒
弔
①
芦
笥
苓

８
．
匂
。
国
．
国
巨
冨
（
普
号
『
匡
函
伊
畠
９
．
ｑ
畠
白
雪
層
・
早
湯
．
大
内

兵
衞
、
松
川
七
郎
共
訳
「
祖
税
貢
納
論
他
一
鋪
」
岩
波
文
庫
、
昭
和
二
七

年
。
．

、

一

1
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イ
ギ
リ
ス
財
政
史
の
上
で
、
国
民
税
（
冒
昌
◎
目
］
《
属
島
。
己
が
登
場
す
る

（
１
）

の
は
、
一
四
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
国
家
権
力
を
支
え
る
財
政
基
盤

と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
、
ろ
召
ア
ー
ト
絶
対
主
義
の
時
代

で
あ
っ
た
。
ケ
ネ
ー
ア
ィ
に
よ
れ
ば
、
内
乱
以
前
の
收
入
は
、
封
建
的
縮
辮
擢
に

よ
る
收
入
と
、
関
税
收
入
及
び
市
民
的
な
直
接
税
收
入
か
ら
な
っ
て
い
た
。
こ

の
う
ち
経
備
的
な
経
費
に
充
当
さ
れ
る
の
は
第
一
の
封
建
的
收
入
で
あ
っ
た
た

め
に
、
特
別
な
財
政
需
要
が
生
じ
た
時
に
の
み
、
租
税
は
そ
の
時
冷
の
階
級
の

力
関
係
に
よ
っ
て
場
当
り
的
に
提
示
せ
ら
れ
た
つ
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
絶

対
主
義
官
僚
も
議
会
勢
力
も
租
税
の
個
別
的
提
案
、
理
論
検
討
を
行
い
え
て
も

租
税
を
財
政
学
と
い
う
体
系
の
中
で
総
体
的
に
取
扱
う
こ
と
は
で
き
な
か
つ

⑩
巨
号
雪
国
冒
邑
青
晨
目
豊
呉
．
胃
ｇ
ｏ
目
』
〔
忌
誤
・
司
思
弓
〕
Ｈ
ｅ

Ｐ
１
看
吋
旨
冒
唱
ぐ
昌
自
〕
弓
・
腸
や
“
届
．
大
内
兵
衞
訳
「
政
治
算
術
」
栗

田
書
店
、
昭
和
一
六
年
。

⑪
三
・
属
８
９
号
雪
冒
睡
昏
冒
凶
農
。
ｐ
、
ぶ
ち
‐
弓
＄
》
首
胃
韓
昌
目

弔
巳
ざ
田
斡
目
色
○
冨
昌
◎
ロ
．
固
◎
自
ら
》
Ｈ
の
〕
い

⑫
ｍ
①
⑦
》
自
国
◎
喜
鼠
Ｈ
』
の
ぐ
冒
冨
目
．
。
厚
の
司
司
園
冒
目
・
錘
↑
巨
胃
騨
昌
》
（
忌
日
）

Ｈ
ｃ
《
。
。
固
』
、
今

卿
君
．
㈲
①
《
ぎ
ぐ
①
吋
冒
目
の
息
蔚
目
●
冒
昌
●
．
〔
忌
急
〕
］
＄
骨
．
‐
弓
弓
旨
冒
彊

ぐ
。
昌
寧
弓
弔
・
湯
！
］
９
．
前
掲
「
祖
税
貢
納
論
他
一
篇
」
岩
波
文
庫
版
所
收
。

、

側
属
①
目
巨
昌
凱
ぎ
ご
・
》
や
嵩
．

脚
号
冨
・
》
導
く
雪
弓
揖
ふ
．

囮
与
国
・
管
や
忠
．

ニ
ベ
テ
イ
の
生
涯
と
そ
の
時
代

、

ー

(1)

ー

、
へ
《
軍
凹
）

た
。

財
政
学
が
科
学
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
絶
対
主
義
の
危
機
の
時
代
ま

た
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
よ
っ
て
新
し
い
権
力
が
登
場
し
た
時
期
で
あ
る
と

（
４
）

考
え
て
よ
い
。
そ
れ
ま
で
に
も
、
財
政
の
問
題
は
、
絶
対
主
義
官
僚
の
行
政
術

と
し
て
、
い
わ
ば
技
術
論
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
こ
↓
と
は
あ
る
が
、
国
家
権
力

そ
の
も
の
の
あ
り
方
、
そ
れ
を
支
え
る
物
的
基
礎
、
そ
し
て
国
家
と
経
済
社
会

の
矛
盾
対
立
の
関
係
を
問
題
と
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
重
商
主
義
時

代
に
お
い
て
、
経
済
社
会
を
総
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
経
済
思
想
は
、
多

か
れ
少
か
れ
財
政
学
的
色
彩
を
帯
び
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
経
済
思
想
が

政
治
梅
力
と
対
立
し
た
こ
と
を
い
み
す
る
の
で
は
な
く
へ
こ
の
時
代
の
特
徴
で

｛
侭
》
）

あ
る
経
済
思
想
と
政
治
思
想
の
未
分
離
を
い
み
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
商
業

資
本
が
経
済
社
会
を
流
通
過
程
か
ら
の
み
問
題
に
し
て
い
た
か
ぎ
り
で
は
、
生

産
者
が
直
面
し
て
い
た
政
治
権
力
の
変
革
の
問
題
が
生
じ
て
こ
な
い
。
い
わ
ば

上
に
述
べ
た
二
つ
の
思
想
の
未
分
離
の
状
態
は
、
こ
の
よ
う
な
生
産
者
の
政
治

梅
力
変
革
以
前
の
絶
対
主
義
と
商
業
資
本
の
む
す
び
つ
き
を
示
し
て
い
る
に
外

な
ら
な
い
。

未
分
離
の
状
態
に
あ
っ
た
経
済
思
想
が
政
治
思
想
か
ら
分
離
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
経
済
社
会
Ｉ
費
本
主
義
社
会
が
法
社
会
Ｉ
絶
対
主
義
的
権
力
か
ら
独
立

す
る
》
）
と
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
分
離
独
立
に
は
ブ
ル
ジ

ョ
ア
革
命
と
い
う
暴
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
い
わ
ぱ
こ
の
暴
力
が
政
治
思
想
の

胎
内
か
ら
最
初
に
引
出
し
た
鬼
子
が
財
政
学
で
あ
っ
た
。
財
政
学
が
鬼
子
で
あ

っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
胎
内
に
経
済
学
を
や
ど
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

●
●
，

い
げ
か
え
れ
ば
、
政
治
思
想
か
ら
独
立
し
た
財
政
学
を
て
こ
と
し
て
経
済
学
が

生
れ
る
の
で
あ
る
。

〆

一

〆
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、
土:.

・
ク
ロ
ム
ウ
ュ
ル
の
死
に
よ
っ
て
、
前
者
の
政
治
面
か
ら
の
完
全
失
脚
と
な
つ

理
て
終
結
す
る
。
一
六
五
九
年
、
リ
チ
ヤ
ア
ー
ド
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
か
ら
フ
リ
ー

（
皿
）

ト
ウ
ッ
ド
ヘ
の
政
権
移
行
と
共
に
、
ペ
テ
ィ
は
そ
の
地
位
を
す
べ
て
失
う
こ
と

と
な
る
。
だ
が
リ
パ
プ
リ
カ
ン
は
単
な
る
軍
人
で
あ
っ
て
、
何
等
社
会
的
基
盤

を
も
た
な
い
。
プ
レ
ス
ピ
テ
リ
ァ
ン
の
復
帰
の
前
に
も
ろ
く
も
四
散
す
る
。

．
少
し
あ
と
も
ど
り
す
る
が
、
内
乱
か
ら
共
和
国
時
代
に
か
け
て
財
政
史
上
注

目
す
ぺ
き
こ
と
は
、
封
建
的
土
地
所
有
と
封
建
的
諸
貢
租
が
完
全
に
廃
絶
さ
れ

た
結
果
、
革
命
に
よ
っ
て
う
ち
立
て
た
国
家
が
近
代
的
な
財
政
制
度
を
も
っ
て

（
吃
）

出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
六
四
六
年
二
月
、
譲
会

は
種
々
の
封
建
的
負
担
を
廃
止
し
、
教
会
領
の
一
部
を
処
分
し
た
が
、
一
六
四

九
年
王
の
処
刑
と
共
に
、
叛
乱
者
の
財
産
、
教
会
領
を
処
分
Ｌ
、
遂
に
七
月
一

六
日
御
料
地
売
却
法
が
発
布
さ
れ
、
没
收
地
は
そ
の
後
約
三
年
に
わ
た
っ
て
、

｛
旧
）

通
常
価
格
の
半
値
で
売
却
さ
れ
た
。

共
和
国
の
財
政
は
た
だ
ち
に
近
代
的
な
財
政
制
度
を
う
ち
た
て
た
わ
け
で
は

な
い
。
今
の
べ
た
王
領
地
売
却
の
総
額
は
約
二
百
万
碑
に
達
し
た
と
い
わ
れ
、

こ
れ
が
一
六
五
四
年
ま
で
の
財
政
を
支
え
た
の
で
あ
っ
た
。
一
六
五
四
年
以
後

．
は
主
に
租
税
收
入
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

最
初
か
ら
赤
字
で
あ
り
、
一
六
五
九
年
リ
チ
ャ
ァ
ー
ド
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
第

●
等

．
｛
鰹
）

一
次
議
会
が
開
か
れ
た
時
、
政
府
債
は
約
二
百
万
跨
に
達
し
て
い
た
。
こ
れ
は

革
命
の
成
果
を
国
民
的
規
模
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
イ
ン
デ
ィ
ペ

ソ
デ
ン
タ
ン
が
、
最
初
か
ら
そ
の
国
内
の
矛
盾
の
ハ
ヶ
ロ
を
対
外
戦
争
に
も
と

め
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
対
外
湿
硬
政
策
か
ら
く
る
出
費
の
増
大
に
ロ
ン
ド
ン
商

人
や
地
方
の
土
地
所
有
者
が
み
き
り
を
つ
け
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

一
六
六
○
年
に
始
ま
る
王
制
復
古
は
、
絶
対
主
蕊
の
復
活
で
は
な
く
、
プ
レ

＼

、一

1

ー

0

一

ス
ピ
ー
ア
リ
ア
ン
と
政
治
か
ら
お
わ
れ
た
イ
ン
デ
則
ペ
ン
デ
ン
タ
ン
が
国
内
に
平

和
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
所
有
権
を
安
定
Ｌ
、
利
潤
を
確
保
す

る
た
め
に
王
の
権
力
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
リ
パ
プ
リ
カ

（
応
｝

ン
に
追
わ
れ
た
ペ
テ
ィ
の
地
位
も
回
復
す
る
。

註
仙
騨
己
身
①
宴
畠
買
。
ご
島
圏
斡
凶
畠
。
ｐ
圏
昌
目
員
隈
ご
国
邑
哩
鱒
昌
．

同
）
且
◎
自
営
畠
沼
．
Ｇ
畠
し
ぐ
昌
自
．
弓
．
ａ
篭
宇
弓
．
属
⑦
邑
勇
巴
駕
９
．
畠
．

で
己
。
』
『
閑
碕
。
。

②
黒
目
宮
①
々
管
弓
ご
●
》
弓
・
や
℃
．
｜

③
国
内
消
費
税
課
徴
の
提
案
が
な
さ
れ
る
の
は
、
一
六
四
三
年
三
月
の
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
の
提
案
を
し
た
の
は
、
議
会
の
指
導
者
ピ
ム
で
あ
っ
た
。

ピ
ム
は
こ
の
租
税
を
理
論
づ
け
る
根
拠
や
市
民
階
級
と
し
て
の
財
政
プ
戸

グ
ラ
ム
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
、
革
命
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
軍
事
費
の
提
供
者
が
都
市
の
商
人
、
製
造
業
者
、
ヨ
ー
マ
ン
リ
ー
で

あ
っ
た
関
係
か
ら
間
接
税
を
え
ら
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
主

謡
的
な
方
向
は
、
当
時
の
下
院
の
指
導
者
に
共
通
な
傾
向
で
あ
っ
た
。

側
島
恭
彦
「
財
政
思
想
の
発
展
ｌ
官
僚
主
義
財
政
学
批
判
」
〔
潮
流
社
、

経
済
学
全
集
第
二
回
、
昭
和
二
四
年
）
同
前
掲
「
財
政
学
概
論
」
一
二
ぺ

、
’
ヂ
。

⑤
水
田
洋
「
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
と
国
家
論
ｌ
リ
ヴ
ィ
ア
サ
ン
を
中
心
に

ｌ
」
商
学
論
集
第
二
一
巻
第
一
号
二
’
五
ぺ
／
１
ヂ
。

⑥
永
田
洋
訳
ホ
ッ
プ
ズ
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
と
（
日
本
評
論
社
、
昭
和
二

五
年
〕
解
説
㈲
参
照
。

伽
中
岡
三
益
「
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
お
け
る
軍
隊
「
ニ
ュ
ー
・
モ
デ
ル
・
ア
ー

ミ
ー
』
に
つ
い
て
」
（
歴
研
一
五
八
号
〕
。
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⑧
レ
ジ
ェ
、
フ
ー
ズ
と
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
タ
ン
の
争
い
Ⅱ
Ⅱ
第
二
次
内
乱
期
〆

理
解
の
た
め
に
次
の
文
献
を
つ
か
っ
た
。
園
。
目
⑦
旨
マ
ン
胃
胃
冒
Ｆ
一

脚
昌
曾
・
菖
国
質
◎
ｑ
島
】
冒
哩
Ｐ
巳
．
園
．
岡
．
Ｏ
Ｂ
Ｊ
岳
ｇ
・
の
．
ご
‐

葛
一
隅
》
目
富
国
剛
々
聖
自
胃
原
忌
呂
・
Ｉ
愚
ｇ
・
曾
冨
○
鴎
◎
己
届
冨
。
ｑ

烏
固
畠
旨
且
．
ご
○
胤
◎
且
ｏ
Ｂ
ｄ
ｓ
も
．
中
岡
三
益
前
掲
論
文
、
大

・
野
真
弓
「
ピ
ュ
リ
タ
ン
革
命
に
お
け
る
二
つ
の
憲
法
」
（
歴
研
一
四
八
号
）

星
野
輝
夫
「
人
民
同
意
に
就
い
て
」
（
西
洋
史
学
Ｉ
〕

⑨
】
．
ｇ
風
田
昌
・
〉
弓
①
旨
且
．
鼠
Ｓ
・
Ｉ
昌
留
．
己
目
ご
旨
》
］
湯
樫
．
弓
●
３
．
‐
弓
．

⑩
當
凄
巨
厚
の
覇
聖
再
司
昌
冒
目
胃
辱
》
旨
《
夢
ロ
胃
の
曾
胃
回
鳥
目
ぐ
の
画
．
●
．

＆
・
匂
○
・
Ｆ
・
冒
島
．
冒
首
言
ロ
寧
岳
９
．
で
圏
四
っ
．
国
．
国
昌
》

弓
畏
、
画
風
厩
》
旨
．
、
自
冒
胃
。
回
◎
目
。
葛
昌
三
目
彊
島
ｍ
・
弓
．
胃
辱

・
ざ
昌
自
．
弓
・
脚
哉
同
一
．
、
：
号
母
・
甸
園
目
歸
喝
は
よ
く
そ
の
全
貌
が
解

ら
ぬ
が
、
こ
の
頃
リ
パ
プ
リ
カ
ン
の
有
力
な
代
表
者
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

国
巳
］
〉
８
．
⑦
芦
・
寧
弓
●
Ｈ
胃
電
．

⑪
こ
の
時
、
ペ
テ
ィ
は
奇
し
く
も
オ
リ
ヴ
ァ
の
第
二
子
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド

総
督
ヘ
ン
リ
ー
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
使
者
と
し
て
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
に
会

見
の
た
め
ロ
ン
ド
ン
へ
帰
っ
て
い
る
。
〃
国
昌
］
〉
ご
旨
．
》
ご
Ｈ
Ｈ
・

側
「
内
乱
は
約
三
世
紀
の
間
イ
ギ
リ
ス
を
支
配
し
た
財
政
制
度
の
鮫
終
的

崩
壊
を
意
味
す
る
．
」
詞
の
目
呂
覇
弓
昌
・
》
息
．
革
命
の
段
中
に
新
し
い
租

税
の
出
て
来
た
事
情
は
、
長
谷
田
泰
三
「
英
国
財
政
史
研
究
」
勁
草
書
房

昭
和
二
六
年
、
九
五
’
一
三
○
ペ
ー
ヂ
。
ま
た
、
最
も
新
し
い
支
配
的
な

租
税
で
あ
る
国
内
消
費
税
の
成
立
の
事
楠
に
つ
い
て
は
、
丙
ｇ
ｇ
々
》

』
ず
》
巳
。
》
ご
己
。
、
］
由
由
。

⑬
己
鯵
ぐ
〕
①
酔
島
５
国
・
肖
留
．
．
巨
異
伊
旨
』
・
》
や
・
唱
心
・
長
谷
田
泰
三
前
掲
書

／

■
，
二
王

三
ペ
テ
イ
の
生
涯
と
そ
の
時
代
・
岡

王
制
復
古
時
代
の
財
政
は
共
和
国
時
代
の
財
政
の
延
長
で
あ
っ
て
、
何
等
本

質
的
な
相
違
は
な
い
。
破
産
し
た
共
和
国
財
政
を
継
承
し
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世

は
封
建
的
な
諸
特
梅
を
回
復
せ
ら
れ
る
代
り
に
、
磯
会
に
よ
っ
て
消
饗
税
を
中

心
と
す
る
年
額
百
二
十
万
碑
の
砿
入
を
保
証
せ
ら
れ
た
。
一
方
、
共
和
国
時
代

に
没
收
せ
ら
れ
た
土
地
及
び
財
産
等
の
売
却
の
無
効
が
宣
言
さ
れ
、
そ
の
領
地

地
代
や
惟
襲
財
産
の
領
有
は
回
復
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
年
額
は
一
六
六
○

年
に
お
い
て
二
十
万
七
千
癖
、
六
三
年
に
は
僅
か
に
十
万
畷
に
下
落
し
、
殆
ん

（
口
且
》

ど
そ
の
財
政
上
の
地
位
を
失
う
に
至
っ
た
。
・

一
六
六
三
年
の
オ
ラ
ン
ダ
戦
争
を
契
機
と
し
て
、
王
と
議
会
は
対
立
し
始
め

る
。
こ
の
頃
プ
レ
ス
ピ
テ
リ
ァ
ン
は
そ
の
政
治
的
地
位
を
失
い
、
、
王
は
絶
対
主

義
復
活
へ
の
思
想
的
準
備
と
し
て
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
導
入
を
行
お
う
と
す
る
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
は
財
政
的
に
も
議
会
の
授
助
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
、
ダ
ン
ケ
ル
ク

を
売
り
、
残
り
少
い
御
料
地
を
売
り
、
遂
に
悪
評
高
い
ル
イ
十
四
世
と
の
秘
密

一
○
○
’
一
ぺ
１
ヂ
。

⑭
己
画
乱
隈
》
ご
塵
●
》
巳
誤
鴎
長
谷
田
泰
三
前
掲
雷
二
二
ぺ
１
ヂ
註
、

二
一
六
’
七
ぺ
１
ヂ
。

⑮
こ
の
地
位
の
回
復
に
あ
た
っ
て
は
、
ペ
テ
ィ
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
個

人
的
知
己
も
あ
っ
た
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
と
相
識
つ
た
の
は
、
一
六
四
五
’
六

年
の
パ
リ
ー
遊
学
時
代
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
頃
ぺ
テ
ィ
の
友
ホ
ッ

プ
ズ
は
亡
命
し
て
い
た
皇
太
子
（
後
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
低
〕
の
数
学
の
教

師
を
し
て
い
た
。
前
掲
邦
訳
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
訳
者
解
説
で
三
一
四

’
六
ぺ
１
ヂ
参
照
。

~

ー

I

／'
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協
定
締
結
に
よ
り
二
一
千
万
儲
に
の
ぼ
る
軍
事
援
助
、
二
十
万
麓
の
年
金
そ
し

（
⑥
言
ご
）

て
六
千
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
兵
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

二
全
ハ
ニ
年
に
始
ま
る
消
費
税
徴
收
請
負
制
度
は
こ
の
嫌
な
王
の
反
動
化
を

背
景
と
し
て
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
始
め
は
地
方
治
安
判
事
の
推

隠
に
よ
る
人
々
に
委
ね
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
次
第
に
都
市
独
占
商
人
の
手
に

集
中
し
、
一
六
七
七
年
に
は
遂
に
地
方
の
請
負
人
は
す
べ
て
排
除
さ
れ
て
し
ま

（
句
⑪
）
●

つ
た
。
こ
の
よ
う
な
独
占
商
人
の
強
制
徴
收
が
苛
烈
を
き
わ
め
、
資
本
蓄
領
に

専
念
し
つ
つ
あ
っ
た
地
方
の
農
業
者
、
製
造
業
者
の
利
益
と
対
立
し
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
頃
ペ
テ
ィ
は
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
ケ
リ
ー
州
ケ
ン
メ
ア
ー
に
イ
ン
ダ
ス
ト

リ
ァ
ル
ｏ
コ
戸
ニ
ー
を
建
設
し
て
い
た
。
そ
れ
は
本
国
の
土
地
の
な
い
新
教
徒
華

を
移
住
さ
せ
殉
製
鉄
工
場
や
製
銅
工
場
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。－

４
－

徴
税
請
負
人
に
よ
る
重
税
は
彼
の
こ
の
事
業
に
対
す
る
困
難
を
増
加
さ
せ
た
。

一
六
七
三
年
か
ら
八
三
年
に
か
け
て
、
間
獣
的
で
は
あ
る
が
、
十
年
に
わ
た
る

租
税
請
負
人
と
の
紛
争
は
、
彼
の
財
政
学
を
実
践
的
な
段
階
に
ま
で
高
め
た
の

で
あ
る
。
こ
の
紛
争
の
た
め
、
一
六
七
七
年
に
は
時
の
大
蔵
大
臣
レ
ェ
イ
ン
ラ

ー
グ
に
よ
っ
て
ペ
テ
ィ
は
法
廷
侮
辱
罪
で
投
獄
さ
れ
て
い
る
。

彼
の
主
署
「
租
税
及
び
貢
納
論
」
は
一
六
六
二
年
に
書
か
れ
た
。
こ
れ
は
革

命
が
生
ん
だ
近
代
的
財
政
の
開
始
の
時
期
に
、
当
面
し
て
い
る
国
家
権
力
の
あ

り
方
と
そ
れ
を
ま
か
な
弓
べ
き
收
入
の
問
題
を
扱
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
壁
い
て

出
た
「
賢
者
に
は
一
言
を
も
っ
て
足
る
」
は
対
オ
ラ
ン
ダ
戦
争
に
よ
っ
て
惹
起

せ
ら
れ
た
財
政
危
機
に
対
Ｌ
て
、
市
民
国
家
が
充
分
そ
の
経
費
に
た
え
う
る
こ

と
を
数
字
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

〆

チ
ャ
ー
ル
ズ
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
従
属
と
フ
ラ
ン
ス
型
絶
対
主
義
模
放
の
傾
向

も
り

Ｄ
Ｌ

が
強
く
な
っ
た
時
期
、
ま
た
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
植
民

地
政
策
に
矛
盾
が
輩
出
し
、
そ
の
政
策
の
頂
点
と
し
て
の
王
の
租
税
請
負
人
と

ペ
テ
ィ
と
の
紛
争
が
激
し
く
な
っ
た
時
期
、
そ
の
時
期
に
「
ア
イ
ァ
ラ
シ
ド
の

－
５
）
（
６
）

政
治
的
解
剖
」
と
「
政
治
算
術
」
が
前
後
し
て
醤
上
げ
ら
れ
た
。

革
命
を
通
じ
て
完
成
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
資
本
に
よ
る
ア
イ
ァ
ラ
ン
ド
支
配

は
始
め
か
ら
資
本
主
義
市
場
の
中
へ
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
人
を
ぶ
ち
こ
む
こ
と
で
は

な
く
、
彼
等
か
ら
土
地
を
う
ば
い
、
そ
の
殆
ん
ど
を
貧
農
或
い
は
小
作
人
の
地

位
に
お
と
し
い
れ
て
封
建
的
な
收
奪
を
行
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
費
本
が
近
代
的
な
い
み
で
市
場
の
拡
大
が
必
要
な

《
７
》

ほ
ど
生
産
に
基
礎
を
お
い
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ア
イ
ア
ラ
ン
ド
植
民
地
化
と
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
問
題
を
ペ
テ
ィ
は
そ
の
著
醤

の
中
で
明
確
に
書
い
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
士
蒲
民
が
非
常
に
ま
ず
し
い
こ
と
、

（
８
）

自
給
自
足
経
済
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
数
字
を
上
げ
て
説
明
す
る
。
こ
の
よ

う
な
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
貧
窮
化
は
内
乱
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
「
諸

戦
争
以
前
の
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
人
の
所
有
地
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
そ
れ
に
倍
す

（
３
）

る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
Ｑ
六
七
○
年
代
〕
は
彼
の
推
定
に

よ
れ
ば
「
プ
リ
テ
ン
人
の
プ
ロ
テ
ス
卓
ン
卜
と
教
会
は
総
て
の
土
地
の
§
、
総

て
の
家
屋
の
５
－
６
、
（
と
く
に
）
城
下
町
や
要
衝
地
の
總
て
の
家
屋
の
，
可
外
国

一
（
皿
》

貿
易
の
§
を
に
ぎ
っ
て
い
る
。
」
こ
れ
だ
か
ら
こ
そ
「
多
く
の
人
は
ア
イ
ア
ラ

ン
ド
に
土
地
を
所
有
し
、
そ
の
王
国
の
外
に
住
ん
で
い
る
よ
う
な
不
在
地
主
の

た
め
に
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
は
大
い
に
窮
乏
化
し
て
お
り
、
そ
れ
で
な
く
と
も
少

（
Ⅷ
）

く
と
も
翼
幣
が
浪
費
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
」
の
で
あ
る
。
ペ
テ
ィ
は
こ
の
意

見
に
反
対
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
貨
幣
が
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
土
地
を
買
う
た

め
に
投
資
き
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
土
地
か
ら
上
る
「
地
代
、
生
産
物
及
び
利
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潤
」
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
還
元
さ
れ
る
の
が
何
故
悪
い
の
か
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
ば
は
ペ
テ
ィ
の
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
お
け
る
立
場
を
弁
護
す
る
と
共
に

当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
資
本
の
企
図
を
も
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
ペ
テ
ィ
の

ア
イ
ア
ラ
ン
ド
救
済
に
対
す
る
結
論
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
ア
イ
ァ
ラ
ン
ド
の
資

源
と
労
働
力
の
豊
富
な
る
こ
と
を
み
と
め
、
そ
れ
を
資
本
主
義
市
場
の
中
に
再

一
画
）

鯛
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
い
み
で
は
、
彼
の
立
場
は
当
時
の
商
業
資
本

が
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
お
い
て
地
主
化
し
よ
う
と
す
る
方
向
を
の
り
こ
え
て
い
た

と
い
え
よ
う
。

「
政
治
算
術
」
は
密
上
げ
ら
れ
て
か
ら
発
表
ま
で
に
十
五
年
の
月
日
を
経
て

お
り
、
ペ
テ
ィ
の
生
前
に
は
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
そ
の
内
容
が
当
時

の
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
フ
ラ
ン
ス
一
辺
倒
の
政
策
と
真
向
か
ら
対
立
し
、
フ
ラ
ン
ス

の
政
策
の
ま
ち
が
い
を
指
摘
し
た
た
め
に
、
政
治
的
理
由
で
延
期
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
ペ
テ
ィ
は
き
わ
め
て
実
践
的
な
企
図
を
も
っ
て
イ
ギ

リ
ス
は
フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
発
展
性
の
あ
る
こ
と
、
そ
の
発
展
の
方
向
は
当
時
資

本
主
義
の
メ
ッ
カ
で
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
の
産
業
、
政
治
を
見
習
う
べ
き
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
彼
が
こ
の
著
書
で
全
商
業
世
界
を
イ
ギ
リ
ス
人
民
が
支
配
し
う

る
と
い
っ
た
結
論
は
、
現
実
に
次
の
世
紀
に
実
現
さ
れ
た
。
ペ
テ
ィ
は
こ
の
世

界
を
支
配
す
る
た
め
に
は
総
ぺ
て
の
有
産
階
級
の
次
男
以
下
を
商
人
に
し
、
貨

幣
の
足
り
な
い
場
合
に
は
土
地
を
外
国
人
に
売
っ
て
で
も
手
に
い
れ
ろ
と
い
う

一
魁
》

政
策
琴
提
示
す
る
時
、
彼
の
立
場
は
大
土
地
所
有
者
の
位
睡
か
ら
大
き
く
前
進

し
て
い
る
。

一
六
八
三
年
、
ア
オ
ァ
ラ
ン
ド
に
端
を
発
し
て
、
彼
の
長
年
の
宿
敵
租
税
請

負
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
。
彼
は
こ
の
制
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

「
あ
ら
ゆ
る
公
金
費
消
の
教
義
を
と
も
な
っ
て
行
わ
れ
た
租
税
謂
負
の
あ
れ
や

こ
れ
や
の
術
策
は
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
障
大
な
る
商
売
で
あ
っ
た
が

併
し
過
失
を
な
し
た
彼
等
に
多
く
の
報
酬
を
支
払
っ
た
人
民
に
と
っ
て
は
災
難

で
あ
っ
た
。
併
も
実
現
出
来
な
か
っ
た
が
、
彼
等
を
改
め
さ
せ
よ
う
と
専
念
し

（
暇
｝

た
人
に
と
っ
て
は
数
倍
の
災
難
で
あ
っ
た
。
」
租
税
請
負
制
度
は
全
く
彼
に
と

っ
て
災
難
で
あ
っ
た
。
彼
の
勝
利
は
長
い
苦
斗
の
報
い
と
し
て
お
と
ず
れ
た
よ

う
に
み
え
た
が
事
実
は
そ
う
で
な
か
っ
た
。
こ
の
制
度
の
本
質
は
形
を
か
え
て

監
理
制
度
へ
と
受
け
つ
が
れ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
復
古
策
は
一
向
に
と
壁
ま
る

こ
と
を
し
ら
な
い
。
彼
が
多
く
の
著
密
で
提
示
し
た
献
策
は
一
向
に
い
れ
ら
れ

な
い
。
長
年
く
す
ぶ
っ
て
い
た
受
爵
の
問
題
も
再
燃
す
る
が
、
プ
戸
テ
ス
タ
ン

ト
だ
と
い
う
理
由
で
水
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

ペ
テ
ィ
の
晩
年
、
失
意
と
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
浮
世
を
は
な
れ
た
学
者
と
し

て
の
生
活
は
こ
の
頃
か
ら
始
ま
る
。
一
六
八
五
年
チ
ャ
ー
ル
ズ
死
に
、
ジ
ニ
ー

ム
ズ
ー
一
世
が
即
位
し
、
一
年
お
い
て
次
の
年
四
月
、
信
教
自
由
令
が
発
布
さ
れ

（
お
）

る
。
ペ
テ
ィ
は
こ
れ
を
自
分
が
主
張
し
て
来
た
宗
教
の
自
由
と
同
じ
理
念
に
立

つ
も
の
だ
と
喜
ん
だ
が
、
事
実
は
カ
ソ
リ
ッ
・
ク
の
承
認
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
以
来
と
っ
て
来
た
財
政
制
度
の
復
古
策
と
そ
れ
に
よ

る
資
本
主
義
的
発
展
の
阻
害
、
政
治
的
に
は
議
会
の
否
認
と
い
う
絶
対
主
義
へ

の
再
傾
斜
は
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
承
認
と
い
う
宗
教
の
問
題
に
至
る
に
及
ん
で
革

命
が
再
び
前
面
に
出
て
く
る
。
い
わ
ゆ
る
ピ
ュ
リ
タ
ン
革
命
の
成
果
が
イ
ン
デ

ィ
ペ
ン
宗
ン
タ
ン
の
手
に
掌
握
さ
れ
た
時
に
、
革
命
の
成
果
を
よ
り
徹
底
さ
せ

る
第
三
次
内
乱
の
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
当
時
そ
の
プ
戸
グ
ラ
ム

の
に
な
い
手
で
あ
る
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
弱
体
か
ら
そ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

そ
う
し
て
王
の
絶
対
主
義
へ
の
傾
斜
と
は
無
縁
に
な
し
く
ず
し
的
に
こ
の
三
十

年
間
盗
本
主
義
化
が
進
め
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
富
農
」
た
る
ぺ

〆



一
『

1
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へ
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打
）

テ
ィ
を
都
市
の
既
成
商
人
と
対
立
さ
せ
、
自
己
の
商
品
を
交
易
す
る
生
産
者
の

商
人
の
代
弁
者
と
し
た
よ
う
に
。
王
の
絶
対
主
義
へ
の
傾
斜
は
こ
の
い
み
で
も

国
内
に
基
盤
を
も
つ
こ
と
な
く
、
常
に
外
国
の
絶
対
主
義
に
支
え
ら
れ
て
来
た

の
で
あ
っ
た
。
国
王
は
す
で
に
政
治
面
で
は
装
飾
品
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
一
六
八
八
年
無
血
革
命
た
る
名
誉
革
命
は
国
内
に
お
け
る
新
し
い

商
人
層
（
そ
れ
は
正
し
く
産
業
資
本
家
へ
の
系
譜
を
も
っ
て
い
る
〕
の
露
頭
を

背
景
に
し
て
議
会
政
治
の
完
全
な
確
立
と
い
う
か
た
ち
で
、
国
家
権
力
変
革
、

新
Ｌ
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
権
力
樹
立
の
作
業
を
仕
上
げ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
前
年
、
ペ
テ
ィ
は
え
そ
で
死
ん
だ
。
そ
の
死
と
前
後
し
て
彼
が
半
生
を

捧
げ
た
ケ
ン
メ
ア
ー
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
コ
ロ
’
－
１
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
ニ
世

に
加
担
し
た
ア
イ
ァ
ラ
ン
ド
旧
教
徒
に
よ
り
襲
撃
さ
れ
灰
儘
に
来
Ｌ
て
Ｌ
ま
っ

た
。

ペ
テ
ィ
の
生
涯
は
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
に
な
い
手
の
た
ど
っ
た
道
、
ヨ
ー
マ
ン

リ
ー
↓
「
富
農
」
（
こ
の
い
み
は
独
立
生
産
者
に
し
て
大
土
地
所
有
者
と
い
う

こ
と
で
あ
る
）
↓
商
人
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
コ
ー
ス
か
ら
、
彼
が
共
和

国
か
ら
王
制
復
古
期
を
通
じ
て
大
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
事
実
が
単
な
る
個
人

的
偶
然
で
な
く
、
彼
の
階
周
の
妥
協
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
童
た
次
第
に
王

と
対
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
問
題
が
う
き
ぽ
り
に
さ
れ
ぢ
の
で
あ
る
。

次
に
彼
を
と
り
ま
く
外
部
的
事
憎
、
そ
し
て
彼
の
階
層
の
位
置
か
ら
必
然
的

に
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ペ
テ
ィ
の
国
家
権
力
と
経
済
社
会
の
関
係
の

研
究
Ｉ
財
政
学
を
内
在
的
に
理
解
す
る
作
業
へ
う
つ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

た
め
に
は
「
租
税
及
び
貢
納
論
」
か
ら
は
い
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
既
に
松
川
七
郎
氏
の
邦
訳
や
井
手
文
雄
教
授
の
親
切
な
紹
介
も
出
て
い

る
の
で
、
通
観
す
る
手
数
を
は
ぶ
い
て
も
差
支
え
な
い
と
考
え
る
。
こ
上
で
は

↑

●
。

、

こ
の
著
書
の
論
理
構
造
に
力
点
を
お
き
、
そ
れ
と
「
政
治
算
術
」
及
び
「
貨
幣

一
旭
｝

小
論
」
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
み
た
い
。

註
仙
の
．
望
．
ｇ
胃
家
『
言
固
具
胃
、
冒
胃
言
》
忌
呂
ｌ
ご
嵩
．
（
圏
言
○
Ｋ
昏
昌

国
厨
ざ
吋
閏
○
局
固
冒
唾
麓
己
ら
闇
ｃ
ｏ
Ｈ
由
。
己
》
（
乞
い
心
）
届
一
ｍ
国
石
餉
１
割

目
①
言
管
号
ご
●
》
や
曽
群
己
。
銅
『
畠
》
号
置
．
）
ｑ
ｇ
．
園
・
や
蹟
．
長
谷
田
泰
三
、

前
掲
書
一
○
’
二
ぺ
・
‐
ヂ
、
二
三
七
’
二
四
○
ペ
・
‐
ヂ
。
ま
た
ペ
テ
ィ

は
一
六
六
五
年
に
書
い
た
著
書
の
中
で
王
領
地
の
收
入
を
七
万
礎
と
し
て

い
る
。
宿
の
ご
ゞ
ぐ
胃
冒
昌
響
腎
昌
・
Ｉ
言
乱
昌
畠
、
、
ぐ
巳
．
阜
甲
旨
】
．
・

②
ｇ
斡
景
号
冨
．
》
層
割
電
．
ご
ざ
言
〉
ず
匙
．
》
層
函
旨
１
日
い
つ
閏
回
国
．

、
８
芦
〉
の
同
聖
目
色
邑
誓
３
３
碕
昌
》
届
届
Ｉ
ご
旨
．
臼
８
号
目
》
岳
誤
．
層
．

い
割
《
ｌ
い
『
。
．

③
長
谷
田
泰
三
、
前
掲
雷
二
一
二
－
一
四
九
ぺ
１
ヂ
参
照
。

倒
国
畠
》
ぎ
ご
・
響
層
・
目
ぐ
廟
．
当
時
彼
は
ケ
リ
ー
州
だ
け
で
五
万
エ
ー
カ
ｒ

の
土
地
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
松
川
七
郎
「
サ
ー
・
ウ
イ
リ
ア
ム
．

ペ
テ
ィ
の
生
涯
」
ｇ
橘
経
済
研
究
所
編
経
済
研
究
第
二
巻
第
一
号
所

收
〕
六
六
ペ
ー
ヂ
。

⑤
弓
．
勺
昌
顎
・
弓
言
砲
昌
三
目
］
シ
ｇ
ざ
目
田
島
胃
３
旨
昌
．
胃
首
号
冒
》

ロ
Ｓ
恩
〕
息
旨
ｌ
乏
副
旨
冒
唱
．
匂
己
．
阜
層
．
］
圏
ｌ
腿
亭
松
川
七
郎
訳

「
ア
イ
ァ
ラ
ン
ド
の
政
治
的
解
剖
」
岩
波
文
庫
、
昭
和
二
六
年
。
・

⑥
こ
の
二
著
は
グ
ラ
ン
ト
と
並
ん
で
統
計
学
の
鼻
租
た
る
ペ
テ
ィ
が
社
会

問
題
を
数
量
で
把
握
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
方
法
論
上
幾
多
の
問
題

を
ふ
く
ん
で
い
る
。

切
「
…
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
の
地
主
制
度
の
牙
城
で
あ
る
。
こ
の

地
主
制
度
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
崩
壊
す
れ
ば
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
で
も
ま

ｰ
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一

た
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
マ
ル
ク
ス
ー
ェ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
、
大
月
需
店

一
九
五
二
年
、
第
八
巻
五
三
○
ペ
ー
ヂ
。
〃
「
私
は
永
年
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問一

題
を
研
究
し
た
の
ち
、
次
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
。
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ

●
●
●
●
●
●
●
●

ス
の
支
配
階
級
に
た
い
す
る
決
定
的
な
打
鍵
は
…
…
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て

●
●
●
●
●
●
●
●
０
●
●
●
●
●
●
●
●

》
で
は
な
く
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
の
み
あ
た
え
ら
れ
う
る
、
と
。
」
同

●
●
●
●

書
、
五
三
三
ぺ
１
ヂ
心
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
の
土
地
貴
族
の
防

塞
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
搾
取
は
彼
等
の
国
民
的
富
の
主
要
源
泉
の

一
つ
で
あ
る
…
」
同
ぺ
１
ヂ
。
「
…
イ
ギ
リ
ス
の
軍
隊
と
穰
察
と
を
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
か
ら
明
日
に
で
も
ひ
き
あ
げ
れ
ば
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
は
た
ち

●
●

ま
ち
農
業
革
命
が
お
こ
る
だ
ろ
う
。
」
同
雷
、
五
三
四
ぺ
１
ヂ
。
「
イ
ギ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
・

リ
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ま
ず
第
一
に
彼
等
は
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
を
肉
と
羊
毛
を
で
き
る
だ
け
や
す
い
値
段
で
イ
ギ
リ
ス
の
市

場
・
へ
供
給
す
る
た
ん
な
る
牧
場
に
か
え
る
こ
と
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
貴
族

↑
と
利
害
を
お
な
じ
く
し
て
い
る
。
」
同
ぺ
１
ヂ
。

⑧
「
。
：
人
々
は
三
、
四
日
で
作
れ
る
よ
う
な
小
屋
に
住
み
（
煙
草
は
別
と

Ｌ
て
）
他
八
か
ら
買
わ
な
い
で
も
い
い
よ
う
な
食
物
を
た
べ
、
彼
等
の
羊

か
ら
か
り
と
っ
た
羊
毛
を
自
ら
糸
に
つ
む
い
で
こ
し
ら
え
た
衣
服
を
着
て

い
る
の
で
あ
る
。
」
胃
苛
消
旦
画
艮
．
‐
弩
寓
言
冒
恩
．
旬
巳
息
》
２
用
．
岩

波
文
庫
一
五
三
ぺ
１
ヂ
。
但
し
以
下
訳
文
は
必
ず
し
も
上
掲
邦
訳
本
に
従

わ
な
い
。
：

⑨
号
匙
・
〕
昌
豊
９
邦
訳
七
五
ぺ
１
ヂ
。

⑩
号
冨
．
》
冨
駅
．
邦
訳
八
七
ペ
ー
ヂ
。

⑪
号
旨
．
』
昌
温
．
邦
訳
一
六
一
ぺ
１
ヂ
。

⑫
号
菖
．
‐

一

〃

⑬
胃
尋
．
岸
の
冒
邑
．
‐
葛
同
旨
冒
甥
．
ぐ
巳
主
管
弓
．
岳
？
］
９
．
邦
訳
一
五

六
’
一
六
八
ぺ
１
ヂ
。

側
己
旨
。
》
捧
副
蟇
己
畠
鳥
．
ｌ
言
竪
三
自
彊
．
ぐ
昌
・
］
〕
弓
．
臼
早
曽
學
前
掲

大
内
訳
「
政
治
算
術
」
二
九
三
’
二
九
九
ぺ
・
‐
ヂ
。

⑮
冒
冒
》
岸
①
】
画
昌
．
‘
君
昌
昏
鳴
．
ぐ
。
］
白
》
で
．
］
観
．
邦
訳
一
六
六
ぺ

１
ヂ
。
徴
税
請
負
人
に
対
す
る
反
対
は
以
後
自
由
主
義
財
政
学
の
伝
統
と

も
い
う
べ
き
も
の
と
な
っ
た
。
「
最
悪
の
元
首
で
す
ら
、
彼
の
徴
税
請
負

人
か
ら
期
待
さ
れ
ぅ
る
も
の
以
上
に
、
彼
の
人
民
に
対
し
て
は
同
捕
を
も

っ
て
い
る
。
…
…
徴
税
請
負
人
の
壮
麗
は
し
ば
し
ば
人
民
の
没
落
の
結
果

で
あ
つ
苑
、
そ
の
繁
栄
の
た
め
で
は
な
い
。
」
衿
．
、
昌
昏
雪
皆
】
冒
呂
ご

旨
８
こ
ろ
型
員
巨
恩
韓
目
白
○
闇
層
ｇ
弓
夢
の
言
ｇ
】
豊
爲
這
農
旨
鼠
．

Ｈ
ら
目
ざ
旨
》
（
ご
誤
）
①
』
ず
割
園
○
騨
目
弓
謹
雪
。
ら
い
評
〔
ｚ
，
曙
。
嵩
◎
畠
９
回

目
与
胃
己
亭
、
望
．
大
内
兵
衞
訳
「
国
富
論
」
岩
波
文
庫
、
昭
和
一
五
ｒ

一
九
年
、
第
四
巻
四
五
七
ぺ
１
ヂ
。

㈱
「
人
を
し
て
信
じ
て
い
な
い
こ
と
を
信
じ
て
い
る
と
い
わ
せ
る
こ
と
は

無
駄
で
あ
り
、
不
合
理
で
あ
り
、
神
の
名
誉
葬
演
す
も
の
で
あ
る
。
」

宿
①
言
夢
捧
弓
舅
冒
豊
島
１
言
昌
９
回
甥
．
ぐ
畠
．
箏
弔
●
思
い
邦
訳
一
八
三
ぺ

１
ヂ
。
百
１
マ
ン
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
が
現
在
或
い
は
近
年
ま
で
公
認
さ
れ

て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
の
部
分
で
は
、
全
産
業
の
舟
が
そ
の
教
会
か
ら

分
離
し
た
も
の
の
手
に
あ
る
…
・
・
・
産
業
は
こ
の
よ
う
に
ど
の
宗
教
に
か
ぎ

る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
。
む
し
ろ
前
述
の
よ
う
に
全
体
の
中
で
異
教

的
な
部
分
に
あ
る
。
そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
．
ン
ド
に
お
け
る
個
杢
の
最
大
の
都

市
に
つ
い
て
も
ま
こ
と
で
あ
る
。
」
ご
国
．
》
宮
愚
３
用
．
邦
訳
一
八
五
’
一

八
六
ぺ
１
ヂ
。

一

、

●
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伽
魚
．
巨
冒
亨
阜
①
昌
罷
．
言
昌
昏
霞
・
ぐ
○
一
．
目
．
や
●
圏
．
前
掲
大
内
、
松

川
訳
「
租
税
貢
納
論
」
五
三
ぺ
１
ヂ
。

⑱
君
．
弔
里
一
割
の
旨
自
首
旨
Ｂ
２
目
色
５
８
目
８
冒
冒
函
冒
◎
冨
畠
．
臼
。
昌
号
国
》

〔
］
Ｇ
、
画
〕
》
目
○
℃
餌
１
１
弓
『
臥
言
芦
冒
函
碗
。
句
。
］
・
目
》
石
や
《
哩
剴
ｉ
《
《
寧

四
ペ
テ
イ
に
お
け
る
国
家
権
力

一
○
■
＆
一

「
租
税
及
び
責
納
論
」
は
い
わ
ゆ
る
経
費
論
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
ペ
テ
ィ

に
よ
れ
ば
公
共
的
経
費
は
国
防
治
安
、
行
政
司
法
、
宗
教
へ
社
会
福
祉
、
公
共

事
業
の
六
部
門
に
わ
か
れ
る
。
こ
れ
は
彼
の
い
う
よ
う
に
「
主
要
に
し
て
自
明

な
も
の
」
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
当
時
の
国
家
の
経
費
そ
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
当
時
の
人
民
が
経
費
の
内
容
に
「
疑
念
を
い
だ
き
」
「
こ
れ
ら
の
経
費

－
２
｝

を
支
払
う
の
を
好
ま
ぬ
」
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
、
彼
の
経
蜜
論
は

単
に
お
ざ
な
り
に
社
会
通
念
と
し
て
の
国
家
の
事
務
を
述
べ
た
の
で
は
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
革
命
に
よ
っ
て
痩
得
さ
れ
た
或
い
は
将
来
さ
れ
る
べ
き
国
家
の
姿
、

そ
の
社
会
生
活
に
及
ぶ
は
ん
い
、
す
Ｌ
ん
で
社
会
生
活
の
あ
り
方
に
ま
で
と
き

（
３
）

及
ぶ
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
軍
事
費
を
検
討
す
る
こ
と
は
受
用
の
真
因
で
あ
る
戦
争
と
内
乱
の
原

因
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ペ
テ
ィ
は
侵
略
的
な
対
外
戦
争
は
「
社
会
的
口

実
を
持
っ
て
い
る
が
」
実
際
の
原
因
は
非
常
に
個
人
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
Ｌ
、
産
業
を
発
展
さ
す
方
策
を
考
え
ず
に
「
欺
臓
と
掠
奪
に
よ
っ
て
他
か

ら
奪
う
」
こ
の
戦
争
が
、
倣
か
な
経
蟹
で
国
家
を
富
ま
す
と
い
う
こ
と
は
誤
解

－
４
）

だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
様
な
経
喪
は
結
局
少
け
れ
ば
少
い
程
、
戦
争
を
惹
起
す

る
こ
と
が
少
い
の
で
あ
る
。
こ
の
戦
争
を
産
業
の
発
展
と
並
べ
て
そ
の
長
短
を

と
る
ペ
テ
ィ
の
見
方
は
「
政
治
算
術
」
で
も
展
開
さ
れ
る
。
兵
士
と
い
う
職
業

'

『
５
）

は
「
非
常
に
大
な
変
動
と
危
険
が
あ
る
が
併
し
ほ
と
ん
ど
利
潤
の
な
い
」
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
券
外
国
怖
兵
に
ま
か
し
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
が
讃
美
せ
ら
れ
て
い

る
。

内
乱
の
原
因
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
宗
教
的
原
因
と
社
会
的
原
因
に
わ
け
て
い

る
。
こ
の
う
ち
後
者
に
つ
い
て
、
ペ
テ
ィ
は
人
民
が
現
在
の
統
治
形
態
に
不
満

を
い
だ
き
「
代
今
の
家
柄
叉
は
人
物
よ
り
も
な
し
う
る
最
善
の
被
選
挙
人
に
」

に
よ
っ
て
「
わ
ず
か
数
年
に
し
て
臣
民
の
富
に
相
当
程
度
の
変
化
を
起
す
だ
ろ

う
」
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
革
命
の
「
空
想
」
を

人
民
が
考
え
る
に
い
た
る
の
は
「
国
富
が
あ
ま
り
に
も
少
数
の
人
今
の
手
に
あ

り
」
「
あ
る
も
の
に
は
蓉
侈
菱
ゆ
る
し
な
が
ら
、
一
方
で
他
の
も
の
は
餓
死

し
」
そ
し
て
「
す
べ
て
の
人
々
を
乞
食
や
盗
み
や
兵
士
に
な
る
必
要
が
な
い
よ
う

に
何
等
の
手
段
が
こ
う
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
」
そ
の
一
方
で
「
偶
然
的
な
不

確
か
な
勤
磯
で
恩
恵
を
ほ
ど
こ
し
た
り
、
な
ん
ら
目
に
立
つ
ほ
ど
の
手
柄
も
な

《
６
）

い
人
毎
や
党
派
に
危
大
な
報
酬
を
与
え
る
こ
と
」
こ
れ
ら
が
少
数
の
指
導
者
に

よ
っ
て
大
衆
を
蜂
起
さ
せ
る
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ペ
テ
ィ
は

内
乱
と
い
う
方
法
を
全
面
的
に
肯
定
し
た
の
で
は
な
い
。
結
局
、
こ
の
方
法
は

そ
の
遂
行
者
を
「
不
幸
な
結
末
」
に
終
ら
せ
る
と
ク
ギ
を
敬
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
ク
戸
ム
ウ
エ
ル
派
の
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
た
い
す
る
態
度
と
経
験
を
如
実
に

い
Ｌ
あ
ら
わ
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

ペ
テ
ィ
の
宗
教
の
自
醗
に
対
す
る
見
解
は
、
後
年
ス
ミ
入
に
よ
っ
て
述
べ
ら

れ
た
と
同
じ
よ
う
な
、
世
俗
的
な
経
済
と
宗
教
の
効
果
を
直
接
む
す
び
つ
け
た

●
●
●
●
●
●
●
●

本
来
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
現
在
の
教
区
、

牧
師
の
数
を
半
減
し
、
す
Ｌ
ん
で
「
残
り
の
教
区
、
牧
師
の
十
分
の
一
税
と
報

酬
の
一
部
を
削
減
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
一
部
を
彼
等
の
信
徒
の
自
由
な
お

〆

●
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ふ
せ
に
依
存
せ
し
め
る
こ
・
と
は
、
福
香
を
促
進
せ
し
め
る
方
途
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。

司
法
行
政
費
に
対
す
る
ペ
テ
ィ
の
見
解
は
、
．
ふ
く
れ
上
っ
た
絶
対
主
義
の
官

僚
機
榊
を
経
済
的
な
能
率
（
労
働
力
の
価
値
に
等
価
な
報
酬
）
で
も
っ
て
根
本

的
に
改
革
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
行
政
及
び
法
律
に
関
す
る
官
職
の
経

費
を
削
減
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
不
必
要
な
過
剰
の
、
ふ
る
ぼ
け
た

も
の
非
廃
止
す
る
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
・
そ
し
て
同
時
に
他
の
官
職
の
報
酬

●

Ｑ
①
の
凸
を
彼
等
の
尊
敬
す
べ
き
職
業
の
労
働
、
技
価
そ
し
て
信
用
が
必
要
と

す
る
程
度
に
ま
で
引
下
げ
る
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
の
は
今
迄
は

「
多
く
の
官
職
が
全
く
薄
給
の
代
理
官
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
一
方
で

は
長
官
達
（
旨
員
の
恩
〕
は
そ
の
職
務
に
お
い
て
何
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

か
を
全
然
関
知
し
な
い
に
も
か
Ｌ
わ
ら
ず
、
十
倍
も
多
く
を
得
て
い
る
か
ら
で

一
命
馬
》
》

あ
る
。
』

さ
て
ペ
テ
ィ
は
こ
う
し
て
絶
対
主
義
的
な
現
存
官
僚
槻
構
及
び
宗
教
制
度
、

さ
ら
に
こ
上
で
は
ふ
れ
な
い
が
教
育
制
度
の
全
面
的
改
革
、
そ
の
経
費
の
削
減

を
主
張
し
、
つ
陸
い
て
商
人
論
に
ば
い
る
。
↓
〃

彼
が
用
い
た
統
計
上
の
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
の
生
産
や
流
通
の
状
態
が

－
９
》

野
か
に
な
る
な
ら
ば
「
こ
れ
ら
の
根
拠
に
よ
っ
て
、
私
は
ま
た
彼
等
へ
商
人
）

の
大
部
分
が
削
減
さ
れ
ぅ
る
と
推
断
す
る
。
こ
の
商
人
た
ち
は
貧
民
の
労
働
を

お
互
い
に
も
て
あ
そ
ぶ
『
ば
く
ち
う
ち
』
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
社

会
か
ら
正
当
に
本
源
的
に
か
せ
が
な
い
の
で
あ
り
、
彼
等
自
身
の
仕
事
は
政
治

体
の
血
液
や
養
液
す
な
わ
ち
、
農
業
や
製
造
業
の
生
産
物
を
前
後
に
分
配
す
る

一
ｍ
｝

た
め
の
静
脈
や
動
脈
た
る
以
外
に
、
ま
っ
た
く
み
の
り
が
な
い
の
で
あ
る
」

》
旨
で
一
見
墓
経
費
諭
と
は
関
係
の
な
い
商
人
の
問
題
が
い
わ
ゆ
る
不
生
産

一
‐
』

的
階
級
た
る
軍
人
、
牧
師
、
官
僚
、
裁
判
官
、
そ
の
他
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
－

と
並
べ
て
削
減
と
合
理
化
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
ペ
テ
ィ
の
自
由
主
義
政

策
を
示
す
も
の
と
し
て
例
に
ひ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
併
し
、
ペ
テ
ィ
は
後

●

年
「
政
治
算
術
」
で
商
人
の
極
端
な
肌
讃
に
ま
で
い
た
る
。
こ
れ
は
井
手
教
授

０

（
Ⅷ
》

の
い
ぅ
よ
う
に
「
自
由
主
義
と
統
制
主
義
の
矛
盾
」
或
い
は
重
商
主
義
の
残
浮

か
ら
く
る
混
乱
と
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
ら
ぅ
か
。
後
に
も
述
べ
る
つ
も
り
で

あ
る
が
、
始
め
の
商
人
と
後
の
商
人
と
の
間
に
は
質
的
な
ち
が
い
が
な
い
か
ど

う
か
。
独
占
商
人
と
い
わ
ゆ
る
民
主
的
商
人
（
こ
れ
を
大
塚
教
授
の
い
う
よ
う

に
国
民
的
商
人
厨
と
よ
ぶ
か
ど
う
か
は
別
問
題
だ
が
）
の
よ
う
な
ち
が
い
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
重
商
主
義
の
残
津
と
は
い
か
な
る
意
味

を
も
つ
の
か
。

へ
鯉
）

ペ
テ
ィ
は
削
減
す
べ
き
四
部
門
の
経
蜜
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
あ
と
の
社
会

福
祉
及
び
公
共
事
業
の
二
部
門
に
つ
い
て
は
種
極
的
な
増
額
を
も
と
め
る
。
こ

《
旧
）

れ
は
す
で
に
充
分
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
省
略
す
る
。
た
堂
こ
Ｌ
で
労
鋤
保
護

に
対
す
る
考
え
方
が
、
コ
ル
ペ
ル
テ
ィ
ズ
ム
の
ツ
ヴ
ア
ン
ク
・
ア
ル
バ
イ
ト
の

性
格
を
も
つ
の
か
、
労
働
価
値
説
を
ふ
ま
え
た
表
現
な
の
か
は
明
か
で
な
い
。

こ
れ
を
と
く
か
ぎ
は
、
ペ
テ
ィ
が
今
迄
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
二
部
門

の
財
源
と
し
て
、
全
社
会
総
成
員
中
食
物
及
び
衣
類
の
生
産
者
の
余
剰
生
産
物
（

を
あ
て
よ
う
と
し
た
彼
の
生
産
論
の
把
握
の
仕
方
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
く
る
の
．

で
は
な
い
だ
ら
５
か
。
・
一

さ
て
以
上
み
て
来
た
彼
の
経
費
論
は
、
こ
れ
ま
で
の
遮
大
な
官
僚
軍
事
擬
構

を
も
ち
、
商
人
、
宗
教
家
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
－
に
よ
っ
て
経
済
的
思
想
的
に

支
え
ら
れ
て
来
た
絶
対
主
義
国
家
と
対
立
す
る
新
し
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
権
力
の
内

容
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
ス
ミ
ス
の
よ
う
に
価
値
麓
、
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生
産
論
か
ら
必
然
崎
に
ひ
き
だ
さ
れ
た
寡
童
価
な
る
政
府
」
の
概
念
で
は
な
い

そ
れ
は
彼
の
い
う
「
自
然
の
法
」
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
た
国
家
権
力
の
あ
り
方

で
あ
っ
た
。
「
自
然
の
法
」
と
い
う
抽
象
的
な
形
式
が
経
済
法
則
に
ま
で
発
展

し
う
る
の
は
師
価
値
論
の
認
識
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
ペ
テ
ィ
に
お
い
て
は
、

そ
れ
は
こ
の
経
蜜
を
ま
か
な
う
人
民
の
收
入
を
明
か
に
す
る
過
程
で
行
わ
れ

た
。
い
わ
ば
上
部
構
造
か
ら
下
部
構
造
へ
と
い
う
ペ
テ
ィ
の
論
理
穣
造
は
、
こ

門
Ｌ
て
深
み
へ
は
い
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

註
仙
・
肴
．
砲
里
萱
弓
尉
昌
８
号
．
早
出
．

②
号
罠
・
乱
乏
再
旨
旨
甥
．
ぐ
。
］
・
夢
や
閏
大
内
、
松
川
訳
「
租
税
寅
納
論
」

四
一
’
二
ぺ
１
ヂ
。
．

③
「
財
政
学
が
取
扱
う
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
背
後
に
国
家
権
力
の
姿
が
あ
る

だ
か
ら
財
政
学
は
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
出
発
し
て
も
、
何
等
か
の
国
家

理
論
を
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
島
恭
彦
「
財
政
学
概
論
」
二
八
ぺ
１

ヂ
。
こ
の
よ
う
に
経
費
論
の
内
容
が
広
範
囲
に
及
ぶ
の
は
、
ス
ミ
ス
「
国

富
論
」
第
五
編
第
一
章
葬
思
わ
せ
る
。

㈱
言
・
や
①
尋
〉
ご
鹿
．
』
‐
君
同
言
自
彊
．
ぐ
。
］
・
閉
弓
．
曽
顛
．
邦
訳
四
二
ぺ
１

，
ヂ
。

⑤
己
旨
。
〕
捧
啓
テ
ョ
昌
烏
．
‐
言
邑
昌
目
恩
．
ぐ
巳
．
園
亨
蹟
９
大
内
訳
「
政
治

寡
術
」
一
九
一
ペ
ー
ヂ
。
約
一
世
紀
後
．
ス
ミ
ス
も
製
造
業
が
支
配
的
に

な
っ
た
社
会
で
は
人
民
は
あ
げ
て
非
好
戦
的
と
な
る
と
い
っ
て
い
る
。

島
．
怪
あ
冒
三
》
・
や
畳
．
』
：
＄
・
大
内
訳
「
国
富
論
」
第
四
巻
一
八
１

一
九
ぺ
１
ヂ
。

⑥
君
．
用
①
辱
》
厚
①
昌
陽
．
‐
言
司
旨
旨
恩
．
ぐ
畠
．
亭
勺
圏
．
邦
訳
四
五
ぺ
１

ヂ
。
よ
《

／

五
ペ
テ
イ
に
お
け
る
收
入
論
と
経
済
法
則

ペ
テ
ィ
は
「
租
税
及
び
買
納
論
」
の
残
り
大
半
左
通
じ
て
、
い
わ
ゆ
る
收
入

論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
封
建
的
初
期
重
商
主
蕊
的
特
権
に
よ
る
收
入

仇
冒
菖
．
》
享
展
・
邦
訳
四
八
ぺ
１
．
ヂ
。
烏
．
陸
．
醇
巨
三
一
〉
ぎ
ご
・
雲
層
．
萱
っ
電
．

邦
訳
第
四
巻
一
九
五
’
六
ぺ
１
ヂ
。

⑥
看
、
弓
段
貧
号
昌
・
亀
・
鴎
．
邦
訳
四
九
ペ
ー
ヂ
。

⑨
「
前
述
し
た
貨
付
銀
行
が
あ
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
卸
売
商
人
の
信
用

と
盗
産
が
わ
か
る
だ
ら
う
し
、
そ
Ｌ
て
す
べ
て
の
蛍
幣
の
神
秘
的
な
危
険

が
防
止
さ
れ
る
。
ま
た
我
燕
の
生
産
物
や
製
造
業
、
消
費
や
輸
入
の
す
ぐ

れ
た
記
録
に
よ
っ
て
、
ど
れ
だ
け
の
数
の
貿
易
商
人
が
我
が
余
剰
商
品
と

他
国
の
そ
れ
と
の
交
換
に
従
事
す
べ
き
か
、
併
し
て
ま
た
ど
れ
だ
け
の
数

の
小
売
商
人
が
こ
の
国
の
す
べ
て
の
村
に
再
分
配
を
し
、
そ
の
村
の
余
剰

生
産
物
を
受
取
っ
て
、
帰
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
か
が
解
る
に
ち
が
い
な

い
。
」
弓
．
昌
．
や
畠
．
邦
訳
五
三
ぺ
１
ヂ
。

⑩
号
冨
・
』
回
腸
．
邦
訳
五
三
ぺ
１
ヂ
。

⑪
井
手
文
雄
前
掲
「
古
典
学
派
の
財
政
論
」
九
三
ぺ
１
ヂ
。

⑫
こ
れ
ら
の
四
部
門
及
び
商
人
の
数
が
削
減
さ
れ
た
な
ら
ば
「
公
共
の
経

費
は
ど
れ
だ
け
多
ぐ
の
安
易
さ
で
も
っ
て
支
出
さ
れ
る
こ
と
か
、
そ
し
て

そ
れ
は
ど
れ
だ
け
多
く
の
公
平
さ
に
よ
っ
て
負
課
さ
れ
る
こ
と
か
」
言
．

用
具
貧
浄
昌
●
』
層
・
麗
電
．
邦
訳
五
三
’
四
ぺ
１
ヂ
。

⑬
と
く
に
労
働
力
保
持
を
目
的
と
す
る
公
共
事
業
と
し
て
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の

建
設
を
行
弓
と
い
う
ペ
テ
ィ
の
主
張
が
有
効
需
要
の
創
設
に
関
す
る
ケ
イ

ン
ズ
の
意
見
と
相
似
だ
と
さ
れ
る
。
大
川
政
三
前
掲
論
文
、
六
五
ぺ
１
ヂ
。

、
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へ
王
領
地
か
地
租
、
人
頭
税
、
富
く
じ
や
徳
税
、
荊
罰
、
独
占
及
び
官
職
の
手

数
料
、
十
分
の
一
税
、
貨
幣
価
値
切
下
げ
に
よ
る
收
入
〕
の
説
明
と
批
判
及
び

近
代
的
租
税
制
度
〔
関
税
、
国
内
消
蜜
税
〕
の
説
明
か
ら
な
っ
て
い
る
。

近
代
的
租
税
制
度
は
人
民
の
富
が
国
家
梅
力
の
干
渉
か
ら
完
全
に
離
脱
し
、
．

ま
た
国
家
が
こ
の
制
度
に
全
面
的
に
た
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
時
か
ら
始

ま
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
権
力
の
樹
立
に
よ
っ
て
、
市
民
の
労
働
と
財
産
が
封

建
的
な
束
縛
か
ら
法
的
に
解
放
さ
れ
、
同
時
に
封
建
的
諸
特
権
の
喪
失
隼
よ
っ

て
国
家
が
無
産
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ

ス
革
命
に
よ
っ
て
確
立
し
た
。
ベ
デ
ィ
は
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
に
な
い
手
と
し
て

当
然
、
封
建
的
諸
特
櫃
に
よ
る
收
入
を
否
定
し
て
、
近
代
的
租
税
制
度
と
く
に

国
内
消
餐
税
を
推
奨
す
る
。
も
ち
ろ
ん
国
内
消
費
税
の
推
奨
と
い
っ
て
も
一
三

１
ア
ン
ス
の
あ
る
こ
と
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
の
ペ
テ
ィ
観
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
の
べ

て
お
い
た
。

こ
上
で
は
、
こ
の
收
入
論
を
概
説
す
る
紙
数
を
も
た
ず
、
ま
た
前
節
の
経
費

論
に
く
ら
べ
て
、
充
分
な
紹
介
と
検
討
が
こ
の
部
分
に
集
中
さ
れ
た
よ
う
に
思

え
る
の
で
、
こ
れ
を
省
略
し
、
收
入
論
と
労
働
価
値
論
、
生
産
論
の
つ
な
が
り

を
明
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
一
方
で
国
家
が
無
産
化
し
、

他
方
で
国
家
か
ら
自
由
な
市
民
の
富
の
み
が
国
家
の
收
入
を
支
え
る
と
い
っ
た

段
階
で
は
、
当
然
市
民
的
な
経
済
的
論
理
Ｉ
経
済
法
則
が
收
入
の
問
題
を
つ
ら

ぬ
い
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
の
富
を
再
生
産
に
必
要
な
部
分
と
余
剰
部
分

と
に
わ
け
、
後
者
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
税
金
が
走
っ
て
く
る
。

ペ
テ
ィ
は
地
代
や
家
屋
の
賃
貸
料
に
関
す
る
税
金
を
検
討
し
た
の
ち
「
我
々

は
租
税
と
の
連
関
に
お
い
て
賃
貸
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
も
多
く
誇
る
前
に
、
貨

幣
や
我
奇
が
利
子
と
よ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
賃
貸
料
…
…
の
関
係
に
つ
い
て
も

一

m

ざ

ー

そ
れ
ら
の
神
秘
的
な
性
質
を
明
か
に
し
よ
う
と
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
１
）

何
故
な
ら
、
こ
の
解
明
こ
そ
が
「
多
く
の
様
相
が
あ
り
、
大
い
に
錯
雑
し
て
い

合
一
ゆ
】
、

る
上
部
樅
造
と
実
践
」
の
基
礎
に
あ
る
も
の
を
明
確
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ペ

テ
ィ
は
こ
う
し
て
、
第
四
章
の
後
半
、
第
五
章
お
よ
び
第
十
四
章
に
お
い
て
、

租
税
の
対
象
と
な
る
べ
き
地
代
、
利
子
の
性
質
を
明
確
に
規
定
し
よ
う
と
し
て

労
働
価
値
そ
し
て
剰
余
価
値
、
貨
幣
の
物
神
崇
拝
性
の
問
題
に
ま
で
つ
き
当

る
。
こ
の
三
章
を
分
解
し
て
、
そ
こ
か
ら
剰
余
価
値
の
理
論
を
ひ
き
出
し
、
ペ

テ
ィ
を
「
近
代
経
済
学
の
創
始
者
」
と
し
て
正
Ｌ
く
位
置
づ
け
た
の
は
、
周
知

の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
の
「
剰
余
価
値
学
説
史
」
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
ま
ず
ペ
テ
ィ
が
「
官
然
価
格
と
政
治
価
格
と
を
区
別
し
、
自
然

・
－
３
｝

価
格
に
お
い
て
彼
は
事
実
上
価
値
を
理
解
し
て
い
た
」
と
指
摘
す
る
。
「
も
し

あ
る
人
が
一
ブ
ッ
シ
ェ
ル
の
駿
物
を
生
産
Ｌ
う
る
と
同
じ
時
間
で
銀
一
オ
ン
ス

を
ペ
ル
ー
の
大
地
の
な
か
か
ら
戸
ン
ド
ン
に
も
ち
か
え
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら

（
４
）
◇

ぱ
、
一
方
は
他
方
の
自
然
価
格
で
あ
る
」
さ
ら
に
、
こ
の
自
然
価
格
は
次
の
よ

う
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
い
ま
現
実
に
耕
作
し
て
い
る
淫
業
者
が
い
る
と
す

る
と
「
こ
の
人
が
自
分
の
收
穫
の
生
産
物
か
ら
自
分
の
種
子
を
さ
し
ひ
き
、
ま

た
同
様
に
自
身
が
食
べ
そ
し
て
衣
服
と
他
人
の
自
然
的
必
需
品
と
交
換
に
他
人

へ
与
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
ひ
い
た
敷
物
の
剰
余
が
そ
の
年
間
の
自
然
の
そ
し

へ
５
｝

て
真
実
の
地
代
で
あ
る
。
」
つ
時
い
て
ペ
テ
ィ
は
貨
幣
の
自
然
価
絡
を
そ
れ
を

製
造
す
る
に
要
し
た
労
働
時
間
と
等
価
な
穀
物
で
も
っ
て
算
定
す
る
雷
》

ペ
テ
ィ
の
段
階
で
は
地
代
を
「
剰
余
価
値
の
一
般
的
形
態
と
し
、
そ
れ
に
利

潤
を
ふ
く
あ
て
」
い
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
費
本
の
利
子
を
与
え
ら
れ
た
も

の
と
し
て
推
定
し
た
の
で
な
く
、
そ
れ
を
地
代
か
ら
派
生
す
る
特
殊
な
形
態
と

《
７
）

し
て
み
ち
び
き
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」

～
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こ
の
よ
ぅ
な
利
潤
と
地
代
の
混
同
、
さ
ら
に
利
子
と
の
三
重
の
混
同
は
ペ
テ

ィ
が
独
立
生
産
者
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
地
主
で
あ
り
、
ま
た
後
に
商
人
へ
の

道
を
歩
ん
だ
と
い
う
三
重
の
立
場
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

剰
余
価
値
を
認
識
し
、
そ
れ
が
前
提
と
な
っ
て
自
然
価
格
が
主
眼
さ
れ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
の
溺
合
の
ペ
テ
ィ
の
階
級
の
利
益
は
、
彼
の
こ
と
ば
を
か
り

れ
ば
生
産
の
‐
「
邪
臓
者
」
１
商
業
資
本
家
の
不
等
価
交
換
、
或
い
は
価
値
以
上

の
売
買
で
は
な
く
、
価
値
ど
お
り
の
売
買
を
お
こ
な
う
と
こ
ろ
か
ら
利
益
を
ひ

き
だ
す
道
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
な
っ
て
始
め
て
、
自
然
法
が
経
済
法

則
へ
と
科
学
化
し
「
成
文
民
法
（
ｇ
乱
］
用
。
受
ざ
①
冒
罰
）
を
作
く
る
こ
と

－
８
）

の
空
虚
に
し
て
み
の
り
な
き
こ
と
」
と
い
う
明
砿
な
彼
の
自
信
が
出
て
く
る
の

（
＄
）

で
あ
る
。
ざ
㈱

「
自
然
的
に
高
い
か
安
い
か
は
自
然
の
必
需
品
に
必
要
な
人
手
の
多
い
か
少

一
Ⅶ
》
｜

い
か
に
か
上
っ
て
い
る
。
」
現
実
に
は
、
こ
の
自
然
価
格
Ｉ
事
実
上
の
価
値
が

政
治
価
格
で
お
き
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
ペ
テ
ィ
は
発
見
す
る
。
「
政
治
的
に

安
い
こ
と
は
釦
い
か
な
る
産
業
に
お
い
て
も
必
要
と
さ
れ
る
総
て
の
も
の
以
上

に
過
剰
に
存
在
す
る
邪
魔
者
が
少
数
で
あ
る
こ
と
に
か
上
っ
て
い
る
。
」
真
実

（
皿
）

の
流
通
価
格
は
、
㈹
こ
れ
を
貨
幣
価
格
で
表
現
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
「
使
用
価
値
を
労
鋤
に
分
解
し
」
「
労
働
を
素
材
的
富
の
源
泉
だ
と
す

《
唯
）

ろ
認
識
」
は
、
当
然
全
人
民
の
食
料
及
び
衣
類
の
生
産
者
を
剰
余
を
生
む
生
産

的
労
鋤
者
と
し
、
商
人
を
不
生
産
的
労
磁
者
と
す
る
生
産
論
と
つ
な
が
っ
て
く

る
。
こ
上
で
し
か
も
同
じ
製
造
業
者
で
あ
り
な
が
ら
外
国
商
品
の
た
め
の
輸
出

品
製
造
業
者
を
生
産
的
と
し
て
い
な
い
の
ほ
、
一
考
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
‘
・
急
〃
《
：

．
「
政
治
算
術
」
に
お
い
て
ペ
テ
ィ
は
●
「
賭
杢
の
産
業
や
新
し
い
技
妾
が
増
加

●

す
る
に
つ
れ
て
、
農
業
は
お
と
ろ
え
、
或
い
ば
農
夫
の
賃
金
が
上
昇
し
そ
の
緒

（
昭
）
．
§
：

果
、
地
代
は
下
享
る
に
ち
が
い
な
と
恩
蕃
り
蝋
造
蕊
よ
っ
て
、
そ

し
て
ま
た
製
造
業
よ
り
は
商
業
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
收
益
が
あ
る
」
と
の
べ
て

い
る
。
こ
れ
は
前
の
「
租
税
及
び
貢
納
輪
」
の
商
人
ば
く
ち
う
ち
論
と
対
立
朱
る
。

こ
の
「
政
治
算
術
」
よ
り
先
、
ペ
テ
ィ
は
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
人
民
が
直
面
し
て

い
る
問
題
を
分
析
し
た
時
に
、
そ
こ
で
欠
け
て
い
る
の
は
人
民
の
労
働
で
あ
る

が
、
そ
れ
以
上
に
「
そ
の
労
鋤
を
刺
戦
す
る
」
交
換
、
す
な
わ
ち
労
働
生
産
物

（
お
》

の
貿
易
が
さ
し
あ
た
っ
て
必
要
な
こ
と
を
主
張
し
た
。
ペ
テ
ィ
は
「
租
税
及
び

貢
納
論
」
↓
「
政
治
的
解
剖
」
↓
「
政
治
算
術
」
と
い
う
発
展
に
お
い
て
、
ま

ず
剰
余
価
値
を
生
み
出
す
労
働
の
把
握
か
ら
、
次
に
そ
の
価
値
を
実
現
す
る
た

め
に
、
し
か
も
そ
の
場
合
、
生
産
者
自
ら
が
流
通
過
程
を
把
掻
す
る
た
め
に
商

人
に
な
る
道
を
歩
み
始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
商
人
は
、
ば
く
ち
う
ち

論
の
時
に
ペ
テ
ィ
の
階
級
と
対
立
し
た
独
占
商
人
の
よ
う
に
政
治
価
格
を
主
張

す
る
の
で
な
く
自
然
価
格
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
の
商
人
が

つ
ね
に
生
産
と
む
す
び
つ
い
て
い
た
こ
と
で
も
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
商

人
に
な
る
道
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
具
体
的
に
生
産
者
が
全
部
商
人
を
か
ね
た

《
胴
〉

と
い
う
い
み
で
な
い
こ
と
は
、
彼
の
分
業
論
を
重
大
視
す
れ
ば
当
然
理
解
さ
れ

よ
う
。
問
題
は
自
然
価
格
を
実
現
す
る
た
め
の
商
人
か
、
政
治
価
絡
を
実
現
す

る
た
め
の
商
人
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

註
仙
考
．
恩
ご
』
厚
の
畠
９
．
１
言
認
言
旨
鳴
．
ぐ
ａ
自
ら
・
念
．
大
内
、
松
川

訳
「
租
税
貢
納
論
」
七
六
ぺ
１
ヂ
。

②
忌
畠
・
雪
や
這
．
邦
訳
七
八
ぺ
１
ヂ
。

③
屑
．
冒
閣
同
廼
冒
呂
劉
の
算
．
砂
］
・

側
厚
關
・
写
の
、
器
．
隠
ゆ
砲
。
尋
．
・
や
呉
・
息
・
巴
．
邦
訳
一
五
○
ペ
－
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⑤
用
具
貧
・
ぎ
ご
・
・
や
念
・
邦
訳
七
六
ぺ
１
ヂ
。
更
に
ペ
テ
〃
は
「
貨
幣
の
交

換
の
大
な
需
要
と
同
じ
よ
う
に
、
穀
物
の
大
な
需
要
は
そ
の
価
格
を
高
め

そ
し
て
そ
の
結
果
、
穀
物
を
生
ず
る
土
地
の
地
代
を
高
め
、
そ
し
て
最
後

に
土
地
そ
の
も
の
の
価
格
を
高
め
る
。
…
…
」
厚
冨
．
．
層
・
溢
顛
．
邦
訳
八

六
ぺ
１
ヂ
。
こ
れ
を
引
用
し
つ
上
戸
１
ル
は
、
（
但
し
、
戸
１
ル
は
明
か

に
引
用
文
の
頁
数
を
ま
ち
が
え
て
い
る
〕
「
リ
カ
ァ
ド
に
先
立
つ
百
五
十

年
前
、
彼
は
差
額
地
代
説
を
明
確
に
述
べ
て
い
た
。
」
と
評
価
Ｌ
て
い

る
。
園
．
両
昌
》
§
・
呉
．
》
や
Ｈ
ｇ
．

⑥
亀
．
旨
胃
Ｈ
》
烏
鬮
①
夢
の
、
鴎
．
や
凸
．
砲
里
ｑ
，
号
旨
・
言
や
念
．
邦
訳
七

七
ぺ
１
ヂ
。

刀
冒
圏
例
曾
昏
隠
①
写
①
、
ぬ
ふ
．
「
利
子
に
つ
い
て
可
能
な
そ
の
最
低
限
は
、

・
そ
の
安
全
性
が
疑
問
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
借
り
た
貨
幣
で
買
え
る
だ
け

の
王
地
の
地
代
で
あ
る
」
宅
の
ご
寧
号
画
．
》
や
茂
．
邦
訳
八
五
ぺ
１
ヂ
。

⑧
号
菖
．

⑨
「
貨
幣
小
論
」
で
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
現
行
法
が
自
然
法
に
反
す
る

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
烏
．
言
．
用
①
言
顎
旨
目
喝
．
‐
言
貸
冒
鳴
．

く
巳
．
胃
》
や
《
患
．
や
食
料

⑩
巳
冒
。
》
胃
『
の
畠
の
“
・
乏
邑
昌
畠
“
・
ぐ
。
］
・
国
で
ｇ
・
邦
訳
一
五
五
ぺ
１
ヂ

⑪
屋
冨
．
こ
こ
で
充
分
に
貨
幣
を
産
業
の
規
則
で
あ
り
尺
度
で
あ
る
。

（
”
巳
の
鱒
邑
冒
の
農
胃
ｅ
と
す
る
ペ
テ
ィ
の
貨
幣
論
を
の
べ
る
紙
幅
を
も

た
な
い
。
島
．
砲
里
§
旨
目
喝
．
ｉ
乏
吋
旨
旨
鴇
．
ぐ
巳
．
園
石
上
侭
〉
や
畠
Ｐ

卿
涙
．
旨
画
鼠
冒
尉
園
曽
詳
号
司
用
。
冒
旨
目
。
ロ
○
言
園
。
目
の
白
鴎
Ｐ
閉
．

函
罵
魚
マ
ル
ク
ス
ー
ェ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
、
補
巻
３
「
経
済
学
批
判
」
四
一

h

〆

一

一

六
ベ
テ
イ
の
位
置

近
代
的
な
国
家
論
は
国
家
権
力
を
自
己
目
的
で
な
く
、
社
会
の
手
段
と
し
て

把
握
す
る
と
こ
ろ
に
始
ま
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
理
論
は
ま
ず
ホ
ッ
プ
ズ

に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
。
「
ホ
ッ
プ
ズ
の
国
家
論
の
特
ち
よ
う
は
、
平
等
な

人
民
の
自
己
保
存
の
た
め
の
合
理
的
手
段
と
し
て
、
国
家
が
絶
対
化
さ
れ
る
と

（
１
）

い
う
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
ホ
ヅ
プ
ズ
が
こ
の
よ
う
に
、
社
会
の
手
段
と
し
て
の

国
家
を
自
然
の
法
か
ら
引
き
出
し
て
来
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ペ
テ
イ
は
現
実
の

国
家
を
自
然
の
法
に
よ
っ
て
検
討
す
る
。
こ
の
場
合
、
ホ
ッ
プ
ズ
は
自
然
人
か

ら
出
発
し
て
国
家
に
到
る
の
に
対
し
、
ペ
テ
ィ
は
国
家
を
経
済
社
会
の
流
通
過

程
に
ぶ
ち
こ
み
、
す
す
ん
で
生
産
構
造
の
中
で
再
編
成
す
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で

は
、
ホ
ヅ
プ
ズ
の
国
家
が
絶
対
的
な
根
拠
を
も
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
ペ
テ
ィ

は
行
論
に
つ
れ
て
始
め
の
自
然
法
が
変
革
さ
れ
国
家
も
絶
対
的
で
な
く
な
っ
て

Ｉ
‐
ニ
ペ
１
ヂ
。

⑬
覇
里
ぎ
淫
吋
言
目
昌
烏
．
‐
言
昌
昌
晶
睡
．
ぐ
畠
．
園
や
画
Ｓ
・
大
内
訳
「
政

治
算
術
」
一
九
四
’
五
ぺ
１
ヂ
。

細
号
菖
豊
亨
画
駅
．
邦
訳
一
六
八
ぺ
・
‐
ヂ
。

⑬
栢
里
曾
厚
の
旨
昌
．
Ｉ
言
罰
旨
旨
嘱
．
ぐ
巳
．
亭
弓
歯
日
電
．
松
川
訳
「
ア

イ
ア
ラ
ン
ド
の
政
治
的
解
剖
」
一
八
○
’
一
ぺ
１
ヂ
。
、

㈱
ペ
テ
・
‐
が
分
業
が
生
産
力
の
発
展
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
い
て

書
い
た
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
は
大
き
く
評
価
し
て
い
る
。
亀
．
冒
胃
Ｈ
〉
昏
醜
‐

範
①
号
①
、
砂
酋
．
邦
訳
四
二
ぺ
１
ヂ
。
砲
里
貧
』
官
。
昏
胃
園
畷
畠
旨
用
昌
１

銭
。
昌
俸
邑
昏
目
鼻
冨
鈑
○
○
旨
８
再
目
旨
顕
昏
⑦
。
ｇ
君
、
夢
見
夢
①
Ｑ
ご
島

胃
ら
且
８
．
Ｆ
目
含
冒
）
息
囹
・
Ｉ
言
昌
言
巨
囑
．
弓
巳
．
園
も
や
亀
甲
１
余
．

I
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く
る
。
御
・

い
ま
重
で
、
ホ
ヅ
プ
ズ
と
ペ
テ
ィ
は
同
一
視
さ
れ
、
或
い
は
ホ
ヅ
プ
ズ
の
影

《
３
）

響
が
過
大
評
価
さ
れ
て
来
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
ハ
ル
は
単
に
国

《
幻
垂
）

家
論
、
宗
教
論
に
た
い
す
る
ホ
ッ
プ
ズ
の
影
響
を
と
く
に
と
ど
ま
ら
ず
「
か
く

し
て
採
用
さ
れ
た
労
働
価
値
説
は
多
分
に
ホ
ヅ
プ
ズ
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
」
と
ま
で
極
言
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
つ
づ
い
て
「
併
し

何
故
駿
物
農
業
や
鉱
山
業
に
お
い
て
、
費
用
以
上
の
剰
余
が
生
ず
る
か
と
い
う

（
５
）

問
題
に
対
し
て
彼
（
ペ
テ
ィ
）
は
彼
自
身
の
答
を
も
っ
て
い
た
」
と
つ
け
加
え

て
い
る
。
ペ
テ
ィ
の
経
済
理
論
の
先
駆
者
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
解
答

が
え
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
同
じ
く
国
内
消
費
税
を
合
理
的
租
税
と
し
て
主
張
す

る
に
し
て
も
、
ホ
ッ
プ
ズ
は
国
家
が
防
衞
し
て
く
れ
る
利
益
を
、
生
存
権
と
い

う
階
級
観
ぬ
き
の
平
等
な
自
然
的
人
間
の
樒
利
か
ら
と
ら
え
る
。
そ
し
て
そ
の

生
存
の
た
め
の
消
費
が
問
題
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
消
費
は
貧
富
の
別
な
く
平
等

で
あ
り
、
そ
の
税
も
ひ
と
し
く
課
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
租
税
観
が
で
て
く

（
６
）

る
。
こ
れ
に
対
し
ペ
テ
ィ
は
、
生
存
権
に
か
え
て
労
働
が
す
え
ら
れ
る
。
》
」
の

労
働
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
ｈ
、
§
労
働
の
再
生
産
に
必
要
な
部
分
か
ら
租
税
を
收

奪
す
る
こ
と
が
不
合
理
だ
と
い
う
主
張
が
生
れ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
に
も

指
摘
し
た
租
税
を
貧
富
の
別
に
よ
っ
て
変
え
よ
う
と
す
る
方
法
は
現
代
的
な
分

配
論
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
「
百
年
の
間
興
味
あ
る
そ
し
て
、
幅
の
あ
る
見
解

‐
（
”
ご
ｆ
）

を
与
え
た
」
と
い
う
評
価
の
一
端
を
に
な
ぢ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
ま
ち
が
い

は
な
い
。
ホ
ヅ
プ
ズ
に
お
い
て
は
生
存
を
自
己
目
的
と
す
る
の
に
対
し
、
ペ
テ

ィ
は
労
鋤
と
生
存
が
は
な
れ
が
た
く
む
す
び
つ
き
、
や
が
て
は
こ
の
労
鋤
の
た

め
の
生
存
と
い
う
よ
う
に
、
手
段
が
目
的
に
変
化
す
る
可
能
性
を
ふ
く
ん
で
い

る
。
こ
の
よ
う
な
未
ツ
プ
ズ
と
ペ
テ
ィ
の
ち
が
い
は
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
お
い

I

ｰ

て
前
者
は
傍
観
者
と
し
て
、
後
者
は
当
事
者
と
し
て
処
し
た
そ
の
階
層
の
ち
が

い
に
滞
せ
ら
れ
る
。
ホ
ヅ
プ
ズ
の
ペ
テ
ィ
に
対
す
る
直
接
の
影
響
は
、
自
然
科

｛
《
一
氏
》
）
今
．
’
一
ｍ
》
｝
）

学
は
別
と
し
て
社
会
科
学
の
う
え
で
は
考
え
な
い
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

．
・
・
・
．
（
”
）
，
・
・

ハ
ル
は
ま
た
ペ
テ
ィ
を
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は

ペ
テ
ィ
が
一
方
で
強
大
な
国
家
権
力
の
必
要
を
と
き
、
他
方
、
そ
の
枠
内
で
経

済
的
な
合
理
化
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ホ
ヅ

プ
ズ
と
ペ
テ
ィ
の
同
一
視
か
ら
当
然
で
て
く
る
位
置
づ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
従
来
の
ペ
テ
ィ
解
釈
を
打
破
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
評
価
に
ま
だ

立
帰
ろ
う
と
し
た
す
ぐ
れ
た
試
み
が
戸
１
ル
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
「
こ
の
よ

う
な
判
断
（
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
規
定
す
る
〕
は
誤
れ
る
概
念
に
基
礎
を
お

く
も
の
で
あ
り
、
経
済
思
想
史
上
に
お
け
る
ペ
テ
ィ
の
位
匿
の
正
し
い
規
定
を

ゞ
（
ｕ
）

極
端
に
妨
げ
る
に
ち
が
い
な
い
」
「
ペ
テ
ィ
が
ホ
ッ
プ
ズ
の
政
治
哲
学
を
具
備

し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
併
し
富
と
価
値
の
重
要
な
経
済
問
題
に
適
用
し

た
間
接
の
方
法
は
、
産
業
資
本
主
義
の
峡
く
べ
か
ら
ざ
る
一
面
と
し
て
起
っ
た

社
会
的
政
治
的
関
係
の
諸
変
化
そ
れ
自
体
の
一
つ
の
表
現
で
あ
っ
た
。
彼
の
国

家
財
政
に
対
す
る
関
心
は
、
收
入
を
あ
げ
る
封
建
的
方
式
が
消
滅
し
、
国
民
税

の
一
体
系
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

経
済
活
動
の
諸
原
理
を
証
明
Ｌ
よ
う
と
し
て
い
る
い
か
な
る
人
に
と
っ
て
も
、

外
国
貿
易
と
む
す
び
つ
か
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
、
国
家
の
收

入
を
あ
げ
た
り
使
っ
た
り
す
る
方
策
の
問
題
以
上
に
経
済
問
題
へ
明
施
に
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
が
提
示
し
た
と
こ
ろ
”
諸
問
題
は
、

そ
の
も
つ
と
も
尖
鋭
な
形
で
価
値
と
富
の
問
題
を
生
ぜ
し
め
た
。
」

ロ
ー
ル
の
こ
の
す
ぐ
れ
た
見
解
は
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
と
ペ
テ
ィ
の
関
係
を
朋

か
に
す
る
こ
と
に
婆
っ
て
、
更
に
ふ
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
に
、
私
は
今

〆
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迄
あ
ま
り
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
ペ
テ
ィ
の
政
治
的
位
睡
を
最
初
に
述
べ
て

み
た
。
そ
れ
は
不
充
分
で
は
あ
る
が
ペ
テ
ィ
の
主
体
的
立
場
を
明
か
に
し
た
。

ペ
テ
ィ
が
革
命
の
に
な
い
手
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
経
済
理
論
の
最

初
に
、
変
革
さ
る
べ
き
国
家
樒
力
の
あ
り
方
を
述
べ
さ
せ
、
上
部
鯛
造
か
ら
下

部
櫛
造
へ
と
い
う
論
理
構
造
を
と
ら
ぜ
、
租
税
制
度
の
検
討
の
中
で
経
済
法
則

を
発
見
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
々
そ
の
経
済
法
則
認
鐡
に
お
け
る
三
つ

の
混
同
（
利
潤
Ⅱ
地
代
Ｉ
利
子
〕
、
ペ
テ
ィ
の
主
要
著
作
間
の
矛
盾
（
反
商
人

論
と
商
人
殿
越
論
）
は
ペ
デ
ィ
が
、
革
命
に
よ
っ
て
大
土
地
所
有
者
と
な
り
、

し
か
も
独
立
生
産
琴
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
商
人
へ
の
道
を
歩
む
と
い
う
三
つ
・
の

立
場
を
も
っ
て
・
い
た
こ
と
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
理
解
さ
れ

毎
う
る
。ペ

テ
ィ
の
死
後
、
そ
の
曾
孫
は
ウ
イ
ッ
ン
の
名
家
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
侯
家
の
始

祖
と
な
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
ウ
イ
ッ
グ
党
の
性
格
を
適
確
に
次
の
よ
う
に
把
握

し
て
い
る
。
「
ホ
ィ
ッ
グ
党
（
訳
文
ど
お
り
〕
は
、
ト
ー
リ
ー
党
と
同
じ
よ
う

●
●
●
●
●
，
●
●
●
●
●
●
●
●
●

に
イ
ギ
リ
ス
の
大
土
地
所
有
の
一
部
分
を
な
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
も
づ
と

も
ふ
る
い
、
も
っ
と
も
富
ん
だ
、
ま
た
も
つ
と
も
高
慢
な
土
地
所
有
者
が
ホ
イ

（
耐
）

ジ
グ
党
の
核
心
で
も
あ
る
。
《
傍
点
は
鐙
者
〕
」
「
そ
こ
で
は
彼
ら
を
ト
ー
リ

刊
党
か
ら
区
別
す
る
も
の
は
何
垂
あ
る
か
？
ホ
イ
ッ
グ
党
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

す
な
わ
ち
商
工
業
中
間
階
級
の
鋒
溌
師
作
壷
春
で
あ
る
（
傍
点
は
原
著
者
）
．
：

…
彼
等
が
と
き
ど
き
に
代
表
す
る
利
害
と
原
理
と
は
、
厳
密
に
い
え
ば
ホ
イ
ッ

●
●
●
●
●
●
●
●
●

グ
党
の
そ
れ
で
は
な
く
、
商
工
業
階
級
す
な
わ
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
発
展
に
よ
つ

，
．
．
（
皿
貢

て
彼
等
に
お
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
し
か
も
彼
等
は
プ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ

ー
の
発
展
を
前
に
し
て
、
自
己
の
中
間
的
地
位
の
安
定
の
た
め
に
心
土
地
を
所

有
す
る
置
族
涯
缶
来
る
だ
け
多
く
の
特
権
を
保
障
し
よ
う
と
し
て
自
由
貿
易
を

、

、

（

一

一

の
下
に
ペ
テ
ィ
を
産
業
資
本
家
の
萌
芽
的
代
弁
者
と
し
よ
う
と
す
る
み
方
は
、

一
面
で
は
正
し
い
が
、
そ
れ
は
ペ
テ
ィ
の
プ
ラ
ス
の
面
だ
け
の
評
価
で
あ
っ
て

（
灯
》

大
土
地
所
有
者
と
し
て
の
性
格
が
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ホ

ッ
プ
ズ
ー
ペ
テ
ィ
と
し
、
さ
ら
に
絶
対
主
義
者
と
し
て
規
定
す
る
学
説
が
、
イ

ギ
リ
ス
革
命
の
成
果
そ
の
も
の
さ
え
見
誤
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
く
ら
ぶ
れ
ぱ
、

ロ
ー
ル
の
規
定
は
す
ぐ
れ
て
い
る
。

戸
１
ル
の
い
う
よ
う
に
、
ペ
テ
ィ
は
約
百
年
、
ス
零
ス
↓
リ
カ
ァ
ド
の
経
済

学
が
成
立
す
る
ま
で
、
比
類
の
な
い
優
秀
さ
を
ほ
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
ペ
テ
ィ

が
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
超
克
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
産
業
資
本
家
が
土
地
所
有
．

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
・

者
か
ら
は
な
れ
て
、
自
立
的
に
発
展
し
う
る
段
階
に
は
い
っ
た
こ
と
を
し
め
し
．

ま
た
政
治
史
の
上
で
は
、
ウ
ィ
ッ
グ
党
が
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
卸
派
及
び
譲
会
Ⅱ
財

政
改
革
者
す
な
わ
ち
自
由
貿
易
論
者
と
チ
ヤ
ー
テ
ィ
ス
ト
に
政
権
の
席
を
ゆ
ず

つ
た
こ
と
と
照
応
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
社
会
思
想
の
交
代
と
政
権
の

一

ノ

制
限
す
る
処
睡
を
と
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
Ｑ
八
四
六
年
以
后
〕

「
貴
族
的
土
地
所
有
が
独
立
し
た
政
党
と
し
て
政
府
権
力
を
う
る
た
め
に
た

た
か
う
、
独
立
し
た
勢
力
と
し
て
そ
の
地
位
を
維
持
で
き
な
く
な
る
瞬
間
か
ら

つ
ま
り
ト
ー
リ
ー
党
が
終
局
的
に
打
倒
さ
れ
る
瞬
間
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史

の
な
か
に
は
ホ
イ
ッ
ー
グ
党
が
存
在
す
る
余
地
は
も
は
や
な
い
、
と
い
う
こ
と
は

あ
き
ら
か
で
あ
る
。
貴
族
が
ひ
と
た
び
破
壊
さ
れ
る
な
ら
ば
．
こ
の
量
族
に
対

抗
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
賀
族
的
に
代
表
す
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
ろ
う

一
施
一

か
。
」
ｒ

こ
の
マ
ル
ク
ス
の
ウ
イ
ッ
グ
党
の
規
定
は
や
サ
ー
・
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
そ

の
人
の
歴
史
的
位
騒
づ
け
に
な
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
ロ
ー
ル
の
よ
う
に
、
ネ

ー
旧
一
・

フ
を
引
用
し
て
産
業
革
命
の
始
ま
り
を
十
七
世
紀
後
半
に
も
と
め
、
そ
の
背
量

〆

～

、
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交
代
は
同
時
的
で
な
く
諺
後
者
が
む
し
ろ
お
く
れ
て
い
る
。

ペ
テ
ィ
は
ウ
イ
ッ
グ
党
の
性
格
を
そ
な
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス

資
本
主
義
の
未
熟
の
段
階
に
お
け
る
こ
の
党
の
性
諾
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ペ
テ
ィ
が
革
命
と
反
革
命
と
い
う
二
つ
の
流
の
中
で
矛
盾
な
く
生
き
、
ま

た
一
見
混
乱
Ｌ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
理
諭
が
矛
盾
な
く
全
体
系
の
中
で
統
一

し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ら
う
。
大
た
ん
な
表
現
を
つ
か
え

ば
、
こ
の
よ
う
な
ペ
テ
ィ
の
立
場
の
性
格
が
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
不
徹
底
を
、
ま

た
プ
ル
．
ジ
ョ
ア
革
命
と
し
て
の
性
格
を
示
し
て
い
る
の
で
な
か
ら
う
か
。

註
仙
永
田
洋
前
掲
「
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
と
国
家
論
」
二
九
ぺ
１
ヂ
。

②
ペ
テ
ィ
の
自
然
法
は
ホ
フ
プ
ズ
の
よ
う
に
明
確
で
な
い
。
ペ
テ
ィ
は
始

め
か
ら
自
然
法
を
規
定
す
る
こ
と
な
く
、
す
で
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
Ｌ

て
出
発
し
て
い
る
。

③
島
恭
彦
前
掲
「
近
世
租
税
思
想
史
」
一
五
九
’
六
○
ペ
ー
ヂ
。
松
川
七

郎
前
掲
手
１
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
生
涯
」
六
○
ペ
ー
ヂ
。
同
前
掲

「
租
税
及
び
貢
納
競
」
訳
者
あ
と
が
き
、
二
○
七
’
八
ぺ
１
ヂ
。
「
ペ
テ

ィ
の
『
租
税
及
貢
納
競
』
は
そ
の
ホ
ッ
プ
ズ
の
政
治
哲
学
の
上
に
築
か
れ

た
租
謝
現
実
輪
で
あ
る
、
と
解
し
て
も
差
支
え
は
な
い
で
あ
ら
う
。
」
大

川
政
三
前
掲
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
租
税
輪
」
五
八
ぺ
１
ヂ
。

倒
畠
巳
］
》
層
辱
・
睡
厘
蕨
．
‐
言
曽
昏
鴇
．
ぐ
昌
自
怠
邑
１
山
潔
践
．

⑤
号
冨
．
、
旨
凶
群

へ

〆

、

~

一

⑥
、
画
◎
夢
皇
ば
ぐ
旨
匡
目
．
Ｅ
巴
。
．

↑
⑦
閃
◎
二
§
・
農
●
．
や
Ｓ
Ｐ
。

⑧
パ
リ
ー
遊
学
期
に
、
ペ
テ
ィ
は
ホ
ッ
プ
ズ
の
光
学
理
論
に
援
助
を
与
え
↑

ま
た
一
緒
に
ウ
エ
サ
リ
ウ
ス
の
解
剖
学
を
読
ん
で
い
る
。
戸
臣
言
母
》
９
．

島
．
．
や
温
厚

⑨
水
田
洋
前
掲
「
リ
ジ
ァ
イ
ァ
サ
と
訳
者
あ
と
が
き
参
照
。

、

側
国
邑
》
８
．
農
・
壱
冨
凶
制
．
偉

仙
届
。
二
号
富
・
・
や
旨
い

脚
忌
ご
●
》
や
旨
や

⑬
マ
ル
ク
ス
Ⅲ
Ⅱ
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
第
六
巻
、
大
月
醤
店
、
・
一
九
四
九
年
、

八
五
ぺ
１
ヂ
。

側
同
書
八
五
－
六
ぺ
１
ヂ
。

⑬
同
雷
八
六
－
七
ぺ
１
ヂ
。

個
瀞
の
》
罰
。
二
号
旨
．
．
層
・
農
・
Ｉ
旨
Ｐ

⑰
戸
１
ル
に
し
た
が
っ
て
、
ペ
テ
ィ
を
位
騒
づ
け
よ
う
と
し
た
井
手
教
授

も
同
様
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
井
手
文
雄
前
掲
「
古
典
学
派
の
財
政
輪
」

一
五
二
’
六
○
ペ
ー
ヂ
。

⑬
前
掲
マ
ル
ク
ス
ー
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
第
六
巻
参
照
。

（
一
九
五
三
、
九
、
一
九
）

一
寸


