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周
知
の
如
く
、
中
国
史
を
世
界
史
の

一
環
と
し
て
法
則
的
に
把
握
せ
ん
と
す

る
試
み
は
、
載
後
東
洋
史
撃
の
主
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
古

代
史
に
あ
っ
て
は
、
一
九
六

O
年
に
あ
い
前
後
し
て
公
刊
さ
れ
た
西
嶋

・
槍
淵

氏
等
の
著
書
に
よ
っ
て
一
磨
の
成
果
を
得
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
九

六

O
年
前
後
を
境
に
、
中
間
史
の
世
界
史
的
把
握
と
い
う
鋭
意
な
問
題
意
識
は

後
方
に
退
き
、
問
題
の
個
別
的
研
究
が
進
行
す
る
。
こ
れ
か
、
中
園
史
与
の
今

目
的
吠
況
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
の
個
別
的
深
化
に
伴
う
研
究
の
細
分
化
・

問
題
意
識
の
分
散
は
、
各
研
究
分
野
に
お
け
る
論
容
の
不
毛
と
な
っ
て
端
的
に

表
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
園
史
撃
に
お
け
る
今
日
的
状
況
が
、
軍
に
我

々
の
撃
問
研
究
と
い
う
次
元
に
の
み
と
ど
ま
る
J

も
の
で
は
な
く
、
ま
た
研
究
者

を
と
り
ま
く
現
買
に
も
端
を
愛
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
誌
一
一
二
審
四
放
に
お
い

①
 

て
大
津
正
昭
氏
が
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
数
年
に
盛
行
す
る

事
設
整
理
乃
至
諸
説
の
再
検
討
は
、
こ
う
し
た
現
状
を
打
開
し
共
通
の
課
題
を

見
い
だ
さ
ん
と
す
る
一
種
の
模
索
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
小
稿
も
こ
う
し
た
模

索
の
一
端
に
他
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
戦
後
に
お
け
る
中
関
史
の
世
界
史
的
把
鐘
と
い
う
試
み
は
、
さ

し
あ
た
っ
て
前
近
代
に
限
っ
て
言
え
ば
、
世
界
史
的
範
腐
と
し
て
の
奴
殺
制

・

封
建
制
諸
枇
曾
の
設
展
が
、
中
国
史
の
中
に
も
見
い
だ
し
得
る
こ
と
を
、
そ
の

普
遍
性
と
特
殊
性
と
の
統

一
の
内
に
論
設
し
、
帝
闘
主
義
的
侵
略
の
イ
デ
オ

ロ

ギ
ー
的
支
柱
と
し
て
の
ア
ジ
ア
的
停
滞
論
に
封
す
る
科
事
的
反
撃
の
一
班
を
提

示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
研
究
の
具
鑓
的
な
内
容
を

見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
問
題
意
識
と
そ
れ
に
劃
す
る
一
定
の
成
果
を
あ
げ

@
 

つ
つ
も
、
す
で
に
伊
藤
正
彦
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
一
つ
の
問
題
が

含
ま
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た

一
連
の
研
究
を
主
と
し
て
揺
っ
て
き

た
「
歴
研
仮
」
の
人
々
の
研
究
に
お
い
て
は
、
「
古
代
」
は
秦
漢
帝
閣
の
構
造

的
把
憎
他
国
家
論
研
究
が
、
「
中
世
」
は
地
主
|
佃
戸
制
い
わ
ば
ウ
ク
ラ
ー
ド
論

を
機
軸
と
す
る
「
封
建
制
」
研
究
が
、
そ
の
主
軸
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
¥
六
0

年
代
笛
初
よ
り
「
古
代
」
「
中
世
」
史
研
究
に
お
け
る
問
題
意
識
の
重
心
乃
至

ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
、
唐
宋
獲
革
期
を
境
と
し
て
分
断
状
況
に
あ
り
、
中
園

前
近
代
史
の
統
一
的
把
径
を
困
難
に
す
る
と
い
う
飲
陥
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
分
断
吠
況
が
、
六

O
年
以
後
の
研
究
の
個
別
化
に
伴
な
い

盆
々
深
化
し
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
一
方
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、
宋
代
以
後
の
研
究
に
お
い
て

は
、
従
来
よ
り
積
み
か
さ
ね
ら
れ
て
き
た
地
主
佃
戸
制
・
農
民
運
動
等
の
諸

研
究
を
も
と
に
、
明
清
期
に
お
け
る
地
主
闘
家
論
を
始
め
と
し
て
、
図
家
論
的

視
角
か
ら
の
研
究
の
必
要
性
が
さ
け
ば
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
研
究
も
現
わ
れ

は
じ
め
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
秦
漢
陪
唐
期
に
限
を
向
け
る
な
ら
ば
、

そ
こ
で
は
、
か
つ
て
増
淵
龍
夫
氏
に
よ
っ
て
設
展
的
契
機
の
見
い
だ
せ
ぬ
「
ぬ

。。
nuu 
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き
さ
し
な
め
ぬ
構
造
論
」
と
批
削
列
さ
れ
た
西
嶋
定
生
氏
の
『
中
図
古
代
帝
国
の

形
成
と
構
造
』
に
お
け
る
、
ウ
ク
ラ

l
ト
論
を
後
方
に
す
え
た
闘
家
論
的
見
解

が
、
な
お
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
(
西
嶋
氏
の
所
論
及
び
そ
の
問
題

駄
に
つ
い
て
は
、
他
に
多
く
の
人
々
の
指
摘
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
貸
言
し
な

い
て
西
嶋
氏
の
研
究
は
、
そ
の
後
の
均
田
制
・

良
賎
制
研
究
に
よ
っ
て
補
強

さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
増
淵
氏
の
指
摘
に
到
し
て
は
、
な
お
そ
れ
を
脱
却
し

き
れ
て
い
な
い
の
が
現
貨
で
あ
る
。
こ
の
「
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
構
造
論
」
を
脱

却
し
、
よ
り
盟
か
な
闘
家
論
的
把
揮
を
進
め
、
唐
宋
時
皮
革
期
を
境
に
分
断
状
況

に
あ
る
前
近
代
史
の
統
一
的
理
解
を
一
歩
進
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
基
礎
的
研

究
と
し
て
の
ウ
ク
ラ
l
ド
論
か
ら
の
再
検
討
が
先
ず
必
要
と
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
の
西
嶋
氏
と
は
別
の
視
角
か
ら
中
国
史
の
統
一
的
把
握
を
目

差
す
重
要
な
間
短
提
起
が
こ
こ
に
あ
る
。
我
々
は
、
目
丙
髄
的
な
土
地
所
有
閥
係

の
諸
研
究
を
検
討
す
る
前
に
、
こ
の
谷
川
・
川
勝
爾
氏
を
中
心
と
す
る
中
園
中

世
史
研
究
曾
の
方
法
論
を
検
討
し
て
お
こ

h
c

氏
ら
は
、
先
、す
貴
族
制
枇
曾
に
お
け
る
そ
の
支
配
楢
力
が
必
ず
し
も
土
地
所

有
に
の
み
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
そ
の
権
力
の
木
源
を
自
由
民
(
小

農
民
〉
の
支
持
H
H
郷
論
に
求
め
る
。
つ
い
で
こ
の
よ
う
な
貴
族
(
豪
族
)
を

主
穏
と
し
、
そ
れ
と
小
農
民
層
と
の
聞
の
秩
序
関
係
を
豪
族
共
同
値
と
し
て

措
定
す
る
。
こ
の
豪
族
共
同
種
-
」
そ
が
、
中
圏
中
世
を
形
成
・
設
展
に
導
く
主

健
的
要
因
で
あ
る
。
こ
の
共
同
健
は
、
秦
渓
古
代
'Mm
闘
に
お
け
る
皇
共
同
健
内

部
の
矛
盾
H
H
階
級
分
化
と
、
共
同
般
原
理
H
小
経
後
へ
の
回
錦
と
の
激
し
い
衝

突
を
超
克
す
る
も
の
と
し
て
再
編
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
氏
ら

の
方
法
は
、
中
園
史
の
設
肢
を
共
同
健
内
に
お
け
る
階
級
分
化
と
共
同
鰻
原
理

を
テ
コ
と
す
る
共
同
盟
の
再
生
産
過
程
、
つ
ま
り
共
同
慢
の
自
己
後
展
に
見
い

だ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
親
角
は
、
豪
族
を
も
含
め
た
貴
族
を
中
園
中
世
を
通
じ
て
の
主
鐙

と
し
て
位
置
づ
け
る
「
京
都
事
仮
」
の
方
向
を
よ
り
深
化
・
自
究
化
し
た
も
の

で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
載
後
潰
ロ
ヰ
皐
闘
氏
等
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
は
じ
め
た

小
俊
民
層
の
動
向
を
考
察
の
針
象
と
し
て
積
極
的
に
と
り
こ
む
こ
と
に
よ
り
、

中
世
貴
族
世
曾
論
を
補
強
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
氏
ら
は
、
郷
論
の
母
飽
と
し
て
の
共
同
鰭
を
核
と
し
て
設
け
、
一
方

で
郷
論
の
重
層
的
環
節
構
造
に
よ
っ
て
貴
族
制
枇
曾
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
園

家
論
的
把
短
を
行
な
い
つ
つ
、
他
方
で
共
同
程
内
の
小
農
民
層
の
階
級
分
化
↓

小
経
営
回
復
運
動
と
い
う
「
夜
展
L

の
モ
メ
ン
ト
を
用
意
す
る
。
す
な
わ
ち

氏
ら
は
、
共
同
燈
と
い
う
よ
り
ミ
ク
ロ
な
構
造
論
的
観
角
と
「
設
展
」
的
契
機

と
の
導
入
に
よ
っ
て
、
嘗
該
一
枇
曾
を
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
と
ら
え
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
階
級
分
化
の
主
慢
と
し
て
の
豪
族

自
身
の
土
地
所
有
の
在
り
方
・
経
営
の
織
造
や
、
階
級
分
化
の
基
礎
と
し
て
の

笛
該
枇
曾
の
生
産
力
規
定
は
等
閑
観
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
共
同
健
の
再
編

過
程
は
、
階
層
分
化
↓
小
経
営
の
回
復
↓
階
層
分
化
:
:
:
と
、
一
種
の
循
環
論

に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
共
同
飽
H
枠
を
規
定
す
る
生
産
力
概
念
・

ウ
ク
ラ
1

ド
論
の
飲
如
に
よ
っ
て
、
中
国
史
を
共
同
種
を
テ
コ
と
し
つ
つ
展
開

す
る
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
設
展
す
る
も
の
と
し
て
見
る
こ
と

は
で
き
な
く
な
る
と
い
う
危
倶
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
危
快
を
克
服
し
、
氏
ら
の
問
題
提
起
を
踏
ま
え
て
、
漢
六
朝
期

の
祉
合
同構
造
を
よ
り
堕
か
に
把
復
す
る
た
め
に
は
、
大
土
地
所
有
が
必
ず
し
も

笛
該
枇
A

習
を
直
接
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し
ろ
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
階

層
分
化
の
基
底
要
因
で
あ
る
豪
族
の
土
地
所
有
・
経
営
形
態
の
把
盤
と
、
そ
の

嘗
該
一
位
禽
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
、
我
々
に
と
っ
て
か
か
せ
な
い
基
礎
的
作
業

で
あ
る
。
か
く
し
て
我
々
は
、
大
土
地
所
有
制
研
究
へ
と
限
を
向
け
ね
ば
な
ら

-104ー
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重
心
を
戟
後
に
置
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
た
だ
し
載
前
に
研
究
が
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
。
加
藤
繁
・
士
山
田
不
動
腿

・
宇
都
宮
清
吉
氏
等
の
研
究
が
あ
っ

た
。
そ
こ
に
は
、
個
々
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
漢
代
以
来
の
大
土
地
所
有
の

設
展
、
直
接
耕
作
農
民
の
三
型
態
(
自
作

・
小
作

・
奴
隷
〉
の
存
在
が
、
共
通

の
認
識
と
し
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
農
民
の
三
型
態
は
相
互
に
並
列
さ

れ
た
ま
ま
で
、
そ
の
連
闘
に
つ
い
て
は
注
音
山
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
大
土

地
所
有
の
性
格
は
、
そ
の
中
の
ど
れ
が
数
的
に
優
位
で
あ
る
か
と
い
う
量
的
な

貼
を
指
標
に
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
、
戦
前
の
研
究

は
、
以
上
の
よ
う
な
傾
向
を
有
し
て
い
た
と
言
え
る
。

戦
後
に
お
け
る
出
渡
航
叫
は
、
や
は
り
前
田
直
典
氏
の
「
東
ア
ジ
ア
に
於
け
る

@
 

古
代
の
終
末
」
で
あ
ろ
う
。
氏
は
、
こ
の
中
で
、
中
園
史
の
世
界
史
的
把
握
と

い
う
立
場
か
ら
、
内
藤
湖
南
氏
を
始
め
と
す
る

「
京
都
穆
波
」
の
製
設
を
検
討

批
判
し
、
加
藤
繁

・
仁
井
田
陸
氏
等
の
見
解
に
従
っ
て
、
秦
漢
惰
唐
期
に
於
け

る
小
作
制
に
劃
す
る
奴
隷
制
の
優
位
、
小
作
農
の
牢
奴
隷
的
地
位
を
確
認
し
、

笛
該
段
階
を
奴
隷
制
祉
舎
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
前
田
氏
の
論
考
は
、
奴
隷

・

小
作
の
多
寡
を
主
要
な
指
標
と
し
て
い
る
鮎
、
臨
戦
前
の
研
究
に
劃
し
て
何
ら
の

方
法
的
深
化
を
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
中
園
史
の
世
界
史
的
把
握

と
い
う
問
題
提
起
に
よ
っ
て
、
縫
綴
す
る
諸
研
究
に
多
大
の
影
響
を
奥
与
え
た
と

こ
ろ
に
震
の
意
義
が
存
し
た
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
戦
前
よ
り
前
田
氏
に
至
る
諸
研
究
に
見
い
だ
さ
れ
た
大
土
地
所
有
の

性
格
規
定
に
お
け
る
翠
純
化
に
封
し
、

一
つ
の
方
法
的
特
換
を
迫
っ
た
の
は
、

西
嶋
定
生
氏
の

一
連
の
研
究
(
以
後
前
論
と
呼
ぶ
〉
、
と
り
わ
け
「
古
代
園
家

①
 

の
権
力
構
造
」
で
あ
る
。
氏
は
先
の
前
田
論
文
に
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
前
回

論
文
で
は
方
法
的
に
具
髄
化
さ
れ
な
か
っ
た
奴
隷
制
訟
に
針
し
、
小
作
制
と
奴

隷
制
と
の
構
造
的
連
闘
を
考
察
の
中
核
的
針
象
と
し
て
、
中
関
に
於
け
る
奴
隷

制
の
特
殊
な
表
わ
れ
方
と
、
そ
こ
に
寅
か
れ
て
い
る
べ
き
普
遍
的
歴
史
法
則
を

究
明
さ
れ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

西
嶋
氏
は
、
先
ず
、
秦
漢
よ
り
唐
末
に
至
る
「
古
代
」
吐
曾
の
基
本
的
性
格

の
結
節
貼
と
し
て
、
豪
族
を
位
置
つ
け
ら
れ
る
。
つ
い
で
ウ
ク
ラ
l
ド
論
に
入

り
、
豪
族
の
土
地
所
有
形
態
を
家
内
奴
殺
を
内
部
に
も
つ
家
父
長
的
土
地
所
有

と
規
定
す
る
。
更
に
、
小
作
制
と
の
関
連
に
於
い
て
豪
族
の
土
地
所
有
の
構
造

を
吟
味
し
、
小
作
は
、
生
産
力
の
不
均
等
設
展
に
よ
っ
て
家
内
奴
隷
の
外
延
に

構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
拙
刀働
奴
隷
制
に
ま
で
自
己
を
貫
徹
し
え
な
い
欣
況

下
に
、
労
働
奴
隷
制
に
代
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
と
規
定
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
小
作
制
と
奴
隷
制
と
の
結
合
に
よ
っ
て
、
特
殊
な
奴
隷
制
形
態
が

出
現
し
た
の
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
図
家
論
に
入

り
、
関
家
も
豪
族
同
様
家
父
長
的
家
内
奴
殺
所
有
者
で
あ
り
、

豪
族
が
小
作
民

を
支
配
し
た
よ
う
に
、
小
作
民
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
小
農
民
を
支
配
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
豪
族
・
図
家
を
同
一
次
元
に
お
い
て
と
ら
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

西
嶋
氏
の

一
連
の
研
究
は
、
後
に
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
、
或
は
質
設
的

に
、
或
は
方
法
論
的
に
批
判
さ
れ
、
西
嶋
氏
自
身
も
、
後
に
こ
の
よ
う
な
見
解

を
徹
回
し
、
皇
帝
と
小
農
民
と
を
基
本
的
生
産
関
係
と
し
た
先
述
の
研
究
(
西

嶋
後
論
と
呼
ぶ
)
に
向
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
前
論
で
明
確
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
豪
族
は
、
皇
帝
|
小
農
民
閥
係
の
一
規
制
者
と
し
て
働
き
は
す

る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
は
疎
外
さ
れ
た
も
の
と
し
て
軽
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
次
の
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
西
嶋
前
論
、が
、
そ
の
質
登
性
・
方
法
論
に
於
い
て
多

く
の
不
備
を
含
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
果
し
て
氏
の
措
定
さ
れ
た
ウ
ク
ラ
l
ド

論
に
お
け
る
方
法
を
そ
の
全
細
胞
と
と
も
に
葬
り
去
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
ο

西
嶋
前
論
に
あ
っ
て
は
、

豪
族
の
大
土
地
所
有
を
、
そ
の

外
延
に
存
在
す
る
共
同
健
農
民
と
の
関
連
の
中
で
規
定
し
よ
う
と
さ
れ
、
そ
れ

故
に
、
奴
隷
制
・
小
作
制
を
そ
の
相
互
の
閥
り
の
中
で
構
造
的
に
と
ら
え
よ
う

と
す
る
覗
角
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
、
確
か
に
先
行
す
る
研
究
史
に
見
ら
れ
た

大
土
地
所
有
の
一
面
的
理
解
を
克
服
す
る
た
め
の
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
っ

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
嶋
氏
の
提
起
し
た
こ
の
ウ
ク
ラ
ー
ド
論
に
お
け
る

方
法
的
規
角
は
、
そ
の
全
趨
と
と
も
に
暗
に
放
置
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
研
究
の
方
向
は
、
む
し
ろ
質
登
的
手
法
に
よ
っ
て
深
化
さ
れ
る

@
 

よ
う
に
な
る
。
宇
都
宮
清
吉
氏
の
「
償
約
研
究
」
で
あ
る
。

宇
都
宮
氏
に
よ
れ
ば
、
豪
族
の
経
営
は
、
付
奴
殺
に
よ
る
も
の
、
口
小
作
制

(
上
家
下
戸
制
)
に
よ
る
も
の
、
同
教
師
に
到
す
る
弟
子
の
献
身
的
労
働
、
に

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
、
上
家
下
戸
制
が
、
そ
の
資
本
商
に
お
い
て
奴
隷
制
緩

脇
田
に
比
し
て
よ
り
適
合
的
必
然
的
で
あ
り
、
ま
た
激
的
に
も
盤
倒
的
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
奴
殺
も
ま
た
こ
の
上
家
下
戸
制
か
ら
析
出
さ
れ
る
副
次
的
産
物

で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
氏
は
、
こ
の
上
家
下
戸
制
を
機
軸
と
し
て
、
豪
族
層
、
か

小
農
民
を
そ
の
経
後
に
く
り
こ
み
つ
つ
、
小
由
民
を
基
礎
と
す
る
漢
帝
闘
を
崩
壊

さ
せ
、
古
代
帝
闘
を
嬰
質
に
導
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
、
と
解
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
極
め
て
精
綾
な
論
護
に
よ
っ
て
、
上
家
下
戸
制
を
機
軸
に
、
奴

殺
の
析
出
及
び
小
農
民
層
の
分
解
が
有
機
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
大
土
地
所
有
の
性
格
規
定
は
、
依
然
と
し
て
量
の
多
寡
・
資
本
の

有
利
性
如
何
と
い
う
指
標
、
換
言
す
れ
ば
上
家
下
戸
制
の
二
次
的
諸
篠
件
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
せ
っ
か
く
経
営
と
い
う
視
角
が
う
ち
だ
さ
れ

な
が
ら
、

奴
隷
・
小
作
経
抑
留
が
二
者
揮
一
的
に
並
置
さ
れ
る
だ
け
で
、
経
営
内

部
に
お
け
る
諸
労
働
形
態
の
構
造
的
把
握
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
そ

こ
で
は
、
験
前
の
誇
研
究
に
見
ら
れ
た
箪
純
化
を
、
そ
の
精
綾
な
質
建
に
よ
っ

て
一
面
で
克
服
し
つ
つ
も
、
な
お
脱
却
し
き
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
宇
都
宮
氏
の
論
考
・
先
の
西
嶋
前
論
を
主
封
象
に
、
そ
の
批
剣

と
し
て
書
か
れ
た
の
が
、
演
口
霊
園
氏
の
「
中
国
史
上
の
古
代
枇
曾
問
題
に
閥

⑤
 

す
る
究
室
百
」
で
あ
る
。
氏
は
、
漢
代
を
通
じ
て
上
家
下
戸
制
の
進
展
し
た
こ
と

に
は
賛
青
写
」
表
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
小
作
制
の
位
置
如
何
に
つ
い
て
批

判
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
奴
隷
・
小
作
よ
り
も
な
お
笛
該
吐
曾
に
数
多
く
存
在
し
、

西
嶋
・
宇
都
宮
雨
氏
に
よ
っ
て
比
較
的
軽
視
さ
れ
た
自
立
小
農
民
層
の
動
向
へ

の
注
意
を
う
な
が
さ
れ
た
。
こ
の
指
摘
は
き
わ
め
て
重
大
で
あ
り
、
西
嶋
後
論

を
は
じ
め
後
の
諮
研
究
に
も
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
。
し
か
し
、
な
お
嘗
時
の

歴
史
的
性
格
を
、
そ
の
宣
の
多
寡
に
よ
っ
て
と
ら
え
よ
う
と
さ
れ
、
小
作
・
奴

隷
・
小
農
民
を
相
互
規
定
的
・
統
一
的
に
と
ら
え
よ
う
と
さ
れ
な
い
勲
、
そ
の

ウ
ク
ラ
l
ド
論
に
お
い
て
は
、
な
お
西
嶋
前
論
を
正
し
く
批
剣
し
た
も
の
と
言

え
な
い
だ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
戦
前
か
ら
演
口
氏
に
至
る
ま
で
の
研
究
の
動
向
を
ふ
り
返
っ
て

見
れ
ば
、
そ
こ
に
、
個
々
に
で
は
あ
る
が
西
嶋
・
宇
都
宮
雨
氏
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
、
総
承
す
べ
き
一
つ
の
方
法
規
角
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

一は、

西
嶋
氏
に
よ
る
大
土
地
所
有
に
お
け
る
諮
生
産
関
係
の
相
互
規
定
的
把
握
と
い

う
視
角
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
氏
の
場
合
、
生
産
関
係
と
い
う
言
わ
ば

縦
の
閥
係
に
の
み
卸
し
て
行
な
わ
れ
、
豪
族
が
こ
れ
ら
生
産
関
係
の
具
鰻
的
表

現
形
態
と
し
て
の
諮
努
働
を
組
織
・
統
一
し
て
ゆ
く
場
の
設
定
が
不
明
確
で
あ

っ
た
た
め
、
充
分
な
成
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
今
一
つ
は
、
宇
都
宮
氏
に
よ
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っ
て
と
ら
れ
た
土
地
経
営
の
視
角
か
ら
の
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
も
し
か
し
、
先

述
の
如
く
嘗
時
の
間
宇
界
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
西
嶋
氏
の
問
題
提
起
を
充

分
に
踏
ま
え
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
経
営
(
場
〉
の
視
角
を
う
ち
だ
し
な
が

ら
、
個
々
の
労
働
形
態
に
の
み
卸
し
た
経
営
の
並
列
的
理
解
に
終
っ
て
し
ま
っ

た
。
我
々
が
今
、
雨
氏
の
視
角
を
具
髄
的
に
一
歩
進
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
経
営
の
親
角
か
ら
の
自
脇
島
的
な
研
究
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
考
察

は
後
に
に
ふ
れ
る
こ
と
に
し
て
、
我
々
は
、
今
少
し
そ
の
後
の
研
究
史
を
ふ
り

返
る
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
、
西
嶋
氏
を
始
め
と
し
て
一
九
五

0
年
代
に
見
ら
れ
た
中
園
史
の
世
界

史
的
把
握
と
い
う
鋭
意
な
問
題
意
識
は
、
六

O
年
の
安
保
闘
手
を
経
過
す
る
と

と
も
に
背
景
に
後
退
し
て
ゆ
き
、
問
題
の
個
別
的
貿
震
が
進
行
す
る
よ
う
に
な

る
。
こ
う
し
た
中
で
注
意
に
領
す
る
の
は
、
多
国
調
介
氏
の
「
後
漢
豪
族
の
出演

⑮
 

業
経
営
!
伎
作

・備
作
・
奴
隷
労
働
l
」
で
あ
る
。

多
田
氏
は
、
先
ず
、
豪
族
の
土
地
所
有
内
部
に
お
け
る
耕
作
形
態
か
ら
考
察

を
は
じ
め
、
備
作
・
俵
作
・
奴
隷
耕
作
の
質
態
を
検
討
さ
れ
る
。
次
い
で
、
こ

れ
を
郷
里
枇
曾
と
の
闘
係
の
中
に
、
そ
の
歴
史
的
性
格
の
規
定
を
試
み
ら
れ

る
。
氏
は
、
そ
こ
で
、
傭
作
を
以
て
伎
作
制
を
基
礎
と
す
る
大
土
地
経
営
の
労

働
力
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
り
、
小
農
民
経
営
の
不
安
定
さ
と
大
土
地
所
有
・

経
営
の
設
展
と
か
ら
析
出
さ
れ
る
、
賞
時
の
枇
曾
に
一
時
的
な
現
象
で
あ
っ
た

と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
奴
隷
制
を
小
農
民
ウ
ク
ラ
l
ド
と
、
そ
れ
を
基
礎
と
す

る
豪
族
経
営
と
の
結
び
つ
き
の
過
程
か
ら
で
て
く
る
副
次
的
産
物
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
た
。
更
に
、
首
時
の
豪
族
経
営
は
、
小
農
民
ウ
ク
ラ
ー
ド
を
前
提
と
す

る
伎
作
制
を
そ
の
基
礎
と
し
て
い
る
貼
で
、
皇
な
い
し
郷
を
基
盤
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
決
し
て
小
農
民
と
皇
帝
と
い
う
基
本
的
階
級
閥
係
か
ら
疎
外
さ
れ
た

存
在
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
全
僅
と
し
て
、
後
漢
時
代
を
、

豪
族
の
大

土
地
経
営
の
中
へ
小
農
が
包
掻
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
示
す
、
過
渡
的
時
期
で
あ

る
と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

多
田
氏
の
研
究
は
、
豪
族
経
営
を
中
核
に
、
そ
れ
を
外
延
に
存
在
す
る
小
農

民

(
郷
里
枇
曾
)
に
開
通
づ
け
て
考
察
さ
れ
る
貼
、
自
究
的
に
で
は
な
い
が
五

0
年
代
の
研
究
方
向
を
深
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
と
も
に
、
秦
漢
史
の

⑪
 

研
究
で
よ
う
や
く
注
意
さ
れ
だ
し
た
傭
作
形
態
を
積
極
的
に
考
察
針
象
と
し
て

と
り
く
む
等
、
大
土
地
所
有
制
研
究
を
よ
り
具
鐙
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言

‘え可。
。

し
か
し
、
そ
こ
に
見
え
る
キ

l
・ワ
1

ド
と
し
て
の
小
農
民
ウ
ク
ラ

l
ド
に

⑫
 

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
説
明
が
な
く
、
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
の
一
つ
と
し
て
残

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
備
作
の
問
題
に
し
て
も
、
そ
の
析
出
原
因
に
あ
げ
ら
れ

た
大
土
地
所
有
の
展
開
は
、
他
に
唐
末
・
明
末
湾
初
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
、

他
方
小
農
経
営
の
不
安
定
と
い
う
規
定
も
、
そ
の
属
性
で
あ
っ
て
決
し
て
時
代

的
な
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
多
田
氏
の
説
明
だ
け
で
は
、
備
作
の
後
漢
に
お

け
る
盛
行
を
歴
史
的
に
説
明
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
首
時
の

豪
族
を
以
て
里
乃
至
郷
程
度
の
も
の
と
す
る
規
定
に
つ
い
て
も
、
上
回
早
苗
氏

⑬
 

の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
嘗
時
の
豪
族
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
、
多
田
氏

の
設
か
れ
た
家
族
の
他
に
、
里
や
城
邑
を
離
れ
た
、
そ
れ
故
に
里
の
規
制
!
園

家
の
規
制
か
ら
相
針
的
に
自
由
な
郊
外
に
本
援
を
置
く
新
型
豪
族
が
、
後
漢
以

後
賞
汎
に
出
現
し
て
く
る
。
彼
ら
は
、
決
し
て
皇
や
郷
に
包
括
さ
れ
た
存
在
で

は
な
か
っ
た
。
更
に、

多
田
氏
の
研
究
で
は
、
小
作

・
傭
作

・
奴
隷
の
労
働
形

態
が
、
な
お
小
農
民
感
と
大
土
地
所
有
と
の
個
々
の
相
互
規
定
の
下
に
考
察
さ

れ
る
だ
け
で
、
こ
の
三
形
態
が
豪
族
の
土
地
所
有
・

経
営
の
下
に
ど
の
よ
う
に

有
機
的
に
組
織
構
成
さ
れ
て
い
た
か
、
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
レ
な
い
。
つ

ま
り
、
氏
の
所
論
で
は
生
産
関
係
が
主
針
象
と
さ
れ
、

豪
族
の
経
営
と
い
う
内
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な
る
観
角
は
な
お
充
分
に
活
か
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
多
田
氏
を
も
含
め

て
戦
後
の
主
要
な
大
土
地
所
有
制
研
究
に
あ
っ
て
は
、
主
と
し
て
そ
の
外
部
に

あ
っ
た
小
農
民
と
の
閥
係
に
お
い
て
、
豪
族
の
土
地
所
有
の
設
展
が
問
題
と
さ

れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
豪
族
の
土
地
所
有
-
内
部
に
お
け
る
そ
れ
自
身
と
し

て
の
澄
展
的
契
機
は
無
視
さ
れ
て
き
た
。
も
し
、
我
々
が
何
ら
か
の
形
で
こ
の

豪
族
の
土
地
所
有
を
唐
中
期
以
後
の
地
主
佃
戸
制
の
原
質
で
あ
る
と
認
め
る

な
ら
ば
、
豪
族
の
土
地
所
有
の
形
成
・
護
展
・
消
滅
1

地
主
制
の
形
成
を
説
明

す
る
た
め
に
は
、
今
ま
で
の
よ
う
な
、
均
田
制
崩
媛
U
小
農
民
分
解
↓
地
主
制

と
い
っ
た
一
面
的
・
外
的
観
角
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
的
選
展
・
契
機
の
説
明

を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
c

そ
の
た
め
に
は
、
豪
族
の
土
地
所
有
の
核
と
し
て

の
経
営
が
具
鰻
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
豪
族
の
大
土
地
所
有
に
お
け
る
経
営
を
研
究
し
て
ゆ
く
た
め
の

具
鰻
的
な
視
角
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
さ

し
あ
た
っ
て
我
々
は
、
最
近
畿
表
さ
れ
た
こ
研
究
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ

う
。
一
は
、
宮
崎
市
定
氏
の
「
部
曲
制
か
ら
佃
戸
制
へ
(
上
・
下
)
|
唐
宋
間

@
 

枇
曾
鑓
革
の
一
面
|
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
小
論
に
関
係
す
る
(
上
〉
の
部

分
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

宮
崎
氏
は
、
先
ず
中
世
の
不
自
由
民
を
奴
牌
と
部
曲
と
に
分
類
し
、
奴
愉
貯
は

本
来
家
内
奴
隷
で
あ
っ
て
生
産
品
刀
働
に
週
さ
な
い
と
さ
れ
る
。
つ
い
で
、
部
曲

を
も
っ
て
主
家
に
殺
腐
す
る
永
綴
性
の
あ
る
第
働
力
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ

る
~
そ
こ
で
具
鰭
的
な
論
設
に
移
り
、
部
由
形
成
の
コ

l
ス
を
考
察
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
主
と
し
て
仲
良
民
の
流
亡
に
よ
る
客
(
部
由
)
化
の
コ
ー
ス
、
口
奴

隷
(
的
労
働
)
か
ら
部
曲
へ
の
上
昇
コ

l
ス
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
部
曲

H
荘
園
労
働
者
は
、
南
朝
で
成
立
し
、
北
周
を
経
て
唐
に
簿
わ
っ
た
の
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
部
曲
階
層
の
形
成
を
述
べ
た
後
、
宮
崎
氏
は
、
部
曲

の
労
働
形
態
の
考
察
に
向
か
わ
れ
る
c

先
ず
、
唐
代
の
法
制
上
に
お
け
る
部
曲

と
官
戸
と
の
身
分
的
相
似
性
に
注
目
さ
れ
、
比
較
的
資
料
の
多
く
残
っ
て
い
る

官
戸
の
労
働
形
態
を
考
究
し
、
そ
こ
か
ら
部
曲
の
荘
園
内
に
お
け
る
努
働
形
態

を
類
推
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
部
曲
は
、
年
間
の
牢
分
乃
至
三
分
の
こ
を

荘
園
主
の
直
属
地
に
お
い
て
無
償
労
働
に
服
し
、
他
は
自
己
の
借
地
に
お
い
て

耕
作
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
故
、
部
曲
は
、
西
洋
史
上
の
古
典

荘
園
に
お
け
る
農
奴
と
相
似
す
る
の
で
あ
る
。

宮
崎
氏
の
研
究
の
主
限
の
一
は
、
仁
井
田
陸
氏
が
法
制
史
的
手
法
に
よ
っ
て

静
態
的
に
規
定
さ
れ
た
、
部
曲
H
H
奴
隷
設
の
批
剣
に
あ
る
。
氏
は
、
部
曲
を
家

族
を
有
し
、
あ
る
程
度
の
所
有
権
を
も
つ
な
ど
、
軍
に
奴
隷
と
の
み
み
な
し
得

な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
設
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
支
持
し
得
る
見
解
で

あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
嘗
時
の
小
作
者
H
H
客
H
部
曲
H
農
奴
と
無
媒
介
に

規
定
さ
れ
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
南
北
朝
期
の
部
曲
に
つ
い
て
の
漬
口
重
園
氏

の
所
設
な
ど
か
ら
考
え
て
、
多
少
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
氏

は
部
曲
の
形
成
に
の
み
観
黙
を
置
か
れ
た
が
、
六
朝
期
に
は
な
お
多
く
の
編
戸

小
農
民
が
存
在
し
た
し
、
多
田
氏
の
研
究
に
も
窺
え
る
よ
う
に
、
豪
族
の
所
有

地
に
お
け
る
耕
作
者
は
奴
一
毅
・
小
作
・
備
作
で
あ
り
、
そ
の
土
地
所
有
は
、
農

奴
制
だ
け
で
は
規
定
し
得
な
い
複
雑
さ
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た

諾
努
働
形
態
を
も
包
揺
し
得
る
説
明
が
な
け
れ
ば
、
少
な
く
と
も
現
在
の
研
究

段
階
に
お
い
て
は
説
得
的
と
は
言
え
な
い
。
と
も
あ
れ
、
(
上
・
下
)
の
研
究

を
通
じ
て
、
漠
か
ら
南
宋
ま
で
を
統
一
的
に
と
ら
え
よ
う
と
さ
れ
る
氏
の
立
場

は
、
前
近
代
史
の
統
一
的
把
握
と
い
う
面
に
お
い
て
、
基
本
的
に
縫
承
す
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
西
村
元
佑
号
、
「
漢
代
王
侯
の
省
経
営
と
大
土
地
所
有
の

構
造

l
秦
渓
帝
園
の
人
民
支
配
形
態
に
関
連
し
て
」
に
お
い
て
、
前
述
の
字
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都
宮
氏
の
見
解
に
補
正
を
加
え
ら
れ
た
。
氏
は
、
宇
都
宮
氏
め
見
解
を
基
本
的

に
是
と
し
つ
つ
も
、
{
予
都
宮
氏
が
小
作
制
の
奴
隷
制
に
到
す
る
優
勢
を
設
か
れ

る
時
、
そ
の
指
標
が
盆
の
多
寡
及
び
利
盆
の
在
り
方
に
あ
る
の
に
反
論
を
加

え
、
省
略
吋
の
園
家
飽
制
の
在
り
方
か
ら
大
土
地
所
有
の
基
本
的
性
格
を
規
定
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
主
と
し
て
漢
代
王
侯
の
土
地
所
有
を
手
が
か
り
に
、
漢
代
の

大
土
地
所
有
の
閲
渡
的
・
基
礎
的
段
階
に
お
け
る
私
的
労
働
力
と
し
て
の
奴
隷

の
も
つ
比
重
の
大
き
さ
を
論
設
さ
れ
た
。

氏
の
研
究
は
、
大
土
地
所
有
に
お
け
る
基
礎
的
労
働
力
と
し
て
の
奴
隷
の
位

置
を
明
確
に
し
た
鮎
、
及
び
園
家
鰻
剣
と
土
地
所
有
の
連
闘
を
問
題
に
さ
れ
た

貼
で
注
目
に
償
す
る
。
た
だ
、
奴
隷
努
働
の
も
つ
大
き
な
比
重
か
ら
、
た
だ
ち

に
そ
れ
の
み
を
と
り
だ
し
て
土
地
所
有
内
部
の
生
産
関
係
を
奴
隷
剣
と
し
て
規

定
さ
れ
た
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
そ
こ
で
は
第
一
に
、
首
時
の
奴
掛
川
そ
の
も

の
の
歴
史
的
性
格
が
無
視
さ
れ
て
お
り
、
第
二
に
、
そ
れ
が
小
作
や
傭
作
と
ど

の
よ
う
に
組
織
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
な
し
に
、
た
だ
ち
に
園
家
鐙

制
と
の
関
係
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
氏
の
方
法
視
角

に
は
、
下
部
構
造
と
し
て
の
土
地
所
有
を
そ
れ
自
身
の
内
部
に
お
け
る
諸
労
働

形
態
聞
の
相
互
関
係
を
踏
ま
え
た
上
で
規
定
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
図
家
鰻
制
を

問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
奴
隷
と
い
う
一
つ
の
労
働
形
態
を
た
だ
ち
に
闘
家

趨
制
の
在
り
方
か
ら
規
制
す
る
と
い
う
、
一
種
の
短
絡
現
象
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
も
生
産
関
係
か
ら
の
把
鐙
が
主
た
る
考
察
封
象
と

さ
れ
、
経
営
か
ら
の
研
究
は
何
ら
深
化
さ
れ
て
い
な
い
と
吾
一
口
え
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
諮
訟
を
通
観
し
て
み
る
な
ら
、
我
々
は
、
現
在
次
の
よ
う
な

，

認
識
下
に
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
六
朝
期
に
は
、

豪
族
居
を
主
鐙
と

す
る
大
土
地
所
有
の
展
開
が
見
ら
れ
た
こ
と
。
そ
の
所
有
地
に
関
係
し
た
努
働

の
諸
形
態
と
し
て
、
奴
隷
・
小
作
・
傭
作
が
見
ら
れ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
大
土
地
所
有
下
に
お
け
る
諸
労
働
力
の
供
給
源
と
し
て
、
そ
の
外
部
に
小
農

民
層
が
存
在
し
、
複
雑
な
郷
村
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
大
土
地
所
有
冷
中
心
と
す
る
漢
六
朝
期
の
郷
村
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
把
湿
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
一
定
し
た
見
解
が
な
い
。
そ
れ
は
、

方
法
覗
角
の
陵
味
さ
、
不
一
致
に
も
起
因
し
て
い
る
。
で
は
、
我
々
が
前
に
見

て
き
た
諸
成
果
を
承
け
て
新
た
な
動
向
を
作
っ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う

な
問
題
貼
及
び
視
角
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
う
か
。

我
ん
ベ
が
今
後
深
化
す
べ
き
問
題
と
し
て
は
、
次
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
前
述
し
た
よ
う
な
戦
前
期
に
お
け
る
生
産
関
係
の
鼠
純
化
か
ら
生
産

関
係
の
相
互
規
定
的
理
解
へ
、
更
に
経
営
か
ら
の
研
究
の
萌
芽
へ
、
と
い
う
研

究
史
を
よ
り
深
化
さ
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
経
営
か
ら
の
覗
角
を
よ
り
自
覚
的

に
深
め
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
具
種
的
に
ど
の
よ
う
な
視
角
を
設
定
す
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。

我
-
々
は
、
今
、
前
近
代
史
の
統
一
的
理
解
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
宋
代
以

後
の
研
究
が
我
々
に
提
起
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
問
題
黙
に
、
先
ず
着
目
し
て

み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
明
清
期
に
お
け
る
小
山
正
明
氏
及
び
宋
代
に
お
け
る
丹

喬
二
氏
の
論
考
を
手
掛
り
と
し
よ
う
。
具
趨
的
な
所
設
の
紹
介
及
び
そ
の
段
階

規
定
如
何
に
つ
い
て
は
他
に
譲
る
と
し
て
、
そ
こ
に
見
え
る
方
法
上
並
び
に
賞

謹
上
の
共
通
鮎
を
と
り
だ
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

こ
で
は
、
地
主
の
土
地
所
有
が
手
作
地

(
直
営
地
)
と
佃
作
地
(
間
接
経
営

地
)
と
に
分
類
さ
れ
、
手
作
地
を
中
核
と
し
て
爾
者
を
連
関
づ
け
て
論
鐙
が
進

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
地
主
の
経
営
(
手
作
地
)
内
部
か
ら
の
小
経
管
の

形
成
、
自
立
が
設
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
小
経
営
の
形
成

・
自
立
に
闘
し

-109-
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て
、
小
山
氏
に
あ
っ
て
は
手
作
地
か
ら
の
佃
戸
の
自
立
と
し
て
設
か
れ
、
丹
氏

に
あ
っ
て
は
手
作
地
下
に
お
け
る
小
経
営
(
佃
僕
)
の
存
在
と
し
て
表
現
さ
れ

て
い
る
。
か
く
し
て
、
宋
代
以
後
の
地
主
経
後
地
下
に
お
け
る
小
経
営
の
自
立

過
程
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
宋
代
に
お
け
る
経
営
の
分
化
欣
況
か
ら
明
諸
問
期
に
お

け
る
経
営
地
の
分
離
乃
至
解
健
と
い
う
一
定
の
見
通
し
が
得
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
宋
代
以
後
の
研
究
か
ら
遡
っ
て
、
六
朝
惰
唐
期
の
土
地
所
有
制
研

究
に
要
請
さ
れ
る
問
題
貼
は
、
次
の
二
鈷
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
、
六
朝
制
剣
豪
族

の
土
地
所
有
・
経
営
の
貫
態
の
究
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
ず
奴
隷
・
備
作
・

小
作
等
の
労
働
詩
形
態
の
具
健
的
な
検
討
を
通
じ
て
、
手
作
地
・
小
作
貸
出
地

の
存
在
吠
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
い

で
、
豪
族
経
営
内
部
に
お
け
る
生
産
過
程
の
考
察
を
通
じ
て
、
そ
の
経
営
下
に

お
け
る
諸
労
働
力
編
成
の
あ
り
方
、
ひ
い
て
は
、

豪
族
経
営
が
そ
も
そ
も
本
来

的
な
意
味
に
お
い
て
大
経
鐙
と
言
い
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
否
か
、
が
問
わ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
省
該
段
階
に
お
け
る
農
法
・
農
耕
技

術
の
遊
展
段
階
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
諸
研

究
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
農
法
・
農
耕
技
術
研
究
に
お
け
る
在
来
の
蓄
積
が

無
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
背
景
に
し
た
豪
族
経
営
内
部
の
生
産
過
程
を
具
程

的
に
描
き
だ
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
農
法
・
農
耕
の
技
術
的
段
階
、
生
産
過

程
の
在
り
方
に
表
現
さ
れ
る
豪
族
経
営
の
生
産
力
水
準
を
規
定
し
え
ず
、
前
述

し
た
よ
う
な
、
そ
れ
ら
を
無
観
し
た
個
々
の
生
産
関
係
に
の
み
偏
す
る
研
究
が

な
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
我
々
は
、
か
く
し
て
生
産
〈
経
営
)
様
式
か
ら
の

研
究
に
眼
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、

豪
族
経
営
の
生
産
力
水
準

を
制
測
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
始
め
て
豪
族
経
営
の
内
的
援
展
の
契

機
、
及
び
宋
代
・
明
諸
問
期
と
は
遣
っ
た
生
産
力
段
階
に
お
け
る
六
朝
期
の
土
地

所
有
形
態
を
究
明
し
得
る
し
、
更
に
、
そ
の
外
延
に
存
在
し
た
小
農
民
層
に
封

す
る
彼
ら
の
先
進
性
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
そ
の
小
農
民
麿
の
分
解

.
自
己
の
土
地
所
有
下
へ
の
吸
枚
と
い
う
外
的
援
展
の
機
構
を
も
明
ら
か
に
し

得
る
の
で
は
な
い
か
。

第
二
は
、
豪
族
の
土
地
所
有
・
経
鐙
が
、

宋
代
以
降
へ
の
見
通
し
を
含
め

て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
と
指
向
と
を
有
し
て
い
た
か
で
あ
る
。
前
述
の
宋
代
・

明
請
期
の
研
究
か
ら
考
え
れ
ば
、
地
主
経
営
地
下
の
小
経
営
は
、
少
な
く
と

も
唐
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
く
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
六
朝
陪
盾
期
に
お
け
る
豪
族
の
土
地
所
有
を
宋
代
以
降
の
地
主
制
の

何
ら
か
の
原
質
で
あ
る
と
す
る
筆
者
の
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
嘗
然

豪
族
経
営
内
部
に
お
い
て
も
形
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
(
私
は
、
現
在
の

と
こ
ろ
、
唐
代
に
法
制
上
部
臨
身
分
と
し
て
規
定
さ
れ
た
質
態
と
し
て
の
農
民

麿
は
、
な
お
充
分
の
検
討
を
必
要
と
は
す
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
形
成
さ
れ

つ
つ
あ
る
小
経
営
の
一
部
で
は
な
い
か
と
考
え
る
)
。
と
す
る
と
、
六
朝
階
唐
期

の
豪
族
経
営
は
、
宋
代
以
降
の
地
主
制
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
や
が
て
は
小
経

営
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
そ
の
経
営
形
態
上
に
お
け
る
古

さ
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
一
方
豪
族
経

営
は
、
従
来
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
捕
時
代
に
典
型
と
し
て
存
在
し
た
と
言
わ
れ
る

小
農
民
経
営
よ
り
は
先
進
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
後
漢
以
後
惰
唐
を
通
じ

て
、
外
延
の
小
農
民
層
を
分
解
・
吸
収
し
つ
つ
設
展
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に

見
て
く
る
と
、
豪
族
経
営
・
土
地
所
有
は
、
そ
の
中
に
新
ら
し
さ
と
古
さ
と
い

う
矛
盾
し
た
性
質
を
も
っ
、
論
理
的
に
は
あ
り
得
な
い
存
在
と
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
こ
で
、
先
ず
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
は
、

こ
の
よ
う
に
一
方
で
は
外
延

の
小
農
民
を
分
解
・
吸
牧
し
つ
つ
、
他
方
で
惰
唐
期
の
部
曲
に
窺
え
る
よ
う
な

「小
経
営
」
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
と
い
う

論
理
的
矛
盾
を
も
っ
た
豪
族
経
営

が
、
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
存
在
し
得
た
の
か
、
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
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豪
族
経
営
下
に
お
け
る
小
経
営
の
具
盤
的
な
存
在
形
態
の
検
鐙
を
、
我
々
は
、

さ
し
あ
た
っ
て
必
要
と
す
る
。
こ
う
し
た
検
詮
を
踏
ま
え
た
上
で
豪
族
経
営
の

も
つ
論
理
矛
盾
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
指

標
は
、
嘗
該
時
代
に
お
け
る
そ
の
生
産
力
水
準
如
何
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

縫
っ
て
、
こ
こ
で
も
第
一
と
同
様
、
豪
族
経
管
に
お
け
る
生
産
過
程
の
在
り
方

.
農
法
・
農
耕
技
術
等
と
い
っ
た
経
営
様
式
か
ら
の
研
究
が
必
要
と
な
る
の
で

あ
る
。

39'1 

以
上
を
遇
じ
て
、
我
々
は
、
唐
宋
愛
革
期
を
境
と
し
て
見
ら
れ
る
中
国
前
近

代
史
に
お
け
る
研
究
の
分
断
状
況
を
克
服
し
、
更
に
秦
漢
惰
唐
期
の
構
造
的
把

握
を
よ
り
堕
か
に
進
め
る
た
め
の
基
礎
的
作
業
と
も
言
う
べ
き
ウ
ク
ラ
l
ド
論

研
究
の
撃
設
整
理
を
、
主
と
し
て
漢
六
朝
期
に
つ
い
て
行
な
っ
て
み
た
。
そ
こ

で
見
出
さ
れ
た
問
題
鮎
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
従
来
の
諸
研
究
が
そ
の
生
産
力

段
階
の
規
定
を
ぬ
き
に
し
て
生
産
関
係
に
の
み
主
眼
を
置
い
た
た
め
、
生
産
関

係
の
相
互
規
定
的
把
握
・
経
営
か
ら
の
研
究
、
か
試
み
ら
れ
な
が
ら
充
分
な
成
果

を
翠
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
吠
を
克
服
す
る
方
法

は
、
農
法
・
生
産
過
程
等
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
豪
族
経
営
の
生
産
力
段
階
の

確
定
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
か
く
豪
族
経
営
の
設
展
段
階
を
規
定
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
、
そ
こ
に
見
ら
れ
た
諸
生
産
関
係
を
相
互
規
定
的

統
一
的
に
把
揮
し
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
豪
族
の
土
地
所

有
・
経
営
が
そ
も
そ
も
大
土
地
所
有
・
大
経
営
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
ど
う
か
、
と
い
う
素
朴
な
問
題
意
識
に
ま
で
た
ち
返
っ
て
究
明
し
な
い
か

ぎ
り
、
研
究
は
こ
れ
以
上
進
展
し
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
大

方
の
批
正
を
仰
い
で
、
一
磨
筆
を
捌
く
こ
と
に
す
る
。

②①註
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唐
末
・
五
代
政
治
史
研
究
へ
の
一
一
風
貼
」
一
九
七
三
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唐
末
古
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終
末
設
を
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ぐ
っ
て
均
田
制
を
中
心
に
|
」
(
『
史
潮
』
第

一
O
O駿
一
九
六
七
)

「
所
謂
東
洋
的
専
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共
同
健
」
(
『
一
橋
論
叢
』
第
四
七
容
三
銃

一
九
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ニ
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九
六
一
東
京
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出
版
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川
勝
義
雄
・
谷
川
道
雄
「
中
圏
中
世
史
研
究
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立
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方
法
」

(
『
中
圏
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世
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究
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政
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七

O
東
海
大
事
出
版
曾
)
川
勝

義
雄
「
貴
族
制
祉
曾
と
孫
呉
政
樋
下
の
江
南
」
(
向
上
)
同
「
漢
末
の

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
五
省
四
貌
一
九
六
七
)

『
歴
史
』
第
一
容
四
統
一
九
四
八

『
園
家
権
力
の
諸
段
階
|
歴
史
皐
研
究
曾
一
九
五

0
年
度
大
曾
報
告
』

一
九
五

O

『
名
古
屋
大
事
文
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九
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一
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東
洋
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研
究
曾
〉

『
歴
史
響
研
究
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第
二
八
六
銃
一
九
六
四

傭
作
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
と
し
て
次
の
論
文
が
あ
る
。

影
山
剛
「
前
漢
時
代
の
奴
隷
制
を
め
ぐ
る
一
・
二
の
問
題
の
究
書
」
(
『
福

井
大
事
皐
襲
撃
部
紀
要
』
第
三
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祉
曾
科
事
五
一
九
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天
野
元
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漢
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土
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暦
記
念

論
文
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九
五
七
)

漢
代
に
お
け
る
小
経
営
生
産
様
式
の
共
同
慢
に
劃
す
る
自
立
度
の
問
題
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は
、
次
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論
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い
る
。
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