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る
。
:
:
:

第
二
の
問
題
は
、
中
園
が
西
欧
近
代
科
皐
を
受
容
し
た
後
に
お
い
て
も
、
中

園
の
思
想
家
た
ち
は
、
自
ら
の
近
代
的
自
然
貌
l
lひ
い
て
は
、
近
代
的
社
禽

相酬を

l
l
f構
築
し
え
な
い
ま
ま
に
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

:
:
道
と
器
、
値
と
用
、
と
い
っ
た
思
考
の
枠
組
み
の
中
で
、
つ
ま
り
器
や
用

の
面
に
お
い
て
西
欧
近
代
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
今
日
に
お
い
て
も

獲
っ
て
い
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
」
。

お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
研
究
の
嘗
初
か
ら
著
者
の
中
に
潜
在
し
、
か
つ
次
第
に

明
確
な
形
を
と
つ
で
頴
在
佑
し
て
き
た
問
題
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
ま
た
、
た
だ
に
近
代
中
園
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

お
よ
そ
中
園
思
想
な
る
も
の
の
根
抵
に
横
た
わ
る
基
本
的
な
課
題
の
一
つ
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。

-
議
γ

た
ぶ
ん
私
た
ち
は
、
著
者
の
い
う
よ
う
に
「
個
人
の
自
主
的
自
律
的
存
在
と

し
て
の
権
利
を
確
認
す
る
よ
う
な
思
想
が
つ
い
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
」
と
い
う
命
題
を
、
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ

は
、
他
な
ら
ぬ
著
者
の
扱
っ
た
限
り
で
の
思
想
史
的
事
実
が
詮
帽
列
し
て
い
る
と

こ
ろ
と
も
い
っ
て
い
い
。
だ
が
、
思
う
に
、
そ
の
こ
と
が
意
味
す
る
も
の
は
、

や
は
り
決
し
て
単
純
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
中
園
思
想
の
在
り
方
の

一

つ
を
指
示
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
む
ろ
ん
他
の
解
調
を
排
除
す
る
も
の
で

は
あ
る
ま
い
。
も
し
方
法
的
に
い
う
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
、
さ
ら
に
多
く
の
現

角
か
ら
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
今
後
も
積
み
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
著
者
の
指
摘
の
背
後
に
存
在
す
る
と
想
定
さ
れ
る
個
人
と
全
鐙

と
い
う
大
き
い
闘
式
の
他
に
、
か
り
に
個
燈
|
集
鰻
l
全
健
と
い
う
一
一
一
項
削
到
立

の
図
式
に
よ
る
讃
解
を
導
入
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
構
造
と
世
界

が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
康
有
震
に
つ
い
て
、
梁
啓
超
に
つ
い

て
、
ま
た
胡
遁
や
中
園
科
暴
祉
の
思
想
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
讃
み
と
る
た
め

の
、
な
お
未
知
な
る
鍵
は
存
在
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

を
摸
索
す
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
は
、
い
っ
そ
う
庚
い
比
較
の
庚
野
へ
と
つ
れ

出
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
債
値
判
断

と
は
別
の
次
元
に
お
い
て
、
な
お
私
た
ち
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
一
つ
の
震
要

な
課
題
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

著
者
が
、
今
後
、
古
代
へ
、
そ
し
て
道
数
へ
と
関
心
を
移
さ
れ
る
に
せ
よ

(
「
あ
と
が
き
」
)、
あ
る
い
は
近
代
中
園
の
思
想
に
、
い
っ
そ
う
の
焦
黙
が
-
合
さ

れ
る
に
せ
よ
、

著
者
の
こ
の
二
つ
の
問
題
か
、
よ
り
庚
い
視
野
の
中
で
検
詮
さ

れ
、
成
果
を
生
む
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

一
九
八
三
年
三
月

ー京

都

同

朋

舎

A
五
版
五
八
六
頁
一
五

0
00
園
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池
田
誠
・
田
尻
利
・
山
本
恒
人
・
西
村
成
雄
・
奥
村
哲
著

中
国
工
業
化
の
歴
史

中
国
労
働
運
動
史
研
究
舎

近
代
の
中
園
経
済
に
閲
す
る
通
史
的
書
物
は
、
こ
れ
ま
で
皆
無
で
あ
っ
た
。

日
本
の
み
な
ら
ず
中
園
に
お
い
て
も
ほ
.
ほ
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

「
中
園
近
代
経
済
史
」
と
の
表
題
を
冠
し
た
既
刊
書
は
、
す
べ
て

一
九
四
九
年

も
し
く
は
そ
れ
以
前
の
時
期
〈
H
中
華
人
民
共
和
園
成
立
以
前
〉
に
お
い
て
、
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I
V

絞
述
の
筆
を
止
め
て
い
る
し
、
ま
た
吐
曾
主
義
経
済
の
後
展
過
程
を
論
じ
た
著

作
の
場
合
、
一
九
四
九
年
以
前
の
中
園
経
済
史
を
、
十
分
視
野
に
入
れ
な
い
こ

と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
膨
大
な
史
質
の
整
理
が
必
要
に
な
る
と
い
う
そ

の
作
業
量
の
多
さ
に
謝
す
る
隠
賭
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
一
貫
し
た
論
理
に
よ

る
把
握
の
困
難
と
い
う
方
法
論
上
の
問
題
が
、
恐
ら
く
そ
う
し
た
事
態
の
背
後

に
横
た
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
工
業
化
の
歴
史
」
と

い
う
共
通
の
親
角
を
設
定
し
、
そ
れ
に
繰
っ

て
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
現
在
(
一
九

八
二
年
)
に
至
る
ま
で
の
通
史
を
描
こ
う
と
し
た
本
書
の
試
み
は
、
そ
の
意
味

に
お
い
て
貴
重
な
、
注
目
に
値
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
随
所
に
最
近
の
新
し
い
研
究
成
果
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
小
一
商
品
生
産

の
二
類
型
と
い
う
理
解
に
も
と
づ
く
一
商
業
的
農
業
史
の
新
把
握
(
第
一

章
|

一
、
田
尻
利
執
筆
)
、
民
族
的
運
動
の
持
つ
意
義
を
重
視
し
た
中
園
資
本
主
義

援
展
論
(
第
一
章
|
三
・
第
二
軍
|
一
、
西
村
成
雄
)
、
園
民
政
府
時
期
の
経

済
的
諸
達
成
に
関
す
る
積
極
的
評
償

(
第
二
章
|
三
・
四
・
奥
村
哲
)
・
都
市
近

代
工
鎖
業
の
新
民
主
主
義
的
再
編
成
の
一
典
型
と
し
て
の
東
北
解
放
医
理
解

(
第
三
章
|
二
、
西
村
〉
、
中
園
祉
舎
主
義
の
蓄
積
構
造
に
関
す
る
統
計
的
検
討

(
第
四
章
、
山
本
恒
人
〉
な
ど
、
い
ず
れ
も
斬
新
な
問
題
を
提
起
し
て
お
り
興

味
深
い
。

以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
持
ち
、
論
貼
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
本
書
に
劉

し
、
そ
の
全
容
を
紹
介
し
つ
つ
論
評
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
と
う
て
い
わ
れ

わ
れ
の
な
し
う
る
こ
と
で
は
な
い
。
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
角
度
か
ら
の
検
討
に

と
ど
ま
る
黙
に
つ
き
、
著
者
の
方
々
、
並
び
に
讃
者
諸
賢
の
御
寛
容
を
、

あ
ら

か
じ
め
詩
う
次
第
で
あ
る
。

冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
一
九
四
九
年
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
約
一
八

O

頁
、
そ
れ
以
降
の
時
期
に
つ
い
て
約
九

O
頁
と
、
そ
れ
ぞ
れ
を
重
視
す
る
構
成

を
と
っ
て
い
る
貼
に
、
本
書
の
一

つ
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
は

い
え
、
近
現
代
中
園
経
済
史
を
一
貫
性
あ
る
論
理
に
よ
っ
て
捉
え
る
の
は
、
と

く
に
、
一
九
四
九
年
以
前
と
以
後
と
を
開
聯
.
つ
け
て
理
解
す
る
の
は
、
決
し
て

容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
本
書
が
敢
え
て
「
工
業
化
」
と
い
う
概
念
を
用
い
た

の
も
、
そ
の
黙
に
か
か
わ
る
一
つ
の
選
揮
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

事
賀
、
絞
述

の
目
標
を
記
し
た
「
は
し
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
は

「中
園
近
代
化
の
歴
史

を、

経
済
的
な
側
面
に
お
け
る
近
代
化
の
中
心
的
な
環
で
あ
る
工
業
化
の
硯
熱

か
ら
、
資
本
主
義
化
過
程
か
ら
枇
曾
主
義
的
製
革
過
程
に
い
た
る
全
過
程
に
及

ん
で
、
そ
の
歴
史
像
を
描
き
だ
そ
う
と
す
る
」
試
み
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
も
そ
も
工
業
化
と
い
う
概
念
自
鐙
は
、
経
済
・

産
業
の
全
僅
の
中

に
お
い
て
、

近
代
的
工
業
生
産
の
占
め
る
量
的
比
重
|
|
生
産
額
、
資
本
金

額
、
就
業
者
数
等
々
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
ー
ー
が
、
増
大
し
て
い
く
過
程
を
一意

味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
経
済
史
上
に
お
け
る
き
わ
め
て
重
要
な
現
象
で
は
あ
る

に
し
て
も
、
た
だ
そ
れ
の
み
に
よ

っ
て、

特
定
時
期
・
特
定
地
域
の
経
済
構
造

な
り
生
産
関
係
な
り
の
特
徴
及
び
そ
の
努
化
の
方
向
性
を
質
的
に
把
鐘
す
る
と

い
う
の
は
、
ど
だ
い
無
理
な
話
で
あ
ろ
う。

換
言
す
る
な
ら
ば
、
「
工
業
化
の

親
慰
」
に
披
つ
て
な
し
う
る
分
析
の
範
囲
は
、
存
外
狭
い
も
の
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

貧
際
、
右
に
記
し
た
よ
う
な
疑
問
を
い
わ
ば
逆
説
的
に
裏
附
け
る
か
の
よ
う

に
、
各
章
の
目
六
種
的
記
述
を
見
る
限
り
、
工
業
化
概
念
は
ほ
と
ん
ど
明
示
的
に

用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
個
荷
の
執
筆
者
が
濁
自
の
キ
l
概
念
を
提
起

し
、
そ
れ
ら
を
軸
に
し
て
興
味
深
い
経
済
史
像
を
描
き
だ
し
て
い

っ
て
い
る
よ

う
に
も
讃
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
さ
し
あ
た
り
は
、

一
貫
性
あ
る
把
握

を
な
す
た
め
の
基
本
的
視
黙
や
工
業
化
概
念
の
有
数
性
な
ど
に
闘
す
る
詮
索
は

ひ
と
ま
ず
措
き
、
個
々
の
執
筆
者
が
絞
述
の
中
で
用
い
て
い
る
「
中
園
資
本
主

-200ー
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義
の
三
層
構
造
」
「
成
時
国
家
猫
占
い
「
園
家
資
本
主
義
』
「
重
工
業
優
先
設
展

戦
略
」
な
ど
の
基
本
的
な
キ
l
概
念
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た

'v 
〈
中
園
資
本
主
義
の
一
一
一
層
構
造
〉
に
つ
い
て

西
村
は
「
中
園
に
お
け
る
資
本
主
義
務
皿
展
の
全
構
造
に
注
意
す
る
必
要
が
あ

る
L
!?
ι
前
置
き
し
た
上
、
「
植
民
地
企
業
を
中
心
と
し
た
脅
園
主
義
資
本
支
配

下
の
植
民
地
資
本
主
義
・
買
緋
的
な
北
洋
官
僚
資
本
主
義
・
私
的
資
本
主
義
」

の
三
者
に
よ
っ
て
中
園
資
本
主
義
の
「
三
一
層
構
造
」
が
形
成
さ
れ
、
「
そ
れ
ぞ

れ
が
列
強
の
外
墜
と
濁
自
な
関
係
を
と
り
結
び
、
か
勺
相
互
に
関
連
し
あ
勺
て

い
た
」
と
の
理
解
を
提
起
し
て
い
る
(
六
九
頁
)。

そ
の
際
、
「
三
層
」
に
区
分

す
る
基
準
は
、
資
本
!の
所
有
形
態
の
差
異
に
あ
る
、
と
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に

前
二
者
に
糾
問
し
て
は
、
外
園
資
本
及
び
園
家
資
本
・
官
僚
資
本
(
擬
似
的
園
家

資
本
〉
と
の
呼
絡
も
用
い
て
い
る
(
入

O
頁
第
2
|
4
表
〉
。

全
構
造
的
な
把
握
の
必
要
性
と
い
う
そ
の
指
摘
自
慢
は
、
ま
さ
に
正
鵠
を
射

た
も
の
と
い
え
よ
う
。
近
年
、
寅
護
研
究
の
密
度
が
増
す
に
つ
れ
、
研
究
テ
'l

マ
の
個
別
細
分
化
が
避
け
難
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
が
]
そ
う
し
た

時
ζ

そ
、
部
分
的
現
象
や
一
時
的
な
動
き
の
安
易
な
一
般
化
ーを
戒
め
、
中
園
資

本
主
義
の
全
鐙
像
を
追
求
す
る
努
力
が
求
め
ら
れ
て
く
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
上
述
し
た
「
三
屠
構
造
」
と
い
う
捉
え
方
に
劃
し
て
は
、
次

の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
疑
問
を
墨
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
ず
第
一
一
は
、
経
済
構
造
分
析
の
方
法
論
に
か
か
わ
る
疑
問
で
あ
る
。
全
構

造
的
な
把
握
の
た
め
に
は
、
①
園
民
所
得
構
成
や
就
業
者
構
成
を
手
が
か
り
に

進
「め
ら
れ
る
、
総
迭
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
門
な
ど
も
含
め
て
の
包
括
的
な
産
業
構

造
分
析
、
②
輸
出
入
の
一
商
品
別
・
園
別
構
成
な
ど
を
も
と
に
し
た
貿
易
構
造
分

析
、
③
資
金
め
流
れ
を
解
明
し
て
い
く
金
融
構
造
分
析
、
等
h
が
不
可
依
と
さ

れ
よ
う
。
そ
れ
ら
の
結
果
に
よ
り
、
た
と
え
ば
生
産
財
・
消
費
財
の
二
部
門
分

割
的
観
黙
を
も
っ
て
、
営
一
該
時
期
中
園
資
本
主
義
の
再
生
産
構
造
の
特
質
に
迫

る
、
と
い
う
こ
と
な
ど
も
一
つ
の
方
向
性
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
手

順
を
経
ず
し
て
、
い
き
な
り
資
本
の
所
有
形
態
や
園
籍
の
差
異
を
唯

一
の
轟
準

に
、
「
三
層
構
造
」
な
る
経
済
構
造
を
規
定
し
て
し
ま
う
の
は
、
果
た
し
て
安

嘗
で
あ
ろ
う
か
?
少
な
く
と
も
著
者
自
身
が
他
の
個
所
で
用
い
て
い
る
「
中

園
貿
易
構
造
」

(
五
三
頁
〉
「
中
園
民
間
資
本
の
褒
展
構
造
」
(
六

一
頁
〉
「
資
本

主
義
的
産
業
構
造
」

(七

O
頁
〉
な
ど
の
諸
概
念
|
|
そ
れ
ら
自
身
に
つ
い
て

も
、
必
ず
し
も
明
確
な
規
定
が
奥
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
恩
わ

れ
る
が
|
!
と
、
こ
の
「
=
一
一層
構
造
」
と
い
う
概
念
と
の
聞
の
相
互
関
係
如
何

が
、
筋
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
経
済
構
造
を
分
析
す
る
際
、
資

本
の
所
有
形
態
や
園
籍
の
相
違
に
ど
の
程
度
の
比
重
を
置
い
て
考
え
る
か
、
と

い
う
黙
も
、
十
分
吟
味
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
中
園
資
本

主
義
の
全
構
造
把
揮
の
た
め
の
理
論
的
プ
レ
1
ム
ワ

l
p
を
、
あ
る
程
度
整
理

し
て
示
し
、
そ
の
上
に
た
っ
て
、
「
三
居
構
造」

規
定
を
再
検
討
す
べ

き
で

は

な
い
だ
ろ
う
か
。

ー

第
二
に
、
こ
の
コ
ニ
一
層
構
造
」
と
い
う
概
念
規
定
自
鐙
の
中
に
も
、
検
討
す

べ
き
絵
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
外
園
資
本
・
園
家
資
本
・

私
的
資
本
の
三
者
は
、
中
園
資
本
主
義
の
理
解
の
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

し
か
し
外
園
人
経
営

・
外
園
入
所
有
の
企
業
を
指
し
て
外
園
資
本
と
い
う
と
と

は
で
き
て
も
、
と
く
に
中
園
の
場
合
、
果
た
し
て
そ
れ
ら
の
外
園
資
本
が
、
一

個
の
「
植
民
地
資
本
主
義
」
を
形
成
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う

J

か
。
同
様

の
問
題
で
あ
る
が
、
園
家
資
本
を
「
北
洋
官
僚
資
本
主
義
」
に
、
私
的
資
本
を

「
私
的
資
本
主
義
」
に
1

そ
れ
ぞ
れ
等
置
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
来
資
本
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主
義
と
は
、
一
圏
の
図
民
経
済
レ
ベ
ル

に
お
い
て
捉
え
得
る
概
念
の
は
ず
で
あ

り
、
中
園
資
本
主
義
が
三
つ
の
資
本
中
，
義
に
わ
か
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
表

現
は
、
い
か
に
も
奇
妙
で
あ
る
。
著
者
自
身
、
「
資
本
主
義
の
三
層
構
造
の
全

慢
は
、
ひ
と
つ
の
資
本
主
義
的
経
済
制
度
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
」
(
七

O
頁、

ル
ピ
は
原
文
)
と
も
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
敢
え
て
「
三
層
構
造
」
と
稽
し

「
:
:
:
資
本
主
義
」
を
三
種
類
列
穆
す
る
よ
う
な
規
定
の
し
か
た
に
は
、
疑
問

が
残
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

第
三
に
、
外
園
資
本
・
園
家
資
本
・
私
的
資
本
の
三
者
相
互
の
関
係
を
、
い

か
に
理
解
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
中
園
資
本
主
義

の
「
一
二
一
層
構
造
」
と
は
「
植
民
地
資
本
主
義
を
頂
黙
と
す
る
重
層
的
な
経
済
除

剰
の
吸
牧
種
系
」
(
七
九
頁
)
だ
と
さ
れ
る
。
「
値
民
地
資
本
主
義
」
と
い
う
用

語
の
問
題
鮎
は
す
で
に
述
べ
た
し
、
ま
た
「
経
済
除
剰
」
と
い
う
パ
ラ
ン
・
ス

ゥ
イ
ー
ジ
ー
以
来
の
概
念
の
は
ら
む
難
貼
も
、
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
こ
う
。
今

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
引
用
し
た
表
現
に
よ
る
限
り
、
中
園
資
本
主
義
経

済
の
中
に
お
い
て
外
図
資
本
の
占
め
る
位
置
が
、
常
に
一
貫
し
て
座
倒
的
に
優

位
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
み
え
る
貼
で
あ
る
。
「
三一
層
」
と
い
う
表
現
も
、
上

層
に
外
園
資
本
・
中
層
に
園
家
資
本
・
下
層
に
民
間
資
本
と
い
っ
た
一
定
の
序

列
を
合
意
し
た
用
語
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
よ
う
な
捉
え
方
に
よ
っ
て
三
者
相
互
聞
の
関
係
を
固

定
的
に
位
置
づ
け
て
し
ま
う
の
は
、
果
た
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
一

九
一

0
年
代
末
か
ら
一
九
三

0
年
代
に
か
け
て
の
雨
大
戦
開
期
を
金
程
と
し
て

み
る
な
ら
ば
、
綿
業
な
ど
一
一
部
の
分
野
を
除
き
、
外
園
資
本
の
工
業
投
資
が
さ

し
て
噌
加
し
て
い
な
い
事
賞
、
そ
の
一
方
、
綿
布
加
工
・
人
絹
交
織
布
・
ホ
l

ロ

1
格
製
造

・
ゴ
ム
製
品
製
造
等
の
新
興
工
業
分
野
で
中
園
資
本
工
場
が
急
成

長
し
て
い
る
事
寅
(
本
書
一

O
八
頁
参
照
)
な
ど
に
よ
っ
て
、
工
業
面
に
お
け

る
外
圏
資
本
の
相
針
的
比
重
は
、
確
寅
に
減
少
し
つ
つ
あ
っ
た
、
と
い
え
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
金
融
面
に
お
い
て
も
、

銀
行
の
行
数
・
資
本
金
総
計
額

・
護

行
紙
幣
量
・
預
金
高

・信
用
替
取
扱
高
等
の
あ
ら
ゆ
る
指
標
か
ら
み
て
、
外
園
銀

行
の
地
歩
は
、
後
退
を
迫
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
中
園
資
本
主
義
に

闘
し
て
、
「
頂
黙
」
に
あ
る
外
園
資
本
が
、
中
園
資
本
か
ら
「
経
済
徐
剰
」
を

「
吸
牧
」
し
繍
け
た
と
特
徴
づ
け
て
し
ま
う
の
は
、
い
さ
さ
か
無
理
な
の
で
は

ハ
4
〉

あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
が

「=一
層
構
造
」
論
へ
の
最
後
の
疑
問
で
あ
る
。

〈
経
済
建
設

・「
官
僚
濁
占
資
本
」
〉

に
つ

い
て

園
民
政
府
統
治
下
の
経
済
建
設
と
抗
日
戦
争
期

・
園
共
内
戦
期
に
ま
で
至
る

資
本
主
義
変
展
の
性
格
を
検
討
し
た
奥
村
は
、

園
家
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い

て
、
以
下
の
よ
う
な
濁
自
の
見
解
を
ま
と
め
た
。
そ
れ
は
、
第

一
に
「
園
家
主

導
」
の
形
成
契
機
を
①
後
進
園
一
般
に
み
ら
れ
る
園
家
資
本
主
義
、
②
恐
慌
離

脱
の
た
め
に
推
進
さ
れ
た
統
制
経
済
、
③
抗
日
戦
準
備
の
た
め
に
寅
施
さ
れ
た

戦
時
統
制
の
三
つ
に
求
め
て
い
る
こ
と
(
一
二
六
1

七
頁
)、
第
二
に
「
ブ
ル

ジ
ョ
ア
的
徳
力
戦」

の
た
め
の
経
済
健
制
と
し
て
成
立
し
た
「
戦
時
閣
家
濁

占
」
を
、
一

般
の
園
家
濁
占
資
本
主
義
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
り
、
一
-一0
年
代

中
園
資
本
主
義
の
必
然
的
産
物
で
も
な
い
、
と
し
て
い
る
こ
と
ご
四

O
頁
)
、-

第
三
に
「
官
僚
資
本
」
と
は
「
戦
時
園
家
濁
占
の
私
物
化
傾
向
」
を
非
難
す
る

言
葉
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
私
物
化
傾
向
」
が
媛
大
し
民
間
資
本
の
離
反
を
も

招
い
て
し
ま
っ
た
そ
の
結
果
と
し
て
、

「図
民
黛
に
よ
る
資
本
主
義
化
の
挫
折

宣
告
」
、
邸
ち
四
九
年
革
命
が
あ
っ
た
の
だ
と
設
明
し
て
い
る
こ
と

ハ一

五

O

頁
〉
に
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
か
つ

て
「
官
僚
資
本
(
主
義
と
と
い
う
慨
念
は
、
園
民
政

府
統
治
下
に
お
け
る
園
管
公
営
企
業
の
設
展
や
経
済
統
制
の
強
ま
り
に
封
し
、

そ
れ
ら
を
、
専
ら
中
園
経
済
の
正
常
な
漫
展
を
損
ね
、
制
労
働
者
・
農
民
・
民
族
資
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本
等
合
』
豚
遣
す
る
も
の
と
捉
え
る
立
場
か
ら
、
そ
う
し
た
反
動
的
反
人
民
的
な

経
済
強
制
の
呼
稽
と
し
て
、
許
糠
新
・
王

E
南
・
陳
伯
達
ら
に
よ
っ
て
用
い
ら

れ
た
。
し
か
し
近
年
に
至
り
、
中
鳥
太
一

-
A
・
B
-
メ
リ
ク
セ
ト
フ
・
小
杉

修
二
ら
は
、
園
省
公
営
企
業
の
渓
展
や
経
済
統
制
の
強
ま
り
を
「
後
進
園
の
園

家
資
本
主
義
」
の
一
つ
の
在
り
方
だ
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
ら
が
中
園
の
園
家
的

自
立
を
支
え
る
下
部
構
造
を
形
成
し
た
、
と
し
て
む
し
ろ
積
極
的
に
許
債
す
る

見
解
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
研
究
史
の
流
れ
に
照
ら
し
た
時
、
奥

村
の
捉
え
方
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
の
理
解
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
奥
村
の
場
合
、
ー基
本
的
に
は
後

者
に
近
い
立
場
を
と
り
つ
つ
も
、
「
戦
時
園
家
濁
占
」
、
な
か
ん
ず
く
そ
こ
に
生

じ
た
「
私
物
化
傾
向
」
な
る
も
の
を
見
て
い
く
際
は
、
む
し
ろ
前
者
に
近
い
立

場
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
雨
者
の
論
理
の
整
合
性
如

何
と
い
う
問
題
が
、
嘗
然
、
関
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
残
念
な

が
ら
わ
れ
わ
れ
の
讃
む
限
り
に
お
い
て
は
l
!
?も
し
誤
讃
で
あ
れ
ば
お
許
し
願

う
ほ
か
な
い
が
|
|
、
必
ず
し
も
そ
れ
は
う
ま
く
い
っ
て
な
い
。
一
九
三

0
年

代
の
経
済
建
設
に
濁
す
る
積
極
的
評
僚
三
二
四

l
五
頁
)
は
、
な
ぜ
「
戦
時

国
家
濁
占
」
に
針
し
て
は
適
合
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
あ
て
は
ま
ら
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
い
つ
、
い
か
な
る
篠
件
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
な
の

だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
私
物
化
傾
向
」
な
る
現
象
は
、
な
ぜ
一
九
三

0
年
代
に
は

存
在
せ
ず
、
な
ぜ
一
九
四

0
年
代
に
顕
在
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た

一
連
の
疑
問
に
射
し
、
奥
村
の
絞
述
は
十
分
答
え
き
れ
て
い
な
い
よ
う
に
恩
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
自
身
、
説
得
力
あ
る
回
答
を
も
ち
あ

わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
圏
民
政
府
統
治
下
に
お
け
る
園
家
主
導
の
資
本

主
義
褒
展
、
な
か
ん
ず
く
抗
戦
期
・
内
戦
期
を
混
じ
て
の
そ
れ
を
歴
史
的
に
-評

債
す
る
た
め
に
は
、
な
お
今
後
の
研
究
に
待
つ
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
よ

う
こ
こ
で
敢
え
て
今
後
の
検
討
課
題
を
記
し
て
お
く
な
ら
ば
、
ま
ず
第
一
に
、

資
本
主
義
経
済
の
裂
展
に
お
い
て
園
家
の
果
た
す
役
割
を
め
ぐ
り
、
理
論
的
考

察
を
一
一
層
深
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
'れ
る
。
産
業
革
命
期
の
イ
ギ
リ

ス
や
「
高
度
成
長
」
期
の
日
本
の
例
な
ど
を
持
ち
だ
す
ま
で
も
な
く
、
お
よ
そ

資
本
主
義
経
済
の
褒
展
に
と
っ
て
、
国
家
の
経
済
政
策
や
圏
家
財
政
の
生
産
活

【

F
b

】

動
へ
の
動
員
は
、
本
来
不
可
絞
の
モ
メ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
園
家
の
経
済
へ

の
介
入
自
慢
は
、
中
園
的
特
質
で
も
な
け
れ
ば
、
「
後
護
資
本
主
義
園
」
に
特

有
の
現
象
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
究
極
的
に
は
、
「
官
僚
資
本
」

も
し
く
は

「
園
家
資
本
主
義」

と
い
っ
た
概
念
を
用
い
る
こ
と
自
慢
の
嘗
否
も
、
関
わ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
先
に
指
摘
し
た
「
私
物
化
傾
向
」
と
い
う
概
念
に

し
て
も
、
も
し
、
生
産
の
祉
曾
的
性
格
と
所
有
の
私
的
性
格
と
い
う
亀
裂
の
聞

に
ひ
そ
む
資
本
主
義
的
生
産
様
式
自
盤
の
根
深
い
矛
盾
が
、
織
烈
な
資
本
開
競

争
の
存
在
と
あ
い
ま
っ
て
、
資
本
主
義
園
家
の
経
済
介
入
の
あ
り
方
を
規
定
し

て
い
く
、
と
考
え
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
、
そ
う
し
た
新
し
い
概
念
を
使
う
に

及
.
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
に
、
奥
村
の
絞
述
も
含
め
、
従
来
の
研
究
は
「
官
僚
資
本
〈
主
義
〉
」

を
中
心
と
す
る
分
析
に
偏
し
て
い
た
嫌
い
が
あ
り
、
今
後
は
、
む
し
ろ
「
官
僚

資
本
」
と
さ
れ
る
部
分
以
外
の
動
向
に
も
視
野
を
庚
げ
、
こ
の
時
期
の
中
園
経
，

諸
問
の
全
種
像
を
描
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一

九
三

0
年
代
の
恐
慌
期
に
見
ら
れ
る
民
開
資
本
主
導
の
経
済
自
主
統
制
の
動
き

(
本
書
一
一
七
頁
等
〉
は
、
軍
部
に
よ
る
「
上
か
ら
」
の
園
家
統
制
の
動
き
と

は
、
明
ら
か
に
異
質
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
し
、
ま
た
抗
戦
期
に
濁
自
の
機
能

を
も
っ
た
上
海
経
済
の
位
置
(
同

一
三
五
頁
等
)
は、

単
に

「
戦
時
園
家
濁

占
」
と
の
関
係
を
見
る
だ
け
で
は
、
論
じ
室
せ
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
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〈
重
工
業
優
先
愛
展
路
線
〉
に
つ
い
て

山
本
が
執
筆
し
た
第
四
・
五
章
は
、
綿
密
な
統
計
的
資
料
の
分
析
を
ふ
ま
え

つ
つ
、
「
重
工
業
優
先
愛
展
路
線
」
へ
の
固
執
こ
そ
、
従
来
、
民
衆
生
活
の
改

善
が
軽
ん
じ
ら
れ
、
中
園
粧
品
聞
主
義
が
困
難
に
陥
る
最
大
の
要
因
に
な
っ
て
き

た
こ
と
を
、
明
快
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
諌
め
る
。
そ
の
よ
う
な
朕
況
は
、

第
一
次
五
箇
年
計
整
期
(
一
八
八
頁
等
〉
第
二
次
五
箇
年
計
垂直
期
〈
一
二
二
頁

等
〉
の
み
な
ら
ず
、
調
整
期
(
ニ
四
三
頁
等
〉
に
も
、
さ
ら
に
大
躍
進
期
(
二

三
O
頁
〉
文
革
期
ハ
二
五
三
頁
等
〉
一

0
箇
年
計
登
期
〈
二
六
二
頁
等
〉
に
も
、

は
っ
き
り
と
確
認
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
問
題
は
出
設
す
る
の
で
は
な
い
か
?
わ
れ
わ
れ
が

知
り
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
「
路
線
」
の
誤
り
に
、
困
難
の
原
因
を
求
め
る
こ

と
の
み
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
「
路
線
」
が
、
何
故
、
繰
返
し
提
起
さ
れ
繍
け

て
し
ま
っ
た
の
か
、
何
故
、
他
の
選
揮
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
、
も

し
今
後
そ
う
し
た
「
路
線
」
が
努
更
さ
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
要
因
は

何
か
、
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
も
含
め
、
解
明
を
期
待
し
た
い
の
で
あ
る
。

山
本
の
場
合
、
以
上
の
諸
駄
に
関
す
る
絞
述
は
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
第
二
次
五
箇
年
計
重
期
の
問
題
に
個
別
れ
た
個

所
を
み
る
と
、
「
中
闘
が
そ
の
よ
う
な
構
造
の
椋
換
〈
H
前
段
に
い
う
「
重
工

業
優
先
設
展
路
線
」
そ
の
も
の
の
板
本
的
関
換
を
一
意
味
す
る
。
引
用
者
。
)
を

安
嘗
と
も
可
能
と
も
考
え
な
か
っ
た
以
上
、
『
大
躍
進
』
へ
の
勝
換
は
必
然
で

あ
っ
た
」
公
二
二
頁
。
傍
黙
は
引
用
者
。
〉
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
な
ぜ
「

中
園
」
(
こ
の
場
合
、
誰
を
指
し
た
表
現
な
の
か
、
中
共
の
特
定
の
指
導
者
た

ち
か
、
中
園
の
民
衆
紙
鐙
か
、
そ
の
主
笹
を
よ
り
目
《
観
的
に
明
確
に
す
べ
き
で

あ
ろ
う
が
、
今
は
さ
し
あ
た
り
そ
の
詮
索
は
措
く
)
は
、
「
重
工
業
優
先
設
展

路
線
」
の
鶴
換
を
、
「
安
嘗
と
も
可
能
と
も
考
え
な
か
っ
た
」
の
か
と
い
う
問

い
か
け
が
、
愛
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
仰
を
あ
げ
る
と
、
文

革
を
論
じ
た
郵
分
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
文
章
が
見
ら
れ
る
。
「
:
:
:
巌
し
い

園
際
環
境
の
も
と
で
、
自
立
図
に
ふ
さ
わ
し
い
経
済
力
と
軍
事
力
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
:
:
:
そ
の
た
め
に
は
あ
る
時
に
は
農
村
が
負
捨
の
主
要
な

猪
い
手
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
負
捨
に
農
村
が
耐
え
得
な
く
な
っ
た
時
に

は
、
都
市
拙
労
働
者
底
漫
層
が
厳
し
い
負
捻
の
捲
い
手
と
し
て
形
成
さ
れ
:
:
:
」

(
ニ
四
五
頁
。
傍
駐
は
引
用
者
。
〉
や
は
り
こ
の
引
用
文
中
に
お
い
て
も
、
備
え

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
「
自
立
園
に
ふ
さ
わ
し
い
経
済
力
と
軍
事
力」

が
、
果
た
し
て
遜
切
な
規
模
に
お
い
て
構
想
さ
れ
て
い
た
の
か
否
か
、
と
い
う

黙
の
検
討
は
、
素
通
り
さ
れ
て
し
ま

っ
て
お
り
、
農
民
や
献
労
働
者
へ
の
負
婚
し

わ
寄
せ
に
劉
し
疑
問
を
提
起
す
る
絵
地
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る。
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も
し
以
上
に
列
参
し
た
諸
問
題
へ
の
考
察
を
さ
ら
に
深
め
て

い
っ
た
な
ら

ば
、
「
経
済
運
営
の
上
で
の
重
大
な
償
値
鶴
換
が
生
じ
て
い
る
」

〈二
七
四
頁
〉

「
人
民
犠
牲
の
苓
積
構
造
に
再
鴎
換
す
る
こ
と
は
も
は
や
あ
り
え
な
い
」
(
二
七

五
頁
〉
な
ど
と
い

っ
た
一
九
八
一
年
時
黙
の
中
園
経
済
に
糾
問
す
る
現
黙
認
識

も
、
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
率
直
に
い
っ
て
、
「
重
工
業
優
先
設
展
路
線
」
の
よ
っ
て
き
た
る
所
以
を

十
分
検
討
し
き
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
が
餐
化
し
「
軽
工
業
優
先
」
政
策
が

採
用
さ
れ
縫
繍
さ
れ
て
い
〈
可
能
性
に
つ
い
て
、
や
や
繁
観
的
に
み
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
寅
際
、
本
書
で
の
殻
測
と
は
異
な
り
、
一
九
八
二
年

後
半
以
降
、
再
び
中
園
経
済
の
中
で
の
生
産
財
投
資
の
比
重
は
高
ま
り
つ
つ
あ

る
か
に
見
え
る
。
そ
う
し
た
動
き
が
生
じ
や
す
い
構
造
的
な
原
因
に
つ
い
て
、

わ
れ
わ
れ
に
は
さ
ら
に
究
明
す
べ
き
課
題
か
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る

の
で
あ
る
。



以
上
、
大
獲
忌
偉
な
く
、
感
想
と
意
見
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
冒

頭
に
も
燭
れ
た
と
お
り
、
従
来
、
中
園
近
現
代
経
済
史
の
す
ぐ
れ
た
概
読
書
が
ー

乏
し
か
っ
た
事
貨
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
本
書
の
罵
け
か
け
て
く
る
問
題
は
決
し

て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
。
如
何
に
し
て
、
近
現
代
中
園
の
統
一
的
な
経
済
史

像
を
描
く
べ
き
な
の
か
?
|
|
本
書
は
、
そ
れ
を
考
え
て
い
く
た
め
の
豊
富
な

素
材
を
提
供
し
て
く
れ
た
。
巻
末
の
「
引
用
文
献
一
目
覚
」
も
有
盆
で
あ
る
。
改

め
て
著
者
の
方
々
の
御
苦
第
を
ね
.
き
ら
う
と
と
も
に
、
不
十
分
な
書
評
し
か
ま

と
め
ら
れ
な
か
っ
た
貼
に
つ
き
お
許
し
を
請
い
た
い
。
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註〈1
)

従
来
の
代
表
的
な
通
史
の
一
つ
と
し
て
湖
北
大
暴
政
治
経
済
皐
数
研
室

編
『
中
園
近
代
圏
民
経
済
史
講
義
』
(
一
九
五
八
年
)
が
あ
り
、
最
近
、
中

園
人
民
大
皐
政
治
経
済
拳
系
編
『
中
園
近
代
経
済
史
』
(
一
九
七
六
年
〉
を

始
め
、
数
種
の
通
史
が
新
し
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
、
人
民
共

和
園
成
立
以
降
の
問
題
は
扱
っ
て
い
な
い
。

(
2〉
た
と
え
ば
日
本
経
済
の
全
構
造
的
な
把
握
を
、
二
部
門
分
割
的
規
貼
か

ら
試
み
た
近
年
の
業
績
と
し
て
、
盟
理
陣
君
夫
等
編
『
日
本
資
本
主
義
再
生
産

構
造
統
計
』
(
岩
波
書
脂
、
一
九
七
三
年
〉
が
拳
げ
ら
れ
よ
う
。

ハ
3
〉
近
年
、
い
わ
ゆ
る
「
新
従
属
理
論
」
が
脚
光
を
あ
び
る
中
で
、
パ
ラ

γ
・
ス
ゥ
イ
ー
ジ
ー
ら
の
提
起
じ
た
「
経
済
除
剰
」
概
念
が
改
め
て
注
目
を

集
め
て
い
る
(
小
野
一
一
郎
編
『
南
北
問
題
の
経
済
皐
』
同
文
館
一
九
八
一

年
第
七
章
「
経
済
徐
剰
と
世
界
資
本
主
義
」
な
ど
参
照
〉
と
は
い
え
、
そ
れ

が
中
園
近
現
代
経
済
史
研
究
の
上
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
有
数
な
概
念
た
り

う
る
の
か
、
概
念
自
笹
の
蛍
否
も
含
め
恨
重
に
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

よ
ノ
。

(

4

)

現
地
資
本
主
義
一の
従
属
的
性
格
と
外
園
資
本
の
支
配
的
地
伎
を
強
調
す

る
の
が
、
「
新
従
属
理
論
」
の
一
つ
の
特
徴
だ
と
考
え
ら
れ
る
が

〈
た
と
え

ば
S
・
ア
ミ

ン
『
周
港
資
本
主
義
構
成
鐙
論
』
野
口
等
謬
、
柘
植
書
房
、
一

九
七
九
年
〉、
そ
れ
を
中
園
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
こ
と

も
、
自
明
で
あ
ろ
う
。

(
5〉
す
で
に
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
通
俗
的
な
自
由
放
任

園
家
像
と
は
異
な
万
、
自
由
主
義
段
階
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
こ
そ
、
園
家

の
干
渉
は
臼決
定
的
な
意
味
あ
い
を
も
っ
た
。
最
近
の
研
究
叫
肌
況
は
、
金
子
勝

「
段
階
論
と

『
世
界
市
場
』
像
の
再
検
討
」
『
祉
曾
科
皐
研
究
』
三
四
巻
六
時肌

一
九
八
三
年
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

〔
追
記
〕
本
稿
は
、
中
圏
第
働
運
動
史
研
究
舎
に
お
い
て
、
何
度
か
の
討
論
を

行
い
、
そ
れ
に
も
と
.
つ
い
て
久
保
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
以
下

に
掲
げ
る
研
究
禽
参
加
者
の
意
見
-か
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
文
章
表

現
上
の
責
任
は
、
全
て
久
保
が
負
う
。
(
参
加
者
名
・
菊
池
敏
夫
、
久
保
亨
、

黒
山
多
加
志
、
佐
藤
明
子
、
高
綱
博
文
、
古
厩
忠
夫
、
古
山
隆
志
)

一
九
八
二
年
二
月
京
都

法
律
文
化
粧

B
6
版
一
二
一
一
一
良
二
一ニ

O
O園
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