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今
日
の
経
済
学
の
課
題
と
論
理
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
『
創
造
的
世
界
経
済
学
序
説
』
と
し
て
こ
れ
を
述
ベ
た
。

今
日
の
世
界
に
必
い
て
は
、
自
我
的
え
な
主
体
が
、
個
人
と
し
て
階
級
と
し

τ国
家
と
し
て
、
原
燃
的
た
環
境
に
お
い
て
対
立
抗
争
し

て
い
る
。
こ
の
世
界
の
主
体
聞
と
環
境
面
と
の
矛
盾
に
よ
っ
て
、
全
人
頬
は
今
キ
壊
滅
の
危
機
に
直
聞
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
白

我
的
な
主
体
自
対
立
抗
争
は
、
経
済
的
に
の
み
見
る
も
現
に
人
類
の
生
産
力
白
多
く
を
浪
貸
し
て
あ
り
、
た
め
に
人
類
の
大
多
数
は
依

然
と
し
て
貧
困
に
苦
し
ん
で
い
る
。
か
く
白
如
き
世
界
を
、
平
和
と
人
類
の
福
祉
の
世
界
に
変
革
す
る
こ
と
が
、
今
日
白
世
界
史
的
課

題
で
あ
る
。
正
に
こ
れ
が
新
憲
法
に
上
り
新
日
本
の
使
命
と
さ
れ
た
と
己
ろ
で
あ
弘
。
か
く
し
て
今
日
目
経
済
学
の
課
題
は
、
自
我
的

主
体
の
対
立
抗
争
す
る
今
日
白
経
済
世
界
を
総
て
白
人
々
が
人
間
と
し
て
生
き
得
る
「
人
間
的
世
界
」
へ
と
変
革
す
る
己
と
で
あ
る
。

今
日
の
世
界
の
危
機
を
激
化
さ
せ
て
い
る
も
の
は
、
米
ソ
を
先
頭
と
す
る
世
界
の
二
大
陣
営
白
対
立
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
根
木
に
沿

い
て
今
日
の
世
界
に
お
け
る
径
折
の
考
ヘ
方
自
対
立
で
あ
る
。
即
ち
資
本
主
義
経
済
学
と
社
会
主
義
経
術
学
白
考
へ
方
の
根
木
的
な
相

違
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
白
今
日
の
世
界
に
お
い
て
経
済
学
を
真
に
研
究
せ
ん
と
す
る
者
は
、
両
者
の
立
場
を
根
本
的
に
反
省
し
な
け
れ



ば
な
ら
な
い
。
各
々
の
経
済
思
想
主
理
解
す
る
と
云
う
こ
と
は
、
深
〈
そ
の
恨
低
を
な
す
哲
学
的
思
想
を
理
解
し
、
己
れ
よ
り
そ
白
経

済
思
畑
山
を
根
本
的
K
理
解
す
る
己
と
で
左
け
れ
ば
な

b
友
い
。
更
に
と
の
経
済
思
想
を
批
判
す
る
の
も
、
モ
白
根
抵
と
な
っ
て
い
る
哲

学
思
惣
士
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
さ
れ
↓
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
白
対
立
を
止
揚
す
る
こ
と
も
、
モ
白
根
本
に
お
い
て
哲
学
思

想
の
対
立
を
止
揚
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
円
。
即
ち
経
済
的
な
対
立
を
中
心
と
し
て
危
機
に
あ
る
今
日
の
世
界
に
沿
け
る
経
済

晶
子
の
真
臼
研
究
は
、
当
然
に
哲
学
的
研
究
に
ま
で
深
ま
b
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
今
日
の
世
界
史
的
課
題
を
解
決
す

る
と
こ
ろ
の
今
日
の
経
済
学
を
確
立
す
る
に
は
、
先
づ
モ
の
哲
学
的
基
礎
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
左
い
の
で
あ
る
。

経
済
哲
学
な
る
も
の
が
我
が
国
の
学
界
に
お
い
て
は
じ
め
て
問
題
と
た
ヮ
た
の
は
、
大
正
の
は
じ
め
左
右
田
喜
今
郎
氏
に
よ
っ
て
で

あ
り
た
。
こ
白
左
右
田
哲
学
は
、
新
カ
Y

ト
派
哲
学
の
上
に
立
脚
し
て
い
た
。
新
カ
ゾ
ト
派
は
、
学
問
的
認
識
は
如
何
に
し
て
可
能
で

あ
る
か
を
問
題
に
し
た
と
こ
ろ
の
カ
Y
ト
哲
学
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
か

b
、
そ
れ
は
「
学
の
哲
学
」
で
あ
っ
た
。
第
一
次
世
界
大

戦
に
よ
っ
て
生
の
苦
し
み
を
探
く
体
験
し
た
人
間
が
生
を
深
く
問
題
と
寸
る
に
至
り
て
「
学
白
哲
学
」
に
代
っ
て
「
生
日
哲
学
」
が
高

ま
っ
て
来
九
r

モ
れ
は
生
の
木
質
を
明
ら
か
に
し
と
の
生
の
本
質
に
基
い
て
生
を
氾
握
し
生
を
支
配
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
己
の

立
場
よ
り
見
れ
ば
、

「
学
の
哲
学
」
が
主
題
と
し
た
「
学
」
な
る
も
の
も
生
白
働
き
の
一
面
と
し
て
の
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ス

ミ
ス
、

マ
ル
ク
マ
ハ
等
の
変
革
期
の
経
済
学
の
根
抵
に
あ
ヮ
た
哲
学
は
、
正
に
こ
の
「
生
日
哲
学
」
で
あ
っ
た
。
今
日
の
経
済
学
の
育
学

的
基
礎
去
る
も
の
も
、

-
学
臼
哲
学
」
で
わ
た
く
、
こ
の
「
生
日
哲
学
」
で
な
く
て
わ
た
ら
た
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
経
済
学
む
哲
学
の
現
状
主
一
瞥
せ
ん
に
、
マ
ル
ク
ス
学
派
と
対
立
し

τ、
経
済
学
界
を
二
分
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
近
代
経
済

学
は
、
依
然
ス
ミ
ス
以
来
の
原
理
即
ち
経
、
併
的
活
動
白
根
本
動
機
を
利
己
心
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
そ
の
代

表
者
の
一
人
で
あ
る
ケ
イ
ソ
ズ
は
「
一
般
理
論
』
白
最
後
の
章
『
一
般
理
論
の
導
く
べ
き
社
会
哲
学
に
関
す
る
結
論
的
覚
書
』
に
お
い

今
日
の
経
研
学
の
哲
学

第
八
十
四
巻

ノ、
九

第
四
号



今
日
町
経
済
学
O
哲
学

第
八
十
四
巻

七
O 

第
四
号

て
次
O
如
く
に
一
五
っ
て
い
る
。

「
そ
の
完
全
な
達
成
の
た
め
に
は
金
儲
け
の
勤
機
も
官
。
私
有
制
度
も
ま
た
必
要
で
あ
る
と
い
ふ
よ
う
な
人
間
活
動
に
し
て
価
値
あ
る
も
の
が
存
在
す

る
ο

の
み
な
ら
ず
、
金
儲
け
と
私
有
の
機
会
が
存
在
す
る
た
め
に
、
危
険
な
人
間
性
神
を
比
較
的
害
の
な
い
方
向
へ
導
き
入
れ
る
こ
E
が
出
来
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
性
癖
は
、
も
し
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
な
い
と
す
る
と
、
残
忍
性
主
か
、
個
人
的
な
権
刀
の
無
謀
な
追
求
と
か
、
そ
の
他

個
人
的
勢
力
扶
植
の
諸
々
の
形
態
に
そ
の
捌
け
口
を
求
め
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
人
が
同
じ
恭
君
に
な
る
に
し
て
も
彼
の
市
民
仲
間
に
対
し
て
暴
君
と

な
る
よ
り
は
紋
の
銀
行
践
両
に
対
し
て
暴
君
と
な
る
方
が
好
ま
し
い
。
」

か
く
の
如
き
「
社
会
哲
学
」
は
、
結
局
自
然
発
生
的
人
間
白
利
己
的
本
能
を
是
認
す
る
立
場
で
あ
っ
て
、
利
己
的
な
主
体
の
一
対
立
抗

争
の
一
世
界
を
変
革
ず
る
と
と
を
課
題
と
す
る
今
日
白
経
済
学
の
哲
学
と
た
り
得
な
い
こ
と
は
一
千
つ
主
で
も
た
い
。

同
じ
く
意
識
を
原
理
と
し
て
経
済
を
説
く
立
場

K
立
つ
も
の
で
、
今
日
特
に
注
意
さ
れ
て
い
る
白
は
、
マ
ッ
ク
ー
・
ウ
ェ
1
パ

l

の

『
。
フ
ロ
テ
凡
タ
γ
ト
の
倫
理
と
資
木
主
義
的
精
神
』
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
古
典
経
済
学
派
が
経
済
的
活
動
の
原
動
力
と
す
る
も
の
昔
、

更
に
そ
の
発
生
の
根
源
に
遡
っ
て
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
白
ウ
ェ

l
パ
ー
は
、
そ
の
者
の
終
り
に
次
白
様
に
云
っ
て

い
る
。
「
我
々
は
ま
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
禁
欲
そ
の
も
白
が
、
そ
の
生
成
と
特
性
と
に
語
い

τ、
社
会
の
文
化
諸
条
件

1
lわ
け
て

も
経
済
的
条
件
か

b
、
ど
の
様
に
影
響
さ
れ
た
か
を
明

b
か
に
し
左
け
れ
ば
左
ら
な
い
。
何
故
と
い
う
に
、
嘗
て
宗
教
的
意
識
内
容
が

人
の
生
活
態
度
、
文
化
、
国
民
性
に
あ
た
へ
た
影
響
白
大
い
さ
は
、
通
常
近
代
人
は
い
か
に
善
意
を
も
っ
亡
し
亡
、
も
、
過
去
の
実
際
ほ
ど

に
は
大
き
く
想
像
し
得
た
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
国
、
偏
狭
な
「
唯
物
論
的
」
文
化
観
、
歴
史
観
に
代
へ
て
、
お
な
じ
く
偏
狭

た
唯
心
論
・
因
果
的
文
化
観
、
歴
史
観
世
置
か
う
と
す
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
誤
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
っ
と
も
に
、

可
能
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
ど
ち
ら
も
は

研
究
の
準
備
作
業
と
し
て
で
な
く
、

結
論
L

し
し
て
主
張
さ
れ
る
L
仁
き
に
は
、

と
も
に



歴
史
的
真
理
を
明

b
か
に
す
る
こ
と
に
は
役
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
L

ウ
ェ
パ
ー
の
意
識
を
重
ん
ず
る
思
想
は
、
偏
狭
た
唯
物
論
に
対

す
る
批
判
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
が
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
今
日
白
経
済
学
の
哲
学
と
わ
た
り
得
た
い
も
白
で
あ
る
。

今
日
の
経
済
哲
学
と
し
て
文
配
的
た
も
白
は
、
マ
ル
ク
エ
主
義
白
哲
学
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
本
来
の
マ
ル
グ
マ
ハ
の
哲
学
と
は
異
d
な

っ
た
も
の
で
、
月
七
白
多
く
は
「
唯
物
史
観
む
公
式
」
を
適
用
す
る
こ
と
を
も
フ
℃
哲
学
す
る
と
考
え
て
い
る
公
式
主
義
で
あ
り
、
そ
の

ロ

γ
ヤ
模
倣
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
独
裁
が
公
然
と
批
判
さ
れ
て
以
来
混
乱
状
態
に
陥
っ
亡
W
る
c

か
く
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
自
身
も
『
現

代
の
唯
物
思
想
』
を
「
批
判
」
し
台
、

「
一
九
四
五
年
白
治
安
維
持
法
む
廃
止
は
、

弁
証
法
的
唯
物
論
白
商
業
化
を
と
も
な
っ
て

hv
た
。
」
ま
た
「
背
学
理
論
は
政
党
(
共
産
党
)
の
浬
論
に
た
い
し
て
い
つ
で
も
一
一
間
的
に
追
従
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
円
た
。
」
と

非
難
し
亡
い
る
。
こ
の
著
者
自

b
も
そ
の
「
終
草
L

に
お
い
て
「
わ
た
し
は
、
己
白
書
を
ま
さ
に
「
観
念
諭
だ
か

b
悪
く
、
唯
物
論
だ

か
b
良
川
「
」
と
い
う
調
子
で
か
き
す
す
ん
で
い

b
o」
と
一
五
ワ
て

W
る
。
か
く
の
如
き
公
式
主
義

r
I
ヮ
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
が
行
き

詰
る
に
至
ヮ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
か
く
て
『
戦
後
日
本
D
思
想
』
に
沿
い
℃
は
次
回
如
く
に
一
五
わ
れ
て
い
る
。

「
戦
後
の
民
科
り
歴
史
と
い
う
も
円
一
は
、
思
想
の
側
か
ら
見
る
と
、
残
念
で
す
が
、
一
呂
田
で
云
っ
て
、
マ
ル
グ
ス
主
義
の
思
想
と
し
亡
の
臨
落
。
歴
史

だ
と
思
う
ん
で
す
。
こ
こ
で
原
落
と
い
ふ
の
は
、
思
州
悼
の
持
主
が
、
自
分
の
「
立
場
」
や
「
考
え
」
を
、
根
本
か
ら
懐
疑
町
一
ル
ツ
ポ
に
た
た
き
込
ん
で
、

絶
え
ず
自
分
の
考
え
を
自
分
で
破
岐
し
て
は
再
形
成
寸
る
過
程
の
重
要
さ
を
忘
れ
て
、
自
分
の
立
場
か
実
体
化
す
る
こ
唱
と
を
指
し
て
い
ま
ち
。
」

更
に
「
民
科
の
断
種
的
発
怨
』
に
つ
い
て
は
日
く
、

「
自
分
と
意
見
の
違
う
や
つ
は
、
全
部
世
界
の
救
済
を
さ
主
た
げ
る
、
も
の
だ
、
根
こ
そ
ぎ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
二
度
と
こ
う
い
ふ
哲
学
が
出
て
米

な
い
た
め
に
は
、
こ
う
い
う
手
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
そ
う
い
う
発
想
で
運
動
が
行
わ
れ
る
ロ
西
日
哲
学
と
田
辺
哲
学
に
対
す
る
批
判
も
、
近
代

主
義
批
判
も
断
種
の
発
砲
で
来
て
い
る
。
こ
れ
は
優
生
学
的
に
、
自
分
の
み
が
歴
史
の
中
で
生
き
残
れ
る
。
生
き
残
る
の
は
マ
ル
グ
λ

主
義
だ
け
だ
と

今
日
の
経
揖
学
の
哲
学

第
八
十
四
巻

七

第
四
号



今
日
の
経
済
学
の
哲
学

第
八
十
四
巻

七

第
凹
号

四

か
〈
て
所
謂
7

ル
ク
λ

主
義
者
は
屡
々
田
川
怨
的
暴
力
と
し
て
働
い
か
。
か
か
る
浅
薄
な
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
思
想
的
マ
ル
ク
月
自
身

い
う
背
適
法
則
合
勝
手
に
作
っ
て
来
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
出
て
来
問
。
」

日
偉
大
な
哲
学
思
怨
と
異
去
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
西
山
哲
学
を
止
し
く
研
光
し
て
今
日
の
経
祈
学
に
対
す
る
そ
の
意
義
を
明

b

か
に
す
る
こ
と
は
、
今
H
の
経
済
学
の
哲
学
的
基
伐
の
惟
立
に
と
っ
て
欠
ぐ
自
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
経
併
哲
学
の
現
状
江
沿
い
て
は
、
今
日
の
経
治
学
の
哲
学
的
基
礎
を
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
然
b
ば
、
己
の
哲
学

的
基
礎
は
、
如
何
に
し
て
明
か
に
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
学
史
的
研
究
並
に
体
系
的
研
究
に
よ

b
た
け
れ
ば
な

b
な
い
。
学
史

的
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
白
学
史
的
発
展
に
即
し
て
こ
れ
を
明
か
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
に
特
に
軍
要
た
意
義
主
有
す
る
者
は
、

マ
ル
ク
ス
で
あ
る

マ
ル
ク
ス
の
卒
業
論
文
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
υ

は
じ
め
一
へ

l
F
ル
左
派
に
属
し

τ
い
た
彼
は
、

フ
ォ
イ
エ
ル

確
立
し
た
。

バ
ッ
ハ
の
影
響
に
工
り
唯
物
論
者
と
な
っ
た
が
、
更
に
こ
の
唯
物
論
を
批
判
す
る
己
と

K
Z
ヮ
て
は
じ
め
て
彼
自
身
の
哲
学
的
立
場
を

『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
テ
ー
ゼ
』
は
、

「
革
命
的
実
践
」
の
構
造
を
明
か
に
し
て
こ
の
彼
自
身
白
立
場
の
骨
子
を
一
部
め

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
十
に
は
「
古
雪
唯
物
論
の
立
場
は
市
民
社
会
で
あ
り
、

新
ら
し
い
も
む
の
立
場
は
人
間
的
社
会
血
H
O
E
S
-

円
]En『
ω
の
2
0
H
Z
岳
民
門
又
は
社
会
的
人
類
で
あ
る
」
と
一
五
い
、

更
に
十
一
に
は

「
哲
学
者
連
は
世
界
を
た
だ
粒
々
に
解
釈
し
て
来

か
く
て
彼
自
身
の
立
場
は
「
人
間
的
社
会
」
の

立
場
に
立
っ
て
世
界
を
変
革
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
人
間
的
世
界
」
は
後
に
「
自
由
の
国
」
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
ヲ
て
、
そ
と

た
だ
け
だ
、
世
界
を
変
革
す
る
こ
と
己
そ
が
重
要
で
あ
ウ
う
に
。
」
と
云
っ
て
い
る
。



に
b
M
V
て
総
亡
の
人
が
人
間
と
な
り
得
る
社
会
で
あ
る
。

ζ

白
「
人
間
的
社
会
」
へ
と
資
本
主
義
社
会
を
変
革
す
る
こ
と
が
注
彼
白
一

生
を
貫
徹
し
た
と
こ
ろ
白
課
題
で
あ
っ
て
、
彼
の
学
問
研
究
も
実
際
運
動
も
総
て
乙
の
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
課
題
主
解
決
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
彼
の
歴
史
的
、
理
論
的
、
政
策
的
の
経
済
学
的
研
先
は
、
今
日
山
世
界
史
的
課
題
に
最
も

近
い
課
題
を
解
、
決
せ
ん
と
し
た
点
に
お
い
て
、
ま
た
こ
れ
ま
で
の
経
済
学
的
研
究
心
常
識
的
な
も
の
と
異
な
フ
て
は
じ
め
て
優
れ
た
哲

学
的
方
法
の
自
覚
に
基
い
て
な
さ
れ
た
優
れ
た
研
究
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
今
日
目
経
済
学
的
哲
学
的
基
礎
を
明
か
に
す
る
に
は
、
他

の
何
れ
の
経
済
学
よ
り
も
重
要
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
今
日
の
経
済
学
の
哲
学
的
基
礎
を
明
か
に
せ
ん
が
た
め
に
、
先
づ
乙
の
マ
ル

グ
月
経
済
学
白
哲
学
的
基
礎
を
根
本
的
に
明
か
に
し
た
け
れ
ば
な
b
た
い
の
で
あ
る
。

己
の
マ
ル
ク
ス
は
、
占
典
経
済
学
が
市
民
社
会
主
以
て
本
当
の
従
ヮ

τ不
変
的
な
経
済
社
会
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、

市
民
社
会
を
成
立
、
発
展
、
没
落
田
過
程
に
沿
い
て
明
、
b
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
社
会
を
変
革
す
る
経
済
学
を
新
た
に
立
て
た
。

然
る
に
今
日
目
マ
ル
ク
λ

主
義
者
は
多
く
、
マ
ル
グ
ス
の
思
沼
主
以
て
本
当
白
従
ヮ
て
不
変
な
も
山
で
あ
る
と
云
う
考
え
に
立
っ
て
い

る
。
然
し
マ
ル
ク
ス
自
身
の
思
想
主
真
に
研
究
す
る
に
は
、
マ
ル
タ
ス
心
研
究
精
仲
に
ヰ
た
な
け
れ
ば
な

b
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

マ
ル
ク
λ

の
思
想
を
そ
白
源
泉
に
ま
で
さ
か
白
ほ
り
、
そ
こ
よ
り
は
じ
め
て
、
マ
ル
ク
ス
白
思
想
自
身
を
成
立
、
発
展
の
過
程
に
あ
い
て

研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
レ

l
ニ
ン
は
、
マ
ル
ク
λ

思
想
D
三
ワ
白
根
源
と
し
て
ド
イ
ツ
白
古
典
哲
学
、
英
悶
の
古
典
的
経
済
学
、
フ

ラ
ン
ス
白
社
会
主
義
を
挙
げ
℃
い
る
品
、
こ
れ
に
従
っ
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
の
多
く
は
マ
ル
ク
λ

の
哲
学
思
想

ω源
泉
を
へ

1
ゲ
ル

に
お
い
℃
見
ん
と
し
た
。
な
る
ほ
ど
、
マ
ル
ク
ス
も
『
資
本
論
」
第
一
巻
第
二
版
印
版
I
M

人
に
沿
い
て
次

ω
如
く
云
ヮ
て
い
る
。

「
訟
は
、
公
然
か
の
伴
大
な
思
想
家
の
門
人
た
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
弁
証
法
は
へ

l
ゲ
ル
の
手
に
お
い
て
は
神
硲
化
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の

こ
と
は
決
し
て
、
彼
が
そ
の
一
放
運
動
を
、
は
じ
め
て
包
括
的
に
且
つ
意
識
的
な
仕
方
で
、
叙
述
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
妨
げ
は
し
な
か
っ
た
。
弁
一
証

法
は
彼
に
あ
っ
て
は
逆
立
ち
し
て
い
る
。
吾
々
は
神
秘
的
な
外
皮
の
中
に
合
理
的
な
核
心
を
発
見
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
顛
倒
し
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
」

今
日
の
経
情
学
の
哲
学

第
八
十
四
巻

b 

第
四
号

五



今
日
の
経
済
学
D
哲
学

第
八
十
四
巻

七
回

第
四
円
勺

"' 

か
く
マ
ル
ク
ス
は
、
何
よ
り
も
弁
証
法
的
な
論
理
は
こ
れ
主
へ

l
Jゲ
ル
陀
学
ん
だ
が
、
然
し
そ
む
根
本
的
立
場
は
、
己
れ
を
否
定
し

た
。
然
ら
ば
己
の
マ
ル
ク
ス
の
根
本
的
た
立
場
の
源
泉
は
、
何
処
に
求
む
ベ
一
吉
か
。
彼
は
『
資
木
論
』
第
一
巻
に
「
等
価
形
態
」
を
論

ず
る
に
当
っ
て
次
の
様
に
云
っ
て
い
る
。
「
最
後
に
展
開
さ
れ
た
等
価
形
態
む
二
ヲ
の
独
自
性
は
、
価
値
形
態
を
、
き
わ
め
て
多
く
の

思
惟
諸
形
態
・
社
会
諸
形
態
お
よ
び
自
然
諸
形
態
と
と
も
に
、
初
め
亡
分
析
し
た
か
の
偉
大
な
研
究
者
に
ま
で
吾
々
が
帰
フ
て
行
く

宮
内
目
。
自
由
弓

ωωE
司
耳
目
岳
∞
円

N
5ロ
わ
肘
問
。

7
3
と
き
、
さ
ら
に
い
っ
モ
う
理
解
し
や
す
〈
な
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
ア
り
ス
ト
テ
レ

、

足

、

月
で
あ
る
。
」
こ
こ
に
ア
リ
λ

ト
テ
レ
月
を
も
っ
て
思
惟
、
自
然
、
社
会
の
き
わ
め
て
多
〈
の
諸
形
態
を
は
じ
め
て
分
析
し
た
偉
大
な

恥
あ
和
と
云
っ
て
い
る
の
は
、
彼
が
ギ
リ

γ
ャ
の
学
問
思
想
を
集
大
成
し
て
確
立
し
今
日
に
ま
で
妥
当
す
る
学
問
的
体
系
で
あ
る
と
こ

ろ
の
第
一
哲
学
、
自
然
白
学
、
社
会
の
学
に
つ
い
て
で
あ
っ

τ、
マ
ル
ク
月
白
哲
学
的
並
び
に
社
会
的
研
究
白
原
型
の
多
く
が
、
そ
の

引
用
の
あ
る
た
し
に
拘
ら
ず
、
こ
の
「
偉
大
た
研
究
者
」
の
思
想
よ
り
出
発
し
て
い
る
己
と
は
、
ア
リ
只
ト
T

V
ス
を
研
究
す
る
己
と

に
よ
っ
て
、
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
づ
て
マ
ル
ク
兄
の
思
想
は
、
一
度
こ
り
偉
大
な
研
究
者
に
ま
で
還
り
行
吉
、
こ
こ
に
そ
の

原
型
を
求
め
己
こ
よ
り
出
発
し
て
成
立
的
に
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
正
し
く
明
ら
か
に
理
解
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
マ
ル
ク
ス
を
成
立
発
肢
の
過
程
に
お
い
て
研
究
す
る
と
一
戸
う
と
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
見
に
ま
で
還
り
そ
り
後
の
発
展
で
あ
る

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
へ

I
ゲ
ル
に
則
し
て
成
立
的
に
研
究
す
る
と
共
に
、
更
に
マ
ル
ク
ス
以
後
の
世
界
的
現
実
と
思
想
白
今
日
に
至
る

ま
て
の
発
展
に
即
し
て
発
展
的
に
研
究
す
る
己
と
で
あ
る
。
己
れ
が
マ
ル
ク
ス
心
学
問
精
神
に
よ
っ
て
ぞ
ル
ク
ス
士
研
究
す
る
所
以
で

あ
る
。
と
と
に
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
は
そ
れ
と
し
て
は
優
れ
て
い
る
が
、
な
ゐ
未
完
成
で
あ
ヲ
亡
休
系
的
に
統
一
さ
れ
て
い
な
い
か

b
、
モ
れ
を
全
体
と
し
て
明
b
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
モ
の
解
り
易
い
一
面
の
与
を
浅
薄
に
解
し
て
こ
れ
を
公

式
的
に
適
用
す
る
公
式
主
義
D
行
は
れ
る
己
と
が
少
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
万
学
白
視
と
一
五
わ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
V

ス
は
今
日
も
尚
お



妥
当
す
る
学
的
体
系
を
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
か

b
、
と
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
体
系
的
な
思
想
に
還
っ

τ
マ
ル
グ
月
を
研
究
す
る
こ

と
は
、
そ
の
思
想
主
体
系
的
に
統
一
す
る
こ
と
に
も
役
立
ワ
白
で
あ
る
。

乙
の
マ
ル
ク
ス
研
究
に
お
い
て
更
に
注
意
寸
べ
き
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
に
か
え
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
研
究
者
は

麗
し
ペ
マ
ル
ク
ス
よ
り
も
斑
解
し
易
い
エ
ソ
ゲ
ル
ス
主
通
し
て
マ
ル
グ
マ
〈
を
理
解
せ
ん
と
す
る
。
そ
の
哲
学
的
能
力
に
お
い
て
は
マ
ル
ク

ス
に
劣

p
む
し
ろ
臼
然
科
学
金
得
意
と
し
た
工
γ
ゲ
ル
ス
は
、
屡
々
マ
ル
グ
ス
の
哲
学
思
想
主
、
マ
ル
ク
ス
が
『
テ
ー
ゼ
』
に
云
っ
て

い
る
と
こ
ろ
白
「
古
き
唯
物
論
」
の
方
向
に
押
し
や
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
て
7

ル
グ
ス
主
義
者
b

正
し
て

t

唯
物
史
観
の
公
式
」
を

偏
重
せ
し
む
る
結
果
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
レ

l
ニ

γ
、
ス
タ
l
p
y
を
通
じ
て
マ
ル
ク
ス
の
思
怨
を
理
解
せ
ん
と
す
る
こ
と

は
、
己
れ
を
ロ
ジ
ャ
化
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
を
免
れ
得
な
い
。
か
く
℃
マ
ル
ク
ス
思
想
を
研
究
せ
ん
と
す
る
も
白
は
、
先
づ
マ
ル
ク

ユ
自
身
に
か
え
り
更
に
こ
の
マ
ル
グ
兄
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
λ

に
ま
で
還
し
て
根
源
的
に
研
究
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
台
。
而
も

か
く
マ
ル
ク
ス
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
関
係
に
お
い
て
研
究
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
為
さ
れ
な
か
っ
た
白
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
位
、
問
欧
白
古
代
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
ギ
リ
γ
ャ
に
は
そ
れ
自
身
と
し
て
古
代
、
中
世
、
近
世
D
発
展
が
あ
っ
た
の

で
あ
り
、
ア
リ
九
ト
テ
レ
ス
白
当
時
は
、
近
世
の
崩
壊
期
で
あ
り
、
個
人
主
義
的
危
対
立
抗
争
に
行
き
詰
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

個
人
主
義
的
立
場
を
是
認
し
た
も
む
が
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
唯
物
論
的
立
場
で
あ
り
。
乙
れ
に
対
立
し

τ観
念
論
的
立
場
に
立
っ
た
も
の
が

プ
ヲ
ト
ー
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を
止
揚
し
て
実
践
的
な
立
場
に
立
っ
た
も
の
が
、
ア
リ
月
ト
テ
V

メ
で
あ
っ
た
。
か
く
て
彼
は
個
人
主

義
的
に
行
き
詰
ま
れ
る
当
時
心
部
市
国
家
昔
、
総
て
の
人
間
が
人
間
た
り
得
る
現
想
国
家
に
変
革
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
、
己
れ
を
解

今
日
白
経
済
学
の
哲
学

第
八
十
四
巻

七
百

第
四
号

七



今
日
白
経
荷
学
の
哲
学

決
す
る
た
め
に
、
は
じ
め
て
実
践
学
な
る
も
む
を
、
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
実
践
芋
が
彼
の
『
倫
担
学
』
と
吋
政
治
学
」
で
あ
ヲ

第
人
十
四
巻

一七
，ヤ

第
四
号

ノl

て
、
そ
の
中
に
経
済
学
の
基
礎
が
は
じ
め
て
置
か
れ
た
。
こ
こ
に
ア
リ
λ

ト
テ
レ
λ

は
経
済
学
祖
と
も
な
る
白
で
あ
る
。

今
日
目
世
界
史
的
課
題
、
も
、
近
世
の
自
我
的
な
諸
主
体
が
対
立
抗
争
す
る
こ
と
に
よ
コ
て
行
委
C

詰
れ
る
今
日
の
世
界
主
、
総
て
白
人

々
が
人
間
と
在
る
と
こ
ろ
の
世
界
に
変
革
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
故
に
、
今
日
目
世
界
と
ギ
り

γ
ャ
の
都
市
国
家
と
は
そ
の
大
さ
を

組
内
に
す
る
が
、
市
も
そ
の
実
践
的
課
題
K
は
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
仁
の
点
に
お
い
て
ア
リ
九
ト
テ
レ
ス
と
マ
ル
ク
λ

と
も
相
迫
ず

る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

己
の
ア
リ
月
ト
テ
レ
ス
の
学
問
の
体
系
は
、
第
一
哲
学
、
自
然
白
学
、
人
生
の
学
よ
り
成
フ

τ
い
る
が
、
乙
白
第
一
哲
学
り
は
じ
め

遍
へ
と
進
み
、
知
覚

l
記

憶

経

験

l
術

学

l
哲
学
で
あ
る
。

に
、
哲
学
並
に
そ
の
他
の
知
識
の
性
格
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
先
づ
知
識
の
成
立
の
順
序
が
考
察
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
特
殊
Z
U普

「
我
々
は
術
の
人
世
経
験
白
人
よ
り
も
よ
り
賢
明
で
あ
る
と
考
へ
る
。

経
験
の
人
は
事
物
が
か
く
あ
る
こ
と
を
知
る
が
何
故
在
る
か
を
知
b
た
円
。
然
る
に
術
白
人
は
そ
白
理
由
を
而
し

τそ
の
原
因
を
知
ワ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
こ
の
術
よ
り
更
に
普
遍
的
な
知
識
が
成
立
フ
、

そ
れ
は
「
学
」
で
あ
ヲ
で
原
因
自
体
の
知
識
で
あ
る
。

乙

の

「
学
」
よ
り
更
に
普
遍
的
な
知
識
が
成
立
す
る
、
そ
れ
は
哲
学
で
あ
る

「
特
殊
詩
科
学
は
実
在
白
一
部
を
切
り
取
っ
て
己
の
部
分
の

属
性
を
研
究
ナ
る
も
白
で
あ
る
」
が
「
哲
学
者
の
学
は
実
在
主
実
在
と
し
て
普
遍
的
に
論
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
在
白
或
一
部
を
論

ず
る
も
白
で
な
い
」

「
此
等
諸
科
学
問
そ
れ
が
取
扱
う
研
究
対
象
た
る
事
物
の
本
質
に
関
し
て
は
何
等
白
論
を
与
へ
な
い
。
・
而
し

て
実
在
を
実
在
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
即
ち
実
在
の
実
在
と
し
て
の
本
質
並
に
実
在
に
実
在
と
し
て
属
す
る
属
性
を
研
究
す
る
己
と
は
、

己
の
も
り
(
第
一
哲
学
)
に
属
す
る
も
白
で
あ
る
。
」

以
上
は
知
識
の
成
立
の
順
序
で
あ
る
が
、
知
識
の
論
理
的
な
順
序
は
己
の
逆
で
、
普
遍
よ
り
特
殊
へ
で
あ
る
。
即
ち
ア
リ
λ

ト
テ
レ



A
K
沿
い
て
は
、
知
る
と
云
う
こ
と
は
、
原
悶
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
る
。
即
ち
原
因
一
世
効
る
左
ら
ば
、
と
れ
か
ら
而
し
て
こ
れ
に
上

っ
て
こ
の
原
凶
に
基
く
総

τ白
事
柄
主
知
り
得
る
こ
と
と
忘
る
。
「
総
て
の
学
は
、

モ
れ
が
対
象
の
各
に
対
し
て
特
定
白
原
川
崎
及
原
因

を
求
め
る
。
」
も
の
で
あ
る
が
、
「
こ
れ
(
第
一
哲
学
)

は
第
一
一
原
理
及
胤
因
を
研
究
す
る
学
で
な
く
て
は
な
ら
な
性
。
」
か
く

τ知
識

の
論
理
的
な
順
序
は
知
識
の
成
立
の
順
序
の
逆
に
友
る
む
で
あ
ワ
て
、
成
立
白
順
序
に
沿
い
て
最
後
の
も
の
で
あ
る
哲
午
は
最
も
包
活

的
普
遍
的
な
知
識
で
あ
っ
て
ρ
成
立
の
順
序
に
沿
い
て
先
で
あ
る
科
学
等
一
切
の
知
識
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
哲
学
日
本
質
に
ワ
い
て
の
ア
り
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
は
需
要
で
あ
っ
て
、
今
日
四
哲
学
の
考
え
が
モ
れ
へ
還

b

「
私
は
古
来
の
伝
統
の
如
〈
、
哲
す
は
真
実
在
の

学
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
オ
ジ
ト
l

ス
・
オ
ン
の
学
、
オ

γ
ト
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
モ
と
に
哲
学
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ

る
。
哲
学
は
、
そ
白
立
場
か

b
、
種
々
左
る
問
題
を
考
え
る
の
で
あ
る
L

。

ん
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
岡
田
哲
学
は
次
の
如
く
に
云
っ
て
い
る
。

ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
哲
学
の
本
質
』
に
一
沿
い
て
次
の
様

忙
述
ベ
て
い
る
。
材
学
の
総
て
の
機
能
臼
中
に
存
す
る
最
も
一
般
的
な
性
質
は
、
所
与
的
な
も
の
を
其
最
後
の
基
礎
に
ま
で
洲
っ
て
、

基
礎
付
け
連
関
付
け
ん
と
す
る
思
惟
の
特
質
で
あ
る
。
か
〈
見

b
れ
た
時
哲
学
は
「
最
も
徹
底
せ
る
・
最
も
力
強
き
・
最
も
包
括
的
な

思
惟
」
に
外
な
ら
な
い
。
か
く
て
哲
学
す
る
と
云
う
こ
と
は
、

己
目
。
目

EHm四
E
F
白
H
O
出
。
四

2
忌
戸
口
問
自
己

N
g
m
E
E
B
F
E
S四

「
基
礎
を
置
〈
こ
と
、
こ
の
基
礎
よ
り
恨
拠
付
け
る
己
と
、
連
関
付
け
る
己
と
」
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
然
ら
ば
と
の
基
礎
と
は
何

か
、
そ
れ
は
買
実
在
で
な
け
れ
ば
た
ら
社
い
。
哲
学
は
、
瓦
実
在
と
は
如
何
な
る
も
の
か
を
究
明
し
て
、
そ
こ
か

b
全

τ
の
問
題
を
考

え
る
の
で
あ
る
か

b
、
こ
の
氏
実
性
心
考
へ
の
具
な
る
に
よ
っ
て
哲
学
が
呉
り
、
ま
た
官
ノ
実
在
の
考
え
が
発
展
し
行
く
に
つ
れ
て
哲
学

が
発
展
す
る
。
こ

m
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
か
に
す
る
。

か
〈
て
こ
の
冥
実
在
か
ら
経
済
白
諸
問
題
を
考
へ
る
の
が
経
済
哲
学
で
あ
る
。
上
述
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
月
の
論
に
つ
い
て
哲
学
と
経

今
日
。
経
掛
学
の
哲
学

第
八
十
四
巻

じ
七

第
四
号

三L



今
日
心
経
済
学
の
哲
学

第
八
十
四
巻

七
ノL

第
四
号

。

済
学
と
白
関
係
を
見
ん
に
、
特
殊
科
学
で
あ
る
経
済
学
は
そ
の
研
究
対
象
た
る
実
在
の
本
質
を
論
じ
な
い
が
、
経
済
学
白
対
象
た
る
実

在
を
も
含
む
真
実
在
白
木
質
を
研
究
す
る
最
も
普
通
的
な
知
識
で
あ
る
哲
学
は
、
こ
の
真
実
在
か

b
経
済
学
を
も
基
礎
づ

η
る
も
の
で

あ
る
。
か
く
て
哲
学
は
成
立
の
順
序
よ
り
云
え
ば
科
学
か

b
で
あ
る
が
、
論
理
的
な
順
序
よ
り
云
え
ば
哲
学
か
ら
科
学
を
基
礎
づ
け
る

の
で
あ
る
o

か
か
る
意
味
に
お
い
て
科
学
が
背
学
士
作
り
哲
学
が
科
学
を
作
る
と
し
て
両
者
は
弁
証
法
的
一
体
に
考
え

b
れ
る
。
従
ヲ

て
、
既
存
の
経
済
学
を
批
判
し
て
新
た
な
経
済
学
主
立
て
る
経
済
学
者
な
る
も
の
は
、
同
時
に
哲
学
者
で
怠
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
事
実

マ
ル
ク
ス
は
『
テ
ー
ゼ
L

に
ゐ
い
て
、
自
分
の
立
場
を
述
ベ
、
「
人
間
的
社
会
」
の
立
場
に
立
っ
て
世
界
を
変
革
す
る
哲
学
者
と
し

τ

い
る
。
月
ミ
ス
も
ま
た
哲
学
者
で
あ
っ
た
。

上
述
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
エ
の
論
は
、
経
、
折
学
と
生
と
の
関
係
に
づ
い
て
も
教
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
即
ち
経
済
学
な
る
も
の
は
、
人

問
の
経
済
生
活
に
お
け
る
知
識
か
ら
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
経
済
的
原
因
自
体
の
知
識
で
あ
っ
亡
経
済
生
活
に
お
け
る
知
識
を
基
礎
づ
け

経
済
生
活
を
支
配
す
る
と
乙
ろ
の
も
の
で
あ
る

E

事
実
ス
ミ
マ
ハ
が
彼
の
経
済
学
を
『
諸
国
民
の
富
白
性
質
と
諸
原
因
の
研
究
』
と
し
た

時
、
こ
れ
は
ア
り
λ

ト
テ
レ
ス
の
志
味
す
る
原
因
の
知
識
と
し
て
心
経
済
学
を
考
え
て
い
る
む
で
あ
る
の
か
く
て
経
済
的
生
よ
り
成
立

し
経
済
的
生
金
支
配
す
る
経
済
学
な
る
も
の
は
、
経
済
的
生
か
ら
作
ら
れ
て
経
済
的
生
金
作
る
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。

こ
仁
に
経
済
学
と
人
生
と
は
芥
一
証
法
的
に
統
一
さ
れ
る
乙
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
経
済
学
と
政
治
と
臼
関
係
に
つ
い
て
も
云
わ
れ
得

る
。
要
す
る
に
、
経
済
学
な
る
も
白
は
、
生
よ
り
発
し
、
哲
学
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
確
立
し
、
生
堂
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

却

己
の
/
リ
λ

ト
テ
レ
λ

の
『
第
一
哲
一
千
』
に
お
け
る
生
成
論
は
、
経
済
学
を
含
む
実
践
学
臼
対
象
た
る
人
生
的
実
在
白
実
践
的
本
質

と
そ
の
実
践
的
な
研
究
点
法
セ
明
ら
か
に
し

τ
い
る
が
、
こ
白
生
成
論
を
理
解
合
ん
が
た
め
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
白
原
闘
な
る
考

え
を
一
応
明
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

b
な
い
。
既
に
述
べ
た
が
如
く
、
ア
リ
λ

ト
テ
レ
ス
は
原
因
に
よ
フ
て
知
る
と
云
う
、
ま
た



「
我
々
は
原
因
を
知
っ
た
時
、
学
的
知
識
を
有
す
る
と
考
へ
る
。
而
し
て
四
つ
白
原
因
が
あ
る
」
と
云
っ
て
い
る
。
と
の
四
つ
の
原
国

は
、
目
的
困
、
形
相
図
、
質
料
困
、
動
力
困
で
あ
る
。
己
の
四
つ
の
も
の
は
人
聞
の
実
践
に
b
い
て
最
も
具
体
的
に
明
b
か
に
さ
れ
る
門

即
ち
そ
れ
に
お
い
て
は
、
何
の
た
め
に
(
目
的
困
)
、
何
を
(
形
相
困
)
、
何
か
ら
(
賀
川
村
困
)
、
何
に
よ
っ
亡
(
動
力
囚
)
と
云
う
こ
と
を

問
い
得
る
。
例
へ
ば
、
住
む
た
め
に
、
家
を
、
木
か
ら
、
労
働
に
よ
っ
て
作
る
。
己
白
実
践
白
囚
要
因
な
る
も
の
は
、
ア
リ
ス
ト
ア
V

ス
に
お
け
る
根
本
的
な
範
障
で
あ
っ
て
、
実
践
に
お
い
て
の
み
な
ず
、
作

b
れ
た
も
の
白
体
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る

m

扱
て
生
成
に
は
、
自
然
的
生
成
と
人
間
的
生
成
と
が
区
別
さ
れ
る
。
前
者
は
犬
が
犬
を
生
む
と
云
う
が
如
く
に
一
筋
の
実
現
の
過
程

で
あ
る
が
、
人
間
的
生
成
即
ち
実
践
は
実
現
白
過
程
の
前
に
思
惟
の
過
程
が
あ
っ
て
一
一
段
よ
り
な
る
。
例
へ
ば
医
者
(
主
体
)
一
が
病
人

(
客
体
)
に
対
し
、
こ
れ
を
健
康
に
す
る
た
め
に
(
目
的
因
)
、
先
づ
健
康
と
云
わ
る
べ
き
状
態
(
形
相
困
)
の
何
で
あ
る
か
を
知
b

な
け
れ
ば
な

b
友
い
。
汰
に
己
白
健
康
な
状
態
を
(
形
相
因
〕
、
モ
れ
に
よ
ヲ
て
実
現
す
る
方
策
(
動
力
困
)
を
知
ら
ね
ば
た

b
な
い

が
、
己
白
た
め
に
は
健
康
の
実
現
が
何
に
依
拠
す
る
か
を
知

bψ
な
け
れ
ば
た
ら
左
い
。
例
へ
ば
冷
え
て
い
る
思
者
が
一
定
の
体
温
を
与

え
b
れ
た
状
態
が
健
康
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
状
態
が
何
に
依
拠
す
る
か
を
知
ら
ね
ば
な

b
な
い
。
モ
れ
が
患
者
の
血
行
を
旺
ん
に

す
る
こ

L
に
依
拠
す
る
己
と
を
知
れ
ば
、
更
に
こ
の
己
と
が
何
に
依
拠
す
る
か
を
知

b
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
患
者
を
摩
擦
す
る
己

と
に
依
拠
す
る
こ
と
を
知
る
た
b
ば
、
こ
れ
は
医
者
が
自
分
の
手
で
患
者
に
実
施
し
得
る
と
と
で
あ
る
。
か
く
健
康
な
状
態
の
実
現
が

そ
れ
に
依
拠
す
る
諸
段
階
を
順
次
に
求
め

τ
「
彼
が
施
行
し
得
る
と
こ
ろ
の
設
後
白
段
階
」
に
到
達
す
る
ま
で
「
思
惟
の
連
鎖
L

を
進

め
て
行
か
な
け
れ
ば
た

b
な
い
。
こ
こ
に
思
惟
の
過
程
は
完
了
す
る
。

己
の
思
惟
白
過
程
の
最
後
の
段
階
よ
り
実
行
白
過
程
が
始
士
る
。

こ
の
最
後
の
段
階
は
彼
が
実
行
し
得
る
も
の
で
あ
り
「
潜
在
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
己
れ
を
彼
の
力
に
よ
ヲ
て
実
現

す
る
友

b
ば
、
既
に
知
b
れ
た
依
拠
の
諸
段
階
が
、
そ
の
逆
の
順
序
に
沿
い
て
順
次
に
実
現
せ
ら
れ
遂
に
健
康
の
状
態
が
実
現
さ
れ
る

今
日
の
経
済
学
の
哲
学

第
八
十
四
巻

七
九

第
四
号



今
日
の
経
詩
学
の
哲
学

第
八
十
四
巻
三
八

O

第

四

号

三

二

に
至
る
の
一
で
あ
る
。
即
ち
医
者
の
働
さ
に
よ
っ

τ
(動
力
図
)
、
思
惟
吉
れ
た
健
康
白
状
態
を
(
形
相
因
)
患
者
か
ら
(
質
料
悶
)
実
現

し
て
、
健
康
体
(
新
な
実
体
)
げ
か
作
り
出
さ
れ
、
而
し
て
そ
の
た
め
に
こ
の
こ
と
が
な
さ
れ
た
医
師
の
目
的
困
も
充
足
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
か
く
人
間
的
生
成
即
ち
実
践
に
お
加
亡
は
行
為
者
た
る
人
間
と
所
与
的
な
も
の
と
が
存
在
し
て
、
先
づ
思
惟
の
過
程
が
進
め
ら
れ
、

仲
間
る
後
こ
れ
が
実
行
に
移
さ
れ
て
実
現
す
る
。
か
く
て
医
師
白
意
識
に
あ
づ
た
健
康
か
ら
現
実
の
健
康
が
実
現
す
か
。

こ
の
思
想
セ
マ
ル
グ
ス
が
如
何
に
よ
く
摂
取
し
て
い
る
か
は
、
彼
が
「
資
木
諭
』
に
島
い
て
「
労
働
過
程
」
を
説
明
す
る
に
当
り
、

主
に
こ
の
ア
ロ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
的
生
成
と
人
間
的
生
成
の
区
別
を
原
型
と
し
て
い
る
と
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
日
く

日
開
蜘
は
織
物
師
。
作
業
に
似
た
作
業
を
行
い
、
ま
た
蜜
蜂
は
そ
の
雌
製
白
巣
の
建
築
に
よ
っ
て
幾
多
の
人
同
律
築
師
を
赤
面
さ
古
る
。
だ
が
、
最

も
拙
劣
な
建
築
師
で
も
最
も
優
秀
な
蜜
蜂
よ
り
は
じ
め
か
ら
優
越
し
て
い
る
所
以
は
、
建
築
師
は
巣
を
蝋
で
建
築
す
る
前
に
す
で
に
そ
れ
を
目
分
の
頭

の
中
で
建
築
し
て
い
る
主
い
う
こ
、
と
で
あ
る
。
労
働
過
程
の
耕
り
に
は
、
そ
の
初
出
に
当
り
す
で
に
労
働
者
の
表
象
の
う
ち
に
、
つ
主
り
す
で
に
観
念

的
に
存
在
し
て
い
た
も
の
が
結
果
と
し
て
出
て
く
る
。
彼
は
た
だ
自
然
的
な
も
の
の
形
態
変
化
を
泣
き
起
す
だ
け
で
は
な
い
、
彼
は
自
然
的
な
も
の
の

う
ち
に
同
時
に
彼
の
日
的
を
1
そ
れ
は
彼
の
意
識
し
て
い
る
と
乙
ろ
の
・
彼
の
行
為
の
様
式
及
び
仕
方
を
法
則
止
し
て
規
定
す
る
'
と
こ
ろ
の
1
そ
し

て
そ
れ
に
は
彼
れ
が
自
分
自
主
的
を
従
属
せ
し
め
ね
ば
な
ら
向
と
こ
ろ
の
・
彼
の
目
的
を
ム
古
現
す
る
の
で
あ
弘
」

ア
リ
九
ト
テ
V

A
は
、
己
白
実
践
論
に
基
い
て
、
実
践
学
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
か
く
ア
リ
子
ト
J

テ
V

ス
の
実
践
論
の
精
料

を
よ
く
摂
取
し
た
マ
ル
ク
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

ν
九
白
実
践
学
を
原
型
と
し
て
経
済
学
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
か
に
す

る
た
め
に
、
先
づ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
、

『
倫
理
学
』
と
『
政
治
学
』
白
実
践
学
と
し
て
の
性
絡
を
一
応
明
か
に
し
よ
う
。

伎
は
前
述
白
知
織
論
に
h
d
h
v
τ

「
健
康
に
つ
い
て
も
又
善
さ
状
態
に
つ
一
い
て
も
原
因
な
る
も
の
が
あ
る
。

-
一
般
に
推
論
的
で
あ

り
、
又
は
少
し
で
も
推
論
を
合
む
と
こ
ろ
の
総
て
白
科
学
は
一
般
に
諸
原
因
及
び
原
理
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
」

と一一ムヮ

τ
い
る
が
、



実
践
学
は
正
し
い
目
的
を
到
達
す
る
た
め
の
正
し
い
知
識
を
求
め
る
も
の
で
あ
ワ
て
、

叶
倫
理
学
』
は
人
聞
に
つ
い
て
白
、
『
政
治
学
』

は
人
間
の
社
会
生
活
に
つ
い
て
白
普
さ
状
態
並
に
原
因
を
研
究
す
る
学
で
あ
る
。
ア
リ
見
ト
テ
レ
ス
は
可
政
治
学
』
の
は
じ
め
に
日
く

「
吾
々
心
見
る
よ
う
に
、
総
て

D
同
家
は
何
ら
か
の
共
同
体
で
あ
り
、
モ
し
て
凡
て
共
同
体
た
る
も
の
は
何
b
か
の
菩
金
目
的
と
し
て

組
織
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か

b
(全
て
の
人
聞
は
何
事
で
も
良
い
と
考
へ
る
も
の
白
た
め
に
行
う
か
ら
)
、
凡
て
白
共
同
体
は
何
か
の

善
を
目
指
し
て
い
る
白
で
あ
る
が
、
凡
て
の
う
ち
で
も
最
高
の
且
ヲ
他
D
全
て
白
も
の
を
包
挺
し
て
い
る
共
同
体
が
、
最
も
多
く
且
つ

九
ゆ
る
善
の
う
ち
で
も
最
高
な
る
も
の
を
目
的
と
し
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
是
が
所
謂
ポ
リ
ス
即
ち
国
家
的
共
同
体
で
あ

b
と
一
国
っ
て
い
る
。
か
く
て
最
高
善
を
実
現
す
る
理
想
的
な
国
家
の
実
現
が
ア
リ
月
ト
テ
レ
ス
白
実
践
学
四
研
究
日
的
で
あ
る
。
故

に
こ
の
実
践
学
k
h
d
い
て
は
、
当
然
に
理
想
困
家
実
現
の
四
要
因
が
明
か
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

同
様
忙
マ
ル
グ
ス
の
経
済
学
も
「
人
間
的
社
会
」
の
実
現
を
究
極
目
的
と
す
る
実
践
学
で
あ
っ
て
、
「
人
間
的
社
会
」
を
(
形
相
因
)

何
の
た
め
に
(
目
的
肉
)
、
何
か

b
(賃
料
因
)
、
何
に
上
っ
て
(
動
力
因
)
実
現
す
る
か
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
壮
、
更
に
こ
の
実
践
学
の
研
究
方
法
に
つ
い
で
次
の
如
く
に
述
べ
て
い
る
。
「
科
学
の
他
の
諸
部
門
に
お
け
る
が

如
く
、
政
治
学
に
ゐ
い
て
も
合
成
体
は
常
に
全
体
臼
簡
単
た
諸
要
素
又
は
最
小
の
諸
部
分
に
分
割
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
国
家
に

伺

あ
っ
て
も
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
分
子
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

k
云
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
ア
リ
只

l
テ
レ
只
は
理
想
国
家
の

実
現
を
究
極
目
的
と
し
て
、
国
家
的
全
体
を
構
成
し
て
い
る
詩
要
素
に
分
析
し
て
、
然
る
後
、
家
族
、
社
会
、
国
家
支
班
等
の
順
に
ゐ

い
て
、
そ
の
各
々
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
明
ら
か
に
し
、
長
後
に
こ
れ
b
「
全
て
の
も
の
を
包
摂
し

τい
る
共
同
体
」
で
あ
り
従
ヮ

て
そ
り
良
さ
状
態
が
こ
れ
ら
諸
要
素
の
良
き
状
態
に
依
拠
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
国
家
の
理
想
的
左
実
現
を
究
明
し
て
い
る
白
で
あ
る
。

か
く
て
と
こ
に
理
想
国
家
実
現
の
「
依
拠
の
連
鎖
」
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
と
た
っ
た
。
而
し
て
そ
の
結
論
に
沿
い
て
理
想
国
家
実

今
日
の
経
済
学
白
背
学

第
八
十
四
蒋

J'、

第
四
号



今
目
白
経
済
学
の
哲
学

第
八
十
四
者

ノ¥

第
四
号

四

現
の
四

苦
虫ζ

明
b 
11' 
tこ
吉

れ

て
νコ
る
の
で
あ
る27)

己
む
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
全
体
的
な
も
の
を
分
析
解
明
し
て
再
び
全
部
に
か
え
る
研
究
方
法
を
原
型
と
し
て
同
様
た
こ
と
が
、

グ
ス
に
上
っ
て
『
政
治
経
済
学
の
方
法
』
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

マ

ノレ

「
わ
れ
わ
れ
が
人
口
を
以
て
拍
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
全
体
に
対
す
る
一
個
の
混
沌
た
る
表
象
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
り
精
諮
な
規
定
に

よ
っ
て
、
分
析
的
に
、
次
第
に
よ
り
単
純
た
概
念
に
到
達
す
る
。
表
象
さ
れ
た
臭
体
的
な
も
の
か
ら
ま
す
ま
す
稀
薄
な
捨
象
的
な
も
の
に
進
ん
で
ゆ
き
、

県
に
最
も
簡
単
な
る
諸
規
定
に
到
達
ず
る
。
こ
こ
か
ら
今
や
再
び
後
方
へ
の
旅
が
行
は
れ
、
静
に
わ
れ
わ
れ
は
再
び
人
口
に
到
達
す
る
白
し
か
し
今
度

は
、
全
体
に
対
す
る
一
個
の
組
沌
た
る
表
現

J

と
し
て
の
人
口
で
は
な
く
て
、
多
く
の
諸
規
定
の
話
関
係
か
ら
成
る
一
個
の
豊
富
な
る
総
体
制
と
し
て
の

。

人
口
で
あ
る
。
」

マ
ル
ク
ス
は
と
の
研
究
方
法
を
『
資
本
論
』
に
よ
羽
け
る
経
済
理
論
白
研
究
陀
適
用
し
て
い
る
。

会
で
あ
る
市
民
社
会
か

b
実
現
さ
れ
る
初
で
あ
る
か
ら
、
市
民
社
会
は
、

「
人
間
的
社
会
」
は
、
所
与
的
、
志
社

「
人
間
的
社
会
」
実
現
の
質
料
因
で
あ
る
が
、
己
の
市
民
社

会
が
、

『
資
本
論
』
に
お
い
て
、
分
析
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
マ
ル
グ
ス
は
『
資
本
論
』
第
一
巻
に
沿
い
て
市
民
社
会
を
「
商

品
」
に
ま
で
分
析
し
て
、
こ
の
一
商
品
の
分
析
よ
り
は
じ
め
て
市
民
社
会
の
発
展
を
、
商
品

i
貨
幣

l
資
木
へ
と
弁
証
法
的
に
展
開
し
、

「
資
本
制
私
有
財
産
白
最
後
白
時
が
鳴
る
。

収
奪
者
た
ち
が
収
奪
さ
れ
る
。
」
と
云
う
己
と
に
よ
っ
て
こ
の
巻
の
木
論
を
終
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
は
じ
め
か
ら
「
人
間
的
社
会
」
実
現
白
立
場
に
立
っ
て
、
そ
の
質
料
因
と
し

τ市
民
社
会
忙
分
析
の
メ
ス
を
加
へ
、
市
民

社
会
の
構
造
の
う
ち
に
「
人
間
的
社
会
」
へ
至
る
べ
き
道

N
己
目
自
聞
を
理
論
的
に
明

b
か
に
せ
ん
と
し
て
い
た
か

b
で
あ
る
の

か
く
し
て
こ
こ
に
マ
ル
グ
ス
は
、
ア
リ
ス

I
テ
レ
ス
の
実
践
論
に
云
う
「
依
拠
の
連
鎖
」
を
明

b
か
に
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
故

に
こ
の
発
展
の
構
造
を
口

O汁
司
自
己
同
四
と
云
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は

E
E
E
O件
当
自
門
世
間
(
自
然
的
必
然
)
で
は
な
く
、

「
人
間
的
社
会
」



を
実
現
す
る
た
め
の
一

N442EO件
当
自
己
指
(
目
的
的
必
然
)
で
あ
る
と
一
お
う
べ
き
で
あ
る
。
但
し
へ

l
ゲ
ル
に
弁
証
法
を
学
び
と
ヲ
た

マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
こ
の
↑
「
依
拠
の
連
鎖
」
は
単
に
実
践
的
で
な
く
更
に
弁
証
法
的
で
あ
る
。

と
の
「
目
的
的
必
然
」
の
考
え
は
、
大
正
の
終
り
に
河
上
肇
先
生
を
中
心
と
し
で
法
・
経
の
若
い
人
々
が
7

ル
ク
ス
白
根
本
的
研
究

を
し
て
い
た
時
、
拡
が
先
生
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
関
聯
k
b
u
て
述
べ
、
先
生
も
煎
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ヲ
介
。

(
モ
の
頃
、
先

生
は
『
又
学
部
に
お
け
る
丙
旧
幾
多
郎
先
生
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
第
一
哲
学
』
の
演
習
に
も
出
附
さ
れ
た
己
と
が
あ
る
。
)

同
様
に

今
日
の
経
済
理
論
は
、

「
人
間
的
世
界
」
実
現
白
ホ
場
に
立
っ
て
、
今
日
の
世
界
に
分
析
白
メ
ス
を
加
え
、
そ
こ
に
「
人
間
的
世
界
」

へ
の
実
践
的
弁
証
法
的
発
展
心
構
造
を
明
ら
か
に
し
ゅ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ι

更
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
実

践
的
弁
評
法
的
方
法
な
る
も
の
を
進
ん
で
考
察
し
託
け
れ
ば
た

b
な
い
。

己
白
『
資
本
論
』
に
お
け
る
7

ル
ク
・
ス
の
経
済
県
想
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
還
っ
て
、
モ
の
原
型
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
即

ち
『
政
治
学
』
に
お
け
る
社
会
経
済
論
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
V

ス
は
次
の
如
く
に
述
べ
て
い
る
。
最
初
の
社
会
で
あ
る
家
庭
に
お
い

て
は
本
源
的
に
成
員
が
総
て
む
物
を
共
有
し
て
い
た
が
故
に
、
交
挽
た
る
も
の
は
た
か
っ
た
。
後
に
家
庭
が
諸
部
分
に
分
た
れ
た
時
、

そ
の
問
に
物
々
交
換
が
行
は
れ
る
に
至
っ
犬
。
然
る
に
異
な
る
地
方
の
住
民
の
問
に
は
、
生
活
必
要
品
の
運
搬
が
不
便
で
あ
る
た
め
、

貨
幣
な
る
も
の
が
用
い
ら
れ
る
に
主
っ
た
。
か
く
し
て
貨
幣
な
る
も
の
が
一
度
発
見
せ

b
れ
る
と
、
物
々
交
換
よ
り
ふ
別
種
の
富
の
取
得

方
法
で
あ
る
商
業
が
起
ヲ
て
く
る
。
そ
れ
は
は
じ
め
は
単
純
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
キ
が
て
「
人
々
が
経
験
に
よ
ワ
て
何
処
よ

D

而
し
て
如
何
な
る
交
換
に
よ
っ
て
最
大
の
一
利
潤
が
得
b
れ
る
か
を
知
る
や
否
や
L

そ
れ
は
一
一
居
複
雑
た
も
の
と
衣
る
。
宮
の
獲
得
が
憶

に
貨
幣
な
る
道
具
に
よ
ヮ
て
ιな
さ
れ
る
結
果
、
多
く
白
人
は
、
貨
幣
自
体
を
官
と
考
え
誤
る
こ
と
と
た
り
、
富
は
貨
幣
臼
分
量
で
あ
る

と
考
へ
る
に
至
る
。
こ
こ
に
お
い
て
宮
の
追
求
は
無
限
と
な
わ

J

、
人
々
は
限
り
な
く
貨
幣
を
増
加
せ
ん
と
欲
す
る
に
至
る
。
或
人
は
と

今
自
の
絞
首
芋
の
軒
学

第
八
十
四
巻

ノ1

第
四
号

五



今
日
の
経
済
学
り
哲
学

第
八
十
四
巻

ノ、
四

第
四
号

一」/、

れ
を
も
っ
て
人
生
白
円
的
で
あ
る

ι考
へ
る
に
至
る
。
彼
等
は
肉
体
的
快
楽
を
目
的
と
し
、
こ
れ
が
財
産
に
か
か
わ
ヮ
て
い
る
様
に
見

え
る
が
故
に
、
富
白
取
得
に
心
を
奪
は
れ
吏
に
不
正
念
富
の
取
得
術
が
起
る
。
即
ち
如
何
た
る
能
力
士
も
、
そ
白
木
来
日
用
と
異
在
づ

m
 

た
仕
方
に
お
い
て
、
こ
の
た
め
に
用
何
ら
れ
る
に
至
る
。
勇
気
も
医
術
等
も
か
く
用
い

b
れ
る
。

こ
白
ギ
リ
ジ
ヤ
の
近
世
末
期
陀
治
け
る
ア
り
ス
ト
テ
レ
月
の
経
済
的
発
展
に
関
す
る
瓜
想
が
、

rf
世
の
産
業
資
木
主
義
時
代
に
牛
一
ふ
さ

へ
I
ゲ
ル
上

p
弁
証
法
令
学
ん
だ
、
と
こ
ろ
の
マ
ル
ク
月
に
よ
っ
て
、
原
始
共
産
体
よ
り
資
本
中
一
義
朴
会
に
至
る
弁
一
証
法
的
た
発
展
形
態

に
展
開
さ
れ
る
に
冨
」
一
る
の
は
、
け
だ
し
当
然
で
あ
ろ
う
。

(
未
了
)

註

∞
本
誌
閉
和
三
十
二
年
十
月
号
三
十
三
年
二
月
号
四
月
号
参
照
。

ω
『
救
育
某
本
法
』
前
文
参
照
。
川
刷
出
庄
日
司
七
日
目
ロ

r-m沼

町
芯
同
uENGM
晶
君
、

P
G
N
S
R
E
N
N
m
M
r
s
N
R
N百戸、吉
E
骨
、
な
}
目
。

ω
ケ
イ

γ
ズ
若
『
罷
仙
利
子
及
び
貨
幣
の
一
般
理
論
』
邦
訊
第
四
五

日
頁
参
照
。

M
W

マ
ツ
タ
λ

ウザ一

l
パ
1

『
プ
芦
テ
ス
タ
ソ
ト
の
倫
理
と
資
本
主
義
的
精
神
』
梶
田
訳
第
一
二
三
頁
参
照
。

的
判
大
井
L
L
若
『
現
代
り
唯
物
論
思
想
』
序
章
参
照
。

M
W

同
書
第
二
一
ハ

O
頁
参
照
。

ω久
野
収
著
『
戦
後
日
本
の
思
旭
』
第
一
一
六

頁
事
照
。
川
仰
向
書
、
第
三
七
頁
以
下
参
照
。
帥
『
現
代
の
唯
物
論
思
想
』
の
第
九
頁
以
一
の
「
四
回
目
辺
哲
学
へ
の
批
判
」

も
断
種
的
な
考
え
で
あ
る
。
川
同
『
ド
イ
ツ
チ
ェ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
岩
波
文
庫
第
コ
二
頁
以
下
。
同
『
資
本
論
』
背
木
文
時
第

一
一
五
五
頁
以
下
参
照
。

ω

ν

1
一
一
ン
著
寸
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
』
岩
波
文
庫
第
一
六
瓦
ロ
川
間
マ
ル
グ
ス
「
市
町
本
論
』
第
一
巻

青
木
文
庫
第
八
六
頁
。
同
州
同
書
第
一
五
一
頁
。
制
拙
著
「
精
神
科
学
的
経
研
学
の
基
礎
問
題
』
第
円
六
頁
参
照
。

制
同
書
。
第
六
五
頁
以
下
参
照
。
制
西
国
幾
多
郎
著
「
有
学
論
文
集
第
十
ハ
』
第
一
四
八
百
。
的
制
論
『
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
と

経
許
哲
学
』
本
誌
第
三
三
巻
第
四
号
品
沙
問
。
同
開
拙
著
寸
精
神
科
学
的
経
済
学
の
基
礎
問
題
』
第
一
千

b
頁
以
下
参
照
。

ω
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
一
省
官
木
文
聞
第
三
一
二
(U
頁

以

下

。

同

制

同

開

〉
2
m
g
H
-
P
H
Vミ
在
日
目
出
品
目
白
川
開
マ
ル
ク
ス
若
『
経

済
学
批
判
」
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
相
巻
3
第

二

七

七

頁

以

下

。

倒

木

誌

第

b
十
九
巻
第
三
号
拙
稿
「
当
時
の
経
済
学
部
』
参
照

側
拙
著
「
精
神
科
学
的
経
済
学
。
基
礎
問
題
』
第
一
八
一
頁
以
下
審
問
。
制
問
書
第
二

O
入
頁
以
下
参
照
。


