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日
本
貿
易
論
に
お
け
る
方
法
論
反
省
の
た
め
の
一
視
角

|
|
講
座
派
理
論
の
再
検
討

i
l

は

じ

め

に

マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
立
場
に
た
っ
人
々
の
、
日
本
貿
易
論
に
お
け
る
最

近
D
問
題
意
識
あ
る
い
は
万
向
口
、
第
一
に
は
、
戦
前
の
講
座
派
理
論
の

再
換
討
で
あ
り
、
第
こ
に
は
、
日
本
貿
易
の
数
量
的
、
具
体
的
分
析
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
第
二
の
方
'
川
は
、
主
く
に
近
代
経
済
学

の
手
法
に
よ
る
日
本
貿
品
分
析
に
よ
っ
て
大
き
な
刺
戟
を
あ
た
え
ら
れ
た

り
で
あ
h
。
本
来
、
現
実
主
解
明
し
、
矛
屑
と
そ
り
解
決
方
向
を
採
光
す

る
学
問
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
経
済
学
が
、
抽
象
的
な
段
階
の
議
論
だ
け
に
終

っ
て
よ
い
告
は
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
現
実
、
現
象
を
分
析
す
る
と
い
う

志
向
が
反
省
、
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
と
と
は
一
車
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
品
、
こ
の
よ
う
な
現
実
の
分
析
は
、

正
し
い
構
造
理
論
、
方
法
論
に
支
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
充
分
な
成
呆
を

あ
げ
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
は
第

日
本
貿
易
諭
に
お
け
る
方
法
論
反
省
の
た
め
の
一
視
角

杉

2ド

H召

七

一
白
点
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
阿
者
の
研
究
は
、

同
同
に
相
互
に
結
合
し
た
も
の
と
し
て
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
当
然
。
事
を
最
初
に
強
調
す
る
の
は
、
現
状
分
析
の
基
礎
と

な
る
日
本
資
本
主
義
分
析
、
そ
の
貿
易
面
へ

O
具
体
化
と
し
て
白
日
本
貿

易
諭
の
法
礎
理
論
、
方
歩
諭
が
、
未
だ
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
現
状
に
も

拘
ら
ず
、
こ
の
間
へ
の
研
究
が
余
り
に
等
閑
祝
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

小
論
は
、
諸
先
学
白
こ
の
両
に
関
す
る
最
近
の
問
題
提
起
を
検
討
し
、

戦
前
の
講
座
派
理
論
と
の
関
係
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
自
身

の
今
後
の
日
本
貿
易
論
研
究
の
出
発
点
と
す
る
こ
主
を
目
的
と
し
て
い
る
。

つ
ぎ
の
順
序
で
考
察
す
る
。

付
日
本
貿
易
諭
に
お
け
る
最
近
白
閣
題
提
起

一
節
「
国
内
市
場
狭
除
論
」
批
判
の
立
場
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日
本
貿
易
前
に
お
け
る
方
法
論
反
省
の
た
め
O

一
視
角

二
節
生
産
的
消
費
強
調
印
削

一
一
一
節
「
発
展
」
強
調
論

日
付
請
座
派
理
論
に
お
け
る
「
回
阿
市
場
狭
院
」
と
「
発
展
」

一
節
「
日
本
資
本
主
義
分
析
R

に
甘
け
る
梢
費
財
市
場
の
狭
随

二
郎
『
日
ヰ
資
本
主
義
分
析
n

に
hn
け
る
労
働
手
段
市
場
の
狭
降

三
節
「
日
本
資
本
王
義
分
析
L

に
加
け
る
「
発
展
」

同
講
座
派
理
論
k
諸
批
判
と
の
開
迎

一
節
「
悶
同
市
場
狭
隙
諭
」
批
判
と
の
関
係

二
郎
「
生
産
的
梢
崇
強
調
諭
」
と
的
関
係

三
節
「
発
展
強
調
諭
」
と
の
関
係

同
講
控
派
型
諭
に
お
け
る
方
法
論
上
白
問
題
点

ハ
円
日
本
貿
易
論
に

b
け
る
最
近
の
問
題
提
起

一
節
「
国
内
市
場
狭
腕
前
」
批
判
町
立
場

論
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
ま
ず
松
井
清
教
授
に
よ
る
指
摘
を

み
よ
う
。
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
即
ち
「
山
田
教
援
の
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
、
日
本
資
本
主
義
の
基
民
に
あ
る
半
封
建
的
な
長
業
主
輸
入
装
置
さ

れ
た
近
代
工
業
の
か
ら
み
合
い
と
い
う
事
実
は
、
日
本
資
本
主
義
の
重
要

な
特
徴
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の

ιL乙
は
決
し
て
農
業
に
発
展
が
存
在
せ
ず
、

資
本
主
義
の
発
展
に
伴
っ
て
日
本
の
農
業
が
工
業
の
市
場
た
り
え
な
か
っ

土
こ
と
を
窓
味
す
る
も
白
で
は
な
い
。
国
内
十
刊
場
の
狭
院
と
い
う
言
葉
は

そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
レ
。
日
本
産
業
の
半
封
建
的
性
格
は
、

第
八
十
八
巻

一
一
六
六

第
四
守

四
回

資
本
主
義
に
固
有
な
農
業
と
工
業
の
発
展
の
不
均
等
を
日
本
に
お
い
て
特

に
鋭
く
し
、
そ
の
た
め
日
本
の
工
業
は
強
く
外
国
市
場
を
必
要
と
し
た
。

も
し
園
内
市
場
の
狭
随
と
い
ラ
言
葉
を
使
川
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
型

解
す
べ
き
も
の
で
あ
ウ
ぅ
。
繰
返
し
て
い
う
が
、
戦
前
の
日
本
農
業
に
お

け
る
半
封
建
制
の
残
存
の
指
摘
は
、
工
業
生
産
物
の
価
値
実
現
の
不
可
能

と
い
う
意
味
に
お
け
る
同
内
市
場
の
狭
随
、
高
い
貿
易
依
存
性
を
導
き
出

す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
山
田
教
授
に
あ
っ
て
は
日
本
資
木

主
義
の
発
展
に
伴
う
農
業
の
発
展
、
国
内
市
場
の
拡
大
に
つ
い
て
の
説
明

が
不
十
分
千
あ
っ
た
た
め
、
若
干
の
誤
解
を
生
み
出
し
て
い
る
点
は
否
定

で
き
な
い
。
」
以
上
、
長
い
引
用
を
し
た
が
、
教
慣
は
、
第
一
に
、
ロ
ー

ザ
・
ル
グ
セ

γ
プ
ル
ク
や
ナ
ロ

l
ド
ニ
キ
の
ギ
張
の

E
う
に
、
前
値
実
現

の
不
可
能
か
ら
外
岡
市
場
一
安
求
を
導
き
出
す
の
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
封
建

制
の
広
汎
な
残
存
を
持
た
な
い
国

l
農
業
革
命
が
徹
底
的
に
行
わ
れ
た
資

本
主
義
国
、
に
お
い
て
も
存
在
す
る
工
業
・
農
業
の
不
均
等
発
展
が
、
日
木

の
場
合
、
恐
村
、
都
市
町
半
封
建
制
の
存
続
の
た
め
に
一
層
激
化
さ
せ
ら

れ
た
ー
と
い
う
窓
味
で
国
内
市
場
狭
院
を
考
え
る
べ
き
だ
と
さ
れ
、
第
二
は
、

山
田
盛
太
郎
氏
の
場
合
、
工
業
の
発
展
が
農
業
に
作
則
し
、
国
内
ホ
場
を

広
大
さ
せ
る
点
の
説
明
が
不
充
分
で
あ
っ
た
と
七
張
芦
れ
る
。
こ
の
第
一

の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
の
段
階
で
指
摘
さ
れ
る
限
り
に
お

い
て
別
段
問
題
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、

「
工
業
の
再
展
が
」

E
い
う
言
梨
に
よ
っ
て
工
業
部
門
に
お
け
る
市
場
拡

人
を
意
味
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
文
脈
か
ら
は
農
村
市
場
の
拡



大
と
い
う
こ
と
に
間
内
市
場
拡
大
の
佑
点
を
あ
わ
せ
て
お
ら
れ
る
し
ζ

解
釈

さ
れ
る
ロ
こ
こ
に
「
問
題
は
む
し
ろ
、
松
井
氏
が
発
展
白
川
地
地
を
消
費
出

場
に
局
限
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
h
o
」
と
い
う
批
判
が
生
じ
る
余
地
が
あ

る
。
こ
れ
は
次
の
問
題
提
起
に
つ
な
が
る
。

二
節
生
産
向
消
費
強
調
諭

抽
象
的
に
実
現
理
論
を
考
え
る
場
合
に
生
産
的
消
費
(
第
一
部
門
C
内

部
の
相
互
交
換
お
よ
び
第
一
部
門
V
+
M
と
第
二
部
門
C
〉
」
の
交
換
)
を

無
視
す
る
人
は
殆
ど
い
な
い
。
し
か
し
今
ま
で
の
日
木
資
本
主
義
分
析
に

お
い
て
は
、
生
産
的
消
費
は
構
造
的
特
昨
日
と
し
て
の
狭
院
が
い
わ
れ
た
だ

什
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
展
過
程
は
論
岨
の
外
に
お
か
れ
た
。
だ
か
ら
、
こ

り
点
か
ら
「
国
内
市
場
狭
院
前
」
に
刻
す
る
批
判
が
生
じ
る
の
は
当
然
の

理
で
あ
る
u

そ
れ
は
牝
原
二
郎
氏
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
却
も

「
国
内
市
場
狭
陣
論
の
基
本
的
欠
陥
は
、
労
働
者
、
農
民
に
対
す
る
掠
奪

的
搾
取
|
↓
大
衆
消
費
力
の
貧
困
|
↓
国
内
市
場
の
狭
院
性
1
↓
国
外
市

場
へ
の
強
度
依
存
と
い
う
論
理
を
固
定
的
に
把
撮
し
た
点
に
あ
る
。
労
働

者
、
農
民
に
対
す
る
拡
奪
内
搾
取
は
、
直
接
に
は
悶
内
消
費
市
場
の
狭
さ

を
招
き
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
国
内
市
場
白
紋
院
牝
を
も
た
ら
す
。
け

れ
ど
も
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
園
内
市
場
の
大
き
き
は
、
一
方
で
は
、

主

ιし
て
労
働
者
大
衆
の
消
費
を
あ
ら
わ
す
個
人
的
消
費
に
よ
っ
て
、
他

方
で
は
、
資
本
に
よ
る
生
産
手
段
の
消
費
を
あ
ら
わ
ず
生
産
的
消
費
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
。
し
か
も
『
資
本
主
義
的
生
産
の
、
従
っ
て
ま
た
国
内

市
場
の
発
展
は
、
消
費
資
料
の
増
大
に
よ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
生
産
手
段

百
木
貿
易
論
に
お
け
る
方
法
論
民
省
の
た
め
の
一
机
角

の
増
ト
八
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
い
の
で
あ
り
、
従
フ
て
「
資
木
主
誌
の
た
め

の
国
内
市
場
の
成
長
は
、
個
人
的
消
費
の
増
大
か
ら
は
あ
る
程
度
ま
で

「
独
立
し
て
」
生
産
的
消
費
の
増
大
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
行
わ
れ
る
。
』

わ
れ
わ
れ
は
、
大
衆
消
費
力
の
貧
困
|
↓
国
内
巾
場
の
狭
陸
性
1
↓
国

外
市
場
へ
白
強
歴
依
存
に
か
わ
っ
て
、
個
人
的
消
費
の
低
水
準
、
生
産
的

消
費
白
拡
大
傾
向
1
↓
困
内
市
場
。
拡
大

nu国
外
市
場
の
拡
大
と
い
う

関
連
を
つ
か
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
国
内
市
場
狭
陸
論
の
誤
謬
白
克
服

は
こ
り
よ
う
な
論
理
の

t
に
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
う
u

」

要
す
る
に
花
原
二
郎
氏
の
日
本
貿
易
論
に
お
け
る
方
法
論
上
の
中
心
課

題
は
.
「
国
内
市
場
に
つ
い
て
は
、
単
に
個
人
的
消
費
の
み
な
ら
ず
、
生

産
的
消
費
に
つ
い
て
も
占
分
な
考
慮
を
払
い
、
両
者
の
綜
合
と
し
て
、
そ

の
広
さ
狭
さ
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
上
で
国
内

出
場
と
国
外
市
場
と
の
統
一
的
把
握
を
行
い
、
そ
こ
か
ら
貿
易
問
題
を
解

九
〕
す
る
こ
主
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
「
生
産
的
消
費
と
個
人
的
消
費
と

の
関
連
日
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
、
唱
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
産
業

部
内
閣
の
不
均
等
発
展
白
日
世
-
貿
易
分
析
に
お
け
る
具
体
的
追
求
邑
い
う

課
題
と
共
に
強
調
き
れ
る
の
で
あ
る
。

一
二
節
「
発
展
」
強
調
諭

日
本
資
本
主
義
の
「
発
展
」
を
強
調
す
る
立
場
は
、
「
国
内
市
場
狭
附
世

論
」
批
判
の
論
理
か
ら
必
然
的
に
生
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
述
の
国
内

市
場
狭
院
諭
批
判
も
、
生
産
的
消
費
強
調
諭
も
、
日
本
資
本
主
義
の
「
発

展
」
を
説
明
す
る
た
め
に
、
そ
の
方
法
論
的
反
省
と
し
て
生
じ
た
も
の
で

第
入
十
八
巻
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〕
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日
本
貿
品
論
に
お
け
る
方
法
論
反
省
の
た
め
の
一
視
角

あ
る
。
従
一
ソ
て
、
「
発
展
」
強
調
論
を
同
内
出
場
狭
院
諭
批
判
、
あ
る
い

は
生
産
的
消
費
強
調
諭
と
同
列
に
技
べ
る
の
は
適
当
で
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
内
市
場
狭
院
論
批
判
の
場
合
、

重
点
は
、
農
村
市
場
の
拡
大
主
い
う
窓
昧
で
の
園
内
市
場
拡
大
に
の
み
向

け
ら
れ
て
お
り
、
ヨ
業
の
資
本
主
義
的
発
展
お
よ
び
そ
れ
が
農
業
部
門
に

与
え
る
作
川
と
の
相
互
関
係
と
し
て
把
持
す
る
国
内
市
場
の
拡
大
と
し
て

の
と
b
え
方
は

ωい
と
い
え
よ
う
。
い
い
換
え
れ
ば
、
市
場
理
論
の
適
月

を
M
M
F摘
す
る
見
解
正
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
更
に
こ
の
見
仰
を
鮎
象
の
次

元
で
い
え
ば
、
半
封
建
制
の
残
存
に
よ
る
農
ム
不
均
等
発
展
の
激
化
と

い
う
こ
と
は
、
日
本
資
本
主
義
に
の
み
妥
当
す
る
粘
質
で
は
な
く
、
遅
れ

て
資
本
主
義
発
展
。
道
に
入
ッ
た
凶
に
争
か
れ
少
な
か
れ
共
通
の
特
徴
で

め

あ
ろ
う
。

ま
た
生
産
的
消
費
強
制
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
主
張
は
、
あ
ら
ゆ

る
資
本
主
義
生
産
一
般
に
い
え
る
こ
L

乙
で
あ
っ
て
、
日
本
資
本
主
義
の
持

殊
構
造
に
触
れ
る
具
体
的
次
元
で
の
問
題
で
は
な
い
。
だ
か
ら
国
内
市
場

狭
院
前
批
判
の
立
場
も
、
生
底
的
消
費
の
強
調
諭
も
い
ず
れ
も
抽
象
度
の

商
い
も
の
で
あ
っ
て
(
両
者
の
拙
套
民
は
異
る
が
)
、
日
本
資
本
主
義
の

特
妹
構
造
と
い
う
次
元
で
の
問
題
提
起
で
は
な
い
。
こ
れ
が
、
日
本
資
本

主
語
の
特
殊
構
浩
の
次
耳
で
「
発
展
」
を
問
題
L
し
、
し
か
も
農
・
工
の

全
資

4
主
義
構
造
か
ら
「
発
展
」
に
接
近
す
る
問
題
提
起
を
別
項
と

L
て

こ
こ
に
扱
う
理
市
で
あ
る
。

こ
れ
は
松
井
教
授
の
次
の
言
葉
が
も
っ
と
も
明
確
に
内
容
を
示
し
て
い

錦
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る
。
則
も
「
こ
れ
ま
で
の
定
説
と
い
っ
て
悪
け
れ
ば
常
識
は
、
明
治
一

三
十
年
代
に
確
立
さ
れ
た
低
米
価
|
|
低
賃
金

t
い
ラ
型
が
、
そ
の
ま
ま

維
持
さ
れ
、
そ
れ
と
工
業
発
展
と
の
聞
の
矛
盾
が
、
日
本
貿
易
拡
大
の
根

拠
を
な
す
と
主
張
し
て
き
た
。
し
か
し
大
正
作
代
に
入
る
と
、
生
産
性
。

向
上
が
行
わ
れ
、
農
民
町
生
活
水
準
も
賃
金
も
か
な
り
引
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
な
ぜ
低
米
価
で
あ
り
低
賃
金
と
い
い
得
る
の
か
、

国
内
市
場
が
拡
大
さ
れ
て
相
り
な
が
ら
、
何
ゆ
え
貿
口
却
の
拡
大
を
必
要
と

し
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
も
っ
と
具
体
的
に
論
証
す
ゐ
必
要
が
あ
ろ

う。」こ
こ
で
の
松
井
教
授
の
見
解
は
、
先
に
述
べ
た
「
国
内
巾
場
狭
隆
諭
」

批
判
の
場
合
と
長
な
る
視
角
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

γ

ム
業
に
お
け
る

発
展
官
、
長
業
に
お
け
る
指
艮
と
共
に
強
調
さ
れ
、
日
本
資
本
主
義
の
「
発

展
L

を
全
体
と
し
て
把
値
す
る
と
レ
ぅ
悦
角
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、

「
発
展
」
を
具
体
的
に
諭
一
冊
す
る
こ
と
を
、
方
向
と
し
て
柏
に
主
張
さ
れ

る。
以
上
、
マ
ル
ク
只
経
済
学
者
の
日
本
貿
易
方
法
論
に
閲
す
る
問
題
提
起

を
、
「
国
内
市
場
狭
院
諭
」
批
判
、
生
産
的
消
費
強
調
論
、
「
発
展
」
強

調
論
、
と
し
て
、
そ
の
各
々
に
つ
い
て
主
要
な
見
解
を
述
べ
て
き
た
。
こ
れ

ら
白
方
法
論
的
反
省
に
つ
い
て
忠
見
を
展
開
す
る
前
に
、
講
座
派
理
論

(
ζ

の
場
合
、
山
田
盛
太
郎
氏
の
「
日
本
資
本
主
義
分
析
L

に
限
る
の
〕

に
お
け
る
前
述
の
指
摘
、
あ
る
い
は
批
判
点
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す

る。



同
講
座
派
埋
諭
に
お
け
る
「
園
内
市
場
狭
陸
」
と
「
発
展
」

講
座
派
町
一
理
論
に
お
い
て
は
、
「
国
内
市
場
狭
限
」
の
論
理
が
展
開
さ

れ
、
「
発
展
」
が
軽
視
あ
る
い
は
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
反

省
が
問
題
提
起
と
し
て
強
調
さ
れ
る
以
上
、
我
々
は
も
う
一
度
講
座
派
の

理
論
を
、
後
継
者
の
様
々
な
見
解
の
中
に
で
は
な
く
、
山
田
盛
太
郎
氏
の

「
分
析
』
の
中
で
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
焔
『
日
本
資
本
主
義
分
析
』
に
お
け
る
消
費
財
市
場
の
狭
院

「
分
析
』
全
体
と
し
て
「
国
内
市
場
狭
院
」
あ
る
レ
は
「
狭
院
」
に
直

接
ふ
れ
て
い
る
筒
附
は
、
第
二
編
肱
凶
悲
軸
c
軍
事
機
榊
l
鎚
鏑
産
業
の

構
成
の
第
二
分
析
。
産
業
資
本
確
立
期
頃
に
視
点
を
お
け
る
、
半
長
以

制
的
零
細
耕
作
を
隷
役
土
壌
、
と
す
る
所
の
、
ま
た
衣
料
生
産
に
お
け
る
生

産
旋
回

1
編
成
替
え
の
基
軸
た
る
所
白
、
軍
事
機
構
川
H
鍵
鏑
産
業
の
構
成
。

基
本
構
造
の
総
怖
の
中
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。

即
ち
「
日
本
資
本
主
義
の
根
本
的
特
徴
は
、
治
大
な
る
半
農
奴
制
的
零
細

耕
作
の
地
盤
の
上
に
、
広
汎
ι

な
る
汗
隷
農
的
零
細
耕
作
農
民
お
よ
び
半
赦

奴
的
賃
斜
労
働
者
の
労
役
土
壌
の
上
に
、
巨
大
な
る
軍
事
機
構
U

鍵
繍
産

業
の
体
制
を
強
打
用
的
に
構
築
す
る
に
手
っ
て
い
る
必
然
性
に
基
〈
基
本

矛
盾
白
則
b
巨
大
な
る
軍
事
機
構
U
鍵
鏑
産
業
体
制
の
構
築
必
至
に
基
悶

す
る
州
の
軍
事
的
半
農
奴
制
的
官
府
下
干
の
半
隷
農
主
的
寄
生
地
主
と
軍

事
的
地
主
的
資
本
家
と
の
相
関
な
ら
び
に
半
農
奴
制
前
零
細
耕
作
基
一
両
で

の
年
隷
農
制
的
午
貰
徴
収
と
半
隷
奴
制
酌
労
役
と
の
相
関
、
そ
れ
が
た
め

の
棋
院
な
る
肝
生
産
軌
進
対
応
と
し
て
の
植
民
間
確
保
、
逆
に
該
労
役
維

日
本
貿
易
論
に
お
け
る
方
法
論
反
省
の
た
め
の
一
揖
角

持
1
ζ

該
劃
保
遂
訂
と
の
た
め
の
特
徴
的
な
装
備
の
蒋
備
必
宝
、
そ
の
早
期

以
来
の
帝
国
主
義
的
設
備
の
必
然
性
、
そ
れ
ら
の
相
互
規
定
。
そ
れ
に
基

〈
基
本
矛
盾
。
乙
れ
で
あ
る
。
L

〔
傍
点
は
筆
者
〉

ど
の
場
合
「
狭
隆
な
る
再
生
産
軌
道
」
の
内
容
を
規
定
し
て
い
る
の
は
、

農
村
に
お
け
る
半
隷
農
制
的
年
貢
徴
収
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
労
働
者
の
低

賃
金
、
即
も
山
中
γ
椋
奴
制
的
品
目
役
で
あ
り
、
そ
の
一
相
互
規
定
で
あ
る
@
故
に

こ
こ
で
の
「
狭
随
」
は
消
控
財
市
場
の
狭
院
と
し
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
の
消
費
財
市
場
の
国
内
山
場
狭
院
が
、
植
民
地
獲
得
へ
の

白
木
資
本
主
義
の
志
両
官
埠
き
出
し
た
E
レ
ぅ
論
理
を
我
々
は
読
み
主
る

こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
我
々
は
「
分
析
』
に
お
け
る
狭
障
な
る
消
費
財
布

場
1
↓
外
国
市
場
の
要
求
ー
と
い
う
諭
型
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
節
『
日
本
資
本
主
義
分
析
』
に
お
け
る
労
働
手
段
市
場
の
狭
臨

次
に
、
労
働
手
段
市
場
に
つ
い
て
は
、
如
何
な
る
論
理
が
読
み
と
ら
れ

る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
第
二
部
門
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
我
が
固
で

最
も
発
展
し
た
衣
料
生
産
部
門
、
お
よ
び
第
一
部
門
の
代
表
と
し
て
そ
の

中
核
た
あ
工
作
機
械
工
業
部
門
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

衣
料
生
産
部
門
の
労
働
手
段
市
場
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
L
わ
れ
る
ロ

即
ち
「
一
方
に
お
い
て
は
、
軍
事
機
構
領
域
に
お
い
て
、
造
兵
製
艦
り
技

術
的
世
界
水
準
凌
駕
1
自
給
独
立
実
況
を
遂
げ
得
伝
所
な
る
に
拘
ら
ず
、

而
か
も
、
他
方
に
お
い
て
は
、
広
大
な
る
展
開
の
衣
料
生
産
部
門
川
の
労

働
手
段
生
産
領
域
に
お
け
る
未
熟
性
、
即
ち
、
綿
業
三
分
化
工
程
主
導
の

紡
前
菜
(
典
型
的
な
印
度
以
下
的
労
働
賃
銀
お
よ
び
肉
体
消
陪
的
労
働
条
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日
本
貿
易
諭
に
お
け
る
方
法
論
反
省
内
一
た
め
の
一
泊
角

刊
を
持
つ
大
工
業
)
に
お
い
て
は
今
日
に
至
る
ま
で
そ
の
紡
績
機
械
の
瓦

倒
的
部
分
が
国
外
か
ら
の
輸
入
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
絹
業
三
分

伯
工
程
主
導
の
製
品
業
(
純
粋
日
本
州
況
の
特
殊
労
役
制
的
マ
ニ
ュ
ノ
ア
ク

チ
L

ア
)
に
お
い
て
は
今
日
に
宝
石
ま
で
そ
の
基
本
的
過
程
が
女
工
の
手

に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
何
れ
も
、
そ
れ
艇
の
未
熟
性
に
あ
る
こ
と
。

か
〈
の
如
き
賄
倒
形
態
の
な
義
は
、
今
や
、
白
明
白
理
で
あ
る
。
一
員
に

す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
日
本
資
本
主
義
の
基
本
規
定
た
る
所
の
軍
事
的
半
長

以
制
的
性
質
白
、
一
反
映
た
る
に
外
な
ら
な
い
己
。
製
糸
業
は
、
農
村
の

家
計
梢
充
的
な
低
蹴
な
労
働
力
の
流
出
に
よ
っ
て
、
機
械
化
が
阻
止
さ
れ
、

紡
績
業
で
は
機
械
は
専
ら
輸
入
さ
れ
る
。
こ
り
紡
績
業
で
機
慨
を
輸
入
に

頗
り
な
が
ら
、
輸
出
製
品
と
し
て
海
外
に
進
出
で
き
る
凸
は
、
高
価
な
輸

入
機
械
を
購
入
し
な
が
ら
も
半
封
建
制
に
法
づ
〈
低
労
賃
で
生
産
賓
の
切

り
下
げ
が
可
能
な
た
め
で
あ
る
ロ
だ
か
ら
、
製
糸
業
、
紡
績
菜
両
部
門
の

労
働
子
段
市
場
の
未
確
立
は
、
「
日
本
資
本
主
義
の
基
本
規
定
た
る
と
こ

ろ
の
寧
事
的
半
農
奴
制
的
性
島
」
に
帰
せ
ら
れ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
第
一
部
門
の
中
核
た
る
工
作
機
械
工
業
の
市
場
に
つ
い
て
の
指
摘

を
み
よ
う
。
即
ち
「
工
作
機
械

1
旋
盤
製
作
の
劣
位
l
低
位
の
裡
に
呈
露

し
た
と
こ
ろ
の
、
微
脆
性
。
日
本
資
本
主
義
の
規
定
的
特
質
た
る
半
農
奴

制
的
軍
事
的
特
質
は
、
軍
事
工
業
に
お
け
る
生
産
装
置
の
優
位
と
一
般
的

な
生
産
低
伎
と
の
期
倒
的
矛
盾
と
し
て
現
れ
、
か
く
の
如
品
川
矛
盾
は
ま
た

更
に
工
作
機
械
1
旋
盤
製
作
の
一
劣
位
U

低
位
と
し
て
具
現
す
る
。
そ
の
と

と
は
蓋
し
。
宜
事
工
業
に
お
け
る
生
産
機
構
装
皿
眠
、
工
作
機
械

1旋
盤
の

筋
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装
慌
に
は
、
優
秀
な
る
同
外
品
が
充
て
ら
れ
、
そ
の
国
内
生
産
の
こ
と
は

一
応
は
放
置
せ
ら
れ
、
そ
の
主
要
努
力
は
、
右
の
装
置
と
合
体
さ
る
べ
き

落
大
な
る
基
本
原
料
〔
鉄
、
石
炭
)
り
碓
保
に
向
け
ら
れ
、
従
っ
て
、
か

か
る
関
係
上
、
工
作
機
械

1
旋
探
製
作
の
こ
左
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
一

般
的
な
生
産
低
位
白
事
情
に
。
即
七
、
半
農
奴
制
的
零
細
耕
作
か
ら
流
れ

出
る
五
大
な
る
半
隷
奴
的
賃
銀
労
働
者
昨
を
消
磨
的
に
用
い
得
る
が
た
め

に
技
術
的
進
歩
は
阻
止
せ
ら
れ
、
例
え
ば
、
絹
業
コ
一
分
他
工
程
の
主
導
者

な
る
製
糸
業
用
。
労
働
手
段
は
ム
つ
も
な
お
手
工
的
な
も
白
た
る
に
と
ど
ま

り
、
叉
綿
業
三
分
化
工
程
自
主
導
者
た
る
紡
績
業
用
の
労
働
手
段
は
、
今

も
な
お
殆
ん
ど
囲
内
生
産
は
行
わ
れ
ず
に
止
ま
り
、
そ
の
他
に
も
適
応
的

な
技
術
的
阻
止
が
あ
り
、
ひ
い
て
は
、
一
般
の
金
属
工
業
リ
機
械
器
具
工

業
(
工
作
機
械
l
旋
盤
製
作
は
本
来
は
乙
れ
に
包
含
せ
ら
れ
る
)
の
発
達

は
阻
害
せ
ら
れ
る
に
至
る
と
い
う
そ
れ
ら
の
こ
主
を
基
調
と
す
る
所
の
一

般
的
な
生
産
低
位
の
事
情
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
L

こ
の

場
合
、
工
作
機
械
工
業
の
未
発
達
に
は
二
つ
の
固
か
ら
接
近
さ
れ
る
。
第

一
点
は
、
軍
事
工
業
の
庄
倒
的
優
位
と
そ
れ
に
用
い
ら
れ
る
生
産
財
の
一

方
的
海
外
怯
存
に
よ
る
圏
内
で
の
工
作
機
械
確
立
の
一
応
の
放
棄
で
あ
り

(
そ
れ
は
軍
事
工
業
の
原
材
料
確
保
が
第
一
義
的
絶
刻
的
要
請
で
あ
っ
た

こ
と
に
よ
る
)
、
第
二
点
は
、
低
賃
金
に
基
づ
く
製
品
業
、
紡
績
業
に
お
け

る
労
働
手
段
採
用
の
場
合
の
そ
の
問
止
要
因
の
俊
勢
と
、
こ
れ
に
起
因
す

る
工
作
機
械
発
展
の
停
滞
、
遅
れ
で
あ
る
。

以
上
、
消
費
財
生
産
部
門
(
特
に
衣
料
〕
、
生
産
財
生
産
部
門
〈
特
に
工



作
機
械
)
に
お
け
る
放
が
悶
の
労
働
手
段
市
場
の
特
質
を
、
山
国
政
太
郎

氏
が
如
何
に
把
握
さ
れ
て
い
る
か
を
『
分
析
」
に
」
っ
て
辿
っ
て
き
た
む

そ
の
結
果
、
農
村
の
半
封
建
前
諸
関
係
に
も
と
づ
く
低
賃
金
に
よ
っ
て
、

衣
料
生
産
部
門
の
労
働
手
段
探
用
が
制
限
き
れ
、
主
れ
が
ま
た
同
時
に
工

作
機
械
ム
業
の
発
達
を
お
し
と
ど
め
て
き
た
と
い
う
一
連
の
論
理
が
基
調

に
す
え
ら
れ
、
他
方
、
世
界
史
的
独
占
段
階
に
、
遅
れ
て
資
本
主
義
化
へ

の
道
に
入
っ
た
我
が
国
は
、
独
立
国
と
な
り
、
悶
際
競
争
に
た
え
る
た
め

に
、
第
一
義
的
に
軍
事
部
門
の
確
立
を
要
請
さ
れ
、
そ
れ
に
必
要
な
発
達

し
た
労
働
手
段
は
、
必
然
的
に
諸
外
国
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
と
い
う
論
理
が
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
労
働
手
段
市
場
の
未
発
達
も
、
基
本
的
に
は
半
封
建
制
に
よ
っ
て
規
定

き
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
己
主
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
一
節
、
二
酢
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
慌
費
財
市
場
も
、
労
倒
手

段
市
場
も
、
半
封
建
制
と
そ
れ
に
も
左
づ
〈
低
賃
金
に
よ
っ
て
基
本
的
に

規
定
さ
れ
て
お
り
、
国
内
市
場
狭
院
の
論
却
が
『
分
析
n

に
存
在
す
る
と

い
え
よ
う
が
、
今
ま
で
の
説
明
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
国
内
市
場
狭

限
」
を
消
費
財
市
場
の
狭
陥
だ
け
か
ら
導
い
て
い
る
と
結
論
す
る
わ
け
に

は
ゆ
か
な
い
。
成
程
、
一
節
に
お
い
て
み
た
よ
う
に
、
消
費
財
市
場
の
狭

院
か
ら
直
接
海
外
へ
の
進
出
を
導
い
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解

す
る
一
つ
の
根
拠
に
な
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
D
で
は
な
い
ロ
し
か
し

『
分
析
』
全
体
か
ら
、
労
働
手
段
市
場
の
狭
臨
も
同
本
資
本
主
義
の
特
質

正
し
て
同
じ
よ
う
に
読
み
と
れ
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

日
古
貿
易
諭
に
お
け
る
方
法
論
反
省
の
た
め
の
一
視
角

寸
分
析
」
に
お
け
る
園
内
市
場
狭
院
(
消
費
財
市
場
と
共
に
労
働
手
段
市

場
を
含
む
)
は
、
日
本
資
本
主
義
の
全
構
造
的
特
質
、
す
な
わ
ち
農
村
の

止
封
建
制
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
一
部
門
と
一
部
門
、
あ
る
い
は
軍
事
士

業
部
門
と
工
竹
機
械
工
業
と
の
不
均
衡
な
構
造
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る

之
い
え
る
。

以
上
の
国
内
市
場
狭
障
の
論
理
か
ら
碓
話
さ
れ
た
こ
と
は
、
半
対
座
制

に
も
と
づ
く
農
・
工
の
不
均
等
発
展
。
特
別
の
は
げ
し
さ
か
ら
海
外
市
場

進
出
世
把
握
す
る
と
い
ラ
松
井
教
授
の
「
同
内
市
場
狭
陥
諭
」
批
判
の
第

一
点
は
、
論
理
的
次
元
の
相
遣
に
よ
り
こ
こ
で
は
直
接
問
題
に
な
り
え
な

い
た
め
省
略
す
る
と
し
て
、
柁
原
二
郎
氏
の
「
生
産
的
消
費
強
調
論
一
に

対
し
て
は
、
「
分
析
』
で
は
、
消
費
財
市
場
の
み
で
な
く
、
生
産
財
市
場

も
よ
り
具
体
的
な
構
造
に
お
い
て
そ
の
狭
脆
性
が
把
握
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
こ
主
に
な
る
。
だ
か
ら
、
我
々
の
中
心
課
題
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本

資
本
主
義
の
特
殊
構
造
が
い
か
な
る
民
開
・
発
展
を
と
げ
た
か
を
説
明
す

る
論
理
を
研
究
す
る
こ
と
の
中
に
あ
る
ロ
こ
れ
は
松
井
教
綬
叩
「
発
展
」

強
調
請
の
問
題
で
あ
り
、
こ
ケ
に
は
当
然
農
村
市
場
に
関
す
る
問
題
提
起

(
松
井
教
侵
の
国
内
市
場
狭
院
諭
批
判
の
第
一
一
点
)
も
含
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
次
節
り
問
題
で
あ
る
。

三
節
寸
日
本
資
本
主
義
分
析
』
に
お
け
る
「
発
展
」

山
田
盛
太
郎
氏
の
「
分
析
』
に
お
い
て
は
「
発
展
」
あ
る
い
は
国
内
市

場
拡
大
の
論
理
は
い
か
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
も
、

消
費
財
市
場
と
し
て
の
低
賃
金
構
造
お
よ
び
農
村
の
半
封
建
的
体
制
の
変

第
八
十
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日
木
質
問
却
論
に
お
け
る
方
法
論
反
省
の

t
め
の
一
祝
角

動
日
日
報
展
、
な
ら
び
に
労
働
手
段
市
場
、
ιし
て
の
工
業
諸
部
門
聞
の
市
場

創
造
の
意
味
で
の
国
内
市
場
の
砿
夫
と
の
両
国
か
ら
見
て
ゆ
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ま
ず
前
者
に
関
ず
る
指
摘
を
み
よ
う
。
賃
金
構
造
に
関
し
て
は
、
「
半

隷
農
的
小
作
料
左
半
識
奴
的
労
働
賃
訟
と
の
相
互
規
定
的
関
係
」
と
し
て
、

つ
ぎ
の
叙
述
が
あ
る
。
「
賃
銀
の
柿
充
に
よ
っ
て
高
き
小
作
料
が
可
能
に

ぜ
ら
れ
、
補
充
の
意
味
で
賃
金
は
低
め
ら
れ
る
。
賃
銀
の
鉄
則
H
H
半
隷
農

的
小
作
料
支
出
後
の
僅
少
な
残
余
部
分
と
低
い
賃
銀
と
り
合
計
で
ミ
ゼ
ラ

プ
ル
な
一
家
主
支
え
る
様
な
関
係
の
成
立
」

u

こ
の
よ
う
に
、
賃
金
は
小

作
料
の
残
余
と
賃
金
と
の
相
互
規
定
と
し
て
、
少
く
と
も
固
定
化
し
た
も

の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
‘
農
村
市
場
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
「
資
木
主
義
は
半
隷
農
的
零
細
耕
作
農
民
に
お
け
る
農

業
と
自
家
川
子
工
業
と
の
結
合
を
解
離
し
、
後
者
を
剥
奪
し
」
、
と
あ

り
、
第
一
次
大
戦
中
、
工
場
化
に
よ
っ
て
こ
の
農
村
分
化
過
程
が
急
速
に
す

す
み
、
政
村
白
市
場
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

こ
の
占
、
に
関
し
て
は
、
第
一
次
大
戦
後
に
つ
い
て
の
つ
ぎ
の
叙
述
が
あ
る
。

「
軍
需
工
業
制
貝
広
を
起
点
と
す
る
軍
事
設
備
迫
進
を
衰
微
す
る
製
鋼
鉄

の
躍
進
は
、
半
農
奴
制
的
零
細
耕
作
慕
調
の
諸
型
分
解
左
逆
比
例
的
に
行

は
れ
た
。
こ
こ
で
、
大
正
八
年
と
昭
和
四
年
と
の
牛
一
産
宜
を
比
較
す
る
に
、

銑
は
批
九
七
、

C
七
五
地
か
ら
、
五
六
一
、
四
四
回
砲
へ
と
九
五
%
噌
加

し
、
釧
は
八
三

O
、
四
九
五
叫
幽
か
ら
二
、
二
九
一
三
、
八
四

C
岨
へ
と
一
五
二
%

増
加
L
、
逆
に
綿
織
物
は
っ

O
一
三
一
、
八
ご
二
、
七
一
一
一
七
円
か
ら
じ
一
一
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六
、
五
三
一
ニ
、
七
五
一
円
へ
と
二
λ
%
減
少
し
、
絹
織
物
は
八

O
四
、
五

八
O
、
四
一
二
六
円
か
ら
四
九
三
、
八
五

O
、
六
四
七
円
へ
k
三
八
%
減
少

し
て
い
る
。
却
も
一
軍
事
的
意
義
を
も
っ
製
鉄
鋼
と
直
接
的
に
半
農
奴
制
を

基
調
と
す
る
衣
料
生
産
と
の
鋭
角
的
な
逆
比
例
的
傾
向
を
見
る
。
こ
れ
は

諸
々
の
労
役
型
、
即
ち
一
、
純
粋
日
本
型
の
「
惨
苦
の
茅
屋
』
た
る

零
細
山
隆
生
計
補
充
的
副
菜
、
養
蚕
、
二
、
典
型
的
な
「
惨
背
の
茅
臆
』
九

る
問
昼
制
度
的
家
内
工
業
、
織
物
業
、
一
二
、
純
粋
日
本
型
の
特
殊
労
役
制

的
マ
ニ
ュ
ア
ァ
ク
チ
み
ア
、
製
糸
業
、
四
、
典
型
的
な
印
度
以
下
的
労
働

賃
銀
及
び
肉
体
消
磨
的
労
働
条
件
を
も
っ
大
工
業
、
紡
績
業
、
以
上
白
諸

烈
と
そ
の
直
接
的
基
調

1
半
農
奴
制
的
零
細
耕
作
そ
れ
自
体
と
の
分
解
の

こ
と
に
対
し
て
、
一
個
の
決
定
的
意
義
を
附
与
す
匂
」
。
こ
れ
ら
二
個
所

の
指
摘
は
、
資
本
主
義
発
展
が
農
村
人
口
を
い
わ
ゆ
る
二
置
の
意
味
で
白

由
化
し
、
資
本
主
義
生
産
の
市
場
を
拡
大
し
て
行
く
こ
と
の
指
摘
で
あ
り
、

こ
の
意
味
で
農
村
桁
場
の
拡
大
に
よ
る
国
内
市
場
の
拡
大
を
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
松
井
教
授
の
批
判
点
、
農
村
市
場
の
拡
大
の
説
明
が

不
充
分
だ
と
い
う
点
に
対
す
る
「
分
析
」
の
立
場
で
の
解
答
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
労
働
手
段
市
場
の
拡
大

1
発
展
に
関
し
て
は
、
長
業
は
半
封
建

制
の
存
続
に
よ
っ
て
機
械
化
の
要
求
極
め
て
小
き
く
、
農
業
は
労
働
手
段

の
市
場
た
り
え
な
い
。
だ
か
ら
、
工
業
部
門
間
に
お
け
る
相
互
の
市
場
創

出
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
は
二
節
で
も
み
た
よ
う
に
、
衣
料
部
門
の
機

械
化
は
、
低
賃
金
に
よ
っ
て
阻
止
傾
向
強
く
、
こ
れ
が
工
作
機
械
の
市
場

を
き
わ
め
て
狭
く
し
、
他
方
で
、
輸
出
工
業
部
門
や
軍
事
工
業
部
門
は
、



機
械
、
設
備
を
諸
外
国
に
依
存
し
た
、
と
い
う
構
造
と
し
て
帆
握
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
理
か
ら
は
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
と

も
な
っ
て
工
業
諸
部
門
で
相
互
に
市
場
が
つ
く
り
出
さ
れ
る
Lr
い
う
論
理

は
生
れ
て
こ
な
い
。

最
後
に
、
資
本
主
義
の
発
展
史
、
寸
仕
わ
ち
産
莱
資
本
主
義
段
階
、
独

占
資
本
主
義
段
階
、
同
家
独
占
資
本
主
我
段
階
と
い
う
資
本
主
義
の
必
然

的
な
移
行
過
釈
と
、
同
内
町
場
拡
大
と
の
関
連
は
ど
の
よ
う
に
な
コ
て
い

る
か
。
そ
の
指
摘
を
み
よ
う
。
「
労
働
力
転
化
の
問
題
に
お
け
る
半
隷
農

的
零
細
耕
作
農
民
l
主
誠
奴
的
賃
銀
労
働
者
創
設
の
点
と
、
全
運
動
の
基

軸
の
問
題
に
お
け
る
軍
事
機
構
整
備
U

巨
大
附
閥
必
至
性
の
点
と
、
こ
れ

ら
二
つ
り
問
題
に
現
わ
れ
た
所
の
、
日
本
資
本
主
義
の
軍
事
的
半
農
奴
制

的
性
質
は
、
官
に
か
か
る
資
本
関
係
創
間
過
程
を
特
徴
づ
け
る
の
み
に
止

主
ら
ず
、
更
に
、
産
業
資
本
確
立
過
程
、
合
融
資
本
確
立
過
程
、
一
般
的

危
機
の
過
程
を
買
申
し
て
特
徴
づ
け
る
基
本
的
規
定
で
あ
る
こ
と
を
銘
記

す
べ
き
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
資
本
主
義
発
展
の
全
過
程
は
、
半
封

建
制
と
の
関
係
に
抱
い
て
の
み
把
握
し
う
あ
と
い
う
万
訟
を
と
っ
て
い
る

か
ら
、
換
二
日
ナ
れ
ぽ
、
常
に
半
封
建
制
に
主
で
辺
γ

ん
さ
れ
て
資
本
主
義
発

展
が
考
察
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
生
じ
る
「
発
展
」
の
把
握

は
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
た
だ
軍
事
工
業
を
中
心
と
す
る
部
門
の
発
展

が
、
封
山
旺
的
諮
問
係
を
解
体
し
て
山
場
を
拡
大
し
て
行
く
と
い
う
点
だ
け

に
限
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
「
分
析
」
に
お
い
て
は
、
経
済
構
造

上
の
必
然
性
と
し
て
の
独
市
段
階
へ
の
移
行
、
さ
ら
に
同
家
独
占
資
本
主

日
本
貿
易
論
に
お
け
ゐ
方
法
論
広
告
の
た
め
の
一
祖
角

義
段
階
へ
の
移
行
の
必
然
性
は
論
じ
え
な
い
。
こ
こ
に
「
分
析
』
の
欠
陥

が
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

同
開
講
座
派
理
論
と
諸
批
判
と
の
関
連

『
分
析
』
の
論
理
を
た
ど
っ
て
き
た
今
、
は
じ
め
に
あ
げ
た
問
題
提
起
、

す
な
わ
ち
「
国
内
巾
場
狭
院
諭
」
批
判
、
「
生
産
的
消
費
強
調
諭
」
、
「
発

展
強
調
諭
」
と
の
関
連
、
こ
わ
ら
諸
批
判
の
位
置
つ
け
を
整
理
L
て
お
く

こ
E
に
し
よ
う
。

一
節
「
国
内
市
場
狭
陸
前
」
批
判
と
の
関
係

松
井
救
援
に
よ
る
「
国
内
市
場
狭
院
論
」
批
判
は
、
二
つ
の
点
よ
り
な

っ
て
い
た
。
第
一
点
は
回
肉
市
場
の
狭
隆
と
は
剰
余
価
値
実
現
不
可
能
の

い
み
に
理
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
農
村
の
半
封
建
制
か
華
民
と
す
る
山
田
工

不
均
等
発
展
の
持
別
な
尖
鋭
さ
と
把
握
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
第
二
点
は
、
農
村
市
場
拡
大
に
よ
る
園
内
市
場
の
拡
大
の
説
明
が

不
充
分
で
あ
る
ー
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
ト
」
の
う
ち
第
一
点
は
、
一
般
的

に
い
う
限
り
に
お
い
て
は
、
『
分
析
」
こ
そ
農
村
の
半
封
建
制
を
論
理
の

基
礎
に
す
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
農
工
の
不
均
等
発
展

の
激
化
・
あ
る
い
は
工
業
部
門
間
の
不
均
等
発
展
の
激
化
↓
海
外
市
場
と

当
然
考
え
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
松
井
教
授
も
「
山
田
教
授
の
場
合
も
、

そ
の
可
再
生
産
表
式
分
析
序
論
L

に
お
い
て
、
刺
余
価
値
実
現
の
不
可
能

か
ら
外
国
貿
易
の
必
然
性
を
導
き
出
し
て
い
る
ロ

l
ザ
目
ル
ク
セ
ン
プ
ル

グ
の
説
を
批
判
さ
れ
て
レ
る
位
だ
か
ら
簡
単
に
そ
の
よ
う
な
誤
謬
を

犯
し
て
お
ら
れ
る
主
持
え
ら
れ
な
山
」
と
の
べ
ら
れ
、
こ
の
批
判
を
講

第
λ
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八
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H
本
貿
易
論
に
お
け
る
方
法
論
反
省
の
た
め
の
一
視
角

直
派
の
亜
流
諸
氏

r
主
に
む
け
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
消
費
財

市
場
の
決
随
↓
海
外
市
場
進
出
、
と
い
う
論
理
を
、
剰
余
価
値
実
現
の
幽

難
か
ら
直
接
私
い
て
い
る
か
、
不
均
生
一
発
展
か
ら
導
い
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
は
、
理
論
全
体
か
ら
判
断
ず
べ
き
と
と
で
あ
っ
て
、
こ
と
で
は
生
産

的
な
議
論
と
は
な
り
え
な
い
。
第
一
点
に
関
し
て
は
、
「
分
析
』
の
見
解

に
大
き
な
問
題
は
な
い
。
第
二
品
に
関
し
て
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、

資
本
主
義
発
展
が
長
村
を
分
解
し
、
長
村
市
場
を
拡
大
す
る
側
面
は
、
〔
分

析
』
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
問
題
は
、
基
肢

と
し
て
『
分
析
』
を
貫
〈
半
封
建
制
と
こ
れ
を
分
解
さ
せ
る
資
本
の
作
用

と
の
関
連
が
不
明
確
で
あ
り
、
そ
の
た
め
半
封
建
制
と
資
本
制
生
産
と
の

相
互
規
定
の
歴
史
的
具
体
的
変
動
、
ま
た
向
者
の
十
エ

J

帯
性
の
説
明
が
な
く
、

こ
れ
ら
が
統
一
的
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
私
は
、

松
井
教
授
の
問
題
提
起
を
こ
の
面
の
指
摘
と
し
て
う
け
左
り
た
い
。
と
の

弱
点
は
、
守
分
析
』
の
論
理
そ
の
も
の
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
郎
「
生
産
的
消
費
強
調
輸
」
と
の
関
係

寸
分
析
』
の
場
合
、
生
産
的
消
費
あ
る
い
は
労
働
手
段
市
場
の
問
題
は
、

一
方
で
半
封
建
制

r規
制
さ
れ
、
他
方
で
、
軍
事
化
に
規
制
さ
れ
、
狭
院

な
る
市
場
と
し
て
把
握
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
分
析
」
で
は
日
本
資
本

主
義
白
構
造
上
の
侍
殊
性
主
い
う
具
体
的
な
段
階
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
花
原
二
郎
氏
が
一
般
論
的
に
生
産
的

消
費
を
強
詞
さ
れ
て
も
、
問
題
。
次
元
が
異
な
る
と
い
え
よ
う
。
『
分
析
』

が
生
産
的
消
費
を
無
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
の
ベ
た
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衣
料
部
門
の
労
働
手
段
市
場
、
第
一
部
門
的
の
転
倒
的
構
造
そ
の
他
か
ら

明
白
で
あ
る
。
む
し
ろ
寸
分
析
』
で
問
題
に
な
る
の
は
、
一
般
論
で
は
な

〈
、
日
本
資
本
主
義
の
労
働
手
段
市
場
が
、
際
史
的
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
発
展
を
た
ど
っ
た
か
、
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
発
展
を
導
〈

論
理
が
『
分
析
』
に
欠
却
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
車
封
建
制
に
も
シ

づ
く
低
賃
金
が
、
消
費
財
生
産
部
門
の
労
働
手
段
の
発
達
を
遅
ら
せ
、
そ

れ
が
さ
ら
に
工
作
機
械
の
生
産
を
遅
ら
せ
、
他
方
、
必
要
な
機
械
は
外
国

に
依
存
す
る
と
い
う
論
理
だ
け
か
ら
は
、
我
が
因
の
生
産
酌
消
費
が
拡
大

し
て
ゆ
く
推
進
力
、
動
機
は
伺
ら
説
明
さ
れ
え
な
い
。
生
産
的
消
費
の
問

庖
は
こ
の
い
み
で
反
省
さ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
必
然
的
に
つ

ぎ
の
「
発
展
」
の
問
題
と
な
る
。

三
節
「
発
展
強
調
」
請
と
の
闘
係

松
井
教
肢
は
、
農
業
だ
け
で
は
な
く
、
工
業
を
含
め
て
全
構
造
的
に
、

発
展
を
、
し
か
も
具
体
的
に
研
究
す
る
こ
之
を
強
調
さ
れ
た
。
こ
の
主
事

は
一
般
的
な
指
摘
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
こ
に
講
座
派
理
論
批
判
の
焦
点
が

む
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ロ
た
だ
こ
の
指
摘
の
場
合
も
、
講
匝
派
内

理
論
構
成
の
欠
陥
に
対
す
る
具
体
的
指
示
は
な
く
、
実
寵
的
、
数
長
的
に

研
究
を
具
体
化
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
我
々

主
し
て
は
、
講
座
派
の
理
論
そ
の
も
の
の
中
に
「
発
展
」
過
程
を
具
体
的

に
分
析
す
る
こ
、
と
を
こ
ば
む
論
理
的
欠
陥
を
見
出
し
、
そ
れ
を
克
服
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
産
酌
消
費
の
発
展
過
程
を
分
析
し
え
な
い
こ
と
、

ま
た
ヤ
封
津
制
と
資
本
制
生
産
の
相
互
規
定
の
康
史
的
変
化
過
程
が
不
明



確
で
あ
る
と
い
う
論
理
的
弱
点
を
前
に
一
目
し
た
が
、
そ
れ
は
理
論
自
体
に

欠
陥
の
あ
る
己
と
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
と
の
欠
陥
を
明
碓
に
し
な
レ
ま

ま
で
の
「
発
展
」
の
一
般
的
強
制
は
、
日
木
資
本
主
義
の
特
殊
構
浩
を
具

体
的
に
掌
握
し
な
い
で
資
本
主
義
発
展
の
み
を
強
調
し
た
労
決
派
の
諸
氏

と
同
一
の
致
命
的
欠
陥
を
も
つ
こ
と
を
意
味
し
な
い
だ
ろ
う
か
ロ

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
今
ま
で
の
日
本
貿
品
論
の
分
野
で
お
こ

な
わ
れ
て
き
た
方
法
論
的
反
省
は
、
い
ず
れ
も
問
題
の
入
口
に
あ
る
だ
け

で
、
帯
住
派
理
論
の
論
理
体
系
の
批
判
を
お
こ
な
っ
た
も
の
は
存
存
し
な

い
と
い
え
よ
う

Q

さ
ら
に
も
う
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
論
理
の
枇
象
段

階
の
問
題
で
あ
る
。
「
発
展
」
か
強
調
さ
れ
る
場
合
の
松
井
教
授
は
、
大

正
年
間
に
お
け
る
生
産
性
向
上
、
賃
金
上
井
、
農
村
市
場
の
拡
大
と
い
う

日
本
資
本
主
義
町
一
現
実
を
問
題
の
山
発
点
と
さ
れ
た
の
で
、
講
座
派
理
論

の
論
理
展
開
と
同
じ
次
元
で
換
討
し
う
る
し
、
か
つ
講
也
派
理
論

rお
け

る
「
発
展
」
過
程
を
分
析
す
る
上
で
の
弱
さ
を
指
摘
さ
れ
る
ζ

と
が
で
き

た
の
で
あ
る
が
、
花
原
二
郎
氏
に
よ
る
問
題
提
起
は
、
資
本
主
義
一
般
の

論
理
主

L
て
の
次
元
で
問
題
を
展
開
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
講
座
派
の

論
理
批
判
、
欠
陥
指
摘
が
州
象
的
な
も
の
と
な
り
、
講
座
派
の
論
迎
体
系

批
判
へ
主
直
桜
つ
な
が
ら
な
い
。
ま
た
、
松
井
教
授
に
よ
る
「
園
内
市
場

狭
陛
論
」
批
判
。
場
合
に
は
、
遅
れ
た
ウ
ク
ラ
l
ド
を
も
っ
閏
に
お
け
る

不
均
等
発
展
を
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
花
原
氏
の
場
合
よ
り
も
一
段
共
体

化
さ
わ
た
次
元
で
問
題
を
提
記
さ
れ
て
い
る
け
わ
ど
も
、
『
分
析
』
の
場

日
本
貿
易
論
に
お
け
る
方
訟
論
反
布
の
た
め
の
一
視
角

合
に
は
、
そ
の
不
均
等
発
展
が
よ
り
具
体
的
な
日
本
裂
と
し
て
、
具
体
的
構

造
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
亡
レ
る
次
元
を
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

『
分
析
』

r代
表
さ
れ
る
講
座
派
理
論
の
再
検
討
の
た
め
に
は
、
日
本
資

本
主
義
と
い
う
も
う
一
段
具
体
化
き
れ
た
次
元
で
批
判
を
展
開
す
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
む
よ
う
に
論
理
の
抽
象
段
階
を
問
題
に
す
る
の
は
、

日
本
貿
易
論
の
場
合
、
た
と
え
ば
原
料
問
題
と
い
う
一
国
の
特
殊
性
と
密

泊

接
に
結
合
す
る
諌
題
を
抽
象
的
な
諭
迎
段
階
で
導
入
し
た
り
、
ま
た
逆
に
、

必
然
性
と
い
う
問
題
を
、
全
く
具
体
的
な
分
析
に
ま
で
適
川
す
る
よ
う
な

こ
と
的
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
白
日
本
貿
易
諭
の
路
分
析
を
阻
害
し
て
い
る

大
き
な
要
因
で
あ
る
左
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

制
講
座
派
理
論
に
ゐ
け
る
方
法
論
上
白
問
題
点

「
分
析
」
の
矢
陥
と
し
て
「
発
展
」
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
王
張
さ

れ
、
ま
た
私
は
そ
の
点
に
関
し
て
、
す
で
に
、
生
産
的
消
曹
の
岡
山
史
的
発

展
過
程
を
分
析
す
る
論
理
が
生
じ
え
な
い
と
色
、
ま
た
半
封
建
制
止
資
本

制
生
障
の
相
互
規
定
の
位
置
づ
け
色
、
そ
の
変
動
過
程
を
介
析
し
え
な
い

こ
と
と
の
二
点
を
指
摘
し
た
が
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
欠
陥
は
ど
こ
に
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
つ
ぎ
の
規
定
の
な
か
に
見
出
し
た
い
。
?

な
わ
ち
「
本
書
に
お
い
て
は
、
産
業
資
本
確
立
の
過
程
を
規
定
す
る
こ
と

に
、
ひ
と
つ
の
軍
要
な
る
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
過
程
は
、
略
明

治
三
十
年
乃
至
同
十
年
を
劃
期
す
る
所
の
、
即
ち
、
正
に
円
清
日
出
向
戦

争
の
時
期
を
貫
串
す
る
所
白
、
過
程
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本

資
本
主
義
の
軍
事
的
半
農
奴
制
的
刑
制
は
終
同
的
に
決
定
せ
ら
れ
る
。
特
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日
本
貿
易
論
に
お
け
る
方
法
論
反
省
の
た
め
の
一
視
角

殊
刷
、
日
本
資
本
主
義
に
お
け
る
か
か
る
過
程
が
、
同
時
に
、
帝
国
ギ
義
・

転
化
の
過
程
ぜ
も
あ
り
、
ま
た
金
一
回
資
本
と
し
て
の
構
成
を
と
る
温
程
で

渇

も
あ
る
と
と
は
当
該
の
特
質
の
然
ら
し
め
る
所
で
あ
る
」
。
「
日
本
で
の
産

業
資
本
の
催
点
過
程
(
明
治
三
十
年
乃
至
四
十
年
頃
)
は
、
自
由
な
労
働
省

主
白
由
競
争
の
資
本
と
の
生
産
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
な
〈
‘

そ
れ
は
、
半
隷
農
制
的
年
貢
徴
収
と
半
隷
担
制
的
労
役
之
の
相
関
十
編
成

づ
け
る
所
。
、
父
、
産
業
資
本
確
立
主
帝
国
主
義
転
化
之
を
同
時
的
に
規

定
つ
け
る
所
の
、
過
程
主
L
て
揖
わ
れ
、
従
っ
て
そ
れ
は
直
ち
に
、
〉
日
本

加

で
の
金
両
資
京
成
立
確
立
の
過
棋
の
、
基
礎
規
定
邑
し
て
現
わ
れ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
吋
分
析
L

に
お
い
て
は
、
わ
が
国
資
本
主
義
白
特
一
質
、
す

な
わ
ち
寸
分
析
』
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
日
本
資
本
主
義
の
軍
事
的
半
農

奴
制
的
性
質
は
、
本
跡
的
蓄
積
期
の
み
な
ら
ず
、
産
議
資
本
確
立
過
程
、

独
占
資
本
確
立
過
程
、
さ
ら
に
一
般
的
危
機
を
も
買
い
て
い
る
基
木
的
規

定
で
あ
る
ω

そ
し
て
こ
れ
は
「
日
由
な
労
働
者
と
自
由
競
争
の
資
本
と
の

生
産
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
」
先
進
資
本
主
義
国
O
確
立
過
程
と
の

比
較
史
的
な
拍
質
と

L
τ
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

先
進
資
本
主
義
同
の
確
立
過
程
と
の
比
較
に
よ
る
そ
の
特
質
検
出
し
乙
い
う

視
角
が
基
底
に
あ
る
た
め
一
、
日
木
資
本
主
義
の
構
造
的
特
徴
は
明
確
に
規

定
き
れ
た
け
れ
ど
も
、
逆
に
『
分
析
ι
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
資
本
主

義
に
共
通
な
資
本
の
論
理
の
日
本
に
お
け
る
そ
の
展
開
過
程
。
特
殊
性
分

析
に
お
い
て
、
弱
さ
が
生
じ
て
い
る
。
日
本
資
本
主
義
の
特
殊
的
構
造
は
、

あ
く
ま
で
日
本
資
本
主
義
の
構
造
的
特
質
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
資
本
の

第
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一
般
法
則
は
わ
が
国
で
も
当
然
貫
徹
す
る
竹
の
も
の
で
あ
る
。
わ
が
閏
に

お
け
る
資
本
の
論
理
は
、
日
本
資
本
主
義
の
特
殊
的
構
造
の
た
め
、
そ
こ

で
変
容
を
う
け
、
具
体
化
さ
れ
る
シ
は
い
え
、
逆
に
半
封
建
制
が
前
提
あ

る
い
は
基
底
と
し
て
お
か
れ
、
そ
の
中
に
資
本
の
論
理
を
包
践
す
る
も
り

で
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
、
資
本
の
論
理
と
半
封
組
制
に
も
と
ず
く
規
制

と
を
平
行
に
な
ら
べ
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
少
〈
と
も
我
が
国

の
章
也
市
資
木
確
立
以
降
の
段
階
に
お
い
て
は
、
資
本
の
論
理
を
基
底
に
し

て
、
半
封
建
制
は
、
そ
れ
を
変
容
さ
せ
京
め
る
も
の
と
し
て
、
基
本
的
に

は
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
分
析
』
に
お
け
る
論
理
の
基
本
的

欠
陥
は
、
産
業
資
本
形
成
過
程
の
日
本
の
特
殊
性
を
、
後
の
発
展
段
階
に

ま
で
論
理
の
基
礎
と
し
て
一
般
化
l
一
、
位
置
づ
け
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
後
の
段
階
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
を
半
刻
建
制
に
ま
で
還
元
し
て

把
握
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
工
作
機
械
工
業
の
お
く

れ
は
、
半
封
建
制
に
規
制
さ
れ
る
市
場
狭
陥
と
高
級
な
工
作
機
械
の
海
州

依
詐
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
。
そ
L
て
こ
の
遅
れ
は
、
た
L
か
に
現
段

階
に
ま
で
も
持
ち
こ
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
の
日
本
資
本
主
義
の
弱
点
で
あ
り
、

低
廉
な
労
働
に
よ
る
機
械
採
用
阻
止
傾
'
川
は
、
強
力
に
作
刊
し
た
4
と
は

事
実
で
あ
る
が
、
囲
内
資
本
間
の
競
争
な
ら
び
に
資
木
主
義
世
界
巾
場
に

お
け
る
競
争
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
絶
対
的
剰
余
価
値
生
産
方
法
に
の
み

依
存
す
る
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
り
、
使
用
価
値
的
に
も
価

値
的
に
も
、
進
ん
だ
機
械
採
用
に
よ
る
相
対
的
剰
余
価
値
生
産
方
法
を
不

可
避
的
な
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
乙
の
よ
ラ
に
考
え
て
は
じ
め
て
、
生
産



的
消
費
に
よ
る
市
場
拡
大
が
論
理
と
し
て
く
み
こ
ま
れ
る
乙
と
が
可
能
と

な
り
、
そ
の
発
展
過
程
の
我
が
固
に
お
け
る
特
妹
性
を
位
置
づ
け
ゐ
論
理

が
可
能
に
な
ゐ

G

ま
た
わ
が
国
の
低
賃
金
が
、
農
村
の
半
封
建
制
に
も
と
づ
い
て
可
能
に

な
っ
た
こ
と
も
成
程
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
低
賃
金
を
規
定
す
る
主

阿
も
、
後
進
資
本
主
義
国
で
あ
る
わ
が
国
が
、
独
立
国
と
な
り
国
際
競
争

に
伍
し
て
行
く
た
め
に
、
急
速
度
の
成
長
を
要
請
さ
れ
、
し
か
も
両
価
な

生
産
手
段
あ
る
い
は
主
要
原
材
料
を
愉
入
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
構

造
か
ら
、
必
然
的
に
徹
底
し
た
低
賃
金
が
資
本
の
要
求
と
し
て
生
じ
、
そ

の
た
め
に
資
木
家
と
地
主
と
の
妥
協
が
不
司
欠
で
あ
っ
た
、
と
い
ラ
よ
う

に
資
木
の
立
場
か
ら
説
明
で
き
な
い
だ
る
う
か
。
低
賃
金
を
こ
の
よ
う
に

位
置
づ
け
て
己
そ
、
資
本
家
主
地
、
i
と
の
妥
協
左
対
立
の
歴
史
的
過
程
を

も
具
体
的
に
分
析
し
う
る
の
で
あ
る

ま
た
つ
分
析
R

が
、
日
本
資
本
主
義
の
成
立
過
程
の
特
質
を
、
一
貫
し

て
論
理
の
基
軸
に
す
え
た
と
い
う
欠
陥
か
ら
、
日
本
貿
同
訓
話
展
の
各
段
階

の
具
体
的
分
析
を
妨
げ
る
こ
主
正
も
な
っ
た
。
即
ち
、
資
本
主
義
世
界
市

場
に
よ
る
影
響
は
、
日
本
資
本
主
義
の
形
成
に
お
い
て
特
殊
的
構
造
を
ー
と

る
己
主
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
k
い
う
規
定
と
し
て
の
み
あ
ら
わ
れ
、
日
本

資
本
主
義
の
各
発
展
段
階
に
お
け
る
回
際
経
済
諸
関
係
の
具
体
的
出
握
は
、

日
本
資
本
主
義
の
基
礎
構
造
主
分
離
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

日
本
貿
易
諭
の
展
開
は
、
そ
れ
が
貿
F
m諭
と
い
う
言
わ
め
て
具
体
的
歴

史
的
領
域
に
属
す
る
関
係
か
ら
、
講
座
派
理
読
の
大
台
な
欠
陥
に
も
拘
ら

日
本
貿
易
論
に
お
吋
る
方
法
論
反
省
の
た
め
の
一
視
角

ず
、
産
業
構
造
の
変
化
、
そ
れ
か
ら
生
じ
る
商
品
構
成
、
も
っ
と
も
現
象

的
な
凶
際
的
諸
関
係
の
分
析
に
お
い
て
、
多
く
の
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。

そ
し
て
こ
の
理
論
の
具
体
的
性
格
が
逆
に
、
日
本
資
本
主
義
の
構
造
理
論

の
反
省
を
、
日
本
貿
易
諭
の
分
野
で
遅
ら
せ
る
原
因
と
も
な
っ
た
。

私
は
つ
ぎ
の
課
題
を
今
後
の
中
心
的
問
題
、
と
考
え
る
。
そ
の
一
は
、
産

業
資
本
一
般
の
論
理
が

H
本
資
本
主
義
の
特
殊
構
造
に
よ
っ
て
作
川
を
ラ

け
る
が
、
そ
の
場
合
、

H
本
資
本
主
義
の
基
礎
理
論
を
、
日
本
資
本
主
義

分
析
に
ま
で
具
体
化
さ
れ
た
資
本
の
論
理
が
年
封
建
制
を
台
み
う
る
形
で

統
一
的
に
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
町
一
は
、
さ
ら
に
日
本
資
本

、
、
、
、
、

主
義
の
構
造
を
一
川
す
基
礎
理
論
を
、
各
発
展
段
階
に
お
け
る
構
造
理
論
に

ま
で
特
殊
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
一
一
は
、
各
発
展
段
階

に
お
け
る
構
造
型
諭
を
日
本
貿
易
諭
に
具
体
化
す
る
方
法
論
を
確
定
す
る

こ
と
で
あ
る
。
と
れ
ら
の
課
題
を
我
々
は
精
力
的
に
迫
求
L
、
早
L

急
に
共

体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
論
は
、
こ
の
た
め
の
出
発
点
を
確
定
す

る
た
め
の
一
つ
の
試
み
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

的
篠
原
、
小
品
論
争
の
名
で
脚
光
か
あ
び
て
お
り
、
こ
の
論
争
に
マ

ル
ク
ス
経
神
学
者
も
名
和
統
氏
、
松
井
清
教
授
、
中
西
一
郎
氏
、

吉
信
甫
氏
な
ど
が
参
加
し
て
村
ら
札
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
こ

れ
ら
の
人
達
に
よ
る
請
批
判
も
、
部
分
的
批
判
あ
る
い
は
問
題
提
起

の
域
全
出
て
い
な
い
。
こ
の
原
因
は
、
具
体
的
分
析
町
道
具
の
欠
如

に
よ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
日
本
資
本
主
義
心
構
造
理
論
な
ら
び
に
そ

れ
を
貿
品
論
ま
で
具
体
化
す
る
方
法
論
の
弱
さ
に
起
因
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

第
八
十
人
巻

包

七

第
四
月

五
五
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近
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I
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史
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白
構
造
Lとζ
民
開
』
八
一
ベ
l
ジ
。
ま
た
同
じ
見
解
は
、
ム
令
畑
沢
宇
件
川

ω仰た
と
え
ば
盛
崎
稔
教
授
は
、
工
作
機
械
の
輸
入
側
桔
に
つ
い
て
、

美
.
大
島
渡
辺
嗣
『
日
本
資
本
主
義
研
究
入
門
』
ム
一
巻
、
第
六
牢
つ
ぎ
の
よ
う
な
数
宇
を
ψ
あ
め
げ
て
お
「
ム
ら
円
白
一
れ
る
u

(

第
一
去
)
豊
崎
稔
著

貿
品
(
花
原
一
郎
抑
当
当J
)

に

お

い

て

も

み

ら

れ

る

@

『

日

本

機

械

工

業

の

基

礎

梢

造

』

二

五

九

ペ

ー

ジ

、

な

お

こ

り

点

に

同

月

右

七

九

八

O
へ

I

ジ

。

つ

い

て

は

、

野

晶

栄

太

郎

氏

J
b
幾
度
か
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
た
と

ω問
的

同

右

八

三

ベ

l

ジ
c

え
ば
、
野
呂
栄
太
郎
著
『
日
本
資
本
主
義
発
通
史
』
岩
波
文
庫
版
、

例
こ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
現
在
の
能
進
諸
国
に
お
け
る
不
均
衡
と
日
二
人
2
ペ
ー
ジ
。

本
の
場
合
の
そ
れ
が
全
く
同
じ
だ
之
い
う
と
と
で
は
な
い
。
一
闘
の
仰
山
田
盛
太
郎
別
損
古
七
五
ペ
ー
ジ
。

不
均
衡
は
、
国
際
的
国
内
的
条
件
に
よ
っ
て
こ
と
な
り
、
そ
O

一

国

側

同

右

一

三

C
へ
1
ジ。

で
の
特
殊
的
あ
ら
わ
れ
こ
そ
問
届
心
中
心
ポ
一
あ
る
か
ら
、
後
進
国
に

M
W
W
M
W

同
右
六
一
二
。
へ
l
ジ
。

共
通
な
不
均
等
措
民
の
指
摘
は
、
よ
り
具
体
化
さ
れ
た
政
一
克
で
扱
わ

ω
同
右
一
七
一
一
七
一
一
ペ
ー
ジ
。

ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

帥
目
円
十
石
(
八
回
へ

i
a
v
o

例
松
井
桁
「
日
本
貿
品
論
白
方
法
論
」
国
際
経
済
学
会
制
『
日
本
の

ω
松
井
清
「
方
法
論
と
段
階
区
分
」
松
井
市
編
『
近
代
日
本
貿
易
史
」

経
済
と
貿
易
L

一

三

ペ

ー

ジ

。

一

巻

四

ペ

ー

ジ

。

ω
山
田
路
太
郎
著
「
日
本
資
本
主
義
分
析
』
一
六

0
ペ
ー
ジ

Q

凶
例
え
ば
、
吉
村
正
晴
氏
自
論
理
に
こ
の
混
乱
が
み
ら
れ
る
。

M
H

同

右

一

ハ

O

一

六

一

ペ

ー

ジ

。

州

制

久

山

体

旧

制

民

は

、

外

凶

貿

易

の

必

然

性

を

具

体

化

す

る

路

線

と

し

M
W

同

右

七

五

ペ

ー

ジ

。

て

二

つ

あ

げ

ら

れ

る

む

そ

の

一

つ

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

持

味

歴

史

的

政

日
本
貿
易
論
に
お
け
る
方
法
論
反
省
の
た
め
の
一
視
角

品

第
八
十
八
巻

じ
i¥. 

第
四
号

五
六

名
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階
に
お
け
る
外
国
貿
易
の
必
然
性
の
把
握
で
あ
り
、
そ
り
二
は
、
特

殊
な
貿
易
関
係
む
基
本
的
結
合
の
中
で
、
外
国
貿
品
目
必
然
性
を
把

掘
す
る
乙
と
で
あ
る
。
久
保
田
氏
は
、
こ
り
論
文
L
お
い
て
、
吉
村

正
晴
氏
り
日
本
資
本
主
義
に
お
け
る
外
国
貿
易
の
必
然
性
の
解
明
は
、

抽
象
的
に
す
吉
る
レ
l
一
一
ン
の
三
規
定
を
直
接
的
、
平
面
的
に
日
本

資
本
主
義
心
構
造
的
特
質
L

乙
結
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
、
主
批
判
し

て
、
日
本
資
本
主
義
の
構
造
的
帖
質
を
一
般
程
前
と
具
体
的
分
析
の

媒
介
と
し
て
導
入
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
正
し
い
具
体
化
の
立

場
に
た
っ
て
お
ら
れ
る
主
考
え
る
が
、
第
二
点
で
い
わ
れ
る
様
な
「
必

H
本
貿
易
論
に
お
け
る
方
法
論
反
省
の
た
め
の
一
机
角

然
性
」
白
扱
い
方
位
、
数
量
化
を
伴
う
現
状
分
析
の
役
割
を
不
当
に
過

少
評
価
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
明
確
に
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
で
の
J

内
村
正
晴
氏
の
混
乱
は
、
久
保
田
氏

の
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
か
か
る
諭
担
段
陪
と
具
体
化
り
方
法

論
は
、
別
の
機
会
に
ま
と
め
る
つ
も
り
で
あ
る
。

A
保
凹
順
「
日
本

資
本
主
義
に
お
け
る
外
因
究
日
却
の
必
然
性
」
「
経
済
系
ト
四
一
時
所
収
。

帥
山
田
盛
太
郎
前
掲
宮
一
ペ
ー
ジ
。

例
同
右
一
六
一
ペ
ー
ジ
。

銃
八
十
八
巻

一七
九

(
一
九
六
一
、
七
、

イ二
) 
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同
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