
「
商
品
過
剰
論
」
と

「
資
本
過
剰
論
」
と
の
区
分
の
誤
り
に
つ
い
て

（1） 「商品過剰諭」と「資本過剰論」との区分の誤りについて

は
じ
め
に

　
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
を
「
商
品
過
剰
論
」
と
「
資
本
過
剰
論
」
に

分
類
す
る
見
解
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
、
戦
後
わ
が
国
で

こ
の
見
解
を
強
調
し
た
の
は
、
自
ら
を
「
資
本
過
剰
論
」
と
し
、

そ
れ
以
外
を
「
商
品
過
剰
論
」
と
す
る
宇
野
恐
慌
論
の
継
承
者
の

　
　
　
　
＾
1
〕

人
々
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
過
剰
生

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

産
恐
慌
論
（
そ
こ
で
い
わ
れ
る
「
商
品
過
剰
論
」
で
は
な
い
）
を

確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宇
野
恐
慌
論
そ
の
も
の
を
検
討
・
批
判

す
れ
ぱ
充
分
で
あ
っ
て
、
「
資
本
過
剰
論
」
と
「
商
品
過
剰
論
」

と
い
う
規
定
・
分
類
に
つ
い
て
の
誤
り
は
と
り
た
て
て
論
議
す
る

必
要
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

井
　
村

喜
　
代

子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
と
こ
ろ
が
近
年
、
玉
垣
良
典
氏
の
間
題
提
起
に
刺
激
さ
れ
て
か
、

「
商
品
過
剰
論
」
と
「
資
本
過
剰
論
」
と
い
う
区
分
が
「
大
方
の

　
　
＾
3
）

一
致
す
る
」
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
新
し
い
解
釈
を

加
え
た
り
、
両
者
の
「
統
一
」
・
「
複
合
」
を
は
か
ろ
う
と
す
る
試

　
　
　
　
　
　
＾
5

み
が
出
始
め
て
い
る
。
玉
垣
氏
は
「
『
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
目
ン
』

は
端
的
に
い
っ
て
、
『
資
本
の
過
剰
生
産
』
に
起
因
す
る
賃
金
コ

ス
ト
・
プ
ヅ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
レ
の
高
進
を
制
止
し
よ
う
と
す
る
と
、

過
剰
生
産
・
過
剰
能
カ
と
失
業
が
増
大
す
る
（
『
商
品
の
過
剰
生

産
』
）
と
い
う
物
価
安
定
と
完
全
雇
用
の
両
政
策
目
標
間
の
鋭
い
ジ

レ
ン
マ
を
表
現
し
、
『
商
品
の
過
剰
』
と
『
資
本
の
過
剰
』
の
相
剋

が
激
化
し
た
事
態
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し
、
か
か
る

事
態
が
恐
慌
論
に
た
い
す
る
「
重
大
な
挑
戦
を
意
味
し
て
い
る
」
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と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
商
品
過
剰
説
と
資
本
過
剰
説
の
二
つ

が
主
要
な
対
立
を
な
し
て
お
り
、
し
か
も
両
者
い
ず
れ
も
『
商
品

の
過
剰
』
と
『
資
本
の
過
剰
』
の
い
ず
れ
か
の
一
つ
の
側
面
を
、

そ
れ
ぞ
れ
恐
慌
の
基
本
現
象
お
よ
ぴ
恐
慌
論
に
お
け
る
因
果
の
軸

と
し
て
固
定
し
、
排
他
的
に
他
方
に
対
置
す
る
こ
と
に
終
始
し

て
」
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
か
ら
、
「
よ
り
高
次
の
統
一
に
お
け

　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

る
相
互
媒
介
H
抽
象
的
対
立
の
止
揚
」
が
必
要
で
あ
る
と
提
唱
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
「
『
商
品
過
剰
』
と
『
資
本
過
剰
』
の
相
剋
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

と
い
わ
れ
る
内
容
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
し
、

「
商
品
過
剰
論
」
と
「
資
本
過
剰
論
」
と
い
う
規
定
・
分
類
自
体

も
、
き
わ
め
て
麗
昧
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
麗
昧
な
「
用

語
」
を
用
■
い
て
、
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
を
二
つ
に
分
類
し
た
り
、
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

者
の
「
統
一
」
・
「
複
合
」
を
提
唱
さ
れ
る
こ
と
は
、
一
見
斬
新
で

　
　
　
　
　
　
＾
7
〕

「
重
大
な
間
題
提
起
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、

内
容
的
に
は
唆
昧
な
「
用
語
」
を
導
入
し
、
論
議
を
混
乱
に
導
く

も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
玉
垣
氏
の
よ
う
に
、
「
ス

タ
グ
フ
レ
i
シ
目
ン
」
を
「
『
商
品
の
過
剰
』
と
『
資
本
の
過
剰
』

の
相
剋
が
激
化
し
た
事
態
」
と
し
、
そ
れ
か
ら
の
挑
戦
へ
の
解
答

と
し
て
恐
慌
理
論
の
二
つ
の
「
統
一
」
を
提
唱
さ
れ
る
点
に
つ
い

て
は
、
右
の
よ
う
な
凝
問
と
と
も
に
、
競
争
の
支
配
す
る
資
本
主

義
に
お
け
る
産
業
循
環
・
恐
慌
の
理
論
と
現
代
資
本
主
義
固
有
の

「
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
分
析
と
の
差
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
と

い
う
方
法
的
疑
問
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
は
別
稿
で
取
り
上

げ
る
こ
と
と
す
る
。

　
本
稿
の
課
魑
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
再
燃
し
て
き
た
「
商
品
の

過
剰
」
と
「
資
本
の
過
剰
」
、
「
商
品
過
剰
論
」
と
「
資
本
過
剰

論
」
と
い
う
規
定
・
分
類
自
体
が
誤
り
で
あ
る
点
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
通
し
て
論
議
の
混
乱
を
防
ぎ
た
い
と
い
う
、
さ
さ
や
か

な
点
に
隈
定
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
検
討
に
お
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
が
未
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、

で
あ
っ
た
以
上
、
こ
の
よ
う
な
規
定
・
分
類
が
、
『
資
本
論
』
解

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

釈
と
し
て
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
理
論
的
に
考
え
て

妥
当
な
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
を
一
応
区
別
し
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
一
、
一
一
で
は
前
者
を
取
り
上
げ
、
三
で

は
後
者
を
取
り
上
げ
る
。

　
ま
た
、
『
資
本
論
』
解
釈
と
し
て
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
検

討
に
お
い
て
は
、

　
ω
　
『
資
本
論
』
第
三
部
第
三
篇
第
一
五
章
第
一
節
と
、
第
三

節
と
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
生
産
拡
大
へ
の
「
制
限
」
・
資
本

1泌



ら

（3） 「商品過剰論」と「資本過剰論」との区分の誤りについて

の
過
剰
生
産
の
原
因
や
内
容
に
つ
い
て
相
反
す
る
見
解
を
の
べ
て

い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
②
　
マ
ル
ク
ス
が
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
と
い
う
と
き
、
．
商
品

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

の
形
態
で
の
過
剰
と
区
別
し
た
も
の
と
し
て
資
本
（
貨
幣
資
本
？
）

と
い
う
形
態
で
の
過
剰
を
把
握
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
に
わ
け
て
検
討
す
る
こ
　
。
と
が
必
要
か
つ
有
効
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
解
釈
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ぱ
、
多
数

の
著
作
に
わ
た
っ
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
数

が
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
応
右
の
よ
う
な
分
類
を
す
る
諭
者

が
対
象
と
す
る
『
資
本
論
』
第
三
部
第
三
篇
第
一
五
章
を
中
心
と

し
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

『
資
本
論
』
第
三
都
第
三
篇
第
一
五
章
に
つ
い
て

　
ω
『
資
本
論
』
第
三
部
第
三
篇
第
一
五
章
は
、
恐
慌
に
関
係

あ
る
種
々
の
叙
述
を
ふ
く
ん
で
は
い
る
が
、
完
成
度
の
低
い
未
完

の
草
稿
で
あ
る
た
め
、
各
種
の
問
題
が
か
な
り
雑
然
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
お
り
、
不
明
確
な
点
、
理
解
困
難
な
点
も
少
な
く
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

　
だ
が
、
本
稿
で
の
課
題
に
限
定
し
て
第
一
五
章
の
内
容
を
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

し
て
み
る
と
、
第
一
、
第
二
、
第
三
節
で
各
種
の
問
題
が
雑
然
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
そ

れ
ら
を
同
一
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
把
握
し
、
そ
こ
に
お
い
て

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

一
貫
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
基
本
的
主
張
を
の
ぺ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
資
本
制
生
産
は
「
窟
の
生
産
の
た
め
の
絶
対
的
な

生
産
様
式
」
（
K
皿
二
五
二
）
で
も
な
け
れ
ぱ
、
「
生
産
者
た
ち
の

社
会
の
た
め
に
生
活
過
程
を
絶
え
ず
拡
大
形
成
し
て
い
く
」
（
K
皿

二
六
〇
）
た
め
の
も
の
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
資
本
と
そ
の

自
己
増
殖
と
が
生
産
の
出
発
点
と
終
点
、
動
機
と
目
的
」
（
K
皿

二
六
〇
）
で
あ
る
生
産
様
式
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
資
本
制

生
産
で
は
、
資
本
が
価
値
増
殖
の
た
め
に
推
進
し
て
い
く
生
産
カ

発
展
・
「
生
産
の
無
制
限
的
な
増
加
」
が
、
価
値
増
殖
と
対
立
し
、

価
値
増
殖
・
利
潤
増
大
と
い
う
面
か
ら
「
制
限
」
を
う
け
、
資
本

が
資
本
と
し
て
機
能
で
き
な
く
な
る
状
態
n
「
資
本
の
過
剰
生

産
」
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
ー
こ
れ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
質
本
が
資
本
で
あ
る
ゆ
え
に
二
う

む
る
「
制
隈
」
、
そ
の
た
め
に
生
じ
る
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
を
、

つ
ね
に
「
生
産
手
段
が
生
産
者
た
ち
の
杜
会
の
た
め
に
生
活
過
程

を
絶
え
ず
拡
大
形
成
し
て
行
く
た
め
の
単
な
る
手
段
な
の
で
は
な

い
」
（
K
皿
二
六
〇
）
こ
と
、
「
欲
望
の
充
足
が
休
止
を
命
ず
る
点
で
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で
は
な
く
利
潤
の
生
産
と
実
現
と
が
休
止
を
命
ず
る
点
で
休
止
し

て
し
ま
う
L
（
皿
二
六
九
）
こ
と
か
ら
生
じ
る
も
の
と
し
て
把
握
し
、

そ
こ
に
資
本
制
生
産
固
有
の
矛
盾
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
紙
数
の
制
約
上
、
。
こ
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
こ
の
点
を
、
第

一
節
以
降
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
閉
ま
ず
第
一
節
で
は
、
「
剰
余
個
値
の
生
産
－
－
が
資
本
主
義

的
生
産
の
直
接
目
的
で
も
あ
れ
ぱ
規
定
的
動
機
で
も
あ
る
」
（
K

皿
二
五
四
）
こ
と
が
再
三
強
調
さ
れ
た
う
え
で
、
有
名
な
「
直
接

的
搾
取
の
諸
条
件
と
こ
の
搾
取
の
実
現
の
諸
条
件
と
は
同
じ
で
は

な
い
。
」
（
K
皿
二
五
四
）
と
い
う
問
題
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

「
社
会
の
消
費
カ
」
が
「
敵
対
的
な
分
配
関
係
を
基
礎
と
す
る
消

費
カ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
」
る
ほ
か
、
「
蓄
積
へ
の
欲
求
・
・
…
・
に

よ
っ
て
、
制
隈
さ
れ
て
い
る
」
の
に
対
し
、
生
産
カ
・
資
本
蓄
積
は
、

「
生
産
方
法
そ
の
も
の
の
不
断
の
革
命
、
つ
ね
に
こ
れ
と
結
ぴ
つ

い
て
い
る
既
存
資
本
の
減
価
、
一
般
的
な
競
争
戦
、
没
落
の
脅
威

の
も
と
で
た
だ
存
続
す
る
だ
け
の
手
段
と
し
て
生
産
を
改
良
し
生

産
規
模
を
拡
大
す
る
こ
と
の
必
要
」
に
よ
っ
て
無
制
隈
的
発
展
を

促
さ
れ
る
こ
と
（
x
皿
二
五
四
－
五
）
が
指
摘
さ
れ
た
後
、
「
生
産

力
が
発
展
す
れ
ぱ
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
そ
れ
は
消
費
関
係
が
立

脚
す
る
狭
い
基
礎
と
矛
盾
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
に
満
ち

た
基
礎
の
上
で
は
、
資
本
の
過
剰
（
c
σ
胃
昌
邑
く
8
肉
芭
官
邑
）

が
人
口
過
剰
（
d
σ
胃
ヨ
篭
く
S
5
彗
0
；
寿
9
冒
O
阜
）
の
増
大
と
結
ぴ

つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
け
っ
し
て
矛
盾
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ぱ
、
こ
の
両
方
を
い
っ
し
ょ
に
す
れ
ぱ
、
生
産
さ

れ
る
剰
余
価
値
の
量
は
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
と
は
い
え
、
ま
さ
に

そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
剰
余
価
値
が
生
産
さ
れ
る
諸
条
件
と
そ
れ

が
実
現
さ
れ
る
諸
条
件
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
は
増
大
す
る
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
L
（
K
皿
二
五
五
）
と
い
う
。
1
以
上
の
関
連
都
分

は
〈
生
産
諸
カ
の
無
制
限
的
発
展
傾
向
と
労
働
者
の
制
限
さ
れ
た

消
費
と
の
間
の
矛
盾
〉
（
〈
生
産
と
消
費
の
矛
盾
〉
と
略
す
）
に
か

ん
す
る
主
張
で
あ
る
が
、
前
も
っ
て
注
意
し
て
お
く
と
、
こ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

は
こ
の
〈
矛
盾
〉
か
ら
直
接
「
商
晶
過
剰
」
が
生
じ
る
と
は
さ
れ

て
い
な
い
。

　
第
二
節
で
は
生
産
カ
の
発
展
に
よ
っ
て
、
不
変
資
本
の
諸
要
素

（
原
材
料
・
機
械
な
ど
）
や
労
働
カ
の
再
生
産
に
入
っ
て
い
く
生

活
手
段
の
価
値
が
低
下
す
る
と
と
も
に
不
変
資
本
の
諸
要
素
の
使

用
価
値
の
量
と
多
様
性
が
増
大
す
る
こ
と
が
、
追
加
資
本
形
成
…

資
本
蓄
稽
を
促
進
す
る
作
用
を
も
つ
と
同
時
に
、
他
面
で
は
、

「
利
潤
率
の
低
下
、
既
存
資
本
の
減
価
、
す
な
わ
ち
、
す
で
に
生
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（5） 「商品過剰論」と「費本過剰論」との区分の誤りについて

産
さ
れ
て
い
る
生
産
カ
を
犠
牲
と
し
て
の
労
働
の
生
産
力
の
発
展

を
含
ん
で
い
る
L
（
K
皿
二
五
九
）
と
い
う
矛
盾
を
指
摘
し
た
う

え
で
、
「
資
本
主
義
的
生
産
の
真
の
制
限
は
、
資
本
そ
の
も
の
で

あ
る
。
」
と
い
う
。
「
生
産
は
た
だ
資
本
の
た
め
の
生
産
だ
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
と
は
反
対
に
生
産
手
段
が
生
産
者
た
ち
の
社

会
の
た
め
に
生
活
過
程
を
絶
え
ず
拡
大
形
成
し
て
行
く
た
め
の
単

な
る
手
段
な
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
産
者
大
衆
の

収
奪
と
貧
困
化
と
に
も
と
づ
く
資
本
価
値
の
維
持
と
増
殖
と
は
た

だ
こ
の
よ
う
な
制
限
の
な
か
で
の
み
運
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
制
隈
は
、
資
本
が
自
分
の
目
的
の
た
め

に
充
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
生
産
方
法
、
し
か
も
生
産
の
無
制
隈
な

増
加
、
自
己
目
的
と
し
て
の
生
産
、
労
働
の
社
会
的
生
産
力
の
無

条
件
的
発
展
に
向
か
っ
て
突
進
す
る
生
産
方
法
と
は
、
絶
え
ず
矛

盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
手
段
－
社
会
的
生
産
カ
の
無
条
件
的
発

展
ー
は
、
既
存
資
本
の
増
殖
と
い
う
制
限
さ
れ
た
目
的
と
は
絶

え
ず
衝
突
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
」
（
K
皿
二
六
〇
）

　
㈹
第
三
節
で
は
、
生
産
カ
の
発
展
に
と
も
な
い
、
自
立
し
て
機

能
で
き
な
く
な
る
小
資
本
1
「
い
わ
ゆ
る
資
本
の
過
多
里
甲

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

ま
o
量
o
窪
肉
凹
官
邑
m
」
1
に
一
一
冒
及
し
た
後
、
有
名
な
「
資
本
の

絶
対
的
な
過
剰
生
産
9
畠
き
邑
算
①
d
σ
胃
雫
邑
目
ζ
一
昌
く
昌

肉
印
官
邑
」
の
規
定
が
与
え
ら
れ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
「
資
本
の
過
剰
生
産

d
σ
實
屑
a
鼻
ま
昌
く
昌
宍
岩
－
＄
－
」
は
「
資
本
の
過
剰
蓄
穣

⇔
σ
胃
算
オ
自
昌
邑
顯
弍
昌
く
o
目
H
（
岩
岸
巴
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な

い
」
、
こ
の
資
本
の
「
過
剰
蓄
積
が
な
ん
で
あ
る
か
を
理
解
す
る

た
め
に
は
：
…
・
そ
れ
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
仮
定
し
て
み
さ
え

す
れ
ぱ
よ
い
。
」
と
し
、
「
そ
の
範
囲
そ
の
も
の
に
お
い
て
絶
対
的

で
あ
る
よ
う
な
、
つ
ま
り
す
べ
て
の
生
産
領
域
を
包
括
す
る
よ
う

な
、
過
剰
生
産
」
を
、
蓄
積
の
進
展
↓
労
働
力
不
足
↓
賃
金
（
率
）

上
昇
↓
利
潤
率
下
落
か
ら
、
追
加
的
資
本
に
よ
る
利
潤
量
増
大
が

ゼ
ロ
ま
た
は
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
「
追
加
資
本
が
ゼ
ロ
」
に
な
る
よ

う
な
状
態
で
あ
る
と
し
た
（
K
皿
二
六
一
－
二
）
。
も
っ
と
も
こ

う
し
た
状
態
と
な
っ
て
も
、
資
本
間
競
争
の
も
と
で
は
、
新
侵
入

者
や
競
争
相
手
に
遊
休
化
・
損
失
を
転
嫁
す
る
た
め
に
追
加
資
本

を
投
下
す
る
ぱ
あ
い
や
、
新
し
い
資
本
が
古
い
資
本
を
遊
休
化
さ

せ
つ
つ
追
加
投
資
を
行
な
う
ぱ
あ
い
が
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
損

失
の
分
配
を
め
ぐ
る
衝
突
、
資
本
の
遊
休
化
、
資
本
の
部
分
的
破

滅
、
資
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
で
の
破
壊
・
減
価
が
生
じ
、
再
生

産
過
程
は
「
停
滞
と
混
乱
と
に
お
ち
い
る
」
（
K
㎜
二
六
四
）
と
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い
わ
れ
て
い
る
。

　
右
の
よ
う
な
労
働
カ
不
足
↓
賃
金
（
率
）
上
昇
↓
利
潤
率
下
落

に
よ
る
「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
」
の
説
明
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

も
っ
て
、
現
実
の
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
の
説
明
で
あ
る
と
み
る

見
解
、
さ
ら
に
は
こ
れ
を
恐
慌
論
の
基
本
規
定
と
み
な
す
見
解
が

生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
第
三
節
全
体
、
さ
ら
に
は

第
一
五
章
全
体
を
検
討
す
る
と
、
か
か
る
『
資
本
論
』
解
釈
は
と

う
て
い
容
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
　
　
　
　
．

　
第
三
節
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が
く
り
返
し
強
調
し
て
い
る
こ
と

は
、
資
本
制
生
産
が
剰
余
価
値
・
利
潤
を
目
的
と
す
る
生
産
様
式

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
あ
る
た
め
、
利
潤
率
に
よ
っ
て
生
産
拡
大
が
制
限
さ
れ
、
資
本

が
資
本
と
し
て
機
能
で
き
な
い
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
が
生
じ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
労
働
カ
不
足
↓
賃
金
（
率
）
上
昇
↓
利
潤

率
下
落
↓
に
よ
っ
て
説
明
し
た
事
態
に
つ
い
て
も
、
マ
ル
ク
ス
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

注
目
し
て
い
る
の
は
、
労
働
カ
不
足
↓
賃
金
（
率
）
上
昇
に
よ
っ

、

て
利
潤
率
が
低
下
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
強

調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
こ
こ
で
設
け
た
極
端
な
前
提
の
も
と
で

さ
え
、
資
本
の
絶
対
的
な
過
剰
生
産
は
、
け
っ
し
て
絶
対
的
な
過

剰
生
産
一
般
で
は
な
く
、
け
っ
し
て
生
産
手
段
の
絶
対
的
な
過
剰

生
産
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
生
産
手
段
の
過
剰
生
産
で
あ

る
の
は
、
た
だ
、
生
産
手
段
が
資
本
と
し
て
機
能
し
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
と
い
う
か
ぎ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
L
（
K
皿
二
六
五
－
六
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
そ
の
後
は
、
利
潤
率
下
落
に
よ
る
生
産
拡
大
の
「
制

隈
」
・
「
資
本
の
過
剰
」
が
、
「
住
民
大
衆
」
の
消
費
が
制
限
さ
れ

て
い
。
る
も
と
で
生
じ
る
こ
と
の
矛
盾
に
注
目
が
集
中
し
て
い
く
。

「
現
存
の
人
口
と
比
べ
て
多
す
ぎ
る
生
活
手
段
が
生
産
さ
れ
る
の

で
は
な
い
。
逆
で
あ
る
。
住
民
大
衆
に
十
分
な
人
間
的
な
満
足
を

与
え
る
に
は
あ
ま
り
に
も
少
な
く
生
産
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
「
し

か
し
労
働
者
の
搾
取
手
段
と
し
て
あ
る
程
度
の
利
潤
率
で
機
能
さ

せ
る
に
は
多
す
ぎ
る
労
働
手
段
や
生
活
手
段
が
周
期
的
に
生
産
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
商
品
に
含
ま
れ
て
い
る
価
値
と
、
ま
た
こ
の
価

値
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
剰
余
価
値
と
を
、
資
本
主
義
的
生
産

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
分
配
条
件
と
消
費
条
件
と
の
も
と
で
実
現

し
て
新
た
な
資
本
に
再
転
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、

す
な
わ
ち
、
こ
の
過
程
を
絶
え
ず
繰
り
返
す
爆
発
な
し
に
遂
行
す

る
に
は
、
多
す
ぎ
る
商
品
が
生
産
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
K
皿
二

六
八
）

　
「
…
…
利
潤
率
の
あ
る
高
さ
が
、
生
産
の
拡
張
や
制
眼
を
決
定

す
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
的
欲
望
に
た
い
す
る
、
社
会
的
に
発
達
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（7） r商品過剰論」とr資本過剰論」との区分の誤りについて

し
た
人
間
の
欲
望
に
た
い
す
る
、
生
産
の
割
含
が
そ
れ
を
決
定
す

る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
費
本
主
義
的

生
産
様
式
に
と
っ
て
は
、
生
産
の
拡
張
が
他
の
前
提
の
も
と
で
は

逆
に
ま
だ
ま
だ
不
十
分
だ
と
恩
わ
れ
る
よ
う
な
程
度
に
達
し
た
だ

け
で
も
早
く
も
制
限
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
生
産
様
式
は
、

欲
望
の
充
足
が
休
止
を
命
ず
る
点
で
で
は
な
く
、
利
潤
の
生
産
と

実
現
と
が
休
止
を
命
ず
る
点
で
休
止
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
」

（
K
皿
二
六
九
）

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
第
三
節
に
お
い
て
も
、
最
初
に
指
摘
し
た

基
本
的
主
張
は
貫
か
れ
て
お
り
、
こ
の
最
後
の
文
は
、
第
三
節
の

ま
と
め
で
あ
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
第
一
五
章
の
基
本
的
主
張
に
た

っ
た
ま
と
め
と
い
う
内
容
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
の
規
定
は
、
第
三
節
、
さ

ら
に
第
一
五
章
全
体
か
ら
内
容
的
に
検
討
す
る
と
、
質
本
が
資
本

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
己
の
目
的
の
価
値
増
殖
の
た
め
の
生
産
拡

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

大
が
利
潤
率
に
よ
っ
て
「
制
限
」
さ
れ
、
費
本
と
し
て
機
能
で
き

な
く
な
る
「
過
剰
」
な
資
本
が
生
み
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
こ

の
「
資
本
の
過
剰
」
は
人
民
大
衆
の
欲
望
充
足
が
非
常
に
不
充
分

な
状
況
で
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
第
三
節
の

「
資
本
の
過
剰
生
産
」
規
定
は
か
か
る
も
の
と
し
て
用
い
る
。

）
　
補
第
三
節
に
お
け
る
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
の
規
定
は
右
の
よ
う

（
な
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
『
資
本
論
』
の
当
該
都
分
の
論
理
段
階
で

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
生
産
諸
カ
の
「
無
制
限
的
発
展
」
の
す
す

む
過
程
で
、
各
部
門
の
需
給
関
係
、
市
場
個
楮
、
市
場
利
潤
率
が
い

か
に
推
移
し
、
い
か
に
し
て
利
潤
率
の
「
あ
る
程
度
」
以
下
へ
の
下

藩
が
生
産
拡
大
を
「
制
約
」
し
、
「
全
生
産
領
域
」
に
わ
た
っ
て
「
資

本
の
過
剰
生
産
」
を
惹
起
し
て
い
く
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
現
実
的
過
程
の
解
明
は
当

該
部
分
の
対
象
領
域
を
こ
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
面
マ

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

ル
ク
ス
は
、
個
々
の
資
本
や
個
々
の
部
門
の
間
題
で
は
な
く
、
全
般

、
　
　
、

的
に
利
潤
率
の
制
約
に
よ
っ
て
生
産
拡
大
が
「
制
約
」
さ
れ
、
「
資

本
の
過
剰
生
産
」
が
生
じ
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ

　
　
－
‘
、
　
、

て
い
る
矛
盾
を
基
本
的
に
明
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
の
性
質
上
、
金
般
的
に
生
じ
る
賃
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

（
率
）
上
昇
か
ら
利
潤
率
の
全
般
的
下
藩
を
想
定
し
た
の
で
あ
ろ
う

＾
1
1
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

が
、
マ
ル
ク
ス
に
は
、
労
働
カ
不
足
↓
賃
金
（
率
）
上
昇
に
現
実
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

「
資
本
の
過
剰
生
産
」
。
の
矛
層
の
原
因
を
も
と
め
る
視
角
が
、
な
か

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
と
思
わ
れ
る
。

二

「
商
品
過
剰
（
論
）
」

と
の
区
分
の
誤
り

と
「
資
本
過
剰
（
論
）
」

　
本
節
で
は
、
本
稿
一
の
検
討
に
も
と
づ
い
て
、
本
稿
の
「
は
じ

め
に
」
で
提
示
し
て
お
い
た
二
つ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
を
出
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す
こ
と
に
し
た
い
。

　
ω
ま
ず
、
ω
の
問
題
に
た
い
し
て
確
認
で
き
る
第
一
の
こ
と
は
、

マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
生
産
カ
発
展
・
生
産
拡
大
が
す
す
め
ぱ

〈
生
産
と
消
費
の
矛
盾
〉
が
深
化
し
、
そ
の
「
矛
盾
に
満
ち
た
基

礎
の
上
で
」
、
「
資
本
過
剰
と
人
口
過
剰
の
増
大
」
が
生
じ
る
と
い

う
第
一
節
の
問
題
と
、
利
潤
率
下
落
に
よ
っ
て
生
産
拡
大
が
「
制

隈
」
さ
れ
、
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
が
生
じ
る
と
い
う
第
三
節
の

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

問
題
と
は
、
共
通
し
た
資
本
制
生
産
固
有
の
生
産
拡
大
の
「
制

限
」
・
資
本
の
「
過
剰
生
産
」
の
間
題
と
し
て
－
そ
の
弁
趣
恰

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
お
い
て
－
把
握
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
問
題
を
生
み
だ
す
原
因
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
後

に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
右
の
二
つ
の
間
題
は
な
お
基
本

的
．
一
般
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
、
両

者
の
関
連
は
明
確
に
な
っ
て
は
い
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

両
者
が
不
可
分
離
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
は

明
ら
か
と
い
え
よ
う
。

　
第
一
節
の
主
張
で
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
〈
生
産
と

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

消
費
の
矛
盾
〉
か
ら
直
接
「
商
品
過
剰
」
が
生
じ
る
と
は
説
い
て

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

い
な
い
こ
と
、
ま
た
こ
の
「
矛
盾
に
満
ち
た
基
礎
の
上
で
」
「
節
本

、
　
、
　
、
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

の
過
剰
が
人
口
過
剰
の
増
大
と
結
ぴ
つ
い
て
い
る
」
（
傍
点
井
村
）

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
、
が
注
目
に
値
す
る
。

　
他
方
、
第
三
節
で
は
、
利
潤
率
に
よ
っ
て
生
産
拡
大
が
制
限
さ

れ
る
こ
と
が
一
貫
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
マ

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ル
ク
ス
は
「
あ
る
程
度
の
利
潤
率
で
機
能
さ
せ
る
に
は
多
す
ぎ
る

労
働
手
段
や
生
活
手
段
が
周
期
的
に
生
産
さ
れ
る
」
と
い
う
問

題
を
、
「
商
品
に
合
ま
れ
て
い
る
価
値
と
－
－
－
剰
余
価
値
と
を
、

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

資
本
主
義
的
生
産
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
分
配
条
件
と
消
費
関
係

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

と
の
も
と
で
実
現
し
て
新
た
な
資
本
に
再
転
化
さ
せ
る
こ
と
が
で

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

き
る
た
め
に
は
、
多
す
ぎ
る
商
品
が
生
産
さ
れ
る
」
（
K
皿
二

六
八
、
傍
点
井
村
）
問
題
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
．

か
か
る
状
態
が
「
住
民
大
衆
に
十
分
な
人
間
的
な
満
足
を
与
え
る

に
は
あ
ま
り
に
も
少
な
く
生
産
さ
れ
」
（
前
出
）
て
い
る
状
態
の

も
と
で
生
じ
る
矛
盾
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
引
用

し
た
第
三
節
末
尾
の
ま
と
め
と
も
い
え
る
叙
述
で
も
同
様
で
あ
っ

て
、
「
欲
望
の
充
足
が
休
止
を
命
じ
る
点
で
は
な
く
、
利
潤
の
生

産
と
笑
現
と
が
休
止
を
命
ず
る
点
で
休
止
し
て
し
ま
う
」
こ
と
が

強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
第
一
、
（
第
二
）
、
第
三
節
で
、
資

本
制
固
有
の
生
産
拡
大
へ
の
「
制
隈
」
・
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
の

間
題
を
同
じ
基
本
的
視
角
か
ら
考
察
し
て
い
る
し
、
こ
れ
を
生
み
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（9） 「商品過剰諭」と「資本過剰論」との区分の誤りについて

だ
す
〈
生
産
と
消
費
の
矛
盾
〉
の
深
化
に
よ
る
「
制
限
」
と
利
潤

率
の
下
落
に
よ
る
「
制
隈
」
を
、
不
可
分
離
の
も
の
と
し
て
把
握

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
節
の
主
張
と
第
三
節

の
主
張
は
、
け
っ
し
て
相
反
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
「
対
極
的

＾
皿
）

命
題
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
ω
の
問
題
へ
の
右
の
よ
う
な
解
答
に
つ
い
て
い

ま
一
つ
強
調
し
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
以
上
で
み
て
き

た
マ
ル
ク
ス
の
主
張
が
、
な
お
き
わ
め
て
基
本
的
・
一
般
的
な
も

の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
資
本
論
』
第
三

部
の
論
理
段
階
の
も
と
で
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
第
一
節

の
〈
生
産
と
消
費
の
矛
盾
〉
の
深
化
の
内
容
も
、
そ
れ
と
実
現
の

諸
条
件
と
の
関
係
も
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
し
、
〈
生
産
と
消
費

の
矛
盾
〉
の
深
化
し
た
基
礎
上
で
い
か
に
し
て
「
資
本
過
剰
と
人

口
過
剰
」
が
生
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
第
三
節
で
強
調
さ
れ

る
利
潤
率
が
「
生
産
力
の
無
制
限
的
拡
大
」
の
現
実
の
過
程
で
い

か
に
し
て
「
あ
る
程
度
」
以
下
へ
下
落
し
、
全
般
的
な
生
産
拡
大

の
「
制
隈
」
・
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
が
生
じ
る
の
か
…
…
な
ど
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

つ
い
て
堀
り
下
げ
た
分
析
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
〈
生
産
と
消

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

費
の
矛
盾
〉
の
深
化
と
利
潤
率
と
が
い
か
な
る
関
係
を
も
っ
て
展

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

開
す
る
の
か
、
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
を
生
み
だ
す
う
え
で
く
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

産
と
消
費
の
矛
盾
〉
の
深
化
と
利
潤
率
の
下
落
は
い
か
な
る
意
味

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

で
不
可
分
離
な
の
か
－
…
と
い
う
内
容
も
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
筆
者
が
『
資
本
論
』
解
釈
と
し
て
、
ω
の
間
題
に

つ
い
て
以
上
の
解
答
を
し
め
す
こ
と
は
、
同
時
に
そ
の
内
容
が
掘

り
下
げ
て
分
析
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
右
の
よ
う
な
展
開
す
べ
き

間
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
を
確
認
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で

あ
る
。

　
②
本
稿
「
は
じ
め
に
」
で
提
示
し
た
②
の
間
題
に
対
し
て
明
ら

か
に
し
た
い
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
に
あ
っ
て
は
、
「
資
本
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

過
剰
生
産
」
と
い
う
と
き
、
商
品
と
い
う
形
態
で
の
過
剰
と
区
別

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

し
、
そ
れ
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
資
本
の
過
剰
を
把
握
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
こ
こ
で
は
、
必
要
最

低
資
本
量
に
達
し
な
く
な
っ
た
た
め
、
自
立
し
て
機
能
で
き
な
く

な
っ
た
小
資
本
の
「
過
多
」
の
問
題
は
除
外
し
て
い
る
。
）

　
マ
ル
ク
ス
は
、
第
三
節
で
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
を
つ
ぎ
の
よ

う
に
問
題
に
す
る
。
「
…
－
個
々
の
商
品
の
過
剰
生
産
で
は
な
く

資
本
の
過
剰
生
産
1
と
い
っ
て
も
資
本
の
過
剰
生
産
は
つ
ね
に

商
品
の
過
剰
生
産
を
含
ん
で
い
る
の
だ
が
ー
ー
の
意
味
す
る
も
の

は
、
資
本
の
過
剰
蓄
積
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
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、
　
　
、
　
　
、

：
：
：
L
（
K
皿
二
六
一
）
。
こ
れ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
「
商
品
の

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

過
剰
生
産
」
で
は
な
く
、
そ
れ
と
区
別
し
て
「
資
本
の
過
剰
生

産
」
を
間
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
内

容
的
に
み
る
と
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

　
マ
ル
ク
ス
は
ま
ず
こ
こ
で
、
た
ん
な
る
都
分
的
不
均
衡
に
よ
る

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

よ
う
な
個
々
の
商
品
の
過
剰
生
産
で
は
な
く
、
全
般
的
な
過
剰
生

産
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
の

し
方
は
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
で
の
リ
カ
ー
ド
継
承
者
に
対
す
る

批
判
が
念
頭
に
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
リ
カ
ー
ド

の
継
承
者
達
が
、
市
場
に
お
け
る
商
品
の
一
般
的
過
剰
生
産
を
否

定
し
な
が
ら
、
「
資
本
の
過
剰
生
産
（
㎝
胃
雫
o
旨
o
弍
昌
o
｛
s
早

邑
）
、
資
本
の
過
多
（
官
①
亭
O
量
O
｛
S
官
邑
）
」
を
容
認
し
て
い
る

の
に
対
し
、
「
残
る
問
題
は
た
だ
、
過
剰
生
産
の
こ
の
二
つ
の
形

態
、
過
剰
生
産
が
否
定
さ
れ
る
形
態
と
そ
れ
が
確
認
さ
れ
る
形
態

と
は
、
相
亙
に
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
の
か
？
　
と
い
う
こ
と
だ
け

で
あ
る
。
」
（
M
n
四
九
七
－
八
）
と
い
う
形
で
間
題
に
す
る
が
、
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ル
ク
ス
の
批
判
は
「
同
じ
現
象
を
」
「
一
方
の
名
称
の
も
と
で
は

認
め
な
が
ら
、
他
方
の
名
称
の
も
と
で
は
否
岸
し
て
い
る
」
（
M

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
旭
〕

n
四
九
九
、
傍
点
井
村
）
点
に
む
け
ら
れ
る
。
な
お
こ
こ
で
、
マ

ル
ク
ス
が
こ
の
「
二
つ
の
形
態
」
に
つ
い
て
、
「
『
商
晶
の
過
剰
生

産
』
と
い
う
文
句
」
で
は
生
産
者
が
「
単
な
る
商
品
所
持
者
と
し

て
」
互
い
に
相
対
し
て
い
る
の
に
比
べ
「
『
資
本
の
過
多
』
と
い

う
文
句
」
で
は
「
資
本
家
と
し
て
互
い
に
相
対
し
て
い
る
」
か
ら
、

「
『
商
品
の
過
剰
生
産
』
と
い
う
文
句
か
ら
『
資
本
の
過
多
』
と
い

う
文
句
へ
の
移
行
の
な
か
に
は
事
実
上
一
つ
の
進
歩
が
あ
る
」
■

（
M
■
四
九
九
）
と
い
う
補
足
を
つ
け
て
い
る
こ
と
は
、
「
商
品
の

過
剰
生
産
」
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
の
用
法
の
一
つ
を
し
る
う
え

で
示
唆
的
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
は
い
う
。
「
商
品
の
過
剰
生
産
は
否
定
さ
れ

る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
資
本
の
過
剰
生
産
（
d
σ
實
唱
o
旨
ζ
－
昌

く
g
〆
亀
岸
巴
）
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
資
本
そ
の
も
の

は
商
品
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
は
、
そ
れ
が
貨
幣
か

ら
成
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
、
資
本
と
し
て
機
能
し
う
る
た

め
に
は
、
ど
う
し
て
も
商
品
に
再
転
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
資
本
の
過
剰
生
産
と
は
な
ん
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
？
　
剰

余
価
値
を
生
み
だ
す
よ
う
に
定
め
ら
れ
τ
い
る
価
値
量
の
過
剰
生

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

産
（
ま
た
は
素
材
的
な
内
容
の
点
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
再
生
産
用

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
定
め
ら
れ
て
い
る
諸
商
品
の
過
剰
生
産
）
ー
し
た
が
っ
て
過

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

大
な
規
模
で
の
再
生
産
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
過
剰
生
産
そ
れ
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（11） r商晶過剰論」と「資本過剰論」との区分の誤りについて

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

自
体
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
L
（
M
■
五
三
四
、
傍
点
井
村
）

　
『
資
本
論
』
第
三
部
第
一
五
章
第
三
節
に
お
い
て
も
、
マ
ル
ク

ス
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
を
、
商
品
資

本
の
過
剰
と
い
う
内
容
で
把
握
し
て
い
る
。
労
働
カ
不
足
↓
賃
金

（
率
）
上
昇
↓
利
潤
率
下
落
と
い
う
系
列
セ
「
資
本
の
絶
対
的
過

剰
生
産
」
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
さ
え
、
マ
ル
ク
ス
は

「
追
加
資
本
が
ゼ
ロ
に
な
れ
ぱ
、
そ
こ
に
は
資
本
の
絶
対
的
な
過

剰
生
産
が
あ
る
」
と
い
っ
た
少
し
後
で
、
「
こ
こ
で
設
け
た
極
端
な

前
提
の
も
と
で
さ
え
、
資
本
の
絶
対
的
な
過
剰
は
、
け
っ
し
て
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

対
的
な
過
剰
生
産
一
般
で
は
な
く
、
け
っ
し
て
生
産
手
段
の
絶
対

的
な
過
剰
生
産
で
は
な
い
－
－
」
（
前
出
、
傍
点
井
村
）
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

資
本
の
過
剰
生
産
を
生
産
手
段
（
内
容
か
ら
み
て
商
品
資
本
）
の

過
剰
と
し
て
も
把
握
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
資
本
の
過
剰
生
産
と

い
う
の
は
、
資
本
と
し
て
機
能
で
き
る
、
す
な
わ
ち
与
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

搾
取
度
で
の
労
働
の
搾
取
に
充
用
で
き
る
生
産
手
段
　
　
労
働
手

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

段
お
よ
び
生
活
手
段
ー
の
過
剰
生
産
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な

、

い
。
」
（
K
皿
二
六
六
、
傍
点
井
村
）
と
も
い
う
。
こ
こ
で
も
「
搾

取
度
」
に
よ
る
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

も
か
か
わ
ら
ず
、
内
容
的
に
は
そ
れ
を
「
労
働
手
段
お
よ
び
生
活

、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

手
段
」
の
過
剰
生
産
H
商
品
資
本
の
過
剰
生
産
と
し
て
把
握
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ー
こ
こ
で
つ
い
で
な
が
ら
補
足
す
れ
ぱ
、
こ

れ
ら
の
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
「
極
端
な
前
提
の
も

と
で
」
想
定
し
た
「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
生
産
」
で
「
追
加
資
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

が
ぜ
口
」
と
な
る
事
態
が
生
じ
る
時
点
で
は
同
時
に
商
品
資
本
の

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

過
剰
生
産
が
す
す
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
推
測
を
許
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
こ
れ
は
ω
の
間
題
へ

の
解
釈
を
補
足
す
る
。
）

　
さ
ら
に
、
「
極
端
な
前
提
」
か
ら
離
れ
て
、
利
潤
率
に
よ
る
「
制

眼
」
を
問
題
と
す
る
第
三
節
後
半
で
は
一
層
明
白
に
な
り
、
「
現

存
の
人
口
と
比
べ
て
多
す
ぎ
る
生
活
手
段
が
生
産
さ
れ
る
似
で
は

な
い
。
」
「
し
か
し
、
労
働
者
の
搾
取
手
段
と
し
て
あ
る
程
度
の
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

潤
率
で
機
能
さ
せ
る
に
は
多
す
ぎ
る
労
働
手
段
や
生
活
手
段
が
周

期
的
に
生
産
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
K
皿
二
六
八
、
傍
点
井
村
）

と
し
て
、
利
潤
率
の
「
あ
る
程
度
」
以
下
へ
の
下
落
に
よ
っ
て
生

じ
る
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
は
、
労
働
手
段
や
生
活
手
段
の
過
剰

生
産
と
い
う
内
容
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
資
本
論
』
第
二
部
第
一
篇
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
資

本
は
、
貨
幣
資
本
、
生
産
資
本
、
商
品
資
本
と
い
う
形
態
を
と
っ

て
存
在
し
て
お
り
、
つ
ぎ
っ
ぎ
と
そ
の
形
態
を
変
え
て
い
く
運
動

体
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
第
一
五
章
で
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
を
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問
題
と
す
る
と
き
、
そ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
形
態
を
変
え
つ
つ

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

価
値
増
殖
す
る
資
本
の
過
剰
生
産
を
一
般
的
に
間
題
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
商
品
（
資
本
）
と
い
う

形
態
で
の
過
剰
と
区
別
し
、
そ
れ
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
資
本

の
過
剰
と
い
う
概
念
を
出
し
た
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
の
で
あ

＾
＾
）

る
。　

②
の
問
題
に
対
し
以
上
の
よ
う
な
解
答
を
し
め
す
と
い
う
こ
と

は
、
第
一
五
章
で
は
、
そ
の
論
理
段
階
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
資
本
の
過
剰
と
い
う
問
題
が
一
般
的
に
取
上
げ
ら
れ
て
い

る
の
み
で
、
生
産
の
発
展
過
程
で
、
商
品
資
本
、
生
産
資
本
、
貨

幣
資
本
そ
れ
ぞ
れ
の
過
剰
が
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
っ
て
ど
の
よ

う
に
展
開
し
、
恐
慌
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
態
で
発
現
す
る
の

か
…
…
と
い
ナ
間
題
は
分
析
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
さ
れ
て
い
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
∬
）

い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
ω
の
問
題

に
つ
い
て
残
さ
れ
た
間
題
と
密
接
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。

　
㈹
以
上
の
考
察
に
ポ
っ
て
、
『
資
本
論
』
第
三
部
第
一
五
章
第

三
節
の
冒
頭
の
労
働
カ
不
足
↓
賃
金
（
率
）
上
昇
↓
利
潤
率
下
落
↓

「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
生
産
」
を
も
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
「
資
本

の
過
剰
生
産
」
の
規
定
と
み
な
す
こ
と
や
、
第
一
五
章
第
一
節
を

「
商
品
の
過
剰
生
産
」
の
基
本
命
題
と
し
、
こ
れ
と
第
三
節
の
「
資

本
の
過
剰
生
産
」
の
基
本
命
題
と
が
恐
慌
論
に
か
ん
す
る
相
反
す

る
「
対
極
的
命
趨
」
と
み
な
す
こ
と
が
、
『
資
本
論
』
解
釈
と
し

て
誤
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
マ
ル

ク
ス
が
「
商
品
の
過
剰
」
と
の
対
立
概
念
と
し
て
「
資
本
の
過

剰
」
と
い
う
概
念
を
凧
い
て
い
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

三
　
理
論
的
検
討

　
本
節
で
ほ
、
マ
ル
ク
ス
理
論
の
立
場
に
た
っ
て
考
え
る
と
、
恐

慌
論
に
つ
い
て
「
商
品
過
剰
論
」
と
「
資
本
過
剰
論
」
と
い
う
分

類
自
体
が
成
り
た
ち
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
分
類
が
行
な
わ
れ
る
な
か
で
重
要
な
間

題
の
所
在
が
見
落
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

　
一
般
に
「
資
本
過
剰
論
」
と
「
商
品
過
剰
論
」
と
に
区
分
さ
れ

る
ぱ
あ
い
、
「
資
本
過
剰
論
」
と
は
、
恐
慌
の
原
因
と
し
て
実
現

問
題
を
い
っ
さ
い
顧
慮
し
な
い
で
ー
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
需
給

の
均
衡
化
が
達
成
さ
れ
る
と
の
考
え
に
た
っ
て
（
井
村
）
1

『
資
本
論
』
第
三
部
第
一
五
章
第
三
節
で
の
資
本
蓄
積
↓
労
働
カ

不
足
↓
賃
金
（
率
）
上
昇
↓
利
潤
率
下
落
↓
「
資
本
の
絶
対
的
過
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（13） 「商品過剰諭」と「資本過剰論」との区分の誤りについて

剰
生
産
L
を
も
っ
て
恐
慌
発
現
の
基
本
原
因
・
基
本
関
係
と
す
る

　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

恐
慌
論
と
い
わ
れ
て
い
る
。
他
方
、
「
商
品
過
剰
論
」
は
、
同
第

一
節
な
ど
の
〈
生
産
と
消
費
の
矛
盾
〉
に
依
拠
し
て
実
現
困
難
の

み
か
ら
1
利
潤
率
下
落
を
無
視
し
て
－
恐
慌
を
説
明
す
る
も

の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
論
的
に
考
え
れ
ぱ
、

両
方
と
も
、
か
か
る
内
容
で
も
っ
て
恐
慌
の
発
生
を
論
証
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
ω
ま
ず
、
労
働
カ
不
足
↓
賃
金
（
率
）
上
昇
↓
利
潤
率
下
落
↓

「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
生
産
」
を
も
っ
て
恐
慌
の
基
本
関
係
の
説

明
と
す
る
立
場
に
つ
い
て
。
1
こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
の
「
資
本
の
過

剰
生
産
」
の
規
定
と
解
釈
す
る
こ
と
の
誤
り
は
一
庵
と
わ
な
い
で

考
え
て
み
る
と
、
も
し
追
加
資
本
に
よ
っ
て
利
潤
最
増
大
が
不
可

能
と
な
る
「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
生
産
」
の
出
現
を
想
定
し
た
と

し
て
も
、
追
加
資
本
投
下
の
滅
退
↓
追
加
資
本
ゼ
ロ
が
生
じ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
に
な
ろ
う
が
、
実
現
の
諸
条
件
を
い
っ
さ
い
顧
慮
し
な
い
以
上
、

追
加
資
本
の
減
退
・
ゼ
ロ
そ
れ
自
体
は
単
純
再
生
産
へ
の
移
行
と

貨
幣
資
本
の
遊
離
u
過
剰
を
説
明
す
る
の
み
で
、
け
っ
し
て
恐
慌

発
現
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
自
身
、
右
の
「
資

本
の
絶
対
的
過
剰
生
産
」
の
想
定
に
つ
づ
い
て
、
競
争
戦
の
激
化
、

「
損
失
の
分
配
」
を
め
ぐ
る
競
争
に
よ
る
一
部
資
本
の
．
遊
休
、
破

滅
、
－
…
な
ど
か
ら
混
乱
し
た
事
態
の
出
現
を
説
明
し
て
い
る

（
K
皿
二
六
二
－
三
）
も
の
の
、
こ
れ
は
恐
慌
発
現
の
説
明
と
し

て
は
け
っ
し
て
適
切
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
前
に
指

摘
し
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
は
同
時
に
労
働
手
段
や
生

活
手
段
の
過
剰
も
す
す
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
推
察
さ
れ
る
。

　
「
資
本
過
剰
論
」
の
代
表
と
い
わ
れ
る
宇
野
弘
蔵
氏
に
お
い
て

も
、
労
働
カ
不
足
↓
賃
金
（
率
）
上
昇
↓
利
潤
率
下
落
↓
「
資
本

の
絶
対
的
過
剰
生
産
」
の
み
か
ら
恐
慌
発
現
が
説
明
で
き
な
い
の

で
、
投
機
的
買
付
け
に
よ
る
投
機
的
価
椿
上
昇
、
「
資
本
の
絶
対

的
過
剰
生
産
」
の
「
隠
蔽
」
さ
れ
た
も
と
で
の
資
本
の
蓄
横
、
資

金
需
要
増
大
、
利
子
率
上
昇
、
利
子
支
払
い
の
た
め
の
投
機
的
買

付
商
品
の
売
却
、
価
格
の
急
落
、
一
都
費
本
の
破
産
、
な
ど
の
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

関
係
に
よ
っ
て
恐
慌
の
発
現
を
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

宇
野
氏
は
、
「
好
況
期
に
お
け
る
投
機
」
、
「
販
売
し
得
な
い
商
品

在
荷
の
形
態
」
を
、
「
資
本
の
労
働
に
対
す
る
基
本
的
関
係
を
隠
蔽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
）

し
、
歪
曲
し
て
表
現
す
る
」
も
の
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
は

た
し
て
宇
野
氏
の
恐
慌
発
現
が
、
右
の
「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
生

産
」
と
い
う
基
本
関
係
の
「
隠
蔽
」
で
あ
り
「
歪
曲
し
た
表
現
」
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＾
”
）

と
い
え
る
か
、
大
き
な
疑
間
と
い
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
理
論
的
に
、
実
現
問
題
を
い
っ
さ
い
顧
慮
し
な

い
で
、
賃
金
率
上
昇
に
起
因
す
る
「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
」
を
基

本
命
題
と
し
て
恐
慌
発
現
が
論
証
で
き
な
い
以
上
、
こ
の
よ
う
な

「
資
本
過
剰
論
」
を
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
の
一
類
型
と
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
字
野
恐
慌
論
は
、
理
論
内
容
か
ら
い
っ

て
、
労
働
力
商
品
化
に
対
す
る
宇
野
氏
独
特
の
矛
盾
把
握
に
も
と

づ
い
て
労
働
カ
不
足
↓
賃
金
（
率
）
上
昇
↓
利
潤
率
下
落
に
、
恐

慌
の
原
因
を
も
と
め
、
字
野
氏
独
自
の
好
況
の
投
機
的
発
展
、
投

機
的
在
荷
、
利
子
率
騰
貴
な
ど
に
よ
っ
て
恐
慌
発
生
を
説
く
恐
慌

論
と
み
な
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
の
「
資
本
の
過

剰
生
産
」
規
定
に
も
と
づ
く
「
資
本
過
剰
論
」
の
典
型
と
す
る
こ

と
は
、
『
資
本
論
』
解
釈
論
と
し
て
も
誤
っ
て
い
る
し
、
理
論
的

に
い
っ
て
も
混
乱
を
も
た
ら
す
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

　
②
他
方
、
「
商
品
過
剰
論
」
と
い
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、

理
論
的
に
い
っ
て
、
〈
生
産
と
消
費
の
矛
盾
〉
に
依
拠
し
て
実
現

　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

困
難
の
み
か
ら
過
剰
生
産
恐
慌
を
論
証
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
い

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

わ
れ
る
よ
う
な
「
商
品
過
剰
論
」
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

は
、
〈
生
産
と
消
費
の
矛
盾
〉
か
ら
直
接
過
剰
生
産
恐
慌
を
説
く

素
朴
か
つ
粗
雑
な
過
少
消
費
説
か
、
あ
る
い
は
再
生
産
表
式
上
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

検
出
さ
れ
る
部
分
的
不
均
衡
の
波
及
を
現
実
の
不
均
衡
化
と
み
な

す
素
朴
か
つ
粗
雑
な
不
比
例
説
の
み
で
あ
ろ
う
。

　
理
論
体
系
化
を
行
な
お
う
と
す
れ
ぱ
、
〈
生
産
と
消
費
の
矛
盾
〉

を
「
窮
極
の
根
拠
」
と
み
な
す
立
場
の
恐
慌
論
体
系
は
、
〈
生
産

と
消
費
の
矛
盾
〉
の
累
積
を
明
確
に
し
、
そ
の
累
穣
の
も
と
で
全

般
的
な
実
現
困
難
の
発
生
を
論
証
し
て
い
く
う
え
で
、
「
利
潤
率

の
あ
る
高
さ
が
、
生
産
の
拡
張
や
制
限
を
決
定
す
る
」
、
「
利
潤
率

の
あ
る
高
さ
」
以
下
へ
の
下
落
が
生
産
拡
大
を
「
制
隈
」
し
「
資

本
の
過
剰
生
産
」
を
生
み
だ
す
と
い
う
規
定
は
充
分
と
り
入
れ
て

い
く
体
系
ー
そ
れ
を
と
り
入
れ
る
こ
と
な
し
に
は
成
り
た
ち
え

な
い
体
系
1
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
再
生
産
表
式
論
の
し
め
す
社
会
的
総
資
本
の
流
通
・
再
生
産
の

諸
関
連
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
1
部
門
に
と
っ
て
の
需
要

は
資
本
家
の
（
拡
大
）
再
生
産
の
た
め
の
需
要
で
あ
り
、
そ
れ
は

耐
久
的
な
労
働
手
段
の
一
括
投
下
を
ふ
く
み
需
要
の
群
的
拡
大
を

も
た
ら
す
更
新
投
資
と
追
加
投
資
の
動
向
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
追
加
投
資
は
利
潤
率
の
動
向
に
対
す
る
見

通
し
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
資
本
投
下
拡
大
率
の
上

昇
過
程
で
惹
起
さ
れ
る
「
1
部
門
の
不
均
等
的
拡
大
」
の
進
展
（
好
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（15） 「商品過剰諭」と「資本過剰論」との区分の誤りについて

●

況
局
面
）
に
お
い
て
は
、
更
新
投
資
・
追
加
投
資
に
よ
る
需
要
の

群
的
拡
大
、
1
部
門
の
利
潤
率
の
不
均
等
的
上
昇
、
1
都
門
の
追

加
投
資
の
相
互
促
進
と
い
う
関
係
の
な
か
で
、
最
終
消
費
の
拡
大

よ
り
相
対
的
に
独
立
し
て
、
工
場
拡
大
の
た
め
の
ユ
場
拡
大
と
い

う
内
容
を
も
っ
て
1
部
門
の
内
部
転
態
部
分
を
中
心
と
し
た
拡
大

が
進
展
し
τ
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
「
1
都
門
の
不
均
等
的
拡
大
」

の
進
展
を
通
じ
て
「
余
剰
生
産
手
段
」
が
黒
横
的
に
増
大
し
て
い

っ
た
基
礎
上
で
、
資
本
家
の
追
加
投
資
が
そ
れ
を
吸
引
・
利
用
す

る
だ
け
の
増
加
を
し
め
さ
な
い
と
、
「
余
剰
生
産
手
段
」
は
（
労

働
者
の
消
費
拡
大
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
）
、
需
給
関
係
の

悪
化
↓
利
潤
率
上
昇
の
鈍
化
（
マ
イ
ナ
ス
ふ
く
む
）
↓
追
加
投
資

減
退
…
…
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
加
速
度
的
相
互
促
進
関
係
と
な
り

全
般
的
過
剰
生
産
の
発
現
と
な
る
が
、
こ
こ
で
も
、
利
潤
率
に
よ

る
追
加
投
資
の
「
制
眼
」
と
い
う
間
題
が
不
可
欠
の
も
の
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
）

位
置
を
し
め
て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
筆
者
を
ふ
く
め
恐
慌
を
金
般
的
過
剰
生
産
・
実
現

問
魍
と
し
て
把
握
す
る
見
解
を
「
商
品
過
剰
論
」
と
し
、
そ
れ
を

「
資
本
過
剰
論
」
と
対
置
さ
れ
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
大
き
な
誤

り
で
あ
る
。
恐
慌
を
実
現
問
題
と
し
て
把
握
す
る
見
解
は
、
恐
悦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
）

を
資
本
の
過
剰
生
産
と
し
て
把
握
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

●

　
㈹
最
後
に
、
「
利
潤
率
の
あ
る
高
さ
が
、
生
産
の
拡
張
や
制
隈
を
決

定
す
る
」
と
い
う
間
魑
に
つ
い
て
、
残
さ
れ
た
隈
り
で
補
足
し
て
お
く
。

　
筆
者
は
、
拙
著
『
恐
慌
’
産
業
循
環
の
理
諭
』
に
お
い
て
、
資
本

家
の
投
資
行
醐
、
需
給
関
係
、
市
場
個
楕
、
市
場
利
潤
率
等
の
相
互

関
係
を
考
察
対
象
と
し
、
そ
れ
と
縞
ぴ
つ
け
つ
つ
現
実
の
「
1
部
門

の
不
均
等
的
拡
大
」
の
展
開
1
1
好
況
局
面
の
分
析
を
行
な
お
、
つ
と
い

う
強
い
間
魑
意
識
を
も
っ
て
分
析
を
試
み
た
が
、
単
純
・
明
快
な
形

で
投
質
決
定
論
を
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
箪

者
が
、
競
争
の
支
配
す
る
資
本
主
義
で
は
、
投
資
決
定
・
投
資
行
醐

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

に
た
い
す
る
一
般
的
な
理
論
が
確
定
で
き
な
い
と
老
え
て
い
る
こ
と

に
起
因
し
て
い
る
。
投
資
決
定
・
投
質
行
動
に
つ
い
て
は
、
ω
新
生

産
方
法
導
入
と
結
ぴ
つ
い
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
の

ほ
か
に
、
㈲
生
産
方
法
一
定
と
し
た
も
と
で
も
、
㈲
耐
久
的
労
働
手

段
投
下
を
ふ
く
む
遣
加
投
資
の
ぱ
あ
い
と
、
ω
す
で
に
投
下
さ
れ
た

固
定
資
本
の
基
礎
上
で
の
生
産
拡
大
の
ば
あ
い
と
を
峻
別
し
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
。

　
た
と
え
ぱ
利
潤
率
が
下
落
し
た
ば
あ
い
、
㈲
㈲
と
⑭
ω
と
で
は
ま

っ
た
く
異
な
る
行
動
が
み
ら
れ
る
。
㈹
の
す
で
に
投
下
さ
れ
た
固
定

設
備
の
ぱ
あ
い
に
は
、
深
夜
業
な
ど
で
喧
る
か
ぎ
り
の
操
業
率
の
上

昇
に
よ
っ
て
利
潤
率
の
下
落
を
利
潤
量
の
増
大
で
カ
パ
ー
し
よ
う
と

し
て
生
産
拡
大
が
・
か
え
っ
て
促
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
『
資
本
諭
』

第
三
部
第
一
五
章
で
「
利
潤
量
の
増
大
に
よ
っ
て
利
潤
率
の
低
下
を

埋
め
合
わ
せ
る
」
（
K
皿
二
六
六
）
競
争
戦
が
促
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
の
は
こ
の
㈹
で
の
問
題
で
あ
る
。

13？
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し
・
か
し
、
㈲
の
ぱ
あ
い
に
は
、
資
本
家
は
長
い
耐
久
期
間
の
あ
い

だ
遊
休
に
よ
る
損
失
や
「
無
形
の
損
失
」
を
う
け
な
い
よ
う
、
利
潤
率

の
動
向
に
注
目
し
て
投
資
決
定
を
行
な
う
の
で
、
利
潤
率
の
下
落
の

も
と
で
、
な
お
率
の
低
下
を
量
の
増
大
で
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
追
加

投
資
を
行
な
う
も
の
は
き
わ
め
て
例
外
的
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
な
お
、
こ
の
㈲
の
追
加
投
資
で
も
、
産
業
循
環
の
諸
局
面
に
共
通

、
　
　
、

す
る
投
資
行
動
を
一
般
理
諭
化
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
に
考
え

た
。
自
部
門
の
市
場
拡
大
傾
向
が
始
ま
り
、
利
潤
率
の
上
昇
が
始
ま

る
局
面
で
は
、
個
別
資
本
は
他
に
先
ん
じ
て
追
加
投
資
を
し
よ
う
と

す
る
傾
向
が
強
い
し
、
反
対
に
、
急
速
な
追
加
投
資
を
行
な
づ
た
後

に
、
需
供
関
係
の
悪
化
・
利
潤
率
上
昇
率
の
鈍
化
（
マ
イ
ナ
ス
ふ
く

む
）
の
兆
し
が
み
え
て
く
る
と
こ
ろ
で
は
、
個
別
資
本
の
追
加
投
資

は
急
速
に
慎
重
か
つ
弱
気
に
な
る
て
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
が
、
下
降
へ
の
逆
転
に
お
い
て
、
「
余
剰
生
産
予
段
」
の
累

増
の
基
礎
上
で
一
つ
の
璽
要
な
役
割
を
演
じ
る
。

　
右
の
よ
う
な
困
難
さ
が
、
投
資
決
定
・
投
資
行
動
の
間
題
の
導
入
．

を
、
晦
渋
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
恐
硫
・
産
業
循
環
の
分
析

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
お
い
て
固
定
資
本
の
問
題
を
重
視
す
る
筆
者
に
と
っ
て
は
致
し
方

の
⊥
な
い
こ
と
の
よ
・
つ
に
思
わ
れ
た
。

．
あ
と
が
き

自
体
が
、
『
資
本
論
』
解
釈
と
し
て
も
、
理
論
的
に
も
誤
っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
筆
者
が
こ
の
よ
う

な
試
み
を
行
な
っ
た
の
は
、
不
明
確
な
「
用
語
」
に
よ
っ
て
恐
慌

論
の
分
類
や
統
一
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
恐
慌
論
の
論
議
を
抽
象

的
で
不
明
確
な
も
の
と
し
、
論
議
に
混
乱
を
も
た
ら
す
と
危
倶
し

た
か
ら
で
あ
る
。

　
た
と
え
ぱ
、
玉
垣
氏
の
問
題
提
起
は
、
内
容
的
に
は
、
恐
慌
論

に
お
い
て
も
、
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ン
分
析
に
お
い
て
も
、
実
現

問
趨
と
と
も
に
、
労
働
カ
不
足
↓
賃
金
（
率
）
上
昇
↓
利
潤
率
下

落
の
問
題
を
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
推
察
さ
れ

　
｛
｝
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

る
カ
　
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
賃
金
率
上
昇
↓
利
潤
率
下

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

落
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
と
い
う
内
容
を
も
っ
て
間
題
提

起
を
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
『
資
本
論
』
の
引
用
は
宍
胃
－
g
凹
鶉
－
｝
ユ
＆
ユ
g
向
自
o
q
〇
一
叩
妻
o
■

寿
9
■
昌
O
畠
・
の
訳
『
マ
ル
ク
ス
ー
ー
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
（
大
月
書

店
）
に
よ
り
、
頁
数
は
原
薔
員
の
み
を
い
れ
て
あ
る
。

　
『
剰
余
個
値
学
説
史
』
は
、
同
じ
金
集
（
二
六
巻
）
に
よ
り
、
原

誓
員
の
み
を
い
れ
て
あ
る
。

831

　
本
稿
で
は
、
恐
慌
論
に
お
け
る
「
商
品
過
剰
論
」
と
「
資
本
過

剰
論
」
と
の
区
分
、
「
商
品
過
剰
」
と
．
「
資
本
過
剰
」
と
の
区
分

（
1
）
　
遊
部
久
蔵
他
編
『
資
本
論
講
座
』
（
音
木
書
店
）
第
七
巻
『
恐

　
慌
．
賢
本
論
以
後
』
（
一
九
六
四
年
）
第
一
編
n
第
二
章
（
大
内
カ
・



（17） r商晶過剰論」とr賢本過剰論」との区分の誤りについて

　
伊
藤
誠
・
大
内
秀
明
氏
執
筆
）
に
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。
か
か

　
る
分
類
の
内
容
は
、
近
年
の
伊
藤
誠
「
恐
慌
の
基
礎
理
論
」
（
大

　
内
カ
編
『
現
代
の
景
気
と
恐
慌
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
）
に
い

　
た
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
う
け
つ
が
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
玉
垣
良
典
「
商
品
の
過
剰
と
資
本
の
過
剰
－
戦
後
恐
流
論

　
研
究
の
批
判
的
総
括
の
た
め
に
－
」
（
金
子
ハ
ル
オ
他
編
『
経

　
済
学
に
お
け
る
理
諭
・
歴
奥
・
政
策
』
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
）
、

　
同
氏
「
『
商
品
の
過
剰
と
資
本
の
過
剰
』
再
諭
－
窟
塚
良
三
氏

　
の
所
説
を
中
心
に
ー
」
（
『
専
修
経
済
学
論
集
』
第
二
二
巻
第
二

　
号
、
一
九
七
九
年
）
。

（
3
）
　
岡
田
裕
之
「
恐
慌
の
複
合
モ
デ
ル
ー
資
本
過
剰
と
商
品
過

　
剰
1
ω
」
（
『
経
営
志
林
』
第
一
六
巻
第
二
号
、
一
九
七
九
年
）

　
五
頁
。

（
4
）
　
岡
囲
裕
之
「
同
有
、
お
よ
ぴ
㈹
㈹
」
（
『
経
営
志
林
』
第
一
六

　
巻
第
三
号
、
一
九
七
九
年
、
第
一
六
巻
第
四
号
、
一
九
八
○
年
）
、

　
逢
坂
充
「
商
品
過
剰
説
と
資
本
過
剰
説
に
つ
い
て
1
過
剰
資
本

　
と
利
潤
率
低
下
の
法
則
（
補
論
そ
の
1
）
1
」
（
『
経
済
挙
研
究
』

　
九
大
、
第
四
六
巻
第
一
・
二
号
、
一
九
八
一
年
）
た
ど
。

　
　
も
っ
と
も
、
玉
垣
、
岡
囲
、
逢
坂
氏
ら
の
見
解
は
内
容
的
に
非

　
符
に
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
差
異
を
と
り
上
げ
る

　
余
裕
は
な
い
。

（
5
）
　
玉
垣
「
商
品
の
過
剰
と
資
本
の
過
剰
」
七
六
頁
。
同
じ
指
摘

　
は
、
玉
垣
氏
の
第
二
論
文
、
二
－
三
頁
に
も
あ
る
。

（
6
）
　
現
代
資
本
主
義
固
有
の
「
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
冒
ン
」
に
っ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
て
、
独
占
資
本
に
お
い
て
特
徴
的
な
生
産
資
本
の
過
剰
n
操
業
率

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
の
大
幅
低
下
・
生
産
資
本
の
遊
休
で
は
な
く
、
「
商
晶
過
剰
」
と

　
い
わ
れ
る
の
は
、
塾
実
か
ら
み
て
納
得
で
き
な
い
し
、
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
こ
の
「
商
品
過
剰
」
と
「
相
剋
」
す
る
と
さ
れ
る
「
資
本
過
剰
」

　
が
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
の
概
念
規
定
自
体
、
ま
っ
た
く
理
解
で

　
き
な
い
。

（
7
）
　
由
井
敏
範
「
好
況
局
面
と
〈
生
産
と
消
費
の
矛
層
〉
－
商

　
品
過
剰
論
の
一
パ
リ
ア
ン
ト
に
つ
い
て
－
」
（
『
一
橘
論
叢
』
第

　
八
六
巻
第
一
号
、
一
九
八
一
年
）
　
一
〇
三
員
。

（
8
）
　
第
一
五
章
に
つ
い
て
は
、
生
産
カ
発
展
の
も
と
で
生
じ
る
資

　
本
の
有
機
的
構
成
高
度
化
に
よ
る
一
般
的
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
そ
の
も
の
と
そ
れ
が
惹
起
す
る
諸
問
題
と
、
生
産
カ
発
展
・
資
本

　
蓄
積
の
進
展
に
よ
っ
て
生
じ
る
諸
問
魍
と
が
、
明
確
に
区
別
さ
れ

　
て
い
な
い
し
、
利
潤
率
に
つ
い
て
も
、
一
般
的
利
潤
率
の
傾
向
的

　
低
落
と
、
実
現
困
難
な
ど
に
ょ
る
利
潤
率
の
一
時
的
低
下
と
は
、

　
必
ず
し
も
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
筆
者
は
、
前
者
の
一
般
的
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落
は
直
接
現
実

　
の
個
別
資
本
の
投
資
行
動
、
さ
ら
に
は
産
業
循
環
の
運
動
、
恐
慌

　
発
現
に
対
し
て
作
用
を
及
ぽ
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と

　
っ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
問
魍
を
一
応
除
外
し
た
。

　
　
以
上
の
点
、
く
わ
し
く
は
、
井
村
喜
代
子
「
生
産
カ
の
発
展
と

　
費
本
制
生
産
の
『
内
的
藷
矛
盾
の
開
展
』
1
『
資
本
諭
』
第
三

　
部
第
三
篇
第
一
五
章
を
め
ぐ
っ
て
1
」
（
『
三
田
学
会
雑
誌
』
第

　
五
五
巻
第
四
号
、
一
九
六
二
年
）
、
同
「
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落
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一橋論叢 第八十七巻 第二号 （18）

　
法
則
の
作
用
－
第
三
部
第
三
編
第
一
五
章
の
理
解
を
中
心
と
し

　
て
－
L
（
『
資
本
諭
講
座
』
音
木
奮
店
、
第
四
巻
『
利
潤
・
利
潤

　
率
』
所
収
、
一
九
六
四
年
μ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
箪
者
の
見
解
に
対
し
て
は
、
有
機
的
構

　
成
高
度
化
に
と
も
な
う
一
般
的
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落
を
、
恐
硫

　
論
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
批
判
や
主
張
が
少

　
な
く
な
い
。
木
村
芳
資
「
利
潤
率
の
傾
向
的
低
下
法
則
の
内
的
議

　
矛
層
と
恐
慌
」
（
『
土
地
制
度
史
学
』
第
七
六
号
、
一
九
七
七
年
）
、

　
矢
吹
満
男
「
再
生
産
諭
体
系
に
お
け
る
利
潤
論
の
位
置
1
『
資

　
本
論
』
第
三
巻
第
三
篇
第
一
五
章
を
め
ぐ
っ
て
－
」
（
『
±
地
制

　
度
史
挙
』
第
八
○
巻
一
九
七
八
年
）
、
逢
坂
充
「
前
掲
論
文
」
な

　
ど
o

　
　
し
か
し
、
こ
れ
ら
論
稿
に
お
い
て
も
、
一
般
的
利
潤
率
の
傾
向

　
的
低
落
そ
の
も
の
が
、
資
本
蓄
積
、
産
業
循
環
の
運
動
に
対
し
、

　
し
た
が
っ
て
恐
慌
発
現
に
対
し
て
稜
極
的
に
い
か
な
る
影
響
を
及

　
ぼ
す
の
か
と
い
う
内
容
は
、
し
め
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
課
魑
の
検
討
に
お
い
て
、
　
一
般
的
利
潤
率

　
の
傾
向
的
低
落
の
問
題
を
と
り
入
れ
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
議
論

　
を
複
雑
化
す
る
も
の
と
思
い
、
こ
の
問
題
を
除
外
し
た
。

（
9
）
　
佐
藤
金
三
郎
氏
の
考
証
に
よ
る
と
、
『
資
本
論
』
第
三
部
の

　
「
圭
要
原
稿
」
で
は
、
現
行
版
第
三
篇
に
お
け
る
三
つ
の
章
へ
の

　
区
分
と
そ
れ
ら
の
章
の
表
題
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
る
も
の
と
み
な

　
さ
れ
、
節
へ
の
区
分
も
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
な
い
よ

　
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
五
章
の
原
稿
の
一
部
が
二
二
章
に
移
さ

　
れ
た
ほ
か
は
、
一
五
章
の
最
初
の
三
節
部
分
に
つ
い
て
「
置
き
換

　
え
」
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
（
同
氏
「
『
資
本
諭
』
第
三
部
原
稿

　
に
つ
い
て
O
」
『
思
想
』
五
六
二
号
、
　
一
九
七
一
年
）
し
た
が
っ

　
て
、
本
稿
で
は
現
行
の
章
節
に
し
・
た
が
っ
て
、
検
討
す
る
こ
と
と

　
す
る
。

（
1
0
）
　
こ
の
問
題
も
、
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
生
産
力
発
展
・
資

　
本
蓄
檀
の
過
程
で
、
資
本
が
資
本
と
し
て
捜
能
で
き
な
く
な
る
問

　
題
の
一
つ
と
し
て
、
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
な
ど
の
諸
問
魑
と
共

　
適
し
た
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
資
本
築

　
中
を
促
進
す
る
作
用
を
も
つ
し
、
冒
険
的
投
機
や
貸
付
資
本
と
し

　
て
の
利
用
に
よ
っ
て
恐
慌
に
一
定
の
作
周
を
及
ぽ
す
の
で
は
あ
る

　
が
、
内
容
的
に
は
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
と
明
確
に
区
別
す
ぺ
き

　
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
問
魑
を
除
外
す
る
。

（
1
1
）
　
こ
の
問
題
を
最
初
に
取
り
上
げ
、
論
及
し
た
の
は
古
川
哲

　
「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
生
産
に
つ
い
て
」
（
『
幾
済
志
林
』
第
二
四

　
巻
第
四
号
、
一
九
五
七
年
）
で
あ
る
。
．
見
解
の
異
な
る
都
分
も
あ

　
る
が
、
い
ま
な
お
参
照
に
値
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
1
2
）
　
玉
垣
良
典
「
商
品
の
過
剰
と
資
本
の
過
剰
」
（
前
出
）
七
七

　
頁
。
こ
こ
で
は
、
第
三
節
の
「
資
本
の
過
剰
生
産
」
の
命
魑
は
、

　
労
働
カ
不
足
↓
賃
金
（
率
）
上
昇
↓
利
潤
率
下
落
↓
「
資
本
の
絶

　
対
的
過
剰
生
産
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
た
っ
て
、
そ
れ
と
、
第

　
一
・
節
の
〈
生
産
と
消
費
の
矛
層
〉
、
実
現
条
件
に
か
ん
す
る
命
魑

　
と
を
相
反
す
る
「
対
極
的
命
題
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

　
の
点
で
は
、
字
野
恐
慌
諭
の
継
承
者
の
人
々
の
ば
あ
い
と
同
じ
で
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●

r商晶過剰論」とr資本過剰論」との区分の誤りについて（19）

　
あ
る
。

（
1
3
）
　
同
じ
指
摘
は
『
資
本
論
』
第
三
部
第
一
五
章
第
三
節
に
も
あ

　
る
（
K
皿
二
六
七
）
。

（
1
4
）
　
従
来
、
「
資
本
過
剰
論
」
に
つ
い
て
は
多
く
の
検
討
・
批
判

　
が
あ
っ
た
が
、
な
ぜ
か
、
「
商
品
の
過
剰
」
と
区
別
さ
れ
、
対
立

　
す
る
も
の
と
し
て
「
資
本
の
過
剰
」
と
い
う
概
念
が
あ
っ
た
の
か

　
と
い
う
問
魑
は
、
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
華
者
自
身
、
第
三

　
都
第
一
五
章
に
か
ん
す
る
論
文
（
注
8
）
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
－

　
明
確
に
し
て
い
な
い
。

（
∬
）
　
競
争
の
支
配
す
る
資
本
主
義
で
は
、
恐
慌
は
金
般
的
過
剰
生

　
産
と
い
う
形
態
を
と
る
が
、
独
占
資
本
圭
義
で
は
、
独
占
資
本
圭

　
義
固
有
の
問
題
と
し
て
、
国
内
で
投
下
さ
れ
な
い
貨
幣
資
本
の
過

　
剰
の
長
期
化
や
生
産
資
本
の
過
剰
（
操
業
率
引
下
げ
）
の
長
期
化

　
が
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
賞
本
過
剰
を
ま
ず
一
般
的
に
杷
握
し
た

　
う
え
で
、
そ
れ
が
い
か
な
る
形
態
の
過
剰
と
し
て
現
わ
れ
る
か
を

　
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
独
占
資
本
主
義
、
現
代
資
本
主
義
と
の

　
対
比
を
明
ら
か
に
す
る
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
こ
の
他
、
資
本
の
有
機
的
構
成
高
度
化
に
と
も
な
う
一
般
的

　
利
潤
率
の
傾
向
的
低
落
に
よ
る
説
を
入
れ
る
ぱ
あ
い
も
あ
る
が
、

　
本
文
で
の
規
定
の
方
が
大
部
分
で
あ
る
。

（
〃
）
　
宇
野
弘
蔵
『
恐
慌
論
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
）
第
一

　
章
第
三
節
。

（
1
8
）
　
同
右
、
九
六
貢
。

（
”
）
　
井
村
喜
代
子
『
恐
慌
・
産
業
循
環
の
理
論
』
（
有
斐
閣
、
　
一

　
九
七
三
年
）
三
〇
三
－
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
0
）
　
と
こ
ろ
が
、
最
近
、
高
須
賀
義
博
氏
は
「
マ
ル
ク
ス
の
資
本

　
の
絶
対
的
過
剰
生
産
論
は
資
本
制
的
恐
慌
の
本
質
理
解
に
と
っ
て

　
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
ス
タ
グ
フ
レ
ー

　
シ
冨
ン
を
解
明
す
る
た
め
の
キ
イ
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
も
定
立

　
し
ょ
う
と
思
う
。
」
（
『
現
代
資
本
主
義
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
』
岩

　
波
響
店
、
一
九
八
一
年
、
二
一
五
買
）
と
い
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

　
高
須
賀
氏
の
「
資
本
、
の
絶
対
的
過
剰
生
産
」
の
理
解
は
、
独
特
の

　
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
1
完
金
雇
用
達
成
後
も
競
争
戦
の
も

　
と
で
労
働
カ
の
「
引
き
ぬ
き
合
戦
」
に
よ
る
蓄
積
が
行
な
わ
れ
、

貨
幣
賃
金
率
は
上
昇
、
そ
れ
が
消
費
財
価
格
上
昇
率
を
上
ま
わ
れ

ば
実
質
賃
金
率
は
上
昇
す
る
。
実
質
賃
金
率
が
上
昇
し
、
労
働
カ

　
（
お
よ
び
生
産
財
）
が
1
部
門
か
ら
n
部
門
に
配
分
替
え
さ
れ
れ

ば
、
再
生
産
の
均
衡
条
件
は
維
持
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
資
本
の
側

が
労
働
強
化
な
ど
に
よ
っ
て
剰
余
価
値
率
の
引
上
げ
に
成
功
す
る

と
、
「
実
質
賃
金
率
を
低
め
、
再
生
産
の
均
衡
を
破
壊
す
る
。
」
「
マ

　
ル
ク
ス
が
重
視
し
た
『
搾
取
の
条
件
』
と
『
実
現
の
条
件
』
の
二

律
背
反
が
典
型
的
な
形
で
あ
ら
わ
れ
る
の
が
質
本
の
絶
対
的
過
剰

生
産
て
あ
る
。
」
（
同
二
二
二
i
四
頁
）
1
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
高
須
賀
氏
は
、
「
資
本
の
絶
対
的
過
剰
生
産
」
の
発
現
形
態
を
、

利
潤
率
の
低
下
（
二
一
〇
頁
）
と
し
て
い
ら
れ
る
が
、
氏
に
よ
れ

ば
現
実
に
、
実
質
賃
金
率
が
上
り
利
潤
率
が
下
っ
て
も
、
「
全
生

産
物
が
実
現
」
（
二
一
四
貢
）
し
再
生
産
の
均
衡
が
維
持
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
資
本
側
の
働
き
に
ょ
っ
て
実
質
賃
金
率
が
低
め
ら
れ

14j
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た
な
ら
ば
、
再
生
産
の
均
衡
が
破
壊
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

こ
こ
で
は
、
再
生
産
の
均
衡
と
い
っ
て
も
、
完
全
雇
用
達
成
後
の

労
働
と
資
本
の
1
部
門
・
■
部
門
間
の
移
動
と
実
賀
賃
金
率
の
変

化
か
ら
の
み
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ぱ
、
こ
の
単
純

き
わ
ま
る
モ
デ
ル
で
、
た
と
え
実
質
賃
金
率
上
昇
↓
利
潤
率
下
落

が
生
じ
る
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
実
賀
賃
金
率
が
下
落
し
て
不
均

衡
が
生
じ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
な
ぜ
重
大
な
混
乱
と
い
え
る
の

か
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
「
恐
慌
の
本
質
理
解
に
と
っ
て
不

可
欠
」
と
い
わ
れ
る
の
か
｛
－
ま
っ
た
く
明
確
に
な
っ
て
い
な

い
。
高
須
賀
氏
は
「
マ
ル
ク
ス
の
資
本
の
絶
対
的
過
剰
生
産
概

念
」
を
「
そ
の
ま
ま
で
用
い
れ
ぱ
、
恐
慌
の
説
明
に
は
な
り
え
て

も
、
：
：
：
」
（
二
一
九
員
）
と
い
わ
れ
る
が
、
右
の
よ
う
な
状
況

が
ど
の
よ
う
な
「
恐
慌
の
説
明
」
に
な
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
　
た
だ
、
こ
こ
で
も
い
え
る
こ
と
は
、
実
現
の
諸
関
係
・
諸
条
件

　
の
総
体
が
ま
っ
た
く
分
析
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
最
大
の
難
点

　
と
な
っ
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。

（
2
1
）
　
詳
し
く
は
、
井
村
『
恐
慌
・
産
業
循
環
の
理
論
』
を
参
照
さ

　
れ
た
い
。

（
2
2
）
　
井
村
『
同
右
』
二
五
0
1
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
応
義
塾
大
学
教
授
）
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