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杉
本
経
済
撃
の
課
題

山

雄

田

「
異
質
的
経
時
韓
系
」
の
把
握

優
れ
た
皐
者
の
思
想
展
開
の
う
ち
に
は
深
く
し
て
庚
い
課
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
人
が
一
生
を
さ
さ
げ
て
取
組
ん
だ
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
な
お
後
に
績
く
人
々
に
向
っ
て
員
創
た
思
索
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
課
題
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
深
く
且
つ
慶
い
と
い
わ
れ
る
た

め
に
は
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
途
に
つ
い
て
種
々
苦
心
を
重
ね
て
い
く
だ
け
の
内
容
を
も
っ
た
も
の
で
た
け
れ
ば
た
ら
ず
、
そ
う
い
う

苦
心
を
積
ん
で
共
第
に
育
て
ら
れ
て
い
っ
た
過
程
を
合
ん
で
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
皐
者
の
心
の
内
奥
に
さ
ぐ
ら
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
の

で
あ
る
。
杉
本
教
授
の
場
合
そ
れ
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
@

杉
本
教
授
の
生
前
最
後
の
作
は
『
経
樺
皐
新
大
系
E
恐
慌
』
(
昭
和
二
十
七
年
)

に
編
集
者
と
し
て
書
い
た
「
穂
読
」
で
あ
っ
た

Q

教
授

は
、
そ
の
書
出
し
に
、
千
八
百
二
三
十
年
代
以
後
資
本
主
義
盟
制
が
生
成
期
か
ら
漸
く
成
熟
期
に
達
し
、
恐
慌
の
周
期
的
た
爆
護
を
経
験

す
る
に
及
ん
で
、
こ
の
よ
う
た
「
周
期
的
恐
慌
の
過
程
と
し
て
の
不
安
定
た
経
棲
」
を
解
明
す
る
こ
と
が
近
代
経
構
阜
の
「
歴
史
的
課

題
」
と
た
る
に
至
づ
た
と
、
述
べ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
た
趣
旨
は
、
昭
和
八
年
頃
か
ら
始
ま
る
教
授
の
初
期
作
の
う
ち
に
も
見
出
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
複
雑
な
る
費
動
と
不
均
衡
と
を
貫
い
て
そ
れ
自
ら
貫
徹
す
る
た
え
ざ
る
護
展
」
と
か
、
「
い
つ
か
は
恐
慌
を
通

L も

、ふ

亡

。
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じ
て
整
理
さ
れ
ざ
る
を
得
た
い
過
程
」
と
か
い
う
の
が
、
そ
の
頃
教
授
の
好
ん
で
用
い
た
表
現
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
遡
っ
て
、
患
生
時
代
、

幅
回
先
生
の
下
に
、

マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
を
護
み
、
卒
論
の
テ

1
マ
と
し
て
シ
ュ
ピ

1
干
フ
の
恐
慌
論
を
と
り
あ
げ
た
と
と
も
、
こ

と
で
思
い
浮
べ
て
よ
い
。

し
か
し
教
授
は
、
前
掲
の
最
後
の
作
を
除
い
て
、
本
格
的
に
は
恐
慌
論
も
景
気
持
型
動
論
も
書
か
な
か
っ
た
。
恐
慌
を
伴
う
不
安
定
な
韓

系
が
教
授
の
関
心
事
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
教
授
の
思
考
の
特
色
を
示
す
に
は
何
か
も
の
足
ら
た
い
。
教
授
の
課
題
と
し

た
と
と
ろ
は
、
む
し
ろ
か
か
る
不
安
定
を
生
ぜ
し
め
る
経
構
構
造
そ
の
も
の
の
解
明
に
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
は
む
し

ろ
教
授
の
い
う
「
異
質
的
構
造
」
と
か
「
異
質
的
護
展
」
と
か
呼
ぶ
も
の
の
方
が
、
教
授
の
経
梼
阜
の
中
心
課
題
を
示
す
に
適
し
て
い
る

主
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
異
質
的
構
造
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
た
る
と
、
簡
単
に
一
言
で
は
輩
く
し
難
い
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
種
々
異

っ
た
建
を
通
じ
て
波
及
す
る
費
動
が
、
そ
の
到
達
黙
に
於
て
全
幅
の
作
用
を
現
わ
す
ま
で
に
経
過
す
る
時
間
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
長
短

を
も
っ
て
い
る
よ
う
た
構
造
(
『
理
論
経
済
皐
の
基
本
問
題
』
一
五
七
頁
〉

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
別
の
箇
慮
で
は
、
英
米
流

の
経
構
を
等
質
的
と
見
、
日
本
を
含
む
東
亜
諸
国
の
経
梼
を
と
く
に
異
質
的
と
名
づ
け
(
『
統
制
経
済
白
原
理
』
一

O
九
頁
)
、
そ
こ
で
は
い

わ
ゆ
る
「
複
合
一
世
曾
」
の
如
き
混
合
瞳
系
が
考
え
ら
れ
て
い
た
よ

5
で
あ
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
今
日
の
「
市
民
世
舎
」
そ
の
も
の
が
異

質
的
構
造
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は

Q
近
代
経
済
事
D

基
本
性
格
』
四
七
頁
)
、
車
た
る
混
合
瞳
系
を
超
え
て
、
階
級
封
立
に
伴

う
矛
盾
の
瞳
系
を
意
味
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
う
い
う
よ
う
に
必
ず
し
も
一
義
的
た
解
樺
は
輿
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
異
質

的
軽
油
開
瞳
系
の
解
明
こ
そ
は
教
授
の
常
に
闘
心
を
寄
せ
た
中
心
課
題
だ
3
6
解
さ
れ
る
し
、
そ
こ
か
ら
不
安
定
や
恐
慌
の
問
題
も
考
え
ら
れ

た
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
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一

橋

論

叢

第
二
十
九
巻

第
五
銭

た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
課
題
は
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
十
分
共
鳴
を
感
ず
る
。
現
賓
の
不
安
定
な
経
踏
の
根
源
に
異
質
的
盟
系
た
る
も
の
を

指
摘
し
た
教
授
の
着
目
は
傘
敬
さ
れ
て
よ
い
。
問
題
は
そ
の
解
明
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
あ
る
。
前
に
述
べ
た
如
く
、
教
授
の
論
述
の
う
ち
に

は
、
こ
の
異
質
的
睦
系
仁
つ
い
て
必
ず
し
も
一
義
的
な
解
樟
は
輿
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
教
授
が
長
い
間
こ
の
課
題
に
づ
い

て
あ
れ
こ
れ
左
苦
心
を
積
ま
れ
た
こ
と
を
示
ナ
も
の
に
他
た
ら
た
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
教
授
の
長
い
皐
間
的
遍
歴
の
跡
を
顧

み
、
こ
'
の
課
題
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
も
っ
と
内
容
的
に
明
ら
か
に
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
と
と
で
私
は
、
便
宜
上
、
次
の
よ
R
J
た
三

つ
の
時
期
を
教
授
の
経
時
皐
展
開
に
つ
い
て
分
け
て
見
た
い
。

ω均
衡
に
謝
し
て
「
不
均
衡
」
を
考
え
た
時
期

ω自
由
に
封
し
て
「
統
制
」
を
考
え
た
時
期

ω調
和
に
劃
し
て
「
矛
盾
」
を
考
え
た
時
期

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
思
想
展
開
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
時
期
的
匝
別
と
い
う
て
も
そ
ん
な
に
は
っ
き
り
劃
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か

ろ
う
。
匝
別
し
難
い
闘
蓮
も
あ
れ
ば
、
前
後
の
交
錯
も
あ
る
。
た
だ
大
韓
の
目
安
が
示
さ
れ
れ
ば
よ
い
。
こ
こ
で
私
の
い
う
第
一
の
時
期

ム
}
は
、
昭
和
八
年
の
「
静
態
経
梼
撃
の
破
綻
」
(
『
中
央
公
論
』
十
月
務
所
載
)
、
昭
和
九
年
の
「
均
衡
債
格
成
立
の
過
程
」
(
東
京
商
科
大
間
学
研

究
年
報
『
絞
済
且
干
研
究
(

3

)

』
所
載
)
、
昭
和
十
一
年
の
ご
般
均
衡
理
論
に
謝
す
る
若
干
の
疑
問
」
(
日
本
経
済
率
舎
報
告
、
後
に
東
京
商
大
都

究
年
報
『
経
済
拳
研
究
(

6

)

』
に
所
載
)

の
三
論
文
を
中
心
と
す
る
時
期
で
あ
り
、
こ
と
で
教
授
は
静
態
均
衡
の
理
論
を
批
剣
す
る
と
と
に

よ
っ
て
、
「
不
均
衡
」
た
る
構
想
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
。
と
れ
ら
の
論
文
と
併
行
し
て
、
こ
の
時
期
に
は
費
詮
的
な
米
穀
需
要
法
則
に

闘
す
る
隼
敬
す
べ
き
研
究
が
あ
り
、
そ
れ
は
昭
和
十
年
刊
行
の
『
米
穀
需
要
法
則
の
研
究
』

L
し
た
の
ノ
た
も
の
で
、
教
授
の
建
さ
れ
た
最
も
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、一

毎

守陣、

傘
敬
す
べ
き
業
績
の
一
っ
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
論
的
基
礎
も
以
上
の
論
文
の
う
ち
に
う
か
が
わ
れ
る
@

と
の
時
期
の
諸
論
文
は
多
少
改
出
現
さ
れ
て
、
主
著
の
一
つ
『
理
論
経
梼
壊
の
基
本
問
題
』
(
昭
和
十
四
年
)

に
牧
録
さ
れ
た
が
、
じ
か
し

と
の
主
著
に
含
ま
れ
て
い
る
一
二
の
論
文
は
む
し
ろ
私
の
い
う
第
二
期
に
属
し
て
い
る
し
、
ま
た
主
著
の
序
文
そ
の
も
の
も
第
二
期
の
観

黙
か
ら
書
か
れ
て
い
る
と
私
は
見
て
い
る
。
そ
こ
で
第
二
の
時
期
と
い
う
の
は
、
，
不
均
衡
な
現
質
経
曹
を
克
服
す
る
方
建
と
し
て
統
制
経

構
の
原
理
を
探
求
し
た
時
期
で
あ
り
、
そ
の
構
想
は
主
と
し
て
昭
和
十
五
年
の
「
統
制
経
棒
と
流
動
性
原
則
」
(
『
一
橋
論
叢
』
一
月
務
所
載
)

に
結
集
し
、
後
に
こ
の
論
文
を
含
ん
で
第
二
の
主
著
『
統
制
経
祷
の
原
理
』
(
昭
和
十
八
年
)

と
た
っ
た
、
も
の
で
あ
る
。

-
私
の
い
う
第
三
の
時
期
と
は
も
っ
ぱ
ら
職
後
に
麗
し
、
昭
和
二
十
一
年
の
「
近
代
理
論
経
積
率
と
マ
ル
ク
ス
蛭
隣
接
」
(
「
環
論
』
第
一
一
波

所
載
)
な
る
論
文
を
出
護
賄
と
す
る
そ
の
後
の
一
蓮
の
諸
論
文
を
含
む
。
こ
の
時
期
で
は
、

マ
ル
ク
ス
経
瞬
間
学
の
積
極
的
た
掃
取
が
意
圃

さ
れ
、
資
本
主
義
の
矛
盾
の
解
明
と
い
う
観
賄
が
明
確
に
浮
び
上
っ
て
来
た
。
著
書
と
し
て
は
『
近
代
経
構
皐
の
基
本
性
格
』
(
昭
和
二
十

四
年
)
を
あ
げ
て
よ
い
が
、
そ
の
う
ち
に
は
前
の
時
期
に
属
す
る
二
三
の
論
文
も
牧
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
。

同
時
に
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
教
授
は
前
述
の
観
黙
を
根
祇
に
も
ち
な
が
ら
、
著
し
く
皐
設
史
的
興
味
に
導
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
『
近

代
経
縮
問
問
宇
の
解
明
』
ハ
昭
和
ご
十
五
、
二
十
六
年
U

と
た
り
、
さ
ら
に
遺
著
『
近
代
経
梼
皐
史
』
と
な
っ
た
。
た
だ
し
杉
本
教
授
の
皐
詑
史
的

関
心
は
こ
の
時
期
に
始
ま
る
も
の
で
は
た
く
、
す
で
に
昭
和
五
年
の
『
ロ
ツ
シ
ア

I
英
園
粧
爵
皐
史
論
』
の
名
語
以
来
、
こ
の
方
面
の
幾

多
の
業
績
を
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
附
記
し
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。

い
ま
私
一
は
教
授
の
彩
し
い
文
献
に
つ
い
て
若
手
の
も
の
を
と
り
あ
げ
、
私
の
い
う
三
つ
の
時
期
を
規
定
す
る
手
が
か
り
'
と
し
た
。
理

論
・
墜
史
・
統
計
各
分
野
に
わ
た
る
教
授
の
諸
文
献
に
つ
い
て
は
、
本
誌
巻
末
の
目
録
を
見
て
い
た
だ
き
た
い

Q

重
ね
て
い
う
が
、
私
は
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五
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と
と
で
杉
本
経
構
皐
の
中
心
課
題
を
さ
ぐ
る
た
め
に
、
教
授
の
皐
間
的
遍
歴
の
跡
を
た

E
り
た
い
の
で
あ
る
。
教
授
は
い
ず
れ
か
と
言
え

ば
他
設
の
批
剣
に
カ
を
い
れ
、
自
設
の
建
設
に
つ
い
て
は
観
離
に
多
少
と
も
ず
れ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
教
授

が
中
心
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
庚
い
硯
野
に
立
と
う
と
し
た
た
め
で
も
あ
る
。
近
代
理
論
も
マ
ル
ク
ス
経
槽
皐
も
庚
く
見
渡
し

358 

て
、
真
剣
に
自
己
の
塗
を
切
開
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
杉
本
経
梼
壊
の
特
色
が
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
わ
れ
わ
れ
後
進
の
汲
み
と
る
べ
き
教

一
不
が
あ
る
と
、
私
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

均
衡
に
封
す
る
「
不
均
衡
」

杉
本
経
横
暴
の
第
一
期
は
静
態
均
衡
理
論
へ
の
批
判
と
い
う
形
を
と
っ
て
始
め
ら
れ
た
。
昭
和
八
年
の
論
文
「
静
態
経
構
壊
の
破
綻
」

で
は
主
と
し
て
シ
ュ
ム
ベ
ー
タ
l
批
判
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

シ
ュ
ム
ベ
ー
タ
ー
に

'
c
y」
ま
ら
ず
、
庚
く
ロ
I
ザ
ン
ヌ
派
的
一
般

均
衡
理
論
が
批
剣
の
封
象
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
封
立
し
て
教
授
が
こ
の
時
期
に
依
按
し
よ
う
'
と
し
た
準
設
は
マ

I
シ
ァ
ル
で
あ
り
、
こ
の

と
と
は
昭
和
九
年
の
論
文
「
均
衡
債
格
成
立
の
過
程
」
、
と
く
に
昭
和
十
一
年
の
カ
作
コ
般
均
衡
理
論
に
封
す
る
若
干
の
疑
問
」
に
現

わ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
と
の
時
期
に
お
け
る
教
授
の
関
心
事
は
ロ
!
ザ
シ
ヌ
沃
的
一
般
均
衡
理
論
と
ケ
ム
プ
リ
ッ
ヂ
祇
的
特
殊
均
衡
理

論
と
の
封
立
と
い
う
と
と
で
あ
り
、
し
か
も
と
れ
を
「
均
衡
封
不
均
衡
」
の
封
立
と
解
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
教
授
謂
得
の
観
黙
が
あ

づ
た
。
通
設
で
は
、

一
般
均
衡
論
も
特
殊
均
衡
論
も
等
し
く
均
衡
論
で
あ
る
が
、
教
授
は
こ
の
「
逼
設
に
反
し
て
」
(
教
授
自
身
の
言
葉
)

特
殊
均
衡
論
の
う
ち
に
不
均
衡
韓
系
の
理
論
を
汲
み
と
ろ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
問
題
は
、
教
授
の
い
う
不
均
衡
瞳
系
を
承
認

す
る
と
し
て
、
そ
れ
が
第
一
に
如
何
に
し
て
一
般
均
衡
理
論
の
排
斥
に
た
る
か
と
い
う
勲
、
第
二
に
如
何
に
し
て
特
殊
均
衡
理
論
の
擁
護

4 
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金

に
な
る
か
と
い
う
黙
に
あ
る
。

一
般
均
衡
理
論
の
描
く
い
わ
ゆ
る
静
態
均
衡
が
不
均
衡
の
般
態
を
示
し
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
明
ら
か
に
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
過

ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
ム
ペ
I
タ
ー
に
お
け
る
静
態
と
動
態
と
の
二
一
万
論
も
、
均
衡
化
と
均
衡
破
壊
と
の
二
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
現
貫

解
明
に
迫
ろ
う
?
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

現
貫
を
直
ち
に
均
衡
の
世
界
と
解
す
る
も
の
で
は
な
い
。
静
態
均
衡
は
説
明
上
の
一
つ
の
仮
定
と

し
て
、
同
時
に
現
貧
の
一
つ
の
ポ
テ
ン
シ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
た
い
。
杉
本
教
授
が
シ
且
ム
ペ

I
タ
ー
を
批
剣
す
る

'
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
恐
ら
く
か
か
る
二
元
論
に
満
足
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
れ
は
十
分
理
解
で
き
る
こ
と
で
お
一
ゐ
?
、

シ
ュ
ム
ベ
ー
タ

I
流
の
静
態
ξ
動
態
と
の
二
元
論
に
封
し
て
は
、
雨
者
の
閲
連
、
も
し
く
は
中
間
熊
を
求

現
に
営
時
間
学
界
に
お
い
て
も
、

め
よ
う
と
す
る
種
々
の
試
み
が
現
わ
れ
て
い
た
。

ス
タ
ツ
ケ
ル
ペ
ル
グ
や
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
不
完
全
競
争
の
理
論
が
そ
う
で
あ
り
、

ス
ム
ワ
ェ

ー
デ
ン
派
や
そ
の
他
の
景
気
費
動
論
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
静
態
均
衡
の
想
定
を
排
ナ
る
も
の
で
は
友
か
っ
た
。

静
態
に
お
い
て
無
硯
さ
れ
た
或
る
種
の
因
子
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
も
し
く
は
静
態
に
お
い
て
常
教
と
さ
れ
た
或
る
種
の
閲
係
を
境

教
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
理
的
た
展
開
が
企
関
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
杉
本
教
授
の
行
き
方
は
三
れ
ら
と
や
や
臭
っ
て
い
た
。

俣
定
と
し
て
も
、
ポ
テ
ン
シ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
も
、
静
態
均
衡
を
排
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
静
態
は
「
事
貫
に

遁
A
口
し
な
い
候
定
」
で
あ
り
、
ま
た
「
時
聞
か
ら
の
抽
象
は
結
封
的
に
不
可
能
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
h
。

* 
中
山
教
授
に
品
到
す
る
杉
本
教
授
の
ポ
レ
ミ
ツ
ク
も
こ
旬
結
に
あ
ヲ
た
。
中
山
教
授
は
静
態
と
動
態
と
白
原
明
日
的
閥
連
を
資
本
白
理
論
に
求
め
、
こ

の
意
味
で
シ
ユ
ム

A

I
タ

1
の
二
元
論
を
克
服
し
ょ
、
っ
と
し
た
と
解
し
得
る
が
、
杉
本
教
授
は
始
め
か
ら
静
態
的
仮
定
を
持
ち
出
す
こ
と
を
拒
否
し

た。

• 
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然
ら
ぽ
進
ん
守
、
静
態
均
衡
の
想
定
を
離
れ
、
不
均
衡
樫
系
を
考
え
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
マ

I
シ
ア
ル
の
特
殊
均
衡
論
が
も
ち
出
さ

れ
た
の
か
。

マ
I
シ
ァ
ル
に
閲
し
て
杉
本
教
授
が
と
く
に
注
意
を
向
け
た
の
は
、
弾
カ
性
概
念
で
あ
っ
た
。
教
授
は
こ
れ
を
も
っ
て
「
現

貨
の
経
梼
世
界
を
分
析
す
べ
き
理
論
的
武
器
と
し
て
極
め
て
生
産
的
た
も
の
」

Q
理
論
経
済
撃
の
基
本
問
題
』
ヱ
ハ
四
頁
)
と
も
い
っ
て
い

る
。
そ
う
解
す
る
に
つ
い
て
は
こ
う
の
鮪
が
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

一
つ
は
、

ム
ー
ア
の
企
て
て
い
る
如
く
、
弾
力
性
に
時
間

の
要
素
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
計
的
に
測
定
し
得
る
需
要
曲
線
又
は
供
給
曲
線
に
至
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、

わ
ゆ
る
「
昧
蜘
其
理
論
」
に
見
ら
れ
る
如
く
、
弾
力
性
の
係
敢
に
も
と
づ
き
均
衡
へ
の
牧
数
と
均
衡
か
ら
の
離
反
と
の
過
程
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
静
態
均
衡
論
が
時
聞
を
抽
象
し
、
且
A
J

一
義
的
に
均
衡
化
を
結
論
し
て
い
る
こ
と
に
封
し
、
ま
さ

に
反
封
の
理
論
的
方
向
を
指
示
す
る
も
の
と
、
教
授
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
と
の
主
張
は
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
承
服
し
難

い
0

7

I

シ
ァ
ル
の
場
合
に
も
、
弾
力
性
を
可
測
値
と
考
え
る
前
に
、
そ
の
根
祇
に
は
、
時
聞
を
抽
象
し
た
シ
ェ
デ
ュ

1
ル
が
考
え
ら
れ

*
 

て
は
い
た
か
っ
た
か
。
ま
た
昧
蜘
具
理
論
に
お
い
て
も
、
均
衡
化
と
不
均
衡
化
と
は
等
し
く
ポ
テ
ン
シ
ア
リ
テ
ィ
!
と
し
て
認
め
ら
れ
、

*
*
 

宣
ち
に
そ
れ
が
不
均
衡
化
の
盟
系
に
準
く
と
は
言
い
難
い
の
で
は
た
い
か
。
と
こ
で
も
教
授
は
、
均
衡
を
仮
定
叉
は
ボ
テ
ン
シ
ア
リ
テ
ィ

ー
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
担
み
、
従
っ
て

T
I
シ
7

ル
を
と
り
入
れ
友
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
・
た
一
面
を
棄
て
て
、
む
し
ろ
直
接
現
賓
の
不

均
衡
瞳
系
に
迫
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

* 
こ
こ
で
ム

1
ア
も
ま
た
明
ら
か
に
ワ
ル
ラ
ス
燈
系
か
ら
問
題
を
出
愛
せ
し
め
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
た
い
。

* 牢

糾
郡
蜘
薬
理
論
に
お
け
る
枚
数
・
撹
散
・
循
環
な
ど
の
関
係
は
、
現
貨
を
分
析
す
る
た
め
の
型
自
分
類
と
考
え
ら
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
分

析
は
、
そ
れ
自
慢
と
し
て
は
、
時
間
を
抽
象
し
た
曲
線
の
上
で
考
え
ち
れ
る
o

つ
ま
り
、
均
衡
の
成
立
過
程
と
援
動
過
程
と
を
分
け
る
な
ら
ば
、
幾
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動
過
程
に
お
い
て
始
め
て
エ
ク
ス
プ
リ
シ
ト
に
時
間
が
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
時
間
を
抽
象
し
た
分
析
と
原
理
的
に
は
拠
到
底
ナ
否

も
の
と
し
て
接
績
さ
れ
て
い
る
。

杉
本
教
授
の
以
上
の
、
玉
張
に
は
多
少
の
無
理
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
も
う
少
し
別
の
根
擦
を
さ
ぐ
ら
ね
ば
た
る
ま
い
。
数
授
に
‘
よ
れ

ば
、
特
殊
均
衡
論
は
部
分
に
つ
い
て
の
み
均
衡
を
考
え
、
部
分
間
に
お
い
て
は
、
従
づ
て
全
酷
と
し
て
は
、
む
し
ろ
不
均
衡
を
考
え
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
弾
力
性
に
つ
い
て
も
、
結
局
教
授
の
主
張
寸
る
と
こ
ろ
は
、
部
分
弾
力
性
係
数
間
の
不
均
衡
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

つ
ま
り
経
梼
費
動
の
過
程
に
お
い
て
、
た
と
え
各
個
別
経
梼
は
そ
れ
ぞ
れ
均
衡
を
意
闘
す
る
と
し
て
も
、
個
別
経
梼
相
互
の
聞
に
は
不
揃

い
が
現
わ
れ
る
左
い
う
の
が
教
授
の
着
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
と
れ
を
「
枇
舎
的
不
均
衡
」
と
か
「
異
質
的
護
展
」
と
か
呼
ぶ
。
教
授

自
身
の
一
言
葉
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
共
の
如
く
設
か
れ
て
い
る
。

「
-
資
本
主
義
経
持
の
内
部
に
あ
っ
て
は
、
個
々
の
企
業
の
『
遁
臆
』
行
篤
が
他
の
企
業
と
の
聞
の
関
係
の
不
均
衡
蹟
大
と
な
っ
て
現
は
れ
、
こ
の
不
均

衡
は
つ
い
に
経
済
全
燈
の
恐
慌
的
整
理
を
遁
じ
て
の
み
清
算
さ
れ
る
の
で
あ
る
o
」
(
『
理
論
経
隣
接
の
基
本
問
題
』
三
一
七
頁
)

「
各
の
経
済
主
畿
は
、
自
己
の
特
有
な
る
経
済
的
能
力
に
従
ひ
、
最
も
合
理
的
な
る
経
済
計
董
を
樹
立
し
、
そ
の
例
別
経
済
計
萱
に
際
じ
た
寧
位
経
済

的
均
衡
を
蜜
現
す
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
彼
等
の
な
す
と
こ
ろ
が
、
枇
A

世
間
経
済
的
に
み
て
合
理
的
で
あ
り
均
衡
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、
ほ
と
ん
ど

顧
慮
し
な
い
の
で
あ
る
。
い
な
資
本
主
義
社
舎
に
あ
っ
て
は
、
個
々
の
経
済
主
憶
は
、
し
ば
じ
ぱ
社
曾
経
済
的
不
均
衡
を
利
用
し
て
、
そ
の
個
別
経
済

計
費
を
樹
立
し
、
単
位
経
砕
内
部
に
あ
っ
て
最
も
計
霊
的
に
均
衡
的
に
行
動
す
る
が
故
に
こ
そ
、
一
位
曾
経
済
的
に
は
却
っ
て
ま
す
ま
す
不
均
衡
を
増
大

せ
し
め
る
こ
と
さ
へ
あ
り
得
る
の
で
あ
る
o
」
(
同
事
官
、
一
五
八
|
九
頁
)

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
J

教
授
の
趣
旨
は
一
般
均
衡
理
論
に
お
け
る
巌
密
た
競
争
の
蝦
定
を
否
定
す
る
と
と
に
あ
っ
た
と
も
言
い
得
る
。

た
だ
と
の
場
合
に
も
、
不
均
衡
を
も
た
ら
す
原
因
が
競
争
の
不
完
全
に
あ
り
と
い
う
の
た
ら
ば
、
ま
ず
完
全
競
争
の
原
理
を
明
ら
か
に
し
、

361 
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つ
い
で
障
碍
的
要
因
と
し
て
、
例
え
ば
不
確
貧
性
と
か
非
競
争
群
と
か
を
導
入
す
れ
ば
よ
い
か
も
知
れ
た
い
。
し
か
し
恐
ら
く
杉
本
教
授

362 

は
も
っ
と
積
極
的
な
原
理
を
不
均
衡
に
つ
い
て
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

マ
l
シ
ァ
ル
に
あ
っ
て
は
、

マ
l
シ
ァ
ル
を
も
ち
出
し
た
の
も
、

均
衡
と
い
う
よ
う
た
カ
率
的
類
同
よ
り
も
、
む
し
ろ
成
長
と
い
う
よ
う
た
生
物
曲
学
的
類
同
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
に

工
っ
て
一
般
均
衡
論
に
お
け
る
「
機
械
論
的
」
な
も
の
へ
の
封
立
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
な

マ
ー
シ
7

ル
の
「
代
表
」
の
概
念
で
あ
る
ξ
、
私
は
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
個
別
的
た
も
の

お
と
り
あ
げ
ら
れ
て
よ
い
一
つ
の
問
題
は
、

の
偏
差
を
許
す
概
念
で
あ
る
。
個
々
の
企
業
は
そ
れ
ぞ
れ
浮
沈
盛
衰
の
蓮
命
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
全
瞳
と
し
て
産
業
が
或
る
水
準
に
保

た
れ
て
い
る
'
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
水
準
に
感
ず
る
企
業
が
「
代
表
的
」
企
業
で
あ
る
。
こ
こ
、
で
は
明
ら
か
に
個
別
的
な
も
の
の
異
質

的
多
様
性
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
少
く
と
も
一
般
均
衡
理
論
に
お
け
る
如
き
同
質
化
は
担
否
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
従
つ
で
も
し
杉
本

教
授
が
均
衡
理
論
に
お
け
る
機
棋
論
的
同
質
化
に
反
劃
す
る
曹
と
す
れ
ば
、

マ
1
シ
7

ル
の
「
代
表
」
の
概
念
こ
そ
注
意
を
向
け
て
然
る
ベ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
今
日
い
う
五
嗣
的
分
析
に
お
け
る
「
集
合
」
概
念
に
導
か
る
べ
き
構
想
で
あ
っ
た
。
集
合
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の

内
部
の
構
造
を
問
う
た
ら
ば
、
多
分
に
杉
本
教
授
の
い
う
異
質
的
構
造
に
近
い
も
の
を
考
え
ね
ば
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
杉
本
数

授
は
、
登
表
さ
れ
た
論
文
に
闘
す
る
限
り
、

Y
l
シ
ァ
ル
の
「
代
表
」
概
念
を
こ
の
や
う
に
は
進
め
て
い
な
い
。

* 
マ

I
シ
ア
ル
に
闘
す
る
も
の
と
し
て
は
、
杉
本
教
授
編
『

?
I
シ
ア
ル
終
済
阻
字
選
集
』
(
昭
和
十
六
年
)
の
「
解
説
」
平
、
戦
後
四
論
文
「
近
代

終
持
組
論
と
は
何
か
」
(
『
経
済
評
論
』
昭
和
二
十
三
年
八
、
十
、
十
一
月
竣
)
な
ど
も
、
併
せ
て
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

穴
だ
こ
こ
で
た
お
問
題
が
存
す
る
。
も
し
マ

l
シ
ァ
ル
の
代
表
概
念
を
と
り
入
れ
る
と
な
る
と
、

い
わ
ゆ
る
特
殊
均
衡
と
稽
す
る
も
の

杖
皐
た
る
部
分
均
衡
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
代
表
と
い
う
の
は
皐
友
る
部
分
で
は
な
く
、
査
障
を
代
表
寸
る
部
分
で
あ
り
、
代
表
に
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つ
い
て
均
衡
を
考
え
た
と
す
れ
ば
、
金
躍
と
し
て
均
衡
を
考
え
た
と
と
に
た
る
。
し
か
も
、

マ
I
シ
ア
ル
に
あ
っ
て
は
、
杢
膿
と
し
て
、

杉
本
教
授
の
解
種
さ
れ
る
よ
り
も
、
は
る
か
に
調
和
論
的
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
均
衡
分
析
も
排
斥
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
そ
と
に
は

機
械
論
的
友
均
衡
分
析
を
外
側
か
ら
包
む
生
物
撃
的
類
同
の
経
構
観
が
あ
っ
た
。
杉
本
教
授
の
第
一
期
に
お
け
る
「
不
均
衡
」
も
し
く
は

「
異
質
的
構
造
」
は
マ

l
シ
ア
ル
の
そ
う
い
う
面
を
狙
っ
た
も
の
と
も
解
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
し
て
は
徐
り
に
も
強
く
均
衡
分
析

へ
の
反
封
が
力
説
さ
れ
過
ぎ
た
よ
う
で
あ
る

Q

し
か
も
こ
の
時
期
に
杉
本
教
授
が
好
ん
で
用
い
た
分
析
の
武
器
は
む
し
ろ
弾
力
性
の
如
き

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
康
い
意
味
で
の
均
衡
分
析
に
麗
す
る
概
念
で
あ
っ
た
。
も
し
そ
う
た
ら
ば
、
均
衡
理
論
の
基
盤
の
上

に
静
態
の
前
提
を
麗
容
し
て
い
く
と
い
う
普
通
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
と
の
黙
は
杉
本
教
授
の
立
場
に
最
後
ま
で
ま

つ
わ
る
難
賄
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

自
由
に
封
す
る
「
統
制
」

杉
本
経
時
壌
の
第
二
期
で
は
、
そ
の
観
黙
に
少
か
ら
ず
推
移
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
統
制
経
時
と
い
う
問
題
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、

理
論
と
政
策
と
の
交
渉
が
ム
」
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
で
に
昭
和
十
四
年
の
「
経
梼
護
展
の
過
程
と
弾
カ
性
概
念
し
な
る
論
文
に

う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
例
え
ば
そ
こ
に
は
共
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
我
々
は
、
い
ま
、
経
済
の
自
動
的
調
節
作
用
が
そ
の
機
能
を
部
分
的
に
喪
失
し
た
、
ヨ

1

ロ
ァ
パ
大
畿
後
の
経
済
社
曾
に
身
を
お
い
て
ゐ
る
。
か
く

の
如
き
枇
曾
に
つ
い
て
諸
種
の
経
済
諮
量
聞
の
部
分
弾
力
性
係
数
及
び
そ
の
正
常
的
興
化
を
確
定
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
係
数
相
互
の
聞
に
一
定
の
不
均
衡

闘
係
が

P

存
在
し
て
ゐ
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
是
認
す
る
こ
と
は
、
理
性
的
存
在
と
し
て
の
人
間
が
堪
え
得
な
い
と
こ
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第
五
波

ろ
で
あ
る
。
我
h
ほ
自
ら
こ
の
不
均
衡
を
解
消
せ
し
む
べ
く
、
経
済
的
構
造
襲
容
の
た
め
に
貫
践
的
行
動
に
駆
り
た
て
ら
れ
、
一
部
の
弾
力
性
係
数
を

繊
開
化
せ
し
め
よ
う
と
努
力
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
努
力
の
跡
こ
そ
、
現
に
我
々
の
限
前
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
統
制
経
済
の
波
に
ほ
か
な
ら
ず
、
か
く
の

如
き
賞
践
的
行
動
に
於
て
、
経
済
的
護
展
の
過
程
の
主
鐙
的
側
面
は
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
肘
」
(
『
理
論
経
済
阜
の
基
本
問
題
』
ニ
七
九
頁
)

な
お
『
理
論
経
済
開
苧
白
基
本
問
題
』
の
序
文
に
「
統
制
終
涛
を
艶
象
と
す
る
今
日
の
政
論
経
済
撃
は
、
何
は
と
も
あ
れ
、
主
慢
の
論
理
を
拒
否
ナ

364 

本

る
も
自
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
云
キ
の
絞
惑
が
あ
る
。
こ
こ
で
主
穫
と
い
う
の
は
攻
策
の
作
用
を
指
し
、
蛍
時
の
政
治
終
湾
問
学
自
主
張
者
の
用
語

で
あ
っ
た
。

と
こ
で
は
明
ら
か
に
統
制
経
構
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
理
論
の
政
策
化
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
第
一
期
の
不
均
衡
瞳
系
の
観
離
は

と
と
・
で
は
む
し
ろ
「
不
均
衡
の
解
消
」
と
い
う
観
鮪
に
移
っ
て
い
つ
穴
。
然
ら
ば
こ
の
場
合
不
均
衡
の
解
消
は
再
び
均
衡
理
論
に
戻
る
こ

と
に
た
ら
な
い
か
。
現
賓
の
経
梼
を
不
均
衡
と
見
る
の
に
封
し
、
政
策
的
に
均
衡
化
の
同
復
を
も
ち
出
す
こ
と
は
、
普
通
に
考
え
ら
れ
る

道
行
で
あ
る
。
現
に
営
時
皐
界
の
問
題
に
た
っ
て
い
た
ピ
グ
l

の
「
厚
生
経
樟
皐
」
や
一
フ
ン
ゲ
の
「
粧
梼
計
算
論
」
の
立
場
は
卯
ら
か
に

均
衡
理
論
の
下
に
展
開
さ
れ
、
生
産
資
源
の
計
霊
的
配
置
を
と
り
扱
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
杉
本
教
授
は
問
題
を
こ
の
方
向
に
進
め

た
か
う
た
。

E

教
授
は
別
の
立
場
か
ら
統
制
経
時
の
原
理
を
探
求
し
、
そ
れ
は
昭
和
十
五
年
の
論
文
「
統
制
経
掛
と
流
動
牲
原
理
」
の
主
張

と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。

流
動
性
た
る
概
念
が
ケ
イ
ン
ズ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
杉
本
教
授
は
こ
れ
に
短
期
的
な
も
の
と
長
期

的
な
も
の
と
を
分
け
、
短
期
流
動
性
を
も
っ
て
自
由
経
構
の
原
則
と
解
し
、
流
動
性
を
長
期
化
す
る
と
と
ろ
に
統
制
経
棒
の
根
擦
を
見
出

し
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
金
本
位
制
度
と
の
開
蓮
に
お
い
て
設
か
れ
て
い
る
が
、
い
ま
教
授
の
言
葉
か
ら
そ
の
趣
旨

vc
ナ
る
と
こ
ろ
を
う
か
が
っ
て
見
ょ
う
。
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1 . 

一、 l

九

七、常務

、

「
古
典
的
金
本
位
制
は
、
結
局
に
お
い
て
、
任
意
の
と
き
に
金
に
換
侵
す
る
可
能
性
と
い
ふ
意
味
に
お
け
る
智
柏
市
常
動
世
の
原
則
に
立
脚
し
、
国
民
経

済
的
に
固
定
さ
村
た
投
資
を
も
偲
別
経
済
的
に
は
任
意
の
時
に
流
動
化
す
る
可
能
性
を
確
保
し
て
ゐ
た
。
し
か
も
こ
の
時
代
に
お
け
る
諸
個
人
の
経
済

活
動
の
起
一
動
力
た
り
し
も
の
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
管
利
の
原
則
で
あ
り
、
こ
の
原
則
は
個
別
経
済
的
な
る
短
期
流
動
化
の
可
能
性
を
要
請
し
て
ゐ

た
。
」
(
『
統
制
経
済
の
原
型
』
一
八
四

l
五
頁
)

「
た
だ
か
く
の
如
き
形
に
お
け
る
制
度
的
統
制
は
、
諸
財
に
掛
叫
す
る
欲
求
援
大
の
速
度
が
図
民
的
生
産
力
護
展
の
速
度
手
一
著
し
く
逸
脱
せ
る
場
合
に
起

り
得
べ
き
蔦
一
の
破
局
を
防
止
す
る
と
い
ふ
、
い
は
ば
消
極
的
な
る
致
用
を
も
っ
反
面
、
閣
民
的
生
産
力
護
展
の
速
度
を
金
供
給
の
開
力
性
が
一
許
容
す

る
低
き
水
準
に
緊
縛
す
る
と
い
ふ
、
一
つ
の
短
所
を
伴
っ
て
ゐ
た
。
」
(
問
書
、
.
一
八
五
頁
)

「
古
典
的
金
本
位
制
度
が
図
民
的
生
産
力
の
設
展
を
阻
止
す
べ
き
姪
桔
と
な
る
と
い
ふ
如
上
の
事
情
は
、
ド
イ
ツ
・
ア
メ
リ
カ
・
日
本
の
如
き
新
進
の

産
業
園
に
あ
っ
て
は
さ
ら
に
穎
著
で
あ
っ
た
O
i
-
-
-
〔
こ
れ
ら
の
図
々
で
採
肘
さ
れ
た
U

一
聯
の
金
融
政
策
は
、
貨
幣
の
供
給
を
あ
る
程
度
に
お
い
て

金
供
給
の
狭
き
制
限
か
ら
解
放
し
、
閤
民
生
産
力
を
で
き
る
か
ぎ
り
自
由
に
護
展
せ
し
め
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
他
国
に
お
い
て
、
流
通
及

び
生
産
過
程
に
投
下
固
定
せ
ら
れ
た
『
流
動
的
』
属
国
値
を
終
局
的
に
金
に
換
債
す
る
ま
で
の
時
聞
を
延
長
し
、
し
か
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
図
民
経
済

的
に
は
、
短
期
流
動
性
の
原
則
を
若
干
長
期
化
す
る
作
用
を
仲
っ
て
ゐ
た
。
」
(
同
書
唱

一
八
八
頁
及
び
一
九
O
頁
)

一
般
に
は
流
動
性
と
は
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
に
換
え
る
と
と
を
意
味
し
、
必
ず
し
も
狭
義
の
ゴ
ー
ル
ド
に
換
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
恩
わ

れ
る
が
、
そ
れ
は
暫
く
措
く
。
流
動
性
の
問
題
は
、
世
舎
全
龍
と
し
て
は
、
生
産
量
に
劃
す
る
貨
幣
量
の
割
合
を
考
え
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
場
合
、
貨
幣
量
が
小
で
グ
エ
ロ
シ
テ
ィ
ー
が
大
で
あ
る
と
と
も
あ
れ
ば
、
貨
幣
量
が
大
で
グ
エ
ロ
シ
テ
ィ
ー
が
小
で
あ
る
こ
と
も
あ

る
。
杉
本
教
授
の
短
期
流
動
性
'
と
い
う
の
は
、
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
貨
幣
量
が
小
で
ず
エ
ロ
・
ν
テ
ィ
ー
が
大
で
あ
る
場
合
を
指
す
の

で
あ
ろ
う
。
金
本
位
制
度
は
貨
幣
量
供
給
の
制
限
僚
件
と
解
さ
れ
、
自
由
経
棲
的
た
諸
々
の
金
融
的
・
流
通
的
機
構
は
グ
エ
ロ
シ
テ
ィ
ー

を
大
た
ら

L
め
る
保
仲
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
生
産
量
の
噌
大
に
臆
じ
貨
幣
量
の
制
限
が
桓
桔
と
な
る
に
至
り
、
金
本
位
制

，365 



一

橋

論

叢

第

二

十

九

巻

度
か
ら
離
脱
が
企
て
ら
れ
た
こ
と
は
一
躍
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
然
ら
ば
ヴ
エ
ロ
シ
テ
ィ
ー
は
如
何
に
考
え
ら
る
べ
き
か
。
生
産
量
の
培

第
五
時
抗

大
が
あ
る
た
ら
ば
、
ヴ
エ
ロ
シ
テ
ィ
ー
も
い
よ
い
よ
大
と
た
る
必
要
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
杉
本
教
授
は
こ
こ
で
長
期
建
設
的
た

資
本
固
定
化
を
と
り
あ
げ
て
、
む
し
ろ
グ
エ
ロ
シ
テ
ィ

1
の
小
と
な
る
場
合
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
資
本
の
固
定
化
が
直

ち
に
流
動
化
を
妨
げ
る
も
の
で
な
い
限
り
、
問
題
は
む
し
ろ
或
る
種
の
斐
本
固
定
化
が
個
別
粧
跨
的
な
流
動
化
に
よ
っ
て
膝
じ
ら
れ
な
く

た
っ
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
と
思
う
。
卸
ち
ケ
イ
シ
ジ
ア
ン
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
個
々
の
企
業
の
利
潤
獲
得
切
立

場
か
ら
す
る
投
資
機
舎
の
不
足
に
こ
そ
問
題
が
あ
り
、
流
動
性
の
短
期
・
長
期
の
直
別
は
結
果
で
あ
っ
て
原
因
で
は
な
い
。

か
か
る
疑
問
が
あ
る
に
せ
よ
、
こ
こ
で
杉
本
教
授
が
?
般
均
衡
理
論
に
封
立
す
る
詮
を
一
臆
ケ
イ
ン
ズ
に
求
め
た
こ
正
は
、
教
授
の
経

韓
間
学
展
開
の
上
か
ら
十
分
注
目
し
て
よ
い
。
ケ
イ
ン
ズ
も
ま
た
賢
い
意
味
で
は
均
衡
理
論
に
属
す
る
と
言
え
る
が
、
そ
と
に
は
今
日
の
流

行
語
で
い
え
ば
、
徴
繭
的
理
論
に
封
立
し
て

E
蹴
的
理
論
l
l
l
杉
本
教
授
自
身
の
語
で
い
え
ば
む
し
ろ
「
枇
曾
経
梼
的
動
態
論
」

1

1
が

求
め
ら
れ
、
杉
本
教
授
も
こ
れ
を
揖
取
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
弾
力
性
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
、
前
の
債
格
に
闘
し
て
の
弾
カ
性

に
封
し
、
こ
こ
で
は
集
合
的
な
所
得
に
闘
し
て
の
弾
力
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
つ
主
も
杉
本
教
授
は

E
組
的
方
法
を
も
っ
て
ケ
ム
ブ

ヲ
ッ
ヂ
壌
派
の
方
法
ξ
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
も
し
私
が
前
段
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

マ
l

シ
ァ
ル
の
「
代
表
」
概
念
と
ケ
イ
ン
ズ

の
「
集
合
」
概
念
と
の
聞
に
闘
蓮
を
認
め
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
杉
本
教
授
の
解
稗
も
理
解
で
き
る
。
ケ
ム
プ
リ
ッ
ヂ
聞
学

仮
に
は
個
別
的
な
も
の
の
聞
の
異
質
的
偏
差
を
或
る
程
度
許
し
た
が
ら
、
金
岨
胆
的
た
も
の
を
考
え
よ
う
と
し
た
見
方
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
杉
本
教
授
は
、
第
一
期
で
は
マ

1
シ
ァ
ル
に
よ
っ
て
異
質
的
構
造
を
導
い
た
の
に
、
第
二
期
で
ケ
イ
ン
ズ
に
つ
い
て
は
そ
の

盟
系
が
む
し
ろ
等
質
的
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
否
、
こ
こ
で
は
ケ
イ
ン
ズ
を
含
ん
で
一
般
に
イ
ギ
リ
ス
蛭
梼
皐
は
等

，-

tι 
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質
的
経
樺
構
造
の
理
論
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
黙
は
如
何
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
教
授
の
異
質
的
構
造
と
い
う

言
葉
は
前
の
と
齢
程
遠
っ
た
意
味
に
解
阻
碍
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

0

・
と
の
こ
と
は
、
杉
本
教
授
が
フ
ァ

l
ユ
ヴ
ァ
ル
流
の
「
複
合
一
位
曾
」

に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
種
の
枇
舎
暦
や
各
種
の
蛭
梼
形
態
の
融
合
を
指
し
て
左
く
に
異
質
的
と
い
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
郎
ち
流
通
経
梼
と
自
然
経
構
と
の
併
存
、
高
度
の
工
業
化
ξ
古
い
農
業
様
式
と
の
混
在
が
、
こ
こ
に
い
う
異
質
的
経

構
構
遣
で
あ
る
。
第
一
期
で
は
む
し
ろ
流
通
経
清
そ
の
も
の
の
う
ち
に
能
率
や
貧
富
の
差
に
も
と
づ
く
異
質
的
構
遣
が
考
え
ら
れ
た
の
に
、

と
こ
で
は
流
通
経
掛
と
自
然
経
構
、
と
の
如
く
幾
つ
か
の
原
理
の
複
合
が
異
質
的
構
造
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
か
く
て
イ
ギ
リ
ス
沃
の
経
構
曲
学

は
む
し
ろ
流
通
経
梼
と
い
う
一
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
い
る
等
質
的
構
造
の
理
論
で
あ
る
と
、
教
授
は
見
る
の
で
あ
る

Q

こ
れ
に

関
連
し
て
、

い
ま
一
つ
大
切
な
賄
は
、
前
の
相
場
合
に
は
異
質
的
構
造
か
ら
不
均
衡
が
導
か
れ
た
の
に
封
し
、
と
と
で
は
異
質
的
構
造
に
お

け
る
融
合
糟
系
が
存
す
る
と
解
さ
れ
、
か
か
る
融
合
盟
系
に
感
ず
る
統
制
方
式
の
樹
立
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
れ
が
杉
本
教
授
の
第
二
期
の
観
黙
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
第
一
期
と
の
聞
に
多
少
閥
連
の
不
明
確
た
黙
を
残
す
'
と
は
い
え
、
同
時
に
教

授
の
腕
野
が
著
し
く
横
げ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
認
め
た
け
れ
ば
友
ら
た
い
で
あ
ろ
う
。

四

調
和
に
封
す
る
「
矛
盾
」

鞍
後
杉
本
教
授
が
護
表
さ
れ
た
最
初
の
論
文
は
昭
和
二
十
一
年
の
「
近
代
理
論
経
梼
態
?
と
マ
ル
ク
ス
経
積
率
」
で
あ
っ
た

Q

こ
れ
は
数

授
の
そ
の
後
の
活
動
を
規
定
し
た
重
要
た
勢
作
で
あ
る
。
と
こ
で
教
授
の
観
離
は
マ
ル
ク
ク
ス
経
諒
闇
牢
の
積
極
的
た
揖
取
に
向
け
ら
れ
、
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「
い
わ
ゆ
る
『
近
代
経
済
迎
論
』
ば
基
本
的
に
は
、
資
本
主
義
経
済
が
調
和
的
に
護
展
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
か
ら
、
『
縄
持
の
自
働
的
調
節
機
能
」
一

に
濁
し
て
必
ず
し
も
全
面
的
な
信
頼
を
お
か
な
く
な
っ
た
最
近
の
翠
者
た
ち
に
あ
っ
て
さ
え
、
需
要
お
よ
び
供
給
の
均
衡
を
無
批
判
判
的
に
前
提
し
た
り
、

ぎ
た
均
衡
の
自
然
的
成
立
を
論
ず
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
許
し
得
る
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
マ
ル
グ
ス
経
済
撃
は
、
か
く
の
如
き
調
和

論
と
は
鞠
極
的
に
鈎
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
資
本
主
義
が
そ
の
護
展
の
遁
程
に
お
い
て
必
然
的
均
衡
を
機
大
し
て
ゆ
き
、
同
期
的
に
は
恐
慌
に
よ

っ
て
、
終
極
的
に
は
組
織
そ
の
も
の
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
こ
の
不
均
衡
が
強
力
的
に
止
揚
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
必
然
的
過
程
を
、
マ
ル
グ
ス
的
な

債
値
債
柊
論
の
基
礎
の
う
え
に
理
論
的
に
説
き
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
『
近
代
総
湾
拳
白
理
論
的
性
格
』
三

O
四
頁
註
)

と
の
よ
う
な
第
三
期
の
叡
黙
を
、
私
は
調
和
に
封
す
る
矛
盾
の
主
張
と
解
し
た
い
。
矛
盾
と
い
う
考
え
方
が
以
前
に
も
た
い

b
け
で
は

一
つ
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
現
貫
の
蛭
構
生
活
は
、
た
が
ひ
に
矛
盾
封
立
し
、
そ
の
矛
盾
を
不
断
に
止
揚
し
つ
つ
も
、
ま
た
新
な

た
い
。

る
矛
盾
を
そ
の
胎
内
に
は
ら
ん
で
ゆ
く
過
程
で
あ
る
」
(
『
理
論
経
済
拳
の
基
本
問
題
』
二
二
一
良
)
と
い
う
如
き
仰
が
そ
れ
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

し
か
じ
第
一
期
で
は
マ

1
シ
ア
ル
に
依
操
し
つ
つ
不
均
衡
も
し
く
は
異
質
的
護
展
を
説
こ
う
と
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
的
矛
盾

の
考
え
方
は
少
く
と
も
前
面
に
は
現
わ
れ
た
か
っ
た
。
ま
た
第
二
期
で
は
、
資
本
主
義
経
詩
を
直
ち
に
矛
盾
と
は
考
え
ず
、
む
し
ろ
古
典

的
た
自
由
経
時
の
桂
桔
に
封
す
る
統
制
経
揖
的
修
正
の
可
能
を
考
え
た
の
で
あ
る
が
、

い
ま
や
こ
の
種
の
修
正
論
に
は
、
批
剣
的
な
立
場
を

主
る
よ
う
に
た
っ
た
。
現
貫
的
認
識
と
賓
践
的
要
求
と
の
結
合
は
す
で
に
理
論
の
政
策
化
と
し
て
第
二
期
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ

は
い
ま
や
資
本
主
義
の
危
機
意
識
主
閥
蓮
づ
け
ら
れ
る
も
の
に
費
っ
て
い
っ
た
。
か
く
て
こ
れ
ま
で
不
均
衡
と
か
異
質
的
構
造
と
か
名
づ

け
ら
れ
た
教
授
の
中
心
課
題
は
マ
ル
ク
ス
的
た
階
級
封
立
に
も
と
づ
く
矛
盾
と
結
び
つ
く
に
至
っ
た
の
が
鞍
後
の
特
色
な
の
で
あ

h
Q

本

私
は
こ
こ
で
教
授
白
「
債
値
判
断
」
の
捕
獲
化
に
づ
い
て
は
閃
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
主
と
し
て
述
べ
た
い
の
は
方
法
論
的
な
問
題
で
あ
る
。

教
授
の
前
掲
論
文
「
近
代
理
論
経
楠
倒
壊
と
マ
ル
ク
ス
経
揖
壊
」
は
ラ
ン
グ
の
一
論
文
へ
の
批
剣
を
内
容
と
す
る
。

ラ
ン
ゲ
は
近
代
理
論

A 

~・v

"-" 

弘、

t‘ 

世

， 
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の
立
場
か
ら
マ
ル
ク
ス
を
揖
取
し
よ
う
と
す
る
撃
者
で
あ
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
資
本
主
義
珪
民
法
則
に
つ
い
て
は
マ
ル
ク
ス
を
と
り
入
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
債
依
債
格
の
解
明
に
つ
い
て
は
近
代
理
論
に
壌
ば
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
と
い
う
。
杉
本
数
授
は
こ
れ
応
封
し
全
く
逆
の

こ
と
を
主
張
す
る
。
教
授
に
喝
よ
れ
ば
、
債
値
債
格
心
理
論
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス
の
資
本
主
義
木
質
の
鏡
い
把
援
を
と
り
入
れ
る

べ
き
で
あ
る
が
、

マ
ル
ク
ス
で
は
資
本
主
義
の
現
象
把
握
た
る
「
世
界
市
場
お
よ
び
恐
慌
」
の
問
題
が
橡
定
の
計
霊
に
あ
り
た
が
ら
十
分

展
開
さ
れ
ず
に
終
っ
て
い
る
と
い
う
の
.
で
あ
る
。
近
代
理
論
の
と
り
扱
う
均
衡
・
不
均
衡
は
あ
く
ま
で
市
場
現
象
分
析
の
道
具
で
あ
り
、

本
質
把
握
と
し
て
は
マ
ル
ク
ス
的
念
財
労
働
債
値
設
に
至
ら
ね
ば
友
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
第
一
三
期
の
新
し
い
問
題
が
あ
る
。

と
こ
で
僚
値
債
格
論
と
い
う
も
の
を
如
何
に
解
す
る
か
。
努
働
債
催
設
を
と
る
か
と
ら
な
い
か
は
、
債
値
債
格
論
の
と
り
あ
げ
方
如
何

に
依
存
す
る
。
ラ
ン
グ
や
そ
の
他
の
人
々
(
ジ
ョ
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
及
び
ク
ラ
イ
ン
を
合
め
て
)
が
、

つ
つ
も
、
た
お
柑
労
働
債
値
説
を
と
ら
な
か
っ
た
根
擦
は
、
彼
ら
が
戸
」
こ
ま
で
も
「
現
象
論
的
」
に
債
依
債
格
論
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
た

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
多
分
に
同
調
し

か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
現
象
論
的
」
と
い
う
の
は
債
格
・
需
要
量
・
供
給
量
等
経
験
的
に
確
定
し
得
る
経
漕
諸
量
問
の
函
敢
闘
係
を
擦
り
主

と
ろ
と
し
て
債
格
現
象
を
説
こ
う
と
す
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
に
反
し
、
附
労
働
債
値
説
を
と
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
杉
本
教
授
が
い
う

の
は
、
む
し
ろ
「
本
質
論
的
」
に
、
郎
ち
債
格
現
象
の
基
底
に
積
た
わ
る
「
本
質
と
し
て
の
僚
値
世
界
」
を
見
ょ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
。

教
授
が
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
多
く
の
近
代
理
論
家
た
ち
は
、
本
質
論
又
は
賓
瞳
論
と
じ
て
の
債
値
論
を
非
経
験
科
率
的
た
も
の

27 

と
し
て
排
斥
し
、
問
題
を
も
っ
ぱ
ら
現
象
論
又
は
機
能
論
に
限
っ
て
来
た
。
こ
の
方
向
か
ら
い
え
ば
、
附
労
働
債
値
設
は
、
(
ま
た
功
利
主

義
的
解
稗
と
結
び
つ
く
利
用
債
値
設
も
)
、
経
時
間
科
皐
的
分
析
の
埼
外
に
追
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
杉
本
教
授
は
こ
の
種
の
現
象
論
的
立

場
が
古
い
マ
ッ
ハ
流
の
経
験
主
義
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
、
現
代
物
理
事
で
は
再
び
本
質
論
的
立
場
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
ム
峯
詰
抗
争
す
る
。
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そ
と
に
は
機
械
論
的
北
経
験
主
義
か
ら
ー
「
賓
践
的
た
経
験
」
主
義
へ
の
移
行
が
見
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
経
構
間
学
に
つ
い
て
は
勢
働
者
階
級

の
貫
践
的
世
界
観
に
も
と
づ
く
評
償
基
準
が
債
値
債
格
論
の
基
底
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
最
も
よ
く
解
明
し
た
も
の
が
マ
ル

ク
ス
の
勢
働
債
値
設
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

*
杉
本
教
授
白
貸
践
的
経
験
主
義
と
い
う
の
は
、
教
授
自
身
の
直
接
論
及
は
な
い
が
、

に
私
に
は
忽
わ
れ
る
。

レ

I

ニ
ン
の
?
?
ハ
主
義
批
列
が
根
抵
に
な
ヲ
て
い
る
よ
う

教
授
の
物
理
墜
に
封
ナ
る
解
韓
の
正
否
に
つ
い
て
は
、
私
は
こ
れ
を
剣
定
す
る
資
格
を
も
た
な
い
。
し
か
し
一
般
に
経
験
科
壊
が
経
験

的
に
確
定
さ
れ
る
事
賓
の
み
を
信
頼
す
る
と
い
う
意
味
は
、
間
早
に
狭
く
知
鹿
児
主
義
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
た
い
と
私
は
解
し
て
い
る
。
観

測
上
の
不
確
定
性
に
つ
い
て
確
率
概
念
の
如
き
も
の
が
導
入
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
知
覚
に
よ
っ
て
は
と
ど
か
た
い
場
合
の
庭
置
に
他
た

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
よ
う
た
場
合
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
経
験
的
確
定
の
意
味
が
横
充
さ
れ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、

Y
」
と
ま
で

も
経
験
的
確
定
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
現
象
論
的
な
債
値
債
格
論
の
立
場
か
ら
い
っ
て
も
、
例
え
ば

「
名
目
的
」
た
測
定
値
に
謝
し
て
物
儀
費
動
を
除
去
し
た
「
賓
質
的
」
た
闘
係
が
問
題
に
な
る
し
、
ま
た
「
個
人
的
」
た
評
債
に
封
し
て

そ
れ
ら
を
集
会
し
た
「
一
世
合
的
」
な
評
債
が
問
題
に
な
る
が
、
そ
れ
は
確
賓
に
経
験
的
た
確
定
し
得
る
も
の
を
手
が
か
り
と
し
て
、
と
れ

を
損
充
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
た
ら
な
い

Q

横
充
に
は
作
業
上
の
保
定
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
賓
鎧
概
念
を
導
入

す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
情
は
最
近
の
新
し
い
厚
生
経
済
壊
の
動
き
に
最
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
主
と
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で

は
明
ら
か
に
古
い
厚
生
粧
梼
に
ま
つ
わ
る
貧
髄
論
的
解
樺
が
棄
て
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
私
は
見
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
杉
本
教
授
は
こ
の
よ
う
な
方
向
に
封
し
強
く
反
封
ず
る
の
で
あ
る
。
作
業
上
の
限
定
と
い
う
よ
う
な
解
樺
に
は
満
足
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を
ず
、
賃
櫨
論
的
た
解
明
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、

マ
ル
ク
ス
の
勢
働
債
値
誌
に
お
い
て
は
、
融
労
働
す
る
も
の
の
立
場

か
ら
虞
の
賞
髄
論
的
解
明
が
行
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
「
労
働
す
る
と
い
う
活
動
に
お
い
て
債
値
剣
断
が
行
わ
れ
、
債

値
剣
断
を
し
た
が
ら
労
働
ず
る
結
果
と
し
て
祉
曾
的
抽
象
鐸
働
か
封
象
化
さ
れ
、
そ
こ
に
債
値
を
も
っ
た
封
象
が
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ

る
も
の
と
み
た
」
と
い
う
。
い
ま
こ
の
黙
を
承
認
す
る
と
し
て
、
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
の
知
り
た
い
の
は
、
と
う
い
う
附
労
働
債
値
設
の
債
値

観
そ
の
も
の
が
現
象
論
的
た
債
格
叉
は
交
換
割
合
の
説
明
と
ど
の
よ

5
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
『
資
本

論
』
の
第
一
巻
と
第
三
巻
ム
」
の
開
係
と
い
う
古
く
か
ら
の
論
議
に
封
し
、
杉
本
教
授
が

y
yの
よ
う
な
解
樟
を
下
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

遺
憾
た
が
ら
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
遂
に
詳
し
い
展
開
が
見
ら
れ
た
か
づ
た
。

次
に
恐
慌
論
に
つ
い
て
も
、
教
授
は
問
題
を
提
起
し
た
だ
け
で
、
十
分
た
論
述
を
見
ず
に
終
っ
た
。
最
後
の
作
『
経
構
皐
新
瞳
系
E
恐

慌
』
の
「
総
説
」
は
教
授
が
ま
と
も
か
ら
恐
慌
論
を
と
り
あ
げ
た
唯
一
の
文
献
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
近
代
理
論
的
景
気
理
論
と
マ
ル

ク
ス
的
周
期
恐
慌
論
と
を
誼
ベ
て
皐
読
史
的
展
望
を
輿
え
て
い
る
だ
け
で
、
教
授
の
自
設
を
う
か
が
う
に
は
不
ト
分
で
あ
っ
た
。
僅
か
た

論
越
の
う
ち
か
ら
、
教
授
が
レ

I
ニ
ン
の
市
場
理
論
に
多
大
の
闘
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
付
度
し
得
る
が
、
そ
の
場
合
の
「
不
均
衡
及

び
不
均
等
の
瑳
展
」
は
と
れ
ま
で
教
授
が
近
代
理
論
か
ら
汲
み
と
ろ
う
と
し
た
「
不
均
衡
」
も
し
く
は
「
異
質
的
構
造
」

ξ
理
論
上
如
何

た
る
関
連
で
考
う
べ
き
か
。
そ
れ
は
途
に
教
授
か
ら
親
し
く
聞
く
こ
と
を
得
た
い
。

教
授
の
第
三
期
に
お
け
る
観
黙
は
、
極
め
て
明
確
に
マ
ル
ク
ス
の
揖
取
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
い
と
こ
ま
で
教
授
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
問
題
と
し
て
理
解
す
べ
き
か
は
私
に
は
わ
か
ら
た
い
。
た
だ
教
授
は
決
し
て
皐
純
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
民

撃
た
枇
舎
科
闘
申
者
Le--
し
て
早
く
か
ら
マ
ル
ク
ス
に
関
心
を
寄
せ
、
そ
れ
が
第
三
期
の
立
場
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
と
と
を
私
は
重
観
し
た

3ヂI

杉
本
経
済
皐
白
課
題
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し
か
も
そ
れ
は
教
授
が
そ
れ
ま
で
近
代
理
論
の
な
か
で
考
え
ら
れ
る
だ
け
考
え
て
い
っ
た
中
心
課
題
の
究
明
ξ
深
い
つ
な
が
り
を
ち

う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
な
お
未
完
成
の
多
く
の
仕
事
を
捜
し
た
と
は
い
え
、
激
授
の
こ
と
で
の
立
揚
の
う
ち
に
は
、

わ
れ
わ
れ
も

ま
た
同
じ
世
舎
科
患
者
と
し
て
必
ず
や
逢
着
せ
し
め
ら
れ
る
偉
い
苦
慮
を
見
出
さ
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
の
で
あ
る
。

王

反
均
衡
理
論
的
立
場

以
上
私
は
杉
本
経
祷
閤
宇
に
三
つ
の
時
期
を
分
け
、
教
授
の
事
間
的
遍
歴
の
跡
を
概
観
し
て
来
た
。
教
授
の
中
心
課
題
は
現
貧
経
構
の
不

均
衡
も
し
く
は
異
質
的
韓
系
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
深
く
思
い
を
潜
め
ね
ば
な
ら
ぬ
課
題
で

あ
る
。
杉
本
教
授
が
最
後
の
第
三
期
に
お
い
て
到
達
し
た
立
場
は
明
ら
か
に
マ
ル
ク
ス
蛭
梼
墜
に
、
よ
っ
て
資
本
主
義
の
矛
盾
と
い
う
観
賄

か
ら
と
の
課
題
に
迫
ろ
う
と
し
た
。
と
の
最
後
の
立
場
か
ら
前
の
第
一
期
及
び
第
二
期
を
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
過
渡
的
な
も
の
ξ
解
樟
す

る
と
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
む
し
ろ
極
め
て
簡
単
た
解
樺
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
こ
こ
で
そ
う
い
う
解
樫
を
と
ら
な
か
っ
た
。

杉
本
教
授
の
事
間
的
遍
歴
の
各
時
期
に
示
さ
れ
た
諸
論
黙
に
は
、
い
ず
れ
も
も
う
一
度
振
勺
返
う
て
考
え
直
す
べ
き
も
の
が
あ
り
は
し
な

い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
数
授
が
第
三
期
に
謹
し
た
立
場
に
つ
い
て
も
、

マ
ル
ク
ス
鰹
梼
患
の
揖
取
に
関
心
を
寄
せ
な
が
ら
、

た
お
と
れ
ま
で
深
く
立
入
っ
て
来
た
近
代
理
論
の
精
轍
な
分
析
か
ら
離
れ
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
Q

教
授
が
企
て
ら
れ
た
他
設
批
判

の
面
を
暫
く
お
き
、
そ
の
中
心
課
題
の
建
設
的
た
展
開
の
面
に
注
意
を
向
け
る
た
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
こ
れ
ま
で
の
諸
論
黙
が
な

お
整
理
を
要
す
る
こ
と
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
第
一
期
に
お
け
る
「
不
均
衡
」
は
第
三
期
に
お
け
る
「
矛
盾
」
に
よ
っ
て
内
面

的
に
深
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
再
び
市
場
現
象
に
長
う
て
、
近
代
理
論
的
た
景
気
費
動
論
と
マ
ル
ク
ス
的
た
周
期
恐
慌
論
と
の

ぺ
て.-.
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針
決
を
も
っ
と
深
く
掘
り
下
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
教
授
自
身
に
と
っ
て
も
今
後
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
第
三
期
に
お
け
る
矛
盾
の

考
え
方
は
現
貴
粧
確
聞
を
い
わ
ば
病
理
率
的
に
う
か
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
第
二
期
に
お
け
る
い
ず
れ
か
と
言
え
ば
治
療
皐

的
な
観
鮪
l
l
'
理
論
の
政
策
化
|
|
a
L
」
無
関
係
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ

5
。
さ
ら
に
教
授
の
異
質
的
瞳
系
な
る
問
題
そ
の
も
の
に
つ

い
て
も
、
個
別
経
構
聞
の
偏
差
、
諸
経
樺
形
態
の
複
合
、
階
級
封
立
た
と
、

い
ず
れ
を
も
併
悲
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
解
決
を

も
た
ら
す
べ
き
も
の
と
言
え
よ
う
。
私
が
こ
こ
で
第
三
期
を
寧
に
到
達
黙
と
見
ず
、
む
し
ろ
三
つ
の
時
期
に
示
さ
れ
て
い
る
諸
論
献
を
詑

列
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
来
た
の
は
、
こ
の
よ
う
た
解
轄
の
た
め
で
あ
る
。
教
授
の
中
心
課
題
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
も
の
と
し
て

展
開
を
期
す
る
た
め
に
は
、
教
授
の
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
れ
ま
で
の
諸
論
黙
の
す
べ
て
を
綜
合
的
に
眺
め
た
け
れ
ば
た
る
ま
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
杉
本
教
授
が
最
初
か
ら
マ
ル
ク
ス
経
梼
皐
を
心
に
い
だ
き
、
そ
こ
か
ら
常
に
均
衡
理
論
た
る
も
の
に
反
封
の
立
場
を

を
つ
て
来
て
、
そ
れ
が
第
三
期
に
お
い
て
明
確
な
形
を
と
る
に
至
っ
た
と
い
う
解
躍
は
果
た
し
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、

教
授
の
反
均
衡
論
的
立
場
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
る
べ
き
か
。
す
で
に
論
及
し
た
よ
う
に
、
教
授
の
中
心
課
題
た
る
不
均
衡
な
い

し
異
質
的
盟
系
が
そ
れ
白
樺
ξ
し
て
必
ず
し
も
均
衡
理
論
の
否
定
に
は
な
ら
な
い
し
、
む
し
ろ
均
衡
理
論
の
た
か
で
精
密
な
形
で
庭
置
し

得
る
と
私
は
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
の
黙
に
つ
い
て
教
授
自
身
が
そ
の
よ
う
に
考
え
な
か
っ
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
た

し
か
に
教
授
自
身
は
、
三
つ
の
時
期
の
開
蓮
に
つ
い
て
、
も
っ
と
内
面
的
な
護
展
を
考
え
、
反
均
衡
理
論
的
立
場
を
賞
と
う
と
し
て
い
た
。

教
授
が
第
三
期
に
お
い
て
、
と
く
に
接
説
史
的
に
、
近
代
経
梼
理
論
と
マ
ル
ク
ス
経
祷
壊
と
の
開
連
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
れ

を
示
す
で
あ
ろ
う
。

ロ
ー
ザ
ン
ヌ
抵
の
「
機
棋
的
経
験
論
」
に
封
立
し
て
ケ
ム
プ
リ
ッ
ヂ
派
の
「
賞
践
的
経
験
論
」
を
考
え
、
さ
ら
に
賞

n
J
 

践
的
た
る
も
の
の
内
容
に
づ
い
て
ケ
ム
プ
リ
ッ
ヂ
祇
と
マ
ル
ク
ス
沃
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
教
授
の
構
想
除
、
同
持
に
教

-

3
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授
自
身
の
磨
間
的
遍
歴
の
理
由
づ
け
で
も
あ
っ
た
。
教
授
自
身
は
始
め
主
と
し
て
ロ

l
ザ
ン
ヌ
沃
的
一
般
均
衡
論
へ
の
反
封
を
主
張
し
て

い
た
が
、
い
ま
ケ
ム
プ
リ
ッ
ヂ
沃
を
も
含
む
近
代
理
論
そ
の
も
の
へ
も
や
や
批
剣
的
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
ニ
ク

の
面
が
あ
る
。
た
し
か
に
教
授
の
思
考
方
法
の
う
ち
に
は
一
面
近
代
理
論
の
そ
れ
と
相
容
れ
な
い
も
の
を
合
ん
で
い
た
。
教
授
は
、
仮
定

と
か
模
型
と
か
い
う
操
作
的
又
は
貴
験
的
た
論
理
に
封
し
、
直
ち
に
「
現
貫
通
合
」
と
か
「
賞
践
」
と
か
い
う
考
え
方
を
持
ち
出
し
て
反

封
し
よ
う
と
し
た
。
結
果
の
検
設
に
よ
っ
て
保
設
を
費
え
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
態
度
に
は
満
足
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
他
面
、
教
授

自
身
は
明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
多
く
の
業
積
を
示
し
、
従
っ
て
こ
れ
に
反
封
し
た
の
は
む
し
ろ
教
授
自
身
の
真
意
で
は
な

か
っ
た
と
も
言
え
る
。
教
授
が
し
ば
し
ば
好
ん
で
引
用
し
た
言
葉
は
、

マ
I
シ
ァ
ル
の
「
温
い
心
と
冷
い
頭
脳
」
と
い
う
何
で
あ
う
た
。

と
れ
が
論
理
的
分
析
の
否
定
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
教
授
は
形
式
主
義
を
避
け
よ
う
と
し
て
し
ば
し
ば
仮
設
や
貫

験
の
も
つ
論
理
的
意
義
を
う
け
入
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。
教
授
の
態
度
に
は
、

一
面
極
め
て
理
論
的
で
あ
り
た
が

ら
、
他
面
非
理
論
的
念
固
執
性
が
あ
っ
た
。
仮
設
や
貫
験
の
論
理
的
操
作
に
封
立
す
る
も
の
は
貴
践
的
債
値
判
断
の
樹
立
で
あ
ろ
う
が
、

教
授
は
こ
れ
ら
二
つ
を
、

マ
!
シ
ア
ル
の
匂
に
も
?
と
寺
つ
い
て
、
や
や
常
識
的
に
統
合
し
よ
う
'
と
し
た
の
で
は
た
い
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
教
授
の
こ
の
よ
う
な
立
場
を
直
ち
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
む
す
び
つ
け
る
の
は
、
た
お
疑
問
の
齢
地
を
残
し
て
い
る
と
一
一
首
わ
な
け
れ

ば
た
ら
な
い
。

教
授
の
皐
風
は
極
め
て
ポ
レ
ミ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
は
多
少
と
も
皐
者
と
し
て
兵
え
て
い
る
性
格
に
は
違
い
な
い
が
、

教
授
の
場
合
は
特
に
著
じ
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
も
し
皐
風
に
依
り
に
二
つ
の
型
を
分
け
、

一円
J

は
敵
陣
に
飛
び
込
ん
で
い
く
型
、
他
は

む
し
ろ
味
方
の
陣
替
で
協
力
し
て
い
く
型
と
に
分
け
る
と
す
れ
ば
、
教
授
の
場
合
は
前
者
に
属
す
る
で
あ
ろ
，
ぅ
。
教
授
は
論
争
に
よ
っ
て

，ち」

A、
畠"

? 

、-

e 

.~ 

ゐ

• 

374 

話...... ←一一



v'.~後

'‘ 

伊
長、

'‘ 

へ

み
の
拳
聞
の
準
歩
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
た
。
教
授
の
仕
事
は
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
ま
ず
批
剣
か
ら
出
費
し
た
。
最
初
の
仕
事
は
シ
ユ

ム
ペ

I
タ

I
批
剣
で
あ
っ
た
。
不
均
衡
の
問
題
を
い
だ
き
た
が
ら
、
不
完
全
競
争
や
景
気
嬰
動
に
向
わ
ず
に
、

一
般
均
衡
理
論
の
批
剣
を

通
じ
て
、
と
れ
と
特
殊
均
衡
理
論
と
を
針
立
せ
し
め
た
。
ま
た
第
三
期
に
お
け
る
教
授
は
マ
ル
ク
ス
経
構
皐
の
揖
取
を
志
し
た
が
ら
、
直

接
勢
働
債
値
設
や
恐
慌
論
に
向
わ
ず
に
、

ラ
ン
ゲ
そ
の
他
の
批
剣
に
入
づ
て
い
っ
た
。
と
れ
ら
の
こ
と
は
、
前
述
の
如
く
教
授
の
翠
風
が

ポ
レ
ミ
ッ
ク
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
一
般
的
に
は
、
教
授
は
反
均
衡
理
論
的
立
場
に
立
ち
た
が

ら
、
直
接
マ
ル
ク
ス
に
は
赴
か
ず
、
む
し
ろ
均
衡
理
論
の
内
在
的
批
剣
を
企
て
て
い
っ
た
。
し
か
し
お
‘
よ
そ
こ
れ
ら
の
と
と
は
、
教
授
が

や
は
り
均
衡
理
論
の
長
所
を
認
め
ら
れ
、
揖
取
す
べ
き
も
の
を
揖
取
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
教
授
の
暴
風
か
ら
は
批
剣
的
友
面
が
強
く
浮
彫
り
さ
れ
て
い
っ
て
、
建
設
的
な
面
に
な
る
と
そ
と
に
多
分
に

疑
義
を
捜
す
結
果
と
た
づ
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

最
後
に
私
は
、
杉
本
経
構
壌
に
づ
い
て
と
こ
で
極
め
て
蕪
雑
た
概
観
を
奥
え
、
時
に
批
剣
が
ま
し
い
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

自
ら
深
く
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
。
教
授
の
聞
学
問
的
態
度
段
、
多
く
の
人
々
が
等
し
く
認
め
る
如
く
、
「
一
字
一
何
も
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
」

巌
密
た
も
の
で
あ
づ
た
。
そ
れ
は
教
授
が
ポ
レ
ミ
ッ
ク
た
内
在
的
批
剣
を
得
意
と
し
て
、
極
め
て
用
意
周
到
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
封
し
私
の
こ
の
一
文
は
い
か
に
も
蕪
雑
で
あ
る
。
た
だ
私
は
と
こ
で
、
教
授
の
掌
敬
す
べ
き
皐
間
的
遁
歴
を
通
じ
て
、

教
授
の
中
心
課
題
に
つ
い
て
、
そ
と
に
含
ま
れ
て
い
る
諾
論
黙
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
ま
で
で
あ
る
。
そ
う
し
て
私
自
身
の
態
度
は
、

そ
れ
を
ポ
レ
ミ
ツ
ク
に
と
り
あ
げ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
今
後
の
建
設
的
展
開
の
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
で
き
得
る
限
り
の
教
一
不
培
汲
み
と
ろ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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