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ア
ル
ゲ
イ
ン
・

H
・
ハ
ン
セ
ン
教
授
(
一
八
八
七
年
|
)
は
、
長

い
間
ハ

l

グ
7
1
ド
大
事
リ
タ
ウ
ワ

1
行
政
大
挙
院
の
教
授
と
し

て
経
済
撃
や
金
融
論
を
講
じ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
皐

汲
の
代
表
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
事
者
で
あ
る
。
教
授
は
大
事

ば
か
り
で
な
く
、
全
園
産
業
審
議
舎
、
連
邦
準
備
理
事
舎
、
カ
ナ

ダ
王
室
委
員
曾
そ
の
他
の
政
府
や
民
間
の
諸
機
闘
に
も
関
係
し
、

庚
い
貫
際
的
知
識
の
持
主
で
も
あ
る
。
い
ま
は
ハ
1
ヴ
ァ

l
ド
大

撃
を
退
き
、
同
大
事
の
名
春
教
授
の
地
位
に
あ
る
が
、
依
然
と

し
て
拳
界
の
第
一
線
に
活
躍
し
て
お
ら
れ
、
一
九
五
七
年
に
は

吟
吉
弘
言
明
可
S
9
S
同

25sq-
巴
印
可
・
(
小
原
敬
土
・
伊
東
政
官
誇
『
ア

メ
リ
カ
の
経
済
』
東
洋
経
済
新
報
一
枇
、
昭
和
三
四
年
七
月
)
を
出
版
し
、

一
九
五
八
年
に
は
、
ボ
ム
ペ
イ
大
事
へ
の
出
講
の
蹄
途
、
本
撃
に

お
い
て
三
同
の
連
績
講
演
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
な
お
記
憶
に
新

し
い
こ
と
で
あ
る
。

ハ
ン
セ
ン
教
授
の
経
済
事
研
究
は
、
最
初
は
景
気
盛
動
理
論
l

|
主
と
し
て
グ
イ
ク
セ
ル
、
シ
ュ
ピ
1
ト
ホ
フ
、
カ
ッ
セ
ル
な

ど
の
大
陸
系
景
気
慶
勤
理
論
|
|
の
研
究
か
ら
は
じ
ま
っ
た
よ
う

に
み
え
る
が
、
そ
の
後
は
長
指
摘
撞
動
論
を
中
心
よ
し
て
貨
鰐
論
、
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金
融
論
、
財
政
事
に
も
及
ぶ
庚
汎
で
活
漉
な
拳
問
研
究
を
お
こ
な

っ
た
。
こ
と
に
一
九
三
六
年
以
後
は
、
ほ
ぽ
ケ
イ
ン
ズ
的
所
得
分

析
の
立
場
に
立
っ
て
「
経
済
成
熟
」
な
い
し
は
「
長
期
停
滞
」
の

理
論
を
提
出
し
て
内
外
の
事
界
に
大
き
な
刺
激
を
興
え
た
。
こ
の

貼
で
、
一
九
三
八
年
に
編
ま
れ
た
論
文
集
『
完
全
同
復
か
停
滞
か
』

(、
E
N
凶
S
S白毛色可句作円相一
q
g
h
g
s
時
巴
ω
∞
)
お
よ
び
一
九
四
一
年

に
出
版
さ
れ
た
『
財
政
政
策
と
景
気
循
環
』

(
E
h
S
N
N
u
a念
日
三
恒
三

凶
e
h
S白』旬。目、
q
目白
h
u
]
3
3
・
都
留
重
人
誇
、
昭
和
二
五
年
、
日
本
評
論

社
)
は
、
こ
の
時
期
の
ハ
ン
セ
ン
教
授
の
思
想
を
み
る
上
に
き
わ

め
て
重
要
な
著
作
で
あ
る
。
も
と
よ
り
ハ
ン
セ
ン
教
授
は
単
な
る

ケ
イ
ン
ズ
皐
詑
の
租
述
者
で
は
な
い
。
ハ
ン
セ
ン
は
ケ
イ
ン
ズ
そ

の
ひ
と
と
は
猫
立
に
ケ
イ
ン
ズ
的
経
情
思
想
を
護
展
せ
し
め
て
い

た
、
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
『
一
般
理
論
』
出
版
の

直
後
に
か
か
れ
た
同
書
の
書
評
(
『
完
全
回
復
か
停
滞
か
』
に
枚

録
)
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
ハ
ン
セ

ン
教
授
は
、
ま
す
ま
す
決
定
的
に
ケ
イ
ン
ズ
的
所
得
分
析
の
信
奉

者
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
所
得
・
雇
用
理
論
の
普
及
と
進
歩
の
た

め
に
力
を
つ
く
し
た
、
そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
い
て

は
、
そ
の
よ
う
な
基
本
的
立
場
か
ら
、
ま
す
ま
す
精
力
的
に
、
『
世

界
経
済
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
役
割
』

(
h
g
ミ
な
pwh
切口
N
N
S

第三貌第四十ニ巻ー橋論叢

号
、
ロ
ユ
丸
岡
8
5
3予

sa--『
極
構
政
策
と
完
全
雇
用
』
(
同
町
s
a
c
-

3
号
、
と
な
q
p吋
支
出
、
t
N
N
N円
SMUNq見
送
出

S
F
H
Z
ー
可
・
小
原
敬
士
課
、
昭

和
二
四
年
、
好
且
字
社
)
、
『
貨
幣
理
論
と
財
政
政
策
』
(
一
九
四
九
年
三

『
景
気
循
環
と
園
民
所
得
』
(
凶
苦
言
s
h
q
q
q
E
a
-
-弘
同
ミ
帆
q
s
a

p
s
s
p
巴

2
・1
『
ケ
イ
ン
ズ
経
済
事
入
門
』
(
与
の
ξ
円四時芯

同
門
会
ま
♂

5
2・
大
石
泰
彦
課
、
昭
和
二
九
年
、
創
元
社
)
、
『
ア
メ
リ

カ
の
粧
酒
』
(
一
九
五
七
年
)
な
ど
の
著
作
を
著
わ
し
た
の
で
あ

る。
こ
こ
に
そ
の
内
容
を
解
説
し
よ
う
と
す
る
『
貨
幣
理
論
と
財
政

政
策
』
も
、
こ
の
よ
う
な
ハ
ン
セ
ン
教
授
の
思
想
後
展
の
過
程
に

お
い
て
、
や
は
り
ひ
と
つ
の
ピ

1
ク
を
形
づ
く
る
重
要
な
著
作
で

あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
書
物
の
「
序
」
に
お
い
て
、
同
書
の
意
義

を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
ー
ー
一
九
二
七
年
に
刊
行
さ
れ

た
『
景
気
循
環
の
理
論
』
(
切
言
吉
田
hh
♀
百
円
白
叶
言
。
弓
w

呂
町
・
)

に
お
い
て
は
、
わ
た
く
し
〔
ハ
ン
セ
ン
〕
は
、
い
く
ぶ
ん
一
九
二

0
年
代
の
英
米
流
の
考
え
方
に
抗
し
て
、
貫
物
的
な
い
し
は
非
貨

貯
昨
要
因
の
役
割
を
強
調
し
た
。
こ
の
よ
う
な
観
貼
は
、
そ
の
後

の
著
作
の
中
に
も
貫
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
す
べ
て
、

貨
幣
お
よ
び
貨
幣
理
論
に
つ
い
て
は
限
ら
れ
た
紙
幅
を
割
い
た
だ

け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
は
主
と
し
て
貨
幣
の
問
題
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基本文献解題

に
捧
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
貨
幣
の
役
割
に
つ
い
て
わ
た
く
し

が
以
前
の
ど
の
著
作
に
お
い
て
示
し
た
よ
り
も
、
ず
っ
と
詳
細
な

考
察
を
輿
え
て
い
る
、
と
。

ハ
ン
セ
ン
が
こ
の
書
物
に
お
い
て
試
み
た
こ
と
は
、
自
由
企
業

種
制
の
枇
舎
に
お
け
る
貨
幣
の
役
割
を
遁
確
に
究
明
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
適
正
通
貨
量
、
賃
銀
と
物
債
、
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
、
補
整
財
政
政
策
な
ど
の
諸
問
題
を
理
論
的
に
ー
ー

し
か
も
、
歴
史
的
事
貫
や
現
賓
の
現
象
を
つ
ね
に
頭
に
お
き
な
が

ら
|
|
解
明
す
る
こ
と
が
企
て
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
ハ

ン
セ
ン
は
d

も
ち
ろ
ん
、
古
い
貨
幣
数
量
説
の
皐
純
な
立
場
に
と
ど

ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
ケ
イ
ン
ズ
的
所
得
分
析
の
立

場
を
貫
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
数
量
設
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
と
と

も
に
、
貨
幣
な
ら
び
に
貨
幣
政
策
に
闘
す
る
新
し
い
理
論
へ
の
道

を
聞
く
こ
と
|
|
そ
れ
が
ハ
ン
セ
ン
の
意
園
で
あ
っ
た
。
こ
の
意

味
で
本
書
は
「
貨
幣
の
所
得
理
論
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
駐
に
本
書
の
特
色
と
重
要
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

(63 ) 

(
詮
)
ハ
ン
セ
ン
教
授
の
経
歴
と
事
問
に
つ
い
て
は
、
都
留
重
人
『
ア

メ
リ
カ
経
済
事
の
放
』
(
昭
和
二
四
年
)
、
拙
稿
「
還
暦
の
ア
ル
ゲ
イ

ン
・
ハ
ン
セ
ン
教
授
」
(
「
金
融
経
済
」
一
一
筑
、
昭
和
二
四
年
九
月
)

が
あ
る
。

貨
幣
の
供
給
と
需
要

付
「
マ
ー
シ
ャ
ル
の

k
」

ハ
ン
セ
ン
は
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
ー
シ
ャ
ル
の

k
」
の
概
念

を
基
礎
と
し
て
、
園
民
所
得
と
貨
幣
量
と
の
闘
係
、
も
し
く
は
園

民
所
得
の
増
加
と
貨
幣
量
の
増
加
と
の
闘
係
を
歴
史
的
事
貫
に
も

と
づ
い
て
究
明
す
る
こ
と
か
ら
は
巳
め
る
。

マ
ー
シ
ャ
ル
は
「
あ
ら
ゆ
る
枇
舎
に
お
い
て
公
衆
が
通
貨
の
形

で
保
有
し
よ
う
と
欲
す
る
所
得
の
あ
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
五

分
の
一
、
も
し
く
は
一

O
分
の
つ
も
し
く
は
二

O
分
の
一
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
い
、
そ
の
関
係
を
一
般
的
に
ミ
H
F
剛、

と
い
う
形
で
あ
ら
わ
し
た
。
こ
の
場
合
、

M
は
貨
幣
量
、

Y
は
貨

幣
所
得
で
あ
り
、

k
は
公
衆
が
貨
幣
の
形
態
で
保
有
し
よ
う
と
欲

す
る
貨
幣
所
得
の
割
合
、
す
な
わ
ち
、
別
の
一
言
葉
で
い
え
ば
「
流

動
性
選
好
」
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ

の
よ
う
な
所
得
に
封
す
る
貨
幣
量
の
比
率
は
、
従
来
の
歴
史
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
撞
化
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
粘
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
ハ
ン
セ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の

一
八

O
O年
以
後
約
一
五

0
年
間
の
時
期
を
付
一
八

O
O
l
F四
O

年
、
伺
一
八
四

0
1七
O
年
同
一
八
七

0
1
一
九

O
O年
お
よ
び
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同
一
九

O
O
l四
九
年
の
四
つ
の
時
期
に
分
け
、
そ
の
各
々
の
期

間
に
お
け
る
園
民
所
得
と
通
貨
量
の
増
加
率
を
検
討
す
る
。
こ
の

四
つ
の
時
期
の
う
ち
、
付
と
伺
は
物
債
下
落
の
時
期
で
あ
り
、
日
門

と
同
は
物
債
騰
貴
の
時
期
で
あ
っ
た
が
、
園
民
所
得
は
付
と
同
に

お
い
て
は
ゆ
る
や
か
に
増
加
し
、
同
門
と
同
に
お
い
て
は
急
激
に
増

大
し
た
。
し
か
し
、
貨
幣
供
給
は
こ
の
四
つ
の
時
期
の
い
ず
れ
に

お
い
て
も
か
な
り
急
速
に
、
し
か
も
ほ
ぼ
一
定
の
割
合
で
増
加
し

た
。
そ
の
増
加
の
割
合
は
最
初
の
七

0
年
間
に
は
五
乃
至
五
・
七

五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
後
の
七
七
年
間
に
は
六
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
事
貫
か
ら
ハ
ン
セ
ン
は
弐
の

よ
う
な
結
論
を
み
ち
び
き
出
す
。
つ
ま
り
、
貨
幣
所
得
と
貨
幣
供

給
と
の
聞
に
は
必
ず
し
も
定
常
的
な
闘
係
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し

か
し
ひ
と
び
と
は
、
そ
の
賓
質
所
得
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
所

得
に
比
し
て
ま
す
ま
す
多
く
の
貨
幣
を
保
有
す
る
こ
と
を
望
む
よ

う
に
な
る
と
い
〉
フ
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
貨
幣
は
園
民
所
得
の
循
環
と
成
長
の
過
程
に
お
い
て

い
か
な
る
役
割
を
演
ず
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

に
関
連
し
て
、
そ
の
と
き
ど
き
の
経
梼
情
勢
に
お
い
て
、
い
か
な

る
量
の
貨
幣
、
も
し
く
は
さ
ら
に
庚
く
い
っ
て
流
動
資
産
が
一
適
正

で
あ
る
か
、
い
か
な
る
機
構
と
方
法
に
よ
っ
て
そ
れ
を
供
給
す
べ

第三競第四十二容一橋論叢

冊、

き
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ン
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
貨

幣
の
不
足
が
民
間
投
資
に
封
し
で
も
財
政
政
策
に
封
し
で
も
困
難

を
興
え
は
じ
め
る
よ
う
な
下
部
限
界
が
あ
る
。
ま
た
貨
幣
の
過
剰

が
明
白
と
な
り
は
じ
め
る
よ
う
な
上
部
限
界
が
あ
る
。
そ
し
て

「
異
っ
た
情
祝
と
環
境
に
お
け
る
貨
幣
の
遁
確
な
役
割
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
こ
そ
は
貨
幣
理
論
の
仕
事
で
あ
る
」
と
い
う
。

同
貨
幣
の
創
造

遁
正
貨
幣
量
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
根
本
的
に
問
題
と
な
る

こ
と
は
、
貨
幣
は
い
か
な
る
通
路
と
機
構
を
経
て
供
給
さ
れ
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
貨
幣
供
給
に
封
臨
服
す
る
貨
幣
需
要

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
か
な
る
閥
速
に
お
い
て
貨

幣
供
給
を
よ
び
起
す
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
公
衆
の
欲
求
す
る
貨
幣
は
、
い
か
な
る
通
路
と
機
構
に

よ
っ
て
「
創
造
」
さ
れ
、
供
給
さ
れ
る
か
。
歴
史
的
に
み
れ
ば
、

も
と
も
と
貨
幣
の
創
造
は
主
権
園
家
の
重
要
な
職
能
で
あ
っ
た
。

園
家
は
貴
金
属
の
貨
幣
鋳
造
や
紙
幣
の
印
刷
に
よ
っ
て
通
貨
を
造

出
し
、
供
給
し
た
。
し
か
し
、
い
ま
で
は
貨
幣
は
主
と
し
て
銀
行

に
よ
っ
て
創
造
さ
せ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
場
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、

商
業
銀
行
は
預
金
貨
幣

2
4
2伊

丹

B
O
E
z
-
-要
求
掛
預
金

お
よ
び
有
期
預
金
l
ー
を
創
造
し
、
連
邦
準
備
銀
行
は
準
備
貨
幣
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目。

5
己

l
l連
邦
準
備
券
お
よ
び
加
盟
銀
行
準
備

金
|
|
を
進
出
す
る
。
預
金
貨
幣
は
付
私
的
信
用
(
貸
付
と
割

引
)
の
貨
幣
化
な
ら
び
に
同
有
債
詮
券
の
貨
幣
化
に
よ
っ
て
創
造

さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
、
商
業
銀
行
の
通

貨
創
造
能
力
は
結
局
に
お
い
て
「
準
備
貨
幣
」
の
増
加
に
依
存
す

る
。
そ
れ
で
は
、
準
備
貨
幣
の
増
加
は
ど
の
よ
う
な
過
程
に
よ
っ

て
お
こ
な
わ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
付
連
邦
準
備
銀
行
が
金

謹
券
と
ひ
き
換
え
に
財
務
省
勘
定
の
預
金
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ

り
金
を
貨
幣
化
す
る
こ
と
、
お
よ
び
同
連
銀
が
公
開
市
場
に
お
け

る
謹
券
の
買
入
れ
(
公
開
市
場
操
作
)
、
商
工
貸
付
、
加
盟
銀
行
貸

付
ま
た
は
割
引
な
ど
の
方
法
に
よ
り
そ
の
信
用
を
按
張
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ン
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
貨

幣
量
の
増
加
は
、
不
換
紙
幣
の
印
制
と
い
う
古
臭
い
方
法
を
別
に

す
れ
ば
、
付
金
の
貨
幣
化
、
同
私
的
信
用
の
貨
幣
化
お
よ
び
政
府

信
用
の
貨
幣
化
と
い
う
三
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

一
商
業
銀
行
は
、
私
的
信
用
や
政
府
信
用
を
貨
幣
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
預
金
貨
幣
を
創
造
す
る
。
連
邦
準
備
銀
行
は
、
金
や
政
府
信

用
を
貨
幣
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
準
備
貨
幣
を
創
造
す
る
。
準
備

貨
幣
の
一
部
は
加
盟
銀
行
の
準
備
残
高
と
な
り
、
加
盟
銀
行
は
そ

れ
に
も
と
づ
い
て
、
預
金
貨
幣
の
倍
数
的
損
張
を
企
て
る
こ
と
が

(
叶
叩
回
四
吋

4
叩

(65 ) 

で
き
る
。
つ
ま
り
、
預
金
貨
幣
は
結
局
に
お
い
て
準
備
貨
幣
に
依

存
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
公
開
市
場
政
策
、
公
定
割

引
歩
合
、
法
定
準
備
率
な
ど
が
、
金
貨
幣
供
給
に
影
響
を
及
ぼ
す

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ハ
ン
セ
ン
は
、
貨
幣
を
預
金
貨
幣

と
準
備
貨
幣
に
分
け
て
考
え
、
そ
れ
ら
の
も
の
の
創
造
機
構
を
解

明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
金
融
と
財
政
と
の
一
元
的
把
握
を
試
み
る

の
で
あ
る
(
第
二
章
、
通
貨
の
「
創
浩
」
)
。

同
貨
幣
の
需
要
と
使
途

衣
に
、
貨
幣
供
給
の
増
大
に
み
ち
び
く
資
金
需
要
の
増
加
は
い

か
な
る
要
因
に
も
と
づ
く
か
、
ま
た
、
現
賓
に
輿
え
ら
れ
た
貨
幣

供
給
の
増
分
は
い
か
な
る
使
途
に
向
け
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と

が
問
題
と
な
る
。

公
衆
の
側
に
お
け
る
主
な
資
金
需
要
は
付
「
取
引
」
需
要

(二
E
宏
之
宏

s
s
e
と
伺
「
融
資
」
需
要

(
E
m
E
ロロベム
0

・

58ε
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
運
轄
資
本
の
た

め
の
貨
幣
需
要
で
あ
り
、
後
者
は
固
定
投
資
の
た
め
の
貨
幣
需
要

と
政
府
の
資
金
需
要
で
あ
る
。
取
引
需
要
に
も
と
づ
く
資
金
を
ま

か
な
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
商
業
銀
行
で
あ
る
。
融
資
需
要
に
も
と

づ
く
資
金
は
、
も
と
も
と
留
保
枚
盆
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
べ
き
も

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
の
銀
行
融
資
は
、
「
銀
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行
主
義
」
事
汲
の
強
く
反
封
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
貫
際
に

は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
ド
イ
ツ
で
も
、
新
し
い
固
定
資
本
の
少
く
な

い
部
分
が
銀
行
信
用
の
膨
張
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
た
。
政
府
支

出
も
、
所
得
水
準
が
高
い
と
き
は
公
債
後
行
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ

れ
る
が
、
所
得
が
低
い
と
き
は
銀
行
か
ら
の
借
入
、
も
し
く
は
銀

行
へ
の
誼
券
責
却
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
公
衆
に
よ
っ
て
鈴
ず
れ
c
れ
い
か
現
金
保
有
高

と
、
現
貫
の
現
金
保
有
高
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
資
金
需
要
の

要
因
は
前
に
述
べ
た
よ
う
な
・
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
新
し
く
創

、
治
さ
れ
た
貨
幣
は
必
ず
し
も
、
取
引
鰹
慣
や
固
定
投
資
だ
け
に
用

い
ら
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

公
衆
が
銀
行
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
追
加
貨
幣
を
用
い
る
用
い

方
と
し
て
は
、
付
こ
れ
を
財
貨
・
努
務
の
購
買
に
支
出
す
る
場

合
、
同
こ
れ
を
詮
券
購
買
に
用
い
る
場
合
、
同
こ
れ
ら
の
い
ず
れ

に
も
使
用
せ
ず
に
車
に
流
動
資
産
の
増
加
だ
け
に
と
ど
ま
る
場
合

が
あ
る
。
そ
し
て
、
迫
加
貨
幣
が
そ
の
う
ち
の
い
か
な
る
用
途
に

向
け
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
所
得
、
雇
用
乃
至
は
物
債
に

及
ぼ
す
影
響
の
仕
方
が
異
っ
て
く
る
。

従
来
の
単
純
な
貨
幣
数
量
設
に
よ
る
と
、
増
加
貨
幣
額
は
す
べ

て
財
貨
・
傍
務
の
購
買
に
向
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
債
の
騰

第三競第四十二容一橋論叢

司、

貴
を
び
き
起
す
と
考
え
ら
れ
た
、
ア
ー
グ
イ
ン
グ
・
フ
イ
ァ
シ
ヤ

ミて

ー
の
交
換
方
程
式
、
H
l
q
|
(
P
は
物
償
、

M
は
通
貨
量
、

v

は
通
貨
の
流
通
速
度
、
。
は
財
貨
生
産
高
)
は
そ
の
闘
係
を
示
す

・
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ン
セ
ン
の
場
合
に
お
い
て
は
、
物
償
費
動

を
ひ
き
起
す
主
要
要
因
は
貨
幣
量
(

M

)

そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
、
「
マ
ー
シ
ャ
ル
の

k
」
す
な
わ
ち
「
流
動
性
選
好
」
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
公
衆
の
貨
幣
保
有
慾
求
(
流

動
性
選
好
)
が
偶
変
化
す
れ
ば
、
た
と
え
貨
幣
首
局
が
貨
幣
供
給
の

高
度
の
安
定
性
を
維
持
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
も
、
物
債
に
は
な

は
だ
し
く
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
貨
幣
と
物
債
と
の
閥
係
は
、
フ
イ
ッ
シ
ヤ

1
の

民
て

「
交
換
方
程
式
」
匂
H
l引
ー
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
マ
ー
シ
ャ

ル
の
「
現
金
残
高
方
程
式
」
、
す
な
わ
ち
民
H
P
同
に
よ
っ
て
い
っ

そ
う
正
し
く
い
い
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
根
本
的
に
新

し
い
接
近
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う

に
、
「
現
金
残
高
方
程
式
」
は
、
古
い
数
量
読
に
新
し
い
代
数
的
衣

裳
を
つ
け
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
正
し
く
な
い
。

な
る
ほ
ど
吋
(
所
得
)
の
代
り
に
句
。
(
産
出
高
に
物
債
を
乗
じ

た
も
の
)
を
代
入
す
る
と
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
方
程
式
は
民
H
E
d

266 
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基本文献解題

日

、

、

、

、

、

、

も
し
く
土
、
日
い
け
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
数
率
的
に
は
、

k
は

枠。

草
に
方
程
式
民
て
H
M
U
O

に
お
け
る
V
の
逆
数
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
し
、
皐
益
率
的
恒
等
式
と
し
て
、

7
作
で
あ
る
と
い
う
こ

と
か
ら
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
分
析
は
フ
イ
y

シ
ヤ

1
の
そ
れ
と
同
一

で
あ
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
マ
ー
シ
ャ
ル
の
k
」

の
意
義
を
全
く
浪
却
す
る
こ
と
で
あ
る
。

k
は
流
動
性
欲
求
、
す
な
わ
ち
貨
幣
を
財
貨
の
購
買
に
支
出
し

よ
う
と
す
る
欲
求
と
ま
さ
に
反
封
の
貨
幣
保
有
欲
求
を
反
映
し
て

い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

k
が
増
加
す

る
こ
と
は
財
貨
需
要
が
減
少
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合

に
は
財
貨
(
も
の
)
か
ら
貨
幣
(
か
ね
)
へ
の
移
動
が
起
る
。
商

品
在
貨
を
も
っ
て
い
る
ひ
と
は
そ
れ
を
賓
り
は
じ
め
、
そ
の
結

果
、
在
貨
保
有
高
は
減
退
す
る
。
し
た
が
っ
て
生
産
計
査
は
縮
少

さ
れ
、
産
出
高
は
削
減
さ
れ
る
。
か
く
し
て
k
の
こ
の
よ
う
な
質

化
は
、
産
出
高
と
物
債
と
を
ひ
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
得
に

影
響
を
奥
え
る
。
所
得
が
低
下
す
る
と
、
流
動
性
欲
求
は
み
た
さ

れ
、
そ
こ
で
下
降
運
動
は
停
止
す
る
。
ハ
ン
セ
ン
は
こ
の
よ
う
に

し
て
、
単
純
な
数
量
設
を
排
撃
し
、
そ
の
代
り
に
、
「
マ
ー
シ
ャ
ル

の
k
」
を
媒
介
と
し
て
、
貨
幣
量
と
所
得
、
す
な
わ
ち
産
出
高
と

そ
の
債
格
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
貨
幣
の
「
所
得
理
論
」
を

(67 ) 

‘ 

提
出
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
貼
は
第
四
章
「
流
動
性
選
好
、
投

資
お
よ
び
消
費
」
の
と
こ
ろ
で
い
っ
そ
う
詳
細
に
分
析
さ
れ
る
。

貨
幣
の
所
得
理
論
|
|
数
量
詑
批
判

素
朴
な
数
量
詑
の
場
合
に
お
い
て
は
、
貨
幣
量
の
増
加
分
は
す

べ
て
財
貨
の
購
買
の
た
め
に
支
出
さ
れ
、
そ
れ
だ
け
所
得
を
高
め

る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
一
部
が
支
出
さ
れ
ず
に
遊
休
資
産
と

な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
数
量
読
は
流
動
性
選
好
も

し
く
は
貨
幣
需
要

(
L
函
数
)
が
所
得
に
封
し
て
弾
力
的
で
あ
る

こ
と
は
み
と
め
る
が
、
利
子
率
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
増
減
す
る
こ

と
(
利
子
率
弾
力
的
)
は
み
と
め
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し

て
ハ
ン
セ
ン
は
、

L
函
数
は
所
得
、
利
子
卒
な
ら
び
に
総
資
産
に

劃
し
て
弾
力
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
ハ
ン
セ
ン
は
マ
ー
シ
ャ
ル

の
民
H
E
F
T
P
、与

(
A
は
線
資
産
)
を
』
U
H
N
U
(
R
A
)
と
い
う
よ

う
に
書
き
改
め
、
さ
ら
に

L
函
数
の
利
子
卒
弾
力
性
を
考
慮
に
入

れ
て
、
ド
H
N
γ
(
M
J
F
A
)
と
い
う
基
本
方
程
式
を
つ
く
り
出
す
。

次
に
投
資
は
も
ち
ろ
ん
利
子
率
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
も
と

も
と
投
資
函
数
は
資
本
の
限
界
救
率

(
γ

〉
に
よ
っ
て
き
ま
る
。

だ
か
ら

1
H
¥
(
L
O

で
あ
り
、
も
し
く
は

N
H
H
N
(
る
で
あ
る
。
し

か
る
に
限
界
に
お
い
て
は
T

は
利
子
率
(
-
Z
)

に
接
近
す
る
か
ら

2貯7



第三競 (68 ) 

同
日
H
H
(
内
)
と
な
る
。
ま
た
投
資
は
「
加
速
度
原
理
」
に
よ
っ
て
、

所
得
(
Y
)
|
|
さ
ら
に
巌
密
に
い
え
ば
所
得
の
増
分
|
|
の
函

数
で
あ
る
し
、
そ
の
と
き
ど
き
の
興
え
ら
れ
た
穂
資
産
(

A

)

の

函
数
で
も
あ
る
。
か
く
し
て

H
H
H
(れ
阿

J

A

)

と
考
え
ら
れ
る
。

素
朴
数
量
詑
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
投
資
函
数
の
利
子
弾
力

性
も
な
ん
ら
の
役
割
を
演
じ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
追
加
現
金
残
高
は
利
子
卒
の
い
か
ん
に
か
か
わ

ら
ず
、
直
ち
に
一
商
品
市
場
(
消
費
財
で
も
投
資
財
で
も
)
に
費
消

さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
消
費
支
出
(

C

)

は
所
得
の
函
数
で
あ
っ
て
。
H
只
3

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ハ
ン
セ
ン
の
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
れ
ま
た
、
あ
る
程
度
ま
で
資
産
(

A

)

な
ら
び
に
利
子

率
(

Z

)

の
函
数
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
ま
と
め
て
表
示
す
る
と
、
流
動
性
選
好
、
投
資
お
よ
び

所
得
の
闘
係
は

第四十二巻一橋論叢

』
い

H
N
U
(
M
J
帆

w
h
)

H
H
H
(
f
M
J
A
)
 

。H門川
(
附

J
h
u

。

と
な
る
が
、
そ
の
う
ち
の
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
は

』
い

H
H
U
(
阿
1

・
む

d 

‘ 

N
H
H
H
(帆
)

。H門
リ
(
吋
)

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ハ
ン
セ
ン
は
さ
ら
に

L
函
数
を
、
「
取
引
」

貨
幣
需
要
函
数
(

7

ヴ
と
遊
休
貨
幣
需
要
函
数
(

7

叫
〉
と
に
分
け

て
、
い
っ
そ
う
詳
細
な
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
根
本
的
な

考
え
方
は
い
つ
で
も
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

h
、
h
お
よ
び
L

函
数
は
す
べ
て
利
子
弾
力
的
で
あ
り
、
投
資
函
数
も
そ
う
で
あ

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
素
朴
数
量
説
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
す
べ

て
問
題
と
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、

L
函
数
が
利
子
非
強

力
的
で
あ
る
以
上
、
貨
幣
供
給
の
増
加
額
は
す
べ
て
直
接
、
一
商
品

市
場
に
溢
れ
出
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
貨
幣
供

給
の
増
加
さ
え
あ
れ
ば
、
利
子
率
低
下
の
刺
激
が
な
く
て
も
、
消

費
財
な
ら
び
に
投
資
財
の
購
買
が
増
加
し
、
し
た
が
っ
て
所
得
と

物
債
が
高
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
各
人
は
い
か

な
る
場
合
に
も
蝕
剰
現
金
を
保
有
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
と
い
う

こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
ハ
ン
セ
ン

は
、
現
金
残
高
の
増
加
が
支
出
を
促
進
し
、
所
得
と
物
債
を
高
め

る
の
は
、
つ
ね
に
投
資
の
利
子
弾
力
性
を
通
じ
て
で
あ
る
し
、
消

費
も
ま
た
利
子
卒
に
感
態
的
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
か
く
し

268 

位記日



て
、
流
動
性
函
数
と
投
資
函
数
の
利
子
弾
力
性
な
ら
び
に
消
費
の

利
子
感
懸
性
は
、
貨
幣
量
の
増
加
が
果
し
て
、
ま
た
ど
の
程
度
ま

で
所
得
に
影
響
を
興
ぇ
、
ま
た
そ
れ
を
通
じ
て
物
償
を
慶
動
せ
し

め
る
か
、

を
決
定
す
る
根
本
的
要
因
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
貨
幣
量
の
増
加
は
明
ら
か
に
所
得
と
利
子
卒
に
影
響

を
興
え
る
。
例
え
ば
増
加
し
た
貨
幣
は
一
商
品
市
場
に
費
治
せ
ら

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
所
得
が
高
ま
っ
て
、
飴
剰
現
金
が
取
引
の
た

め
に
必
要
な
望
ま
し
い
現
金
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
ま
た
増
加

し
た
貨
幣
は
誰
券
の
購
買
に
嘗
て
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
利
子
卒
が

下
り
、
ひ
と
び
と
は
飴
剰
現
金
を
遊
休
残
高
と
し
て
手
許
に
保
有

す
る
こ
と
を
欲
す
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
貨
幣
量
の
慶
化
は
所
得
と
利
子
卒
に
影
響
を
興
え

る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ハ
ン
セ
ン
の
見
解
に
よ
る
と
、
そ

れ
は
、
こ
れ
ら
の
諸
量
を
決
定
す
る

V
U
?
の
要
因
に
す
ぎ
な

い
。
こ
れ
ら
の
も
の
の
決
定
要
因
と
し
て
は
貨
幣
量
以
外
に
、
付

投
資
需
要
表
(
資
本
の
限
界
放
卒
も
し
く
は
生
産
力
)
、
同
消
費
函

数
お
よ
び
同
流
動
性
選
好
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
古

い
用
語
を
用
い
る
な
ら
ば
、
所
得
と
利
子
卒
を
決
定
す
る
要
因
に

は
弐
の
よ
う
な
四
つ
の
要
因
、
す
な
わ
ち
付
生
産
力
、
同
節
約
、

伺
現
金
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
慾
求
お
よ
び
同
貨
幣
量
が
あ
る
と

、

←一一

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
緊
密
な
相
互
関
係
を
保

ち
な
が
ら
、
所
得
や
利
子
卒
に
作
用
す
る
。

資
本
の
限
界
放
率
(
生
産
力
)
や
節
約
が
利
子
卒
に
劃
し
て
き

わ
め
て
大
き
な
闘
係
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
節
約
の
撞

化
は
治
費
函
数
に
影
響
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
所
得
水
準
に
影
響

を
輿
え
る
。
消
費
性
向
の
増
加
が
所
得
水
準
を
高
め
る
こ
と
は
ケ

イ
ン
ズ
経
糟
撃
の
基
本
的
前
提
で
あ
る
。
そ
し
て
所
得
水
準
は
弐

に
流
動
性
選
好
に
影
響
し
、
し
た
が
っ
て
利
子
卒
に
影
響
を
興
え

る
。
資
本
の
限
界
効
率
(
生
産
力
)
の
時
変
化
も
利
子
率
を
襲
化
せ

し
め
る
。
も
し
も
限
界
放
卒
が
高
ま
り
、
投
資
が
刺
激
さ
れ
れ

ば
、
そ
の
直
接
の
影
響
と
し
て
利
子
卒
は
雷
然
に
高
ま
る
。
投
資

が
増
加
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
乗
数
放
果
に
よ
っ
て
所
得
が
高
ま

り
、
こ
の
経
路
に
よ
っ
て
も
利
子
卒
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
す
な
わ

ち
所
得
の
費
動
は
次
に
流
動
性
選
好
に
影
響
し
、
し
た
が
っ
て
ま

た
利
子
率
に
影
響
す
る
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
、
利
子
率
は
流

動
性
選
好
と
貨
幣
供
給
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た

が
、
こ
の
場
合
彼
は
直
接
の
決
定
要
因
だ
け
に
注
意
し
、
資
本
の

限
界
放
卒
や
消
費
函
数
の
聾
化
が
流
動
性
選
好
に
封
し
て
輿
え
る

影
響
は
雷
然
の
こ
と
と
し
て
前
提
し
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
か
く

し
て
ハ
ン
セ
ン
は
い
う
。
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
所
得
な
ら
び
に
利
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子
率
の
決
定
に
つ
い
て
の
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
庚
い
見
解
を
と
る
な

ら
ば
、
資
本
の
限
界
放
卒
、
消
費
函
数
、
流
動
性
選
好
お
よ
び
貨

幣
供
給
の
綜
合
的
役
割
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

貨
幣
数
量
説
の
場
合
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
貨
幣
量
と
そ
の

流
通
速
度
と
に
濁
立
慶
数
と
し
て
の
地
位
が
輿
え
ら
れ
た
。
ケ
イ

ン
ズ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
支
出
量
と
所
得
と
が

重
要
視
さ
れ
る
。
数
量
詑
と
所
得
理
論
と
の
根
本
的
な
相
違
は

民
勺
H
。
、
も
し
く
は
』
hH1H
同
と
い
う
方
程
式
の
解
緯
の
仕
方

に
か
か
っ
て
い
る
。
数
量
説
に
よ
れ
ば
、
所
得
水
準
を
説
明
す
る

も
の
は
、
貨
幣
量
と
そ
の
行
動
(
流
通
速
度
)
と
考
え
ら
れ
る
が
、

所
得
理
論
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
と
反
封
に
、
支
出
の
流
れ
こ
そ
が
貨

幣
量
と
そ
の
速
度
と
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
所
得
理
論
の
立

場
に
お
い
て
は
「
も
し
も
あ
る
ひ
と
が
肥
満
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

ひ
と
は
大
き
な
バ
ン
ド
を
用
い
る
こ
と
を
蝕
儀
な
く
さ
れ
る
。
数

量
詑
に
よ
れ
ば
、
も
し
も
あ
な
た
方
が
『
バ
ン
ド
を
ゆ
る
め
』
れ

ば
、
あ
な
た
方
は
そ
の
よ
う
な
行
動
の
結
果
と
し
て
、
必
然
的
に

肥

満

す

る

」

ハ

ン

セ

ン

は

も

ち

ろ

ん

所

得

理

論

の

立

場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
第
六
章

を
「
所
得
理
論
」
に
雷
て
、

の
で
あ
る
。

ト
ウ

1
ク、

グ
ィ
ク
セ
ル
、

ア
フ
タ

リ
オ
ン
お
よ
び
ケ
イ
ン
ズ
の
率
読
を
中
心
に
、
所
得
理
論
の
皐
史

， 

的
脱
税
展
の
過
程
を
詳
細
に
追
求
す
る
の
で
あ
る
、

物
債
の
所
得
理
論

回

ハ
ン
セ
ン
は
以
上
に
お
い
て
、
主
と
し
て
貨
幣
数
量
誌
の
批
判

を
通
じ
て
、
貨
特
量
と
所
得
乃
至
は
利
子
卒
と
の
閥
係
を
分
析
し

た
の
で
あ
る
が
、
次
に
彼
は
、
や
は
り
所
得
理
論
の
立
場
か
ら
、

物
債
や
賃
銀
の
問
題
の
考
察
に
す
す
む
。
物
債
の
所
得
理
論
は
、

一
方
に
お
い
て
所
得
と
線
需
要
の
分
析
を
ふ
く
む
と
と
も
に
、
他

方
、
生
産
費
と
線
供
給
の
分
析
を
と
も
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い

0

3
3
Hれ
で
あ
る
か
ら
、

P
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
、
貨
幣
支
出
と
と
も
に
財
貨
の
物
理
的
生
産
高
や
そ
の
生
産
費

を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
ン
セ
ン
は
第
七
章
お
よ
び

第
八
章
に
お
い
て
こ
の
鮎
を
と
り
上
げ
る
。

第
七
章
「
生
産
費
函
数
、
雇
用
お
よ
び
物
償
」
の
と
こ
ろ
で
は
、

主
と
し
て
イ
ン
フ
レ
l

シ
ョ
ン
の
問
題
が
理
論
的
に
と
り
扱
わ
れ

る
。
こ
の
場
合
ハ
ン
セ
ン
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ

ョ
ン
の
問
題
と
し
て
、
付
戦
後
の
特
殊
な
物
資
不
足
に
も
と
づ
く

物
債
騰
貴
、
同
一
般
的
な
賃
銀
の
引
上
に
よ
っ
て
ひ
き
起
さ
れ
た

物
債
騰
貴
お
よ
び
同
完
全
雇
用
の
も
と
に
お
い
て
限
界
生
産
費
の

上
昇
を
と
も
な
う
一
般
的
な
「
過
少
能
力
」
に
基
因
す
る
イ
ン
フ
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基本文献解題

レ
1
シ
ョ
ン
の
三
つ
を
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う

ち
ハ
ン
セ
ン
が
と
く
に
重
要
視
す
る
の
は
第
三
の
問
題
で
あ
る
。

工
場
設
備
の
生
産
能
力
が
不
十
分
な
場
合
に
は
、
限
界
生
産
費

曲
線
|
|
生
産
額
の
増
分
に
封
慮
す
る
生
産
費
ー
ー
は
急
激
に
高

ま
る
。
そ
の
場
合
、
も
し
も
需
要
が
十
分
に
大
き
く
、
完
全
雇
用

貼
ま
で
生
産
を
増
加
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
債
格
は

穂
車
位
生
産
費
l
l
現
貫
の
生
産
費
総
額
ー
ー
ー
を
は
る
か
に
上
廻

る
貼
に
お
い
て
定
ま
り
、
イ
ン
フ
レ
的
な
債
格
騰
貴
と
と
も
に
莫

大
な
企
業
利
潤
が
愛
生
す
る
。
債
格
は
限
界
生
産
費
に
よ
っ
て
き

ま
る
か
ら
、
総
皐
位
生
産
費
を
は
る
か
に
越
え
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
こ
の
種
の
イ
ン
フ
レ
は
賃
銀
イ
ン
フ
レ
に
基
づ
く
も
の
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
組
合
の
力
に
よ
っ
て
賃
上
げ
を
お
こ

な
っ
て
も
、
そ
の
結
呆
は
限
界
生
産
費
曲
線
と
限
界
枚
入
曲
線
の

雨
者
を
と
も
に
上
昇
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
利
潤
の
幅
は
そ
の
ま

ま
で
あ
っ
て
、
単
に
物
債
水
準
を
い
っ
そ
う
イ
ン
プ
レ
ー
ト
す
る

だ
け
と
な
る
。
こ
れ
に
劃
す
る
ひ
と
つ
の
解
決
策
は
、
物
債
統
制

を
お
こ
な
い
、
雇
用
と
産
出
高
を
ひ
き
下
げ
て
、
生
産
費
・
債
格

構
造
の
バ
ラ
ン
ス
を
同
復
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ

れ
は
お
そ
ら
く
六

O
O蔦
乃
至
八

O
O蔦
の
失
業
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
利
潤
イ
ン
フ
レ
の
賦
態
は
き
わ
め
て

、

不
安
定
な
も
の
で
あ
り
、
枇
曾
不
安
を
生
み
出
す
傑
件
と
な
る
。

そ
れ
は
、
生
産
費
・
債
格
の
深
刻
な
不
均
衡
、
利
潤
イ
ン
フ
レ
お

よ
び
所
得
分
配
の
歪
み
と
い
っ
た
よ
う
な
賦
態
の
も
と
で
な
け
れ

ば
完
全
雇
用
が
達
成
さ
れ
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
機

構
や
債
格
機
構
に
固
有
な
「
扶
陥
」
の
問
題
」
で
あ
る
。

戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
完
全
雇
用
航
態
の
も
と
に
お

け
る
生
産
費
の
昇
騰
と
イ
ン
フ
レ
墜
カ
の
問
題
に
づ
い
て
、
こ
の

よ
う
な
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ハ
ン
セ
ン
は

こ
れ
に
釣
し
て
「
限
界
生
産
費
曲
椋
が
、
完
全
雇
用
産
出
高
に
達

す
る
前
に
上
昇
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
高
い
物
債
と
利
潤
|
|
枇
曾

的
経
済
的
安
定
を
お
び
や
か
す
ほ
ど
の
高
い
利
潤
ー
ー
ー
を
生
ぜ
し

め
る
に
違
い
な
い
と
い
う
主
張
は
果
し
て
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
」

(
一
-
一
一
一
ペ
ー
ジ
)
と
問
う
。
そ
し
て
ハ
ン
セ
ン
は
こ
の
問
題
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、
完
全
競
争
、
猫
占
的
競
争
お
よ
び
物
債
統

制
の
三
つ
の
場
合
を
仮
定
し
、
さ
ら
に
プ
1
ム
需
要
、
正
常
需
要

お
よ
び
不
況
需
要
を
想
定
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
け
る

限
界
生
産
費
、
限
界
牧
益
.
債
格
、
雇
用
な
ど
の
閥
速
を
巧
み
な

園
表
に
よ
っ
て
分
析
し
解
明
す
る
、
こ
こ
で
は
そ
の
轍
密
な
分
析

を
こ
ま
か
く
フ
ォ
ロ
ウ
す
る
飴
裕
が
な
い
が
結
局
に
お
い
て
、
ハ

シ
セ
ン
は
衣
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
て
、
生
産
臨
路
に
も
と
ヴ
く
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利
潤
イ
ン
フ
レ
の
必
然
性
を
否
定
す
る
。

付
プ

1
ム
が
十
分
に
強
力
で
あ
っ
て
、
景
気
循
環
の
ピ

1
ク
に

お
い
て
完
全
雇
用
を
生
み
出
す
場
合
に
は
、
生
産
能
力
は
そ
の

「ピ

1
ク
負
荷
」
に
逼
廃
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
限
界

生
産
費
曲
線
は
完
全
雇
用
以
前
に
鋭
く
上
昇
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な

、u
同
た
と
え
自
主
的
要
因
が
労
働
力
を
吸
牧
す
る
に
足
る
だ
け
の

プ
1
ム
を
つ
く
り
出
し
え
な
い
と
し
て
も
、
完
全
雇
用
が
相
嘗
期

間
つ
づ
く
こ
と
は
、
や
は
り
十
分
な
固
定
資
本
能
力
の
蹴
態
を
み

ち
び
き
出
す
。
そ
の
と
き
に
は
新
企
業
も
、
新
し
い
能
力
を
も
っ

て
そ
の
分
野
に
参
加
す
る
よ
う
に
誘
引
さ
れ
、
そ
の
新
能
力
は
、

限
界
生
産
費
、
債
格
お
よ
び
利
潤
に
釣
し
て
下
降
的
な
塵
力
を
加

え
る
で
あ
ろ
う
。

衣
に
問
題
と
な
る
の
は
、
生
産
費
の
重
要
項
目
と
し
て
の
労
働

生
産
費
、
こ
と
に
車
な
る
賃
銀
傘
で
は
な
く
、
労
働
の
生
産
性
と

の
闘
速
に
お
け
る
「
放
卒
賃
銀
」
官
自
己

8
4
4
2
w
m
z
s
g

と
物
債
な
ら
び
に
雇
用
と
の
闘
係
で
あ
る
(
第
八
章
〕
。

賃
銀
と
物
債
と
の
閥
係
は
相
互
的
で
あ
る
。
一
般
的
イ
ン
フ
レ

1
シ
ョ
ン
は
多
く
の
場
合
、
貨
幣
賃
銀
を
労
働
生
産
性
以
上
に
高

め
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
が
、
か
く
し
て
高
め
ら
れ
た
数
卒
賃
銀

ー育

は
し
ば
し
ば
さ
ら
に
新
し
い
一
般
的
物
債
総
貴
の
基
軸
と
な
る
。

南
北
戦
争
お
よ
び
第
一
女
世
界
大
戦
後
の
場
合
が
ま
さ
に
そ
れ
で

あ
っ
て
、
後
の
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
の
生
産
性
は
一
九
一
六

l
二
六
年
の
聞
に
約
五
三
パ
ー
セ
ン
ト
高
ま
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た

が
、
賃
銀
指
数
(
一
九
一
四
年
H

一
O
O
)
は
一
九
二
六
年
に
は
二

三
O
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
放
卒
賃
銀

(
W
一E
)
は
戦
前
に

比
し
約
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
高
ま
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
完
製
品

債
格
も
騰
貴
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
賦
況
も
ほ
ぼ
同

じ
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
相
場
合
、
貨
幣
数
量
設
は
、
ま
ず
貨
幣
量

の
嬰
化
が
起
り
、
そ
れ
が
物
債
と
賃
銀
の
費
動
を
ひ
き
起
す
と
説

明
す
る
の
で
あ
る
が
、
ハ
ン
セ
ン
は
穂
需
要
の
聾
化
が
生
産
額
、

賃
銀
お
よ
び
物
債
を
費
動
さ
せ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
貨
幣
量
の
曲
変
化

を
も
た
ら
す
と
説
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
数
量
説
に
劃
す
る

所
得
理
論
の
優
位
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

総
需
要
、
・
賃
銀
卒
お
よ
び
雇
用
も
相
互
関
係
を
も
っ
て
い
る
。

賃
銀
率
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
雇
用
は
総
支
出
に
よ
っ
て

一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
が
、
穂
需
要
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
な
ら

ば
、
よ
り
低
き
賃
銀
は
よ
り
高
き
雇
用
を
興
え
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
闘
係
は
ピ
グ
1

〉

;
3
2
4れ
も

し

く

は
句
号
、
H
由同

(
N
は
雇
用
量
、

Y
は
所
得
、
W
は
卒
均
賃
銀
、

q
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ば
線
貨
幣
所
得
の
う
ち
賃
銀
と
し
て
支
梯
わ
れ
る
比
率
)
に
よ
っ

て
示
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
ピ
グ
1
は、

y
、

q
お
よ
び
W
の
各
襲

数
が
必
ず
し
も
互
い
に
濁
立
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
に
注
意
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
古
典
汲
も
し
く
は
新
古
典
汲

は
、
線
貨
幣
支
出
(

Y

)

は
貨
幣
量
に
よ
っ
て
き
ま
り
、
賃
銀
卒

水
準
に
は
依
存
し
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ

て
W
の
低
下
は

N
を
増
大
さ
せ
る
と
い
う
腸
結
が
み
ち
び
か
れ
る

の
で
あ
る
。

基 本文献解題

こ
の
貼
に
つ
い
て
も
っ
と
も
決
定
的
な
批
判
を
お
こ
な
っ
た
の

は
、
周
知
の
よ
う
に
ケ
イ
ン
ズ
そ
の
ひ
と
で
あ
っ
た
が
、
ハ
ン
セ

ン
も
ま
た
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
賃
銀
引
下
げ
が
直
接
に
雇
用
増
大

放
果
を
も
つ
こ
と
を
否
定
す
る
。
ハ
ン
セ
ン
は
い
う
。
賃
銀
切
下

げ
は
雨
刃
の
剣
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
産
費
を
ひ
き
下
げ
る
と
同
時

に
、
貨
幣
所
得
と
賃
銀
所
得
者
の
支
出
と
を
ひ
き
下
げ
る
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
賃
銀
所
得
者
の
支
出
の
低
下
と
そ
れ
に
と
も
な
う

物
債
下
落
は
、
賃
銀
所
得
者
以
外
の
も
の
の
貨
幣
支
出
の
減
少
を

も
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
し
て
賃
銀
切
下
げ
と
と
も
に

総
支
出
の
低
下
が
起
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
賃
下
げ
の
間
接

的
数
果
を
み
と
め
る
こ
と
は
、
賃
銀
に
封
す
る
従
来
の
よ
う
な
強

い
立
揚
を
放
棄
歩
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
し
も
そ
れ
を
み
と
め

(73 ) 

る
な
ら
ば
、
貫
業
家
も
賃
銀
切
下
げ
に
熱
意
を
も
た
な
く
な
る
で

あ
ろ
う
。
「
も
し
も
賃
銀
切
下
げ
に
よ
る
雇
用
増
加
の
道
が
、
危

険
な
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
道
に
通
ず
る
と
す
る
な
ら
ば
、
賃
銀
切

下
げ
の
熱
意
は
消
え
失
せ
る
で
あ
ろ
う
。
」
(
一
二
五
ペ
ー
ジ
)
と
。

、"，，' 

ハ
ン
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
雇
用
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
は

賃
銀
切
下
げ
は
必
ず
し
も
有
数
で
は
な
く
、
む
し
ろ
貨
幣
賃
銀
は

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
線
需
要
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
そ
し
て
線
需
要
は
賃
銀
政
策
と
は
別
個
の
貨
幣
政
策
や
財
政

政
策
に
よ
っ
て
こ
れ
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

五

ケ
イ
ン
ズ
汲
の
貨
幣
・
物
債
理
論

ハ
ン
セ
ン
は
、
所
得
、
雇
用
、
賃
銀
、
貨
幣
量
、
物
債
等
の
関

連
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
な
基
本
的
分
析
を
お
こ
な
っ
た
後
に
、

第
九
章
に
お
い
て
「
ケ
イ
ン
ズ
汲
の
貨
幣
な
ら
び
に
物
債
理
論
」

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
ハ
ン
セ
ン
自
身
の

貨
幣
・
物
債
理
論
で
も
あ
ろ
う
。

ハ
ン
セ
ン
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ケ
イ
ン
ズ
の
物
債

理
論
の
根
本
命
題
は
、
貨
幣
量
は
総
支
出
も
し
く
は
線
有
効
需
要

、
に
影
響
を
興
え
る
こ
と
に
よ
ワ
て
間
接
に
物
債
を
費
動
さ
せ
る
と
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い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
数
量
設
に
よ
れ
ば
、
貨
幣
量
の
増
加

分
は
す
べ
て
財
貨
・
勢
務
の
購
買
に
嘗
て
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
た
。
つ
ま
り
、
貨
幣
需
要
は
す
べ
て
「
取
引
需
要
」
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
貨
幣
量
の
増
加
は

結
局
、
所
得
の
純
増
加
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
支
出
額
は
、

貨
幣
の
取
引
需
要
が
新
し
い
貨
幣
量
に
等
し
く
な
る
貼
ま
で
増
大

す
る
。
こ
の
場
合
も
し
も
す
で
に
完
全
雇
用
の
賊
態
に
な
っ
て
い

る
な
ら
ば
、
貨
幣
量
の
増
加
は
貨
幣
の
取
引
需
要
が
貨
幣
量
と
均

衡
す
る
に
至
る
貼
ま
で
物
債
を
騰
貴
さ
せ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、

失
業
が
存
在
し
、
供
給
が
完
全
に
伸
縮
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
貨

幣
量
の
増
加
は
物
債
を
騰
貴
さ
せ
る
代
り
に
生
産
高
を
増
大
さ

せ
、
結
局
、
総
取
引
高
が
貨
幣
量
に
一
致
す
る
こ
と
と
な
る
。
づ

ま
り
、
貨
幣
量
の
増
加
は
、
完
全
雇
用
の
場
合
に
は
物
債
騰
貴
を

通
じ
て
、
不
完
全
雇
用
の
場
合
に
は
雇
用
増
加
を
通
じ
て
、
所
得

を
、
新
し
い
貨
幣
量
に
一
致
す
る
貼
ま
で
高
め
る
の
で
あ
り
、
い

ず
れ
に
し
て
も
貨
幣
需
要
は
所
得
水
準
の
函
数
と
み
な
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ン
セ
ン
の
立
場
に
お
い
て
は
、
貨
幣
は
翠

に
取
引
目
的
の
た
め
に
需
要
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
流
動
資
産

を
保
有
す
る
目
的
の
た
め
に
も
欲
求
さ
れ
る
。
貨
幣
が
も
っ
ぱ
ら

取
引
目
的
の
た
め
に
需
要
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
量
の
増
加

第三披

d 

T 

は
、
物
債
騰
貴
も
し
く
は
生
産
増
加
を
通
じ
て
所
得
を
高
め
る

が
、
追
加
貨
幣
量
が
保
蔵
目
的
の
た
め
に
金
融
的
投
資
に
嘗
て
ら

れ
る
場
合
に
は
、
貨
幣
量
の
増
加
は
利
子
率
を
ひ
き
下
げ
る
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
貨
幣
需
要
は
利
子

卒
の
函
数
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
貨
幣
量
の
増
加
が
所
得
の
純
増
加
と
み
な
さ
れ
る
場

合
に
は
物
債
騰
貴
が
起
る
が
、
そ
れ
が
流
動
資
産
へ
の
追
加
と
み

な
さ
れ
る
場
合
に
は
利
子
卒
の
低
下
が
起
る
。
前
者
は
ま
さ
に
数

量
設
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
後
者
こ
そ
は
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
中

心
的
部
分
で
あ
る
、
と
ハ
ン
セ
ン
は
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

ハ
ン
セ
ン
の
立
場
を
・
も
っ
と
も
要
約
し
た
形
で
一
示
す
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
貨
幣
量
の
費
化
は
総
支
出
を
決
定
す
る
重
要
な
要
因
に

は
ち
が
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
直
接
的
な
通
路
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
付
投
資
の
限
界
放
率
表
、
同
利
子
卒
お
よ
び
同
消
費
函

数
を
通
じ
て
間
接
に
線
需
要
に
影
響
を
興
え
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
貨
幣
量
の
費
化
が
鰭
需
要
の
撞
化
を
ひ
き
起
す
も

の
と
す
れ
ば
、
女
の
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
総
需
要
の
慶
化
は
い

か
に
し
て
物
債
を
襲
動
さ
せ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

貼
に
つ
い
て
の
ハ
ン
セ
ン
の
結
論
は
、
要
す
る
に
有
放
需
要
の
襲

274 
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ゆ

y
u
キ」。、

1
i
 そ
れ
が
生
産
費
(
こ
と
に
賃
銀
)
な
ら
び
に
生
産
額
に
及

ぼ
す
影
響
を
通
じ
て
物
債
に
影
響
を
輿
え
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ

る
が
、

る。

そ
の
場
合
の
ハ
ン
ゼ
ン
の
論
理
は
ほ
ぼ
次
の
遜
り
で
あ

問
題
は
貨
幣
量
に
闘
す
る
物
債
の
弾
力
性
が
ー
と
な
る
よ
う
な

傑
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、

貨
幣
量
に
闘
す
る
有
放
需
要
の
弾
力
性
を
考
え
、
次
に
有
放
需
要

に
闘
す
る
物
債
の
弾
力
性
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

ず
、
有
数
需
要
は
貨
幣
量
の
増
減
に
封
し
て
い
か
に
弾
力
的
で
あ

る
か
。
そ
れ
は
、
第
二
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
貨
幣
需
要
を

決
定
す
る
流
動
性
選
好
に
依
存
す
る
。
女
に
物
債
が
有
数
需
要
に

関
し
て
弾
力
的
と
な
る
傑
件
は
な
に
か
。
そ
れ
は
付
生
産
額
が
有

数
需
要
に
闘
し
て
完
全
に
弾
力
的
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
伺
賃
銀

卒
が
有
放
需
要
に
闘
し
て
1
の
弾
力
性
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
付
は
、
さ
ら
に
各
種
の
産
業
に
お
い
て
雇
用
増
加
に
と
も
な

っ
て
牧
穫
低
減
を
ひ
き
起
す
物
理
的
要
因
に
依
存
し
、
同
は
労
働

力
の
量
(
と
質
)
に
依
存
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ハ
ン
セ
ン
は

付
流
動
性
選
好
お
よ
び
同
数
率
賃
銀
や
生
産
費
の
型
に
影
響
を
輿

え
る
よ
う
な
諸
要
因
を
も
っ
て
、
貨
幣
量
の
物
債
に
輿
え
る
影
響

の
仕
方
を
制
約
す
る
要
因
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

/ 

r品介占，

こ
れ
ら
の
分
析
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
る
根
本
思
想
は
、
支
出

量
(
有
放
需
要
)
が
貨
幣
量
と
そ
の
流
通
速
度
を
決
定
す
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
反
封
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ

う
な
命
題
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
ハ
ン
セ
ン
は
一
八

O
O年
以
来

現
在
に
至
る
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
の
物
債
が
比
較
的
に
安
定
を
保
っ

て
い
た
事
貫
を
指
摘
す
る
。
そ
の
一
五

0
年
間
に
物
債
指
数
(
一

九
二
六
年
H

一
O
O
)
は
四
七
以
下
に
下
っ
た
こ
と
も
な
く
、
ま
た

一
五
五
以
上
に
上
っ
た
こ
と
も
な
く
て
、
比
較
的
安
定
を
保
っ
て

い
た
が
、
そ
れ
は
損
張
過
程
の
「
自
己
限
定
的
性
格
」
が
貨
幣
量

と
物
債
の
無
制
限
な
高
揚
を
阻
止
し
た
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

援
張
過
程
は
付
資
本
の
限
界
放
卒
の
低
下
、
同
完
全
雇
用
に
接
近

す
る
と
と
も
に
後
生
す
る
生
産
費
増
加
率
の
低
下
、
同
消
費
函
数

の
相
封
的
低
減
と
い
っ
た
よ
う
な
自
己
限
定
的
要
因
を
ふ
く
ん
で

お
り
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
全
歴
史
を
通
じ
て
、
戦
時
財
政
の
場

合
を
除
き
、
は
っ
き
り
し
た
イ
ン
フ
レ
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
阻

止
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
事
貫
も
ま
た
、
貨
幣

量
を
左
右
す
る
も
の
は
結
局
に
お
い
て
融
支
出
で
あ
る
と
い
う
命

題
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
ハ
ン
セ
ン
は
い
う
。

，晶.，、

貨
幣
・
財
政
政
策
の
理
論
と
問
題

Zi5 



第三競

本
書
の
最
後
の
五
つ
の
一
章
(
第
一
一

l
一
五
章
)
は
貨
幣
・
財
政

政
策
の
研
究
に
嘗
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
は
す
で
に

『
財
政
政
策
と
景
気
循
環
』
(
一
九
四
一
年
)
そ
の
他
の
著
書
に
お

い
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
に
お
い
て
は
前
述
の

理
論
的
分
析
と
の
闘
連
に
お
い
て
い
っ
そ
う
庚
い
展
望
が
輿
え
ら

れ
て
い
る
。

最
初
に
戦
後
イ
ン
フ
レ
針
策
と
し
て
の
貨
幣
財
政
政
策
が
問
題

と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
釣
し
て
ハ
ン
セ
ン
は
ま
ず
第
一
に
、
物
債
の

所
得
理
論
の
立
場
か
ら
、
総
支
出
を
統
制
す
る
こ
と
を
提
案
す
る

が
、
し
か
し
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
全
瞳
的
解
決
と
相
並
ん
で
、
特

殊
的
、
直
接
的
方
法
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
結
局
、
健

全
財
政
、
賃
銀
抑
制
、
消
費
者
信
用
統
制
、
貯
蓄
債
券
の
費
行
、

不
動
産
投
機
の
抑
制
、
部
分
的
配
給
制
、
債
格
統
制
等
の
多
面
的

な
政
策
を
提
案
す
る
。
そ
の
場
合
、
ハ
ン
セ
ン
が
イ
ン
フ
レ
封
策

と
し
て
の
貨
幣
政
策
の
限
界
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る

こ
と
は
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
「
貨
幣
供
給
の
き
わ
め
て
急

激
な
牧
縮
が
忽
ち
イ
ン
フ
レ
を
終
止
さ
せ
う
る
こ
と
は
誰
も
否
定

し
な
い
。
し
か
し
、
車
に
貨
幣
量
を
減
ら
す
こ
と
だ
け
で
イ
ン
フ

レ
の
毅
展
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
計
査
は
危
険
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
生
温
く
や
れ
ば
放
果
が
な
い
し
、
極
端
に
や
れ
ば
弊
害
を
も
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た
ら
す
、
」
と
(
二
ハ
三
ペ
ー
ジ
)
。

こ
れ
に
反
し
て
、
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
不
況
の
場
合
に
は
、
政

府
の
財
政
活
動
に
よ
る
所
得
創
出
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
場
合
と

く
に
問
題
と
な
る
の
は
、
財
政
政
策
と
貨
幣
政
策
と
の
調
整
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
流
動
性
選
好
、
消
費
お
よ
び
消
費
の
諸
函
数
の
利

子
弾
力
性
の
如
何
に
よ
っ
て
ち
が
っ
て
く
る
。

付
J

も
し
も
流
動
性
函
敷
が
ま
っ
た
く
利
子
非
弾
力
的
で
あ
る
な

ら
ば
、
投
資
画
敷
が
消
費
函
数
の
い
ず
れ
か
、
も
し
く
は
そ
の
繁

方
が
多
少
と
も
利
子
弾
力
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う

な
場
合
に
は
、
所
得
創
出
的
な
財
政
政
策
が
な
く
て
も
、
貨
幣
政

策
だ
け
で
所
得
を
高
め
る
数
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
も
し
も
流
動
性
函
数
が
十
分
に
利
子
弾
力
的
で
あ
り
、
ま
た

投
資
函
数
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
貨
幣
量
の
増
加
は
所
得
水
準

を
高
め
る
の
に
部
分
的
に
放
果
を
も
つ
だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
追
加
さ
れ
た
貨
幣
の
全
部
が
可
慮

分
所
得
へ
の
追
加
分
を
形
づ
く
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
は
遊

休
残
高
と
し
て
留
保
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
場
合
に
は
、
所
得
を
高
め
る
た
め
に
は
、
貨
幣
量
の
増
加

を
と
も
な
う
政
府
の
所
得
創
出
的
財
政
政
策
が
必
要
と
な
る
。

同
こ
の
場
合
に
は
、
流
動
性
函
数
が
無
限
に
利
子
弾
力
的
で
あ
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、
、
、
、

る
か
、
そ
れ
と
も
投
資
函
数
と
消
費
函
数
と
が
利
子
卒
の
低
下
に

不
感
態
的
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
偲
定
さ

れ
る
。
こ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
所
得
創
出
的
財
政
支

出
を
と
も
な
わ
な
い
草
な
る
貨
幣
量
の
増
加
だ
け
で
は
、
所
得
を

高
め
る
の
に
ま
っ
た
く
無
放
果
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
場
合
の
う
ち
付
は
、
資
源
が
豊
か
で
、
し
か
し
工

業
的
に
は
未
開
後
な
園
の
場
合
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
純
粋
な
貨

幣
政
策
が
、
数
量
説
の
説
く
よ
う
な
経
路
に
よ
っ
て
所
得
増
加
を

保
誼
す
る
。
同
は
高
度
な
工
業
化
を
と
げ
、
投
資
機
舎
が
飽
和
的

と
な
っ
て
い
る
園
の
場
合
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
政
府
の
積
極
的

財
政
支
出
が
要
求
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
普
通
に
み
ら
れ
る
の
は
同

の
揚
合
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
財
政
政
策
と
貨
幣
政
策

(
中
で
も
通
貨
の
増
稜
と
低
金
利
政
策
)
と
が
と
も
に
必
要
と
な

る
。
そ
の
一
方
だ
け
で
は
所
得
を
高
め
る
の
に
部
分
的
に
有
放
で

あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ハ
ン
セ
ン
は
財
政
政
策
と
貨
幣
政
策
と
の
関

係
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
。

弐
に
ハ
ン
セ
ン
は
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を
基
礎
と
し
て
、
経

済
開
護
委
員
曾

(
C
E
D
)
の
提
出
す
る
財
政
計
査
を
批
判
す
る

(
第
一
三
章
)
。
問
委
員
舎
は
第
一
の
提
案
と
し
て
均
衡
財
政
計
査

を
提
案
し
て
い
る
が
、
ハ
ン
セ
ン
の
見
解
に
よ
る
と
、
そ
れ
が
貫

(77) 

行
困
難
で
あ
る
こ
と
は
過
去
の
歴
史
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
第
三
の
提
案
は
自
動
的
伸
縮
財
政
宗
巳
宇
宙

凶

O
M
E
庄
司
)
で
あ
り
、
不
況
の
と
き
は
赤
字
財
政
、
プ

1
ム
の

と
き
は
黒
字
財
政
と
い
う
財
政
の
動
き
に
よ
っ
て
自
動
的
に
経
漕

安
定
を
貫
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ハ
ン
セ
ン
の
見
解

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
従
来
の
健
全
財
政
主
義
に
比
す
れ
ば
、
財
政

政
策
思
想
に
お
け
る
格
段
の
進
歩
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も

な
お
、
近
代
経
済
の
複
雑
な
構
造
を
十
分
に
理
解
せ
ず
に
あ
ま
り

に
も
楽
観
的
で
あ
る
貼
に
お
い
て
、
ま
た
景
気
後
退
を
阻
止
す
る

こ
と
の
困
難
を
さ
と
っ
て
い
な
い
貼
に
お
い
て
、
十
分
に
批
判
の

館
地
を
残
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
、
ハ
ン
セ
ン
は
今
後
の

極
構
横
張
の
た
め
に
は
、
貫
質
所
得
に
針
懸
す
る
貨
幣
量
の
増
加

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
所

得
増
加
の
た
め
の
伊
野
伶
仲
で
は
あ
っ
て
も
や
か
伶
仲
で
は
な

い
、
経
済
の
安
定
と
進
歩
を
保
詮
す
る
た
め
に
は
、
貨
幣
政
策
の

外
に
、
開
設
計
量
、
住
宅
建
築
、
公
共
事
業
等
の
長
期
計
査
を
ふ

く
む
十
分
に
伸
縮
的
な
「
補
整
的
財
政
政
策
」
が
必
要
で
あ
る
と

主
張
す
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
(
一
五
章
)
、
ハ
ン
セ
ン
は
、
園
際
金
本
位
制
の
消
滅
以

後
の
貨
幣
観
念
と
貨
幣
政
策
の
費
還
の
あ
と
を
辿
り
、

ゐ 4‘一 一一一

そ
の
よ
〉
フ
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我
展
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|
国
家
主
義
的
貨
幣
政
策
1

1

の
結
果
と
し
て
生
じ
た

経
済
護
展
の
園
際
的
不
均
衡
を
分
析
し
た
後
、
こ
れ
を
是
正
す
る

方
策
と
し
て
、
園
際
通
貨
基
金
を
中
心
と
す
る
園
際
的
通
貨
機
構

の
再
建
を
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
に
お
い
て
は
と
く
に
注

目
す
べ
き
理
論
的
考
察
は
み
ら
れ
な
い
。

以
上
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
近
代

経
済
理
論
の
新
し
い
業
績
を
十
分
に
と
り
入
れ
て
、
貨
幣
現
象
と

財
政
現
象
を
統
一
的
に
把
束
し
よ
う
と
し
た
す
ぐ
れ
た
研
究
で
あ

る
。
ま
た
、
草
な
る
理
論
的
分
析
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
現
賓
の
貨

幣
・
財
政
政
策
に
封
す
る
透
徹
し
た
批
判
と
提
案
を
お
こ
な
っ
て

い
る
こ
と
も
、
本
書
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
、
本
書

第三重量第四十二巻ー橋論叢

.. 
す

の
出
版
か
ら
八
年
後
に
か
か
れ
た
『
ア
メ
リ
カ
の
経
梼
』
(
一
九
五

七
年
)
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
庚
汎
な
基
盤
の
上
に
、
い
っ
そ
う

前
方
に
お
し
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ハ
ン
セ
ン
教
授

が
、
こ
の
新
し
い
書
物
の
中
で
「
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
投
資
率
を

十
分
に
強
く
お
じ
す
す
め
さ
え
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
程
度

の
刊
が
が
れ
M

望
ま
し
い
成
長
率
で
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
誤
謬
」

に
つ
い
て
語
り
、
投
資
の
「
枇
曾
的
優
先
順
位
」
を
主
張
し
て
い

る
の
を
よ
む
と
き
、
同
教
授
の
事
問
が
さ
ら
に
高
女
の
革
l
面
に
ま

で
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

(
一
橋
大
事
数
授
)
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