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E
噌
ネ
マ

l
ズ
の
『
ホ
プ

ソ
ン
と
過
少
消
費
』
の
若
干
の

問
題
に
つ
い
て
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本
書
は

J
・
A
-
ホ
プ
ソ
ン
の
経
済
事
の
綾
心
を
示
す
過
少
消
費
説

を
、
彼
の
全
著
作
髄
系
の
中
で
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
一
研
究
で
あ

る。
こ
れ
ま
で
は
、
ホ
プ
ソ
ン
の
過
少
消
費
の
論
理
を
全
著
作
の
中
で
系
譜

的
に
あ
と
づ
け
た
研
究
書
は
殆
ん
ど
見
嘗
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
の
ホ
プ
ソ
ン
研
究
に
つ
い
て
は
経
済
事
-

史
上
過
少
消
費
論
者
と
し
て
、
厚
生
経
済
感
者
と
し
て
、
ま
た
枇
曾
思
想

家
と
し
て
、
と
く
に
帝
岡
主
義
の
科
率
的
研
究
の
先
駆
者
と
し
て
、
そ
れ

門

1
v

ぞ
れ
の
立
場
か
ら
評
僚
が
な
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
そ
の
揚
合
で
も
、
ホ
プ

ソ
シ
の
主
要
著
作
か
ら
検
討
し
た
一
面
的
な
一
間
債
で
あ
っ
た
。
こ
の
貼
ネ

マ
l
ズ
の
場
合
は
ホ
プ
ソ
ン
の
全
著
作
に
省
っ
て
、
経
済
亭
史
上
過
少
消

費
論
者
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
鵡
角
は
、
あ
く
ま
で
も

近
代
経
隣
接
唱
者
と
し
て
の
硯
角
で
あ
る
。
本
書
の
序
文
で

M
・
プ
ロ
ン
フ



評

品
ン
プ
レ
ナ
1
数
授
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
思
一
説
の
形
式
上
の
歴

史
は
、
「
お
そ
ら
く
吐
舎
主
義
経
済
事
説
を
除
い
て
経
桝
与
の
装
側
の
歴

史
を
取
扱
う
こ
と
を
軽
視
し
て
き
た
o
」
こ
の
貼
の
反
省
か
ら
ネ
マ

l
ズ

は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
率
汲
、
マ
ー
シ
ャ
ル
経
済
卒
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
亭
お

よ
び
ア
メ
リ
カ
の
制
度
等
汲
を
正
し
く
研
究
す
る
中
で
、
そ
の
折
衷
主
義

的
利
鮎
か
ら
、
ホ
ブ
ソ
ン
の
庚
い
思
想
系
列
を
た
ど
ろ
う
と
し
た
の
で
あ

る。
か
か
る
視
貼
か
ら
ま
ず
過
少
消
費
訟
を
展
開
し
た
顕
著
な
先
開
者
た
ち

で
あ
る
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
、
ロ
ー
ダ
1

デ
l
ル
、
マ
ル
サ
ス
、
ロ
ー
ド
ベ
ル

ト
ゥ
ス
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
と
ホ
プ
ソ
ン
を
比
較
し
、
ホ
プ
ソ
ン
が
彼
ら
の

誰
の
弟
子
で
も
な
い
こ
と
お
よ
び
と
く
に
経
済
事
史
上
ホ
プ
ソ
ン
を
過
少

消
費
論
者
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
ネ
マ

1
ズ
は
か
ブ
ソ
ン
の
経
済
同
学
の
活
動
分
野
を
四
つ
の
時
期

に
わ
け
で
精
織
に
分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
指
摘
す
る
。
こ
の
貼
磯

部
氏
が
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
簡
単
な
論
評
に
と
ど
め

る
。
さ
ら
に
ネ
マ
1
ズ
は
ホ
プ
ソ
ン
が
経
憐
撃
で
活
躍
一
し
た
分
野
は
、
川
円

過
少
消
費
論
、

mw帝
闘
主
義
論
、

mw租
税
理
論
の
三
分
野
で
あ
り
、
第
四

の
厚
生
経
済
撃
の
分
野
は
、
ま
え
の
三
分
野
と
論
理
的
必
然
性
を
も
た
な

い
し
、
哲
由
学
の
分
野
に
岡
崎
す
る
と
み
な
す
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
彼
は
ホ
ブ
ソ
ン
の
経
済
率
の
三
分
野
の
基
盤
が
過
少
消
費
論
に

も
と
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
き
わ
め
て
克
明
に
描
き
だ
し
、
そ

し
て
ホ
プ
ソ
ン
分
析
の
謎
が
剰
飴
の
概
念
に
あ
る
こ
と
を
諭
讃
し
、
同
時

に
ホ
ブ
ソ
ン
過
少
治
的
論
批
判
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
か
か
る
分

析
の
背
景
が
、
終
始
一
貫
し
て
ホ
プ
ソ
ン
を
、
近
代
経
済
串
の
先
臨
者
と
し
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て
の
過
少
消
費
論
者
に
性
格
づ
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
鮎
方

法
論
的
限
界
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
而
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り

ホ
プ
ソ
ン
汗
債
を
近
代
経
済
皐
史
上
過
少
治
資
論
者
と
し
て
の
み
限
定
し

て
し
ま
う
こ
と
は
彼
の
全
館
像
を
見
失
う
欲
陥
を
残
さ
ざ
る
を
え
な
い
か

ら
で
あ
る
。
た
と
え
木
書
の
直
接
の
研
究
鈎
象
が
、
ホ
ブ
ソ
ン
の
過
少
消

費
論
の
解
明
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
自
身
の
帝
岡
主
義
の
科
同
学
的
研
究

の
先
駆
者
と
し
て
の
問
題
意
識
、
社
合
思
想
家
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し

て
の
ホ
プ
ソ
ン
評
債
を
完
全
に
素
通
り
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ

う
。
に
も
拘
ら
ず
経
済
思
想
、
一
祉
人
情
同
刊
仙
怒
史
的
側
面
を
素
通
り
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
本
書
の
最
大
の
特
色
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
本

稿
で
は
、
け
ネ
マ

l
ズ
の
い
う
経
済
問
学
史
上
過
少
消
費
論
を
展
開
し
た
五

人
の
経
桝
苧
者
と
ホ
プ
ソ
ン
と
の
問
題
、
口
四
つ
の
時
期
随
分
の
性
格
上

の
問
題
、
同
一
一
常
岡
主
義
論
評
僚
の
問
題
の
三
貼
に
限
定
し
て
紹
介
し
、
論

評
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
念
の
た
め
本
帯
会
館
の
構
成
を
示
す
と
、
衣

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
章
「
賛
質
的
」
詩
要
素
の
因
果
的
役
割
を
強
調
す
る
初
期
の
過

少
消
費
論
者
た
ち

第
二
一
章
ホ
プ
ソ
ン
の
生
涯
と
経
済
思
想
に
興
え
た
影
響

第
三
一
章
ホ
ブ
ソ
ン
の
最
初
の
過
少
消
費
論

第
四
一
章
過
少
消
費
論
の
一
適
用
と
し
て
の
帝
閤
主
義
論

第
五
章
剰
徐
の
概
念
|
|
ホ
プ
ソ
ン
分
析
の
鋭

第
六
一
章
ホ
プ
ソ
ン
過
少
消
費
論
批
剣

第
七
章
租
税
と
支
出
政
策

第
八
章
合
理
化
、
賃
金
お
よ
び
そ
の
他
の
諸
政
策
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(48 ) 第六銃

ネ
マ

l
ズ
は
か
か
る
構
成
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
序
論
に
お
い
て

従
来
過
少
消
費
論
を
め
ぐ
る
議
論
に
二
通
り
あ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
す
，

な
わ
ち
リ
ア
ル
・
タ
l
ム
に
よ
る
過
少
消
費
説
の
展
開
と
、
マ
ネ
l

・
タ

ー
ム
に
よ
る
過
少
消
費
訟
の
展
開
を
あ
げ
、
前
者
が
ホ
ブ
ソ
ン
で
、
後
者

の
場
合
が
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
る
と
い
う
。
ホ
ブ
ソ
ン
の
場
合
は
、
ケ
イ
ン
ズ

が
『
一
般
理
論
』
の
中
で
「
経
済
思
想
に
一
時
代
を
劃
し
た
も
の
」
と
評

僚
し
て
始
め
て
意
義
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
述
し
た

よ
う
に
ホ
プ
ソ
ン
の
経
済
事
へ
の
主
な
貢
献
は
四
つ
あ
る
と
説
明
す
る
。

す
な
わ
ち
、
(
一
)
過
少
消
費
論
(
ニ
・
三
・
六
章
)
、
つ
乙
一
帝
国
主
義

論
(
四
章
)
、

2
3
租
税
論
(
七
章
)
、
(
四
)
厚
生
経
済
問
学
で
あ
り
、
こ

こ
で
第
四
の
厚
生
経
済
撃
の
側
面
を
除
外
す
る
、
か
か
る
意
闘
の
も
と
に

第
一
章
以
下
が
展
開
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
第
一
の
問
題
と
し
て
経
済
事
史
上
過
少
消
紫
論
を
唱
え

た
先
駆
者
で
、
あ
る
J
・
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
、
(
ロ
ロ

1
H∞お)、

L
・
ロ
ー
ダ

1
デ
ィ
l
ル
(
ロ

s
t
H∞ω
喧)、

T
-
R
・
7
1
y

サ
ス
令
示
。

i
H
8
3、

J
・
C
-
ロ
ー
ド
ベ
ル
ト
ゥ
ス

(HguiH∞ロ)、

K
・
マ
ル
ク
ス
令
∞

H∞

1
H∞∞
ω)

の
五
人
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
過
少
消
費
訟
と
ホ
ブ
ソ
ン

の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
い
る
面
を
検
討
し
て
み
る
。
ネ
マ

l
ズ
は
こ
れ
ら

五
人
の
経
済
事
者
の
「
過
少
消
費
説
」
を
徐
り
に
も
簡
患
に
索
拙
す
る
。

す
な
わ
ち
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
は
過
少
消
費
を
恐
慌
の
原
因
の
-
説
明
に
求
め
る

と
の
べ
、
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
は
所
得
分
配
の
重
要
な
も
の
と
し
て
品
目
働
者
の

相
封
的
分
け
前
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
充
分
な
も
の
と
し
て

第三十九巻一橋論叢

の
労
働
者
の
紹
封
分
量
を
考
え
る
の
だ
と
い
う
。
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
の
髄
系

で
は
、
生
産
の
諮
形
態
に
み
ら
れ
る
誤
っ
た
生
産
は
所
得
の
悪
分
配
と
関

係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
の
髄
系
で
は
消
費
を
決
定
す
る
も
の

が
所
得
で
あ
り
、
こ
れ
を
中
心
に
人
口
と
所
得
と
の
闘
係
、
生
産
と
所
得

と
の
関
係
が
つ
か
ま
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ネ
マ

l
ズ
は
、

シ
ス
号
ン
デ
ィ
は
も
と
も
と
経
済
愚
者
で
な
く
、
歴
史
家
で
あ
る
か
ら
小

生
産
者
の
紅
舎
で
は
分
配
の
正
義
、
厚
生
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
、
こ

の
鮎
か
ら
資
本
主
義
へ
の
倫
理
的
批
剣
を
し
た
が
、
こ
れ
は
原
理
的
に
は

分
配
論
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
要
約
す
る
。

ロ
ー
ダ
1
デ
ィ
l
ル
に
あ
っ
て
は
、
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
、
ロ

l
ド
ベ
ル
ト

ウ
ス
、
ホ
ブ
ソ
ン
等
と
同
じ
意
味
で
の
過
少
消
費
論
者
で
な
い
こ
と
が
特

徴
的
で
あ
る
こ
と
、
に
も
拘
ら
ず
彼
を
ス
ミ
ス
の
投
資
、
貯
蓄
理
論
の
批

判
者
と
し
て
と
り
あ
げ
、
彼
は
、
消
費
不
足
、
生
産
に
む
け
ら
れ
る
資
本
、

過
剰
生
産
に
導
く
も
の
と
し
て
競
争
を
批
判
せ
ず
、
と
く
に
技
術
と
か
資

金
需
要
を
問
題
に
し
、
こ
の
限
り
で
過
少
消
裂
を
取
上
げ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
蛍
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
負
債
、
同
政
の
理
論
構
造
に
注
意
を
む

け
、
過
剰
生
産
恐
慌
を
否
定
し
た
。
こ
の
鮎
ネ
マ
1

ズ
は
通
俗
的
解
稗
を
，

で
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

マ
ル
サ
ス
に
あ
っ
て
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
過
剰
生

産
の
可
能
性
を
み
と
め
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
地
主
階
級
の
不
生
産
的
消

費
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
と
き
、
そ
の
限
り
で
マ
ル
サ
ス
の
過
少
消
資
を

取
り
あ
げ
、
さ
ら
に
ネ
マ

l
ズ
は
マ
ル
サ
ス
の
政
策
の
取
柄
が
サ
ー
ビ
ス

産
業
の
殺
展
や
所
得
の
卒
等
化
(
地
主
と
公
償
所
有
者
の
流
布
に
よ
る
)
、

消
費
財
の
種
類
を
増
し
て
、
圏
内
外
の
産
業
の
披
張
、
不
生
産
的
消
費
の
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あ
る
0

マ
ル
ク
ス
を
過
少
治
資
論
者
と
し
て
う
け
と
め
て
い
る
こ
と
自
値

反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
五
人
の
過
少
消
費
論
者
の
説
明
の
場
合
で
も
、
シ
ス
モ
ン
デ
ィ

l

|
ロ

l
ド
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
系
譜
を
マ
ル
ク
ス
は
い
か
に
批
判
し
、
質
問
叫
と

恐
慌
の
問
題
を
論
じ
た
か
、
ま
た
他
方
で
ロ

1
ダ
l
デ
ィ

l
L
Y
-
-
マ
ル

サ
ス
の
過
少
治
資
読
の
系
譜
を
批
判
的
に
解
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
ネ

7
1
ズ
は
五
人
の
、
過
少
消
費
諭
の
政
策
的
側
面
を
指
摘
す
る
だ

け
で
、
そ
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
が
、
資
本
主
義
の
矛
盾
意
識
を
ど
の
よ
う
に
髄

得
し
、
過
少
消
費
を
展
開
し
た
か
と
い
う
貼
は
除
か
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
ま
た
過
少
消
費
を
景
気
循
環
の
一
側
面
の
理
論
と
し
て
把
握
し
て
ゆ

く
方
、
訟
も
不
充
分
の
ま
L

に
終
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ネ
マ
l
ズ
は
本
書

の
初
め
に
ハ
パ
ラ
1
の
言
葉
を
引
用
し
て
「
過
少
消
史
論
が
危
機
の
理
論

で
あ
っ
て
、
循
環
の
理
論
で
な
か
っ
た
」
こ
と
を
前
面
的
に
お
し
だ
す
つ

も
り
だ
ヲ
た
の
か
、
そ
の
代
り
、
ホ
プ
ソ
ン
、
フ
ォ
ス
タ
ー
な
ど
の
理
論

が
、
過
少
消
費
に
よ
る
過
剰
貯
蓄
を
意
味
す
る
貼
で
前
述
の
五
人
と
臭
っ

て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
鮎
盤
理
の
不
充
分
さ

を
残
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
過
少
消
費
読
を
整
理

す
る
な
ら
ば
ホ
プ
ソ
ン
前
後
の
額
著
な
事
者
を
も
と
り
あ
げ
て
、
要
約
的

に
整
理
で
き
な
い
も
の
か
。
例
え
ば
、
(
一
)
「
過
少
消
究
」
を
「
過
剰
貯

蓄
」
と
同
義
語
に
解
し
、
貯
蓄
に
鈎
し
、
消
費
の
過
少
な
こ
と
を
好
況
破

た
ん
の
原
因
と
み
な
す
ホ
プ
ソ
ン
の
立
場
、
(
二
)
恐
慌
は
貯
蓄
率
の
急

増
、
す
な
わ
ち
治
資
財
に
封
す
る
雲
要
の
急
減
に
よ
っ
て
お
こ
る
の
で
な

く
、
生
産
市
中
の
急
崎
、
治
資
財
の
急
激
な
増
加
に
よ
り
誘
致
さ
れ
る
立
場
、

(
三
)
資
本
財
の
供
給
が
そ
の
需
要
に
封
し
過
剰
と
な
る
立
場
、
こ
の
型

奨
励
な
ど
を
し
た
貼
を
整
理
し
て
い
る
。

ロ
ー
ド
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
あ
っ
て
は
、
ロ
ー
ダ
l
デ
ィ

1
ル
、
マ
ル
サ
ス

の
過
少
治
資
説
よ
り
も
む
し
ろ
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
の
系
譜
に
つ
な
が
っ
て
い

る
こ
と
を
あ
げ
、
彼
に
よ
る
と
過
剰
生
産
、
恐
慌
の
原
因
は
州
労
働
者
の
所

得
が
少
な
い
か
ら
で
も
な
く
、
ま
た
資
本
家
の
治
資
力
が
有
限
で
あ
る
か

ら
で
も
な
く
、
労
働
者
の
所
得
が
労
働
生
産
性
の
増
進
に
伴
い
生
産
物
償

の
う
ち
僅
少
に
な
る
か
ら
賃
金
部
分
が
、
餓
剰
生
産
物
部
分
に
比
し
て
ま

す
ま
す
減
少
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
図
家
の
力
で
過
少
消
費
を
抑
制
す

る
と
い
う
考
え
を
抽
象
的
に
説
明
す
る
。

さ
い
ご
に
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
ネ
マ

1
ズ
に
よ
れ
ば
彼
の
過
少
消

費
論
は
労
働
償
値
論
の
一
構
成
部
分
で
あ
り
ホ
プ
ソ
ン
と
同
じ
く
一
経
済

皐
者
以
上
の
仕
事
を
し
た
と
の
べ
、
さ
ら
に
ネ

7
1
ズ
は
、
マ
ル
ク
ス
の

恐
慌
論
は
、
刑
判
除
償
値
、
搾
取
市
中
、
技
術
問
の
均
衡
の
は
げ
し
い
週
則
的

再
調
整
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
労
働
の
均
衡
は
一
時
的
に
確
立
さ
れ
る
と

い
い
、
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
「
恐
慌
は
理
論
で
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム

へ
の
爆
設
的
辿
鎖
的
理
論
で
あ
る
」
と
解
脚
押
す
る
。
そ
し
て
前
述
の
シ
ス

モ
ン
デ
ィ
、
マ
ル
サ
ス
、
ロ
ー
ダ

1
デ
ィ

1
ル
、
ロ
ー
ド
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の

過
少
消
費
論
は
、
過
剰
生
産
高
の
貫
現
の
問
題
に
の
み
閥
心
を
示
し
た
の

に
た
い
し
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
剰
飴
債
値
の
殻
生
と
質
現
の
依
件
と
を

直
別
す
る
と
い
う
形
で
把
握
さ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ネ
マ

l
ズ

の
マ
ル
ク
ス
理
解
は
一
一
倒
的
で
あ
り
、
皮
相
な
解
棒
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
だ
か
ら
ネ
マ

1
ズ
自
身
は
、
マ
ル
ク
ス
を
過
少
治
資
論
者
の
思
想
の

箱
固
に
お
き
、
一
過
少
消
究
論
者
と
し
て
類
型
化
す
る
に
は
、
徐
り
に
も

多
く
の
貼
で
逸
脱
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

評書(49 ) 
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は
過
剰
投
資
説
と
一
見
通
ず
る
が
、
か
か
る
形
で
の
整
理
究
明
が
他
方
で

必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
の
問
題
と
し
て
、
ネ
マ

1
ズ
が
ホ
プ
ソ
ン
の
経
済
思
想
を
四
つ
の

時
期
に
わ
け
で
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
展
開
し
て
い
る
鮎
で
あ
る
。
こ
の
貼

に
つ
い
て
は
前
述
し
た
よ
う
に
磯
部
氏
の
詳
細
な
紹
介
が
あ
る
の
で
こ
こ

で
は
省
略
し
、
問
題
と
お
も
わ
れ
る
貼
を
指
摘
す
る
こ
と
に
す
る
。
ネ
マ

l
ズ
に
よ
れ
ば
第
一
期
(
一
八
八
九
|
九

O
年
)
は
マ
ン
マ
リ
ー
と
の
共

著
「
産
業
の
生
理
事
」
で
の
過
少
消
費
U
過
剰
貯
蓄
と
い
う
概
念
で
展
開

し
た
最
初
の
過
少
消
費
論
で
あ
り
、
第
二
期
〈
一
八
九
一
ー
ー
一
九
O
二
年
)

は
過
少
消
費
に
も
と
づ
く
「
所
得
分
配
の
不
卒
等
」
の
概
念
を
政
策
面
で

積
極
的
に
展
開
す
る
時
期
で
、
第
三
期
(
一
九

O
=一
ー
ー
一
九
一
八
年
)
は
、

一
方
で
準
正
嘗
滋
の
考
え
を
み
せ
、
他
方
で
「
所
得
分
配
の
不
卒
等
」
以

上
に
「
貯
蓄
|
消
費
比
事
」
を
重
視
す
る
時
期
、
第
四
期
(
一
九
一
八
|

一
九
四

O
年
)
は
、
過
少
消
費
諭
の
政
策
面
で
の
遁
用
復
活
の
時
期
、
す

な
わ
ち
分
配
の
不
卒
等
は
過
剰
貯
蓄
の
結
呆
に
よ
る
貼
を
強
調
す
る
考
え

を
正
面
に
か
か
げ
る
時
期
で
あ
る
。
ネ
マ
l
ズ
は
、
か
く
て
過
少
消
費
の

論
理
が
各
時
期
に
ど
の
よ
う
に
鑓
化
し
て
い
っ
た
か
を
、
三
・
四
・
五
章

で
主
著
を
め
ぐ
っ
て
兵
値
的
に
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
明
瞭
な
こ
と
は
、
ネ
マ

1
ズ
の
分
析
手
法
が
ホ
プ
ソ
ン
経
梼
拳

を
過
少
消
費
の
側
面
か
ら
、
い
わ
ば
内
側
か
ら
の
み
迫
求
じ
、
ホ
プ
ソ
ン

「
髄
系
」
を
性
格
づ
け
て
い
る
と
い
お
っ
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
勤
第
一
期
に
お
け
る
「
産
業
の
生
理
事
」
の
性
格
づ
け
は
問
題
な

い
と
し
て
、
第
二
の
時
期
に
お
け
る
主
著
「
貧
困
の
問
題
」
(
一
八
九
一

年
)
「
資
本
主
義
畿
蓬
史
論
」
(
一
八
九
四
年
)
「
失
業
者
問
題
」
こ
八
九

第六説第三十九巻一橋論叢

六
年
)
「
一
位
舎
改
良
家
ジ
胃
ン
・
ラ
ス
キ
ン
」
〈
一
八
九
八
年
)
「
帝
岡
主
義

論
」
(
一
九

O
二
年
)
の
基
礎
は
、
い
ず
れ
も
過
剰
貯
蓄
、
過
少
消
費
に
起

因
す
る
所
得
分
配
め
不
卒
等
の
論
理
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
一
腹
確
か
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
諸
著
作
は
経
燐
理
論
の
阜
な
る
機
械
的
泡
用

と
し
て
政
策
を
取
扱
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
理
論
と
政
策

の
有
機
的
閣
漣
を
主
髄
的
に
取
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
「
貧
困

問
題
」
は
過
少
消
費
に
も
と
づ
く
労
働
者
階
級
の
貧
困
拭
態
の
質
誼
で
あ

り
、
カ
ー
ル
ス
・
プ
l
ス
の
「
人
民
と
労
働
の
生
活
」
を
基
礎
に
し
て
か

い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
著
作
は
、
「
失
業
問
題
」
と
内
的
開
港
を
も
つ
も

の
で
あ
り
、
む
し
ろ
政
策
的
側
面
を
主
惜
的
に
と
り
あ
げ
た
。
そ
の
他
の

著
書
も
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
策
と
理
論
の
統
一
的
理
解
か
ら

第
二
期
の
性
格
規
定
を
し
な
け
れ
ば
、
ホ
プ
ソ
ン
の
経
済
撃
の
殻
展
の
側

面
が
見
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
ネ
マ

I
ズ
の
い
う
よ
う
に
所
得
分

配
の
概
念
が
、
貯
蓄
1

消
費
比
率
の
概
念
と
濁
立
的
に
展
開
さ
れ
た
と
い

う
形
で
過
少
消
費
論
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
説
得
的
で
な
い
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
第
三
、
四
期
で
の
規
定
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
ネ
マ
l
ズ
自
身
第
三
期
で
過
少
消
費
論
を
「
産
業
制
度
論
」

(
一
九

O
九
年
)
の
一
部
に
限
定
し
、
こ
こ
で
は
第
一
期
の
「
産
業
の
生

理
事
」
で
の
貯
蓄
|
消
費
比
率
に
力
鮎
が
お
か
れ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
貼
に
表
わ
れ
て
い
る
。

私
と
し
て
は
ホ
プ
ソ
ン
の
経
済
理
論
は
「
産
業
の
生
理
事
」
「
産
業
制

度
論
」
「
宮
の
科
向
学
」
に
系
譜
的
に
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
主
著
を
分
析
す
る

過
程
で
、
規
定
で
き
る
の
で
あ
り
、
他
方
で
彼
の
経
済
政
策
、
歴
史
、
思

想
を
取
上
げ
て
統
一
的
に
理
解
し
た
方
が
、
明
瞭
に
な
る
と
思
う
。
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評

こ
の
鮎
か
ら
ホ
プ
ソ
ン
著
作
「
髄
系
」
を
整
理
し
、
性
格
づ
け
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
ネ
マ

1
ズ
の
よ
う
に
ホ
プ
ソ
ン
に
は
政
策
的
分
析
が
強
い
か
ら

理
論
の
整
合
性
を
快
い
た
と
い
う
形
で
ホ
ブ
ソ
ン
の
最
大
の
紋
陥
を
指
摘

す
る
の
は
承
服
で
き
な
い
。

第
三
と
し
て
「
帝
園
主
義
論
」
一
許
債
の
問
題
を
検
討
し
た
い
。
ネ
マ

l

ズ
は
本
書
第
四
章
で
、
帝
閣
主
義
の
定
義
、
「
帝
閤
主
義
論
」
形
成
と
そ
の

前
後
の
作
品
と
の
閥
係
に
か
ん
す
る
簡
単
な
説
明
、
「
帝
図
主
義
論
L

の
意

圃
、
過
少
消
費
論
の
遁
用
、
「
一
帝
閣
主
義
」
の
論
理
の
展
開
、
そ
の
資
料
分

析
の
内
容
、
帝
図
主
義
に
か
ん
す
る
ホ
プ
ソ
ン
と
シ
ュ
ン
ペ

1
タ
l
の
思

想
お
よ
び
ホ
プ
ソ
ン
と
マ
ル
ク
ス
主
義
的
帝
闇
主
義
論
と
の
簡
単
な
比
較

を
試
み
、
要
約
し
て
い
る
。

ま
ず
ホ
プ
ソ
ン
自
身
の
検
討
か
ら
始
め
る
と
、
ホ
プ
ソ
ン
は
帝
国
主
義

の
支
配
動
機
を
輸
出
業
者
、
ぶ
且
融
業
者
に
よ
る
市
場
お
よ
び
有
刺
な
投
資

へ
の
要
求
、
官
裕
な
所
有
階
級
の
利
潤
、
配
賞
、
地
代
か
ら
生
れ
る
過
剰

蓄
積
の
閣
外
投
資
の
た
め
に
政
治
カ
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
金
融
資
本

家
、
投
資
家
の
要
求
の
な
か
に
、
同
時
に
そ
れ
は
囲
内
の
産
業
高
度
化
の

た
め
安
傾
な
原
料
お
よ
び
食
料
の
職
入
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
と
結
び
つ

き
、
こ
れ
ら
の
要
請
か
ら
さ
ら
に
代
議
政
治
の
腐
敗
、
堕
落
、
軍
図
主
義

の
撞
頭
の
政
治
的
問
題
を
迫
求
す
・
る
。
ネ
マ

1
ズ
は
と
く
に
金
融
資
本
に

よ
る
過
剰
貯
蓄
に
も
と
づ
く
資
本
輪
出
の
役
割
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
そ

の
基
礎
は
所
得
分
配
の
不
卒
等
に
起
因
す
る
の
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち

「
帝
園
主
義
論
」
は
ホ
プ
ソ
ン
経
桝
撃
に
お
け
る
過
少
消
費
論
の
一
遍
用

で
あ
り
、
そ
れ
も
「
所
得
分
配
の
不
卒
等
」
の
概
念
が
前
面
に
で
て
い
る

書(51 ) 

こ
と
を
ま
ず
強
調
し
、
同
時
に
貯
蓄
l
消
費
比
事
の
概
念
も
重
視
す
る
。

ネ
マ

l
ズ
は
こ
の
こ
っ
の
概
念
に
お
け
る
カ
貼
の
作
用
を
問
題
に
し
「
帝

図
主
議
論
」
を
ホ
プ
ソ
ン
経
機
事
呂
田
系
」
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
だ
が
「
帝
園
宅
』
畿
輸
」
の
場
合
、
ホ
プ
ソ
ン
経
端
的
事
「
悩

系
」
の
内
側
か
ら
の
み
性
格
づ
け
る
こ
と
は
承
認
し
が
た
い
函
を
残
す
こ

と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
つ
の
概
念
は
つ
ね
に
表
基
一
般
の
閥
係
で
あ

り
、
ど
ち
ら
に
重
貼
を
お
く
か
と
い
う
分
析
は
こ
こ
で
は
鈴
り
重
要
性
を

も
た
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ホ
プ
ソ
ン
帝
園
主
義
論
の
経
済
事
的
基
盤
は
過
少

消
賀
設
に
貫
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
、
し
た
が
ヮ
て
問
題

は
、
ホ
プ
ソ
ン
の
積
極
的
意
闘
は
、
所
得
分
配
の
不
平
等
を
な
く
し
、
不

生
産
的
剰
絵
を
消
滅
さ
せ
て
均
衡
あ
る
枇
曾
的
再
生
産
を
維
持
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
改
良
主
義
の
性
格
が
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ

り
、
だ
か
ら
ホ
プ
ソ
ン
の
剰
徐
の
概
念
の
分
析
が
決
定
的
に
重
要
性
を
も

っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
の
鮎
を
ま
ず
し
っ
か
り
ふ
ま
え
て
帝
闘
主
義
論

の
全
髄
的
評
債
、
さ
ら
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
帝
岡
主
義
論
と
の
決
定
的

な
差
を
論
ず
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
ネ
マ

l
ズ
の
よ
う
に
「
帯
閣
主
義

論
」
を
過
少
消
費
論
の
一
週
用
と
し
て
の
評
償
、
さ
ら
に
「
帝
国
主
義

論
」
で
は
政
治
撃
の
分
析
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
か
、
さ
ら
に
は
、
ホ

プ
ソ
ン
と
レ

I
ニ
ン
お
よ
び
シ
ュ
ン
ペ

1
タ
1
の
帝
闘
主
義
翻
を
、
そ
れ

ぞ
れ
「
改
良
的
」
「
革
命
的
」
「
隔
世
遺
侍
的
第
三
者
的
」
と
羅
列
的
に
結

論
づ
け
る
だ
け
で
は
「
帝
図
主
義
論
」
の
評
債
が
木
明
瞭
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
か
、
或
い
は
機
械
的
な
論
じ
か
た
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

つ
ぎ
に
本
章
で
「
帝
国
主
義
論
」
許
債
の
第
二
の
問
題
と
し
て
取
り
あ

げ
る
に
値
す
る
も
の
は
、
帝
閣
主
義
に
か
ん
す
る
ホ
プ
ソ
ン
の
見
解
は
十
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年
後
に
畿
っ
た
と
い
う
貼
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ネ
マ

1
ズ
は
二
つ
の
黙

か
ら
指
摘
す
る
。
一
つ
は
ホ
プ
ソ
ン
が
「
帝
図
主
義
論
」
で
の
べ
た
歴
史

の
経
済
的
蹄
結
を
過
大
に
強
調
し
た
こ
と
を
反
省
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
。
二
つ
に
は
資
本
輸
出
に
も
と
づ
く
金
融
業
者
の
役
割
に
劃
す
る
反

省
、
す
な
わ
ち
図
際
金
融
「
業
者
一
が
卒
和
の
可
能
性
あ
る
道
具
と
し
て

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
ホ
プ
ソ
ン
が
「
経
済

事
上
異
端
者
の
告
白
」
(
一
九
三
八
年
)
で
、
後
者
は
「
投
資
の
経
済
的
解

稗
」
(
一
九
一
一
年
)
で
の
べ
て
い
る
鮎
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
と
く
に

園
際
投
資
の
鑓
化
の
指
摘
に
つ
い
て
ホ
ブ
ソ
ン
自
身
「
お
だ
や
か
な
帯
園

主
義
は
明
確
に
卒
和
的
性
格
を
も
ち
、
後
進
図
聞
の
秩
序
と
後
展
の
促
進

お
よ
び
圏
内
の
羨
撃
を
緩
和
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
の
ぺ
た
鮎
、
す

な
わ
ち
、
ホ
プ
ソ
ン
は
「
帝
園
主
義
論
」
(
一
九

O
二
年
)
で
帝
闘
主
義
の

植
民
地
に
謝
す
る
政
治
的
経
済
的
支
配
を
説
い
た
こ
と
、
と
く
に
金
融
業

者
の
寄
生
的
性
格
を
の
べ
た
こ
と
を
反
省
し
、
帝
園
主
義
が
卒
和
的
性
格

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
ホ
プ
ソ
ン
帝
闘
主
義
組
の
畿
容
が
あ
る

と
い
う
。
ネ
マ
1
ズ
は
と
り
わ
け
「
政
府
借
款
と
闘
家
借
款
」
を
匝
別
し

て
ホ
プ
ソ
ン
の
考
え
方
の
滋
化
を
指
摘
す
る
。
だ
が
「
帝
図
主
義
論
」
と

「
投
資
の
経
済
的
解
稗
」
の
見
解
の
抽
変
化
を
容
易
に
理
解
で
き
な
い
と
し

て
、
最
後
に
ホ
プ
ソ
ン
に
と
っ
て
「
帝
園
主
義
」
の
重
要
性
は
過
少
消
費

の
例
詮
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
限
り
で
は
両
立
す
る
こ
と
を
結
論
づ
け
て
、

根
本
的
問
題
は
避
け
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
ホ
プ

J
Uの

帯
園
主
義
観
が
鐙
化
し
た
こ
と
は
ウ
イ
ン
ズ
ロ
1
、
静
田
氏
も
指
摘
し
、

こ
の
鮎
に
闘
し
わ
ず
か
な
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
、
例
え
ば
、
磯
部
氏
は
図

糠
投
資
に
お
け
る
新
じ
い
傾
向
、
帝
国
主
義
の
ー
性
格
の
事
質
を
指
摘
し
た
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こ
と
は
帝
闘
主
義
そ
の
も
の
の
勢
化
で
あ
っ
て
、
ホ
プ
ソ
ン
の
見
解
の
獲

(

3

)

 

化
で
な
い
と
解
四
押
し
、
前
記
の
三
人
と
異
っ
た
見
解
を
示
す
。
私
自
身
こ

の
二
つ
の
解
蒋
に
つ
い
て
は
他
の
機
曾
に
充
分
に
詳
論
す
る
つ
も
り
で
あ

る
が
、
た
だ
隔
者
に
い
え
る
こ
と
は
、
ホ
ブ
ソ
ン
が
「
一
帝
国
主
義
L

で、

園
際
調
占
資
本
の
基
本
的
運
動
の
論
理
を
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
、
し
た

が
っ
て
帝
園
主
義
論
で
園
際
投
資
の
背
後
の
資
本
の
論
理
の
分
析
が
不
充

分
で
あ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
帝

園
主
義
論
」
を
か
い
た
官
時
の
歴
史
的
保
件
と
環
境
と
十
年
後
の
そ
れ
ら

の
相
違
を
正
し
く
つ
か
ま
え
た
う
え
で
、
ホ
プ
ソ
ン
の
経
済
壌
の
方
法
、

グ
ィ
ジ
ョ
ン
の
限
界
を
指
摘
す
る
こ
と
が
大
切
で
は
あ
る
ま
い
か
、
こ
の

貼
ネ
7
1
ズ
お
よ
び
ウ
イ
ン
ズ
ロ
1
は
手
放
し
で
論
じ
て
い
る
し
、
ま
た

磯
部
氏
の
指
摘
は
、
客
髄
的
傑
件
の
鑓
化
が
、
ホ
プ
ソ
ン
の
グ
ィ
ジ
ョ
ン

を
も
鐙
化
さ
せ
た
と
い
う
風
に
と
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
問
題
は
ホ
プ

ソ
ン
の
帝
園
主
義
に
封
す
る
全
館
点
仏
政
治
・
経
済
的
)
分
析
方
法
、
が
不

充
分
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
他
問
題
に
す
べ
き
鮎
は
多
々
あ
る
が
こ
こ
で
つ
け
加
え
た
い
の
は

ネ
マ
1
ズ
に
よ
る
ホ
プ
ソ
ン
の
過
少
消
費
論
批
判
で
あ
り
、
そ
の
直
接
の

封
象
と
な
っ
た
文
献
「
産
業
の
生
理
祭
」
「
失
業
の
問
題
」
「
分
配
の
経
済

事
」
「
帝
園
主
義
論
」
「
産
業
制
度
論
」
「
新
岡
家
に
お
け
る
課
税
」
「
失
業

の
経
済
的
学
」
「
合
理
化
と
失
業
」
等
で
あ
る
。
さ
ら
に
ホ
プ
ソ
ン
の
統
計

資
料
の
取
扱
い
方
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
内
容
は
こ
こ
で
は
紙
数

の
閥
係
上
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
そ
の
主
知
は
、
ホ
ブ
ソ

ン
経
済
亭
に
お
け
る
快
陥
が
、
貨
幣
信
用
論
の
無
視
、
利
子
率
調
節
作
用

の
婚
姻
、
資
本
理
論
の
軽
視
、
相
川
界
生
産
力
主
義
の
排
除
、
セ
イ
法
則
の
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部
分
骨
認
用
に
み
ら
れ
、
ま
た
景
気
循
環
論
に
つ
い
て
の
一
貫
し
た
主
張

が
な
い
こ
と
や
、
ホ
プ
ソ
ン
の
過
少
消
費
論
と
正
統
汲
の
過
剰
投
資
論
と

の
比
較
、
す
な
わ
ち
第
一
章
で
の
ぺ
た
過
少
消
費
論
者
の
研
究
が
侠
け
て

い
た
こ
と
を
と
く
。
最
後
に
「
剰
徐
」
分
析
を
課
税
規
準
に
適
用
す
る
論

理
の
展
開
、
合
理
化
政
策
は
労
働
者
の
所
得
増
加
、
失
業
解
決
に
な
ら
な

い
こ
と
を
説
明
し
、
そ
れ
は
過
少
消
費
の
規
貼
か
ら
ホ
プ
ソ
ン
が
反
謝
し

た
こ
と
を
と
い
て
い
る
。

評

以
上
本
書
を
三
つ
の
貼
に
限
定
し
て
貧
し
い
論
評
を
し
た
の
で
あ
る

が
、
本
書
が
ホ
プ
ソ
ン
の
経
済
率
髄
系
を
過
少
消
費
と
い
う
赤
き
導
き
の

絡
で
貫
き
と
お
し
て
い
る
の
で
、
私
の
論
評
は
A
T
ば
超
越
的
批
判
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
ネ
マ

l
ズ
が
、
ホ
プ
ソ
ン
の

全
著
作
詞
阻
系
」
に
お
け
る
過
少
消
費
論
の
慶
化
を
、
終
始
、
克
明
に
論

設
し
た
こ
と
は
、
一
康
成
功
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ

が
そ
の
揚
合
に
ハ
ミ
ル
ト
ン
や
磯
部
氏
も
い
う
よ
う
に
若
干
の
重
複
を
ま

ぬ
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
ネ
マ

l
ズ
が
過
少
消

費
と
い
う
限
定
し
た
親
鮎
か
ら
の
分
析
だ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
著
者
の
ホ
プ
ソ
ン
批
判
に
し
て
も
、
著
者
自
身
の
積
極
的
な
論
旨

の
展
開
が
み
ら
れ
な
い
の
は
限
り
な
い
弱
鮎
を
も
っ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
ネ
マ
l
ズ
が
ホ
プ
ソ
ン
の
過
少
消
費
訟
の
一
貫
し
た

快
陥
は
、
マ
ネ
l
・
タ
ー
ム
に
よ
る
展
開
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
貼

に
閲
す
る
着
賞
で
精
微
な
批
判
研
究
が
み
ら
れ
で
も
、
そ
れ
で
は
ホ
プ
ソ

ン
経
桝
事
を
近
代
経
済
事
の
先
駆
者
と
し
て
う
け
と
め
る
姿
勢
の
評
債
は

(53 )書

ど
の
よ
う
な
の
か
と
い
え
ば
、
こ
の
貼
不
明
瞭
さ
を
残
し
て
い
る
と
い
え

る
。
こ
の
鮎
は
、
厚
生
経
拙
刑
事
者
と
じ
て
、
ま
た
枇
曾
経
済
思
想
家
と
し

て
の
ホ
プ
ソ
ン
評
債
を
無
視
し
た
貼
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
鮎

今
後
、
著
者
の
研
究
に
期
待
す
る
こ
と
に
し
よ
う
0

・

(
1
〉
拙
稿
「
J
・
A
-
ホ
プ
ソ
ン
に
闘
す
る
一
試
論
」
(
「
経
済
系
」

目
抗
)
の
ホ
プ
ソ
ン
研
究
の
展
望
を
み
ら
れ
h

た
い
。
な
お
こ
こ
で

は
、
叶
・

4
『
・
同
三
口
古
田
o
p
k
r
H
W
S
M由
唱
え
阿

8
5
E口
り
o口件。，

注
目
白
由
民
苫

t
S
N
P
5
8・唱団
-HH
∞
HN唱
を
検
討
し
な
か
っ
た
。

(

2

)

凶
・
民
・

4
2
8
H
O
F
寸
宮
】
2
2
0
2
0同
岡

田

HM目
立
色
町

F
巴
お

同

M』
M
-
K宇
宙

|lac-

静
岡
均
「
反
帝
園
主
義
者
ホ
プ
ソ
ン
」
(
「
経
済
論
議
」
七
四
の
三
)

(
3
〉
磯
部
浩
一
「
J
・
A
-
ホ
プ
ソ
ン
研
究
|
|
「
帝
閤
主
義
論
を

め
ぐ
る
一
試
論
」
(
「
一
橋
論
叢
」
三
七
の
五
〉
に
詳
し
い
分
析
が
あ

る。

(

4

)

拙
稿
「
J
・
A
-
ホ
プ
ソ
ン
経
済
拳
の
基
盤
に
つ
い
て
」
(
「
一

橋
論
叢
」
三
七
の
六
)
参
照
。

(
な
お
こ
の
「
書
評
」
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、

D
-
ハ
ミ
ル
ト

ン、

J
・
ロ
ピ
ン
ソ
ン
、
磯
部
氏
の
書
評
を
、
改
め
て
讃
む
機
舎
を

え
た
こ
と
を
編
集
部
に
感
謝
す
る
，
次
第
で
す
。
)

(
闘
束
事
院
大
事
講
師
)
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