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フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
出
発
点
と
「
管
理
の
一
般
原
則
」

「
管
理
の
方
法
」
と
フ
ェ
イ
ヨ
リ
ス
ム
の
本
質

「
管
理
の
要
素
」
と
管
理
の
原
理

結

雲
　
嶋

良
　
雄

序

　
経
営
管
理
の
科
学
化
が
間
題
と
さ
れ
る
揚
合
、
ま
ず
と
り
あ
げ
ら
る
べ
き
も
の
が
、
テ
イ
ラ
i
（
牢
＆
魯
一
畠
ゑ
ぎ
巴
o
≦
↓
帥
｝
一
畦
）

の
業
績
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
経
営
管
理
の
科
学
的
遂
行
の
た
め
に
、
そ
の
理
論
的
拠
り
処
を
提

供
す
べ
き
「
管
理
の
原
理
」
（
鷺
ぎ
。
旦
。
9
日
碧
お
。
包
①
旨
己
8
三
話
＆
ヨ
三
巽
露
二
話
）
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
努
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

そ
の
研
究
の
緒
に
つ
い
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
け
っ
し
て
「
管
理
の
原
理
」
が
テ
イ
ラ
ー

　
　
　
　
　
ア
ン
リ
．
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ヨ
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理
学
説
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に
よ
っ
て
確
立
せ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
が
彼
の
最
後
の
論
文
、
「
科
学
的
管
理
の
原
理
」
（
↓
『
．
り
嫁
ぎ
9
、

覧
9
亀
望
8
旨
5
。
竃
鈴
奉
鴨
目
Φ
算
這
5
）
に
お
い
て
到
達
せ
る
も
の
は
、
固
有
の
意
味
に
お
け
る
「
管
理
の
原
理
」
で
は
な
く
し
て
、

む
し
ろ
各
種
の
「
作
業
の
原
理
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
作
業
そ
れ
自
体
を
支
配
す
る
原
理
と
、
か
か
る
作
業
を
そ
の
う
ち

に
含
む
経
営
活
動
全
体
の
綜
合
的
運
営
を
、
そ
の
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
の
経
営
管
理
を
支
配
す
る
原
理
と
は
、
明
確
に
区
別
さ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
う
し
た
区
別
が
充
分
に
自
覚
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
テ
イ
ラ
ー
の
管
理
学
説
の
重
大
な
限
界
が
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
テ
イ
ラ
ー
と
ほ
ぼ
そ
の
時
を
同
じ
く
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
管
理
の
原
理
」
の
重
要
性
に
注
目
し
、
終
始
一
貫
し
て
、
「
管

理
の
原
理
」
の
確
立
に
努
め
た
今
一
人
の
人
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
ん
と
す
る
ア
ン
リ
．
フ
ェ
イ
ヨ

ル
（
国
曾
二
勺
曙
9
）
が
そ
の
人
で
あ
る
。
し
か
も
注
意
す
ぺ
き
こ
と
は
、
彼
の
管
理
学
説
の
中
に
、
テ
イ
ラ
ー
の
研
究
を
批
判
的
に
摂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

取
せ
る
あ
と
が
か
な
り
明
瞭
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
テ
イ
ラ
ー
と
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
、
年
代
的
に
、
ほ
ぽ
同
時

代
に
活
躍
し
た
人
々
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
研
究
内
容
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
テ
イ
ラ
ー
の
課
題
を
う
け
つ
ぎ
、

「
管
理
の
原
理
」
の
新
し
き
展
開
を
志
向
せ
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
、
「
管
理
の
原
理
」

の
内
容
を
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
展
開
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説
を

あ
と
づ
け
、
そ
の
特
質
と
限
界
と
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
経
営
管
理
に
関
す
る
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
研
究
は
、
お
お
む
ね
次
の
二
つ
の
著
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
針
》
α
目
ぼ
粧
貫
暮
一
〇
δ
H
β
費
お
け
ユ
Φ
自
Φ
9
0
ひ
ロ
曾
箪
ρ
一
ε
9



　
　
い
■
い
、
国
く
①
は
伍
Φ
一
、
Φ
ω
℃
鼻
雲
三
一
p
這
一
ド

こ
の
う
ち
第
一
の
著
書
は
、
彼
が
最
高
経
営
者
と
し
て
の
自
ら
の
体
験
を
基
礎
と
し
て
、
一
九
〇
〇
年
の
国
際
鉱
山
冶
金
学
会
お
よ
び
一

九
〇
八
年
の
鉱
業
協
会
第
五
十
回
大
会
に
お
い
て
行
っ
た
報
告
を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
彼
の
「
管
理
の
原
理
」
に
関
す
る
主
張
は
、

こ
の
中
に
最
も
体
系
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
著
書
は
、
彼
の
管
理
学
説
を
一
般
に
普
及
せ
し
め
る
た
め
に
、
彼
が

試
み
た
講
演
お
よ
び
発
表
せ
る
論
文
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
彼
の
主
著
た
る
第
一
の
著
書
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

中
心
と
し
て
考
察
を
す
す
め
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
（
1
）
　
藻
利
重
隆
教
授
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
次
の
如
く
主
張
せ
ら
れ
る
。
「
テ
イ
ラ
ア
は
経
営
活
動
が
個
々
の
労
働
者
の
作
業
に
よ
っ
て
執
行
せ

　
　
ら
れ
る
こ
と
に
の
み
着
眼
し
た
た
め
に
、
作
業
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営
管
理
の
問
題
も
ま
た
お
の
ず
か
ら
解
決
し
う
る
も
の
と
信
じ
た

　
　
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
作
業
を
指
導
す
る
原
理
が
た
だ
ち
に
経
営
管
理
を
指
導
す
る
原
理
で
は
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
断
じ
て
忘
れ
て
は
な
ら
な

　
　
い
の
で
あ
る
。
」
藻
利
重
隆
著
、
経
営
管
理
総
論
（
新
訂
版
）
、
七
一
頁
。

　
（
2
）
　
例
え
ば
テ
イ
ラ
ー
の
機
能
的
職
長
制
度
に
関
す
る
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
見
解
は
、
こ
の
点
を
最
も
良
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
7
エ
イ
ヨ
ル

　
　
は
テ
イ
ラ
ー
．
シ
ス
テ
ム
の
本
質
を
職
能
組
織
に
見
出
し
、
そ
の
特
質
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
ぺ
て
い
る
。
「
そ
れ
は
次
の
二
つ
の
考
え
方
に
基
礎

　
　
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
第
一
は
、
参
謀
部
（
国
鼠
亨
《
a
8
）
に
よ
る
工
場
長
お
よ
ぴ
職
長
の
補
強
の
必
要
な
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
命
令
統
一

　
　
の
原
則
（
鷲
ぼ
o
首
①
留
一
、
偉
三
緑
q
Φ
8
ヨ
自
墜
号
ヨ
①
暮
）
の
否
定
で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
の
考
え
方
が
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
の
に
反

　
　
し
、
第
二
の
考
え
方
は
誤
り
で
あ
り
、
む
し
ろ
危
険
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
。
（
甲
男
還
〇
一
し
玄
R
・
や
O
P
）
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
テ
イ
ラ

　
　
ー
．
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
批
判
に
も
と
づ
い
て
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
直
系
参
謀
部
制
度
を
管
理
組
織
の
基
礎
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
又
彼
が
「
管
理
の
一
般

　
　
原
則
」
に
お
い
て
、
命
令
統
一
の
原
則
お
よ
ぴ
指
揮
統
一
の
原
則
を
強
調
す
る
所
以
も
、
こ
う
し
た
テ
イ
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
批
判
と
密
接
な
関
連
を

　
　
　
　
　
7
ン
リ
．
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
七
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有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
Q

（
3
）
　
最
近
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説
に
対
す
る
一
般
の
関
心
が
高
ま
り
、
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ

　
れ
ら
の
う
ち
、
最
も
注
目
す
ぺ
き
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
山
本
安
次
郎
博
士
の
次
の
労
作
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
山
本
安
次
郎

　
著
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
管
理
論
研
究
、
昭
和
三
十
年
、
有
斐
閣
。
尚
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
主
著
》
q
旨
ぎ
一
警
壁
試
8
ぎ
段
暮
ユ
巴
一
Φ
雲
鳳
泳
養
一
ρ
這
ま

　
に
つ
い
て
は
、
都
筑
教
授
に
よ
っ
て
次
の
邦
訳
が
完
成
さ
れ
た
。
都
筑
栄
訳
、
産
業
並
に
一
般
の
管
理
、
昭
和
三
十
三
年
、
風
間
書
房
。

ニ
　
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
出
発
点
と
「
管
理
の
一
般
原
則
」

　
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、

よ
う
。

フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
、

如
何
な
る
動
機
か
ら
経
営
管
理
の
研
究
に
踏
み
入
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
か
ら
考
察
を
は
じ
め

　
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
一
八
四
一
年
七
月
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
に
生
れ
た
。
当
時
、
建
設
事
業
に
従
事
し
て
い
た
彼
の
父
が
、
母
国
フ
ラ
ン
ス
を
あ

と
に
、
こ
の
地
に
赴
任
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
長
じ
て
フ
ラ
ン
ス
に
帰
え
り
、
一
八
六
〇
年
鉱
山
学
校
を
卒
業
し
て
、
コ
マ
ン
ト

リ
・
フ
ー
ル
シ
ャ
ン
ボ
ー
ル
鉱
業
会
社
（
の
8
臥
a
留
O
o
ヨ
旨
o
馨
昌
句
O
葺
昌
隣
目
鼠
三
一
）
に
入
社
、
以
後
一
，
九
一
八
年
こ
の
会
社
の
最
高
経
営

者
の
地
位
を
去
る
ま
で
、
じ
つ
に
五
十
有
余
年
の
間
、
こ
の
会
社
の
技
術
お
よ
ぴ
経
営
の
改
善
の
た
め
に
尽
し
、
一
九
二
五
年
一
一
月
そ
の
生
涯
を

パ
リ
で
閉
じ
た
。
こ
の
間
、
彼
は
経
営
者
と
し
て
の
自
ら
の
体
験
を
基
礎
と
し
て
、
経
営
管
理
の
研
究
に
乗
り
出
し
、
一
九
〇
〇
年
の
国
際
鉱
山
冶

金
学
会
（
O
自
鴨
診
H
巨
曾
奉
試
2
巴
α
窃
竃
ぎ
霧
9
留
ポ
冒
簿
巴
一
畦
笹
Φ
）
お
よ
ぴ
一
九
〇
八
年
の
鉱
業
協
会
第
五
十
回
大
会
（
0
9
讐
訟

山
ロ
O
冒
2
彗
8
コ
巴
お
号
ポ
ω
8
諒
菰
留
ぼ
身
一
の
耳
お
日
『
曾
巴
o
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
経
営
管
理
の
重
要
性
に
関
す
る
報
告
を
な
し
て
い
る
。
そ

し
て
一
九
一
六
年
に
は
遂
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
と
り
ま
と
め
、
彼
の
主
著
「
経
営
お
よ
ぴ
一
般
の
管
理
」
（
》
身
三
三
曾
冨
怠
自
ぎ
α
窃
け
ユ
9
び



9
の
魯
働
巴
①
）
を
発
表
し
て
、
こ
こ
に
経
営
管
理
学
と
い
う
前
人
未
踏
の
研
究
領
域
を
開
拓
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
彼
が
今
日
テ
イ
ラ
ー
と
並

ん
で
、
経
営
管
理
学
の
祖
と
仰
が
れ
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
鉱
山
技
師
と
し
て
出
発
し
た
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
、
経
営
管
理
の
問
題
に
注
目
し
、
そ
の
科
学
化
に
生
涯
を
捧
げ
る
に
至
っ
た
直
接
の
動
機

は
、
一
八
八
八
年
彼
が
こ
の
会
社
の
社
畏
（
肝
8
9
①
巨
α
q
曾
傍
巴
）
に
就
任
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
こ
の
会
社
は
、
多
く
の
損

失
の
た
め
に
解
散
寸
前
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
こ
の
よ
う
な
危
機
を
も
た
ら
し
た
最
も
大
き
な
原
因
が
、
経
営
的

生
産
を
構
成
す
る
諸
々
の
部
分
活
動
、
た
と
え
ぱ
財
務
活
動
、
製
造
活
動
、
販
売
活
動
な
ど
の
非
能
率
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
個
々

の
活
動
を
全
体
と
し
て
調
整
し
、
経
営
目
的
に
向
っ
て
統
合
し
て
ゆ
く
努
力
の
非
科
学
性
に
求
め
ら
る
ぺ
き
で
あ
る
こ
と
に
想
い
至
っ
た
。
換
言
す

れ
ば
、
経
営
の
大
規
模
化
と
と
も
に
、
経
営
活
動
の
分
業
は
お
し
す
す
め
ら
れ
、
分
化
せ
ら
札
た
個
々
の
活
動
に
関
し
て
は
、
め
ざ
ま
し
い
合
理
化

の
努
力
が
み
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
の
企
業
目
的
に
向
っ
て
統
合
し
、
且
つ
そ
の
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
活
動
、
つ

ま
り
管
理
活
動
に
関
し
て
は
、
依
然
と
し
て
管
理
者
の
主
観
的
判
断
の
み
が
重
視
せ
ら
れ
、
そ
の
科
学
化
へ
の
努
力
が
充
分
で
な
か
っ
た
と
ア
】
ろ
に
、

こ
の
よ
う
な
危
機
の
真
の
原
因
が
存
す
る
こ
と
を
看
破
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
経
営
に
お
け
る
管
理
職
能
の
重
要
性
を
強
調
し
て
、
次
の
如
く
述
べ

て
い
る
。
「
こ
れ
ま
で
は
技
術
的
職
能
が
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
又
そ
れ
に
与
え
ら
る
ぺ
き
重
要
な
地
位
を
占
め
て
来
た
。
し
か
し
技
術
的
職
能
の

み
で
は
、
経
営
の
合
理
的
発
展
を
確
保
す
る
の
に
充
分
で
は
な
い
。
経
営
の
合
理
的
発
展
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
他
の
重
要
な
職
能
、
と
り
わ
け

管
理
職
能
の
援
助
が
不
可
欠
で
あ
る
」
と
。
（
国
・
句
3
9
》
3
巳
三
の
言
帥
江
8
冒
自
霧
跨
冨
＝
Φ
9
鷺
β
驚
巴
ρ
一
8
甜
や
8
・
）
か
く
て
フ
ェ
イ
ヨ

ル
は
会
社
の
破
局
を
救
う
た
め
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
経
営
管
理
の
科
学
化
に
着
手
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
じ
つ
に
管
理
の
科
学
化
な
い

し
「
管
理
の
原
理
」
の
確
立
こ
そ
彼
の
研
究
の
出
発
点
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
窮
局
的
課
題
を
な
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
ち
ば
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
、
「
管
理
の
原
理
」

　
　
　
　
ア
ン
リ
・
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説

を
ど
の
よ
う
な
内
容
に
お
い
て
展
開
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
九

イ
ヨ
ル
の
管



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
〇

理
学
説
は
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
、
ほ
ぼ
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
管
理
の
一
般
原
則
」
（
鷲
一
－

唐
首
①
。
。
α
q
曾
ひ
同
費
轟
仙
、
ゆ
山
旨
ぎ
糞
β
鉱
8
）
、
「
管
理
の
方
法
」
（
冥
8
盆
診
呂
巨
艮
の
零
暮
一
匿
）
お
よ
ぴ
「
管
理
の
要
素
」
（
訟
ぴ
目
呂
冨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

山
、
呂
旨
ぼ
蜂
聴
即
江
8
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
で
は
こ
れ
ら
三
つ
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
ち
、
又
相
互
に
ど
の
よ
う
な

関
連
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
フ
ェ
ィ
ヨ
ル
の
説
く
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
「
管
理
の
一
般
原
則
」
よ
り
、
そ
の
内
容

を
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
彼
に
よ
れ
ば
「
管
理
の
一
般
原
則
」
と
は
、
管
理
活
動
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
準
拠
す
べ
き
一
般
的
規
準
（
蒜
管
霧
）
を
意
味
し
て
い

る
。
あ
た
か
も
船
舶
の
航
行
に
際
し
て
、
灯
台
の
光
が
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
如
く
、
管
理
活
動
の
合
理
的
遂
行
の
た
め
に
は
、
常
に
何

ら
か
の
規
準
が
、
そ
の
正
し
い
進
路
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
規
準
こ
そ
、
こ
こ
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
管
理
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

般
原
則
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
第
一
に
管
理
の
一
般
的
原
則
で
あ
る
。
け
だ
し
フ
ェ
イ
ヨ
ル
に
よ
れ
ぼ
、
管
理
の
問
題
そ
の
も
の

が
、
本
来
、
法
則
化
し
得
る
如
き
厳
密
性
（
留
ユ
咀
留
）
と
絶
対
性
（
像
、
ゆ
げ
8
冨
）
と
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
す
ぺ
て
は
程
度
の

問
題
（
ρ
器
鋒
自
留
日
霧
賃
o
）
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
管
理
の
原
則
は
、
あ
ら
ゆ
る
条
件
の
変
化
に
応
じ
う
る
弾
力

性
と
適
応
性
と
を
有
す
る
必
要
が
あ
る
と
共
に
、
そ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
具
体
的
な
事
情
の
相
違
、
人
間
の
相
違
そ
の
他
諸
々
の
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

素
の
変
化
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
第
二
に
、
そ
れ
は
管
理
の
一
般
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
永
遠
の
道

徳
律
や
、
モ
ー
ゼ
の
十
戒
、
あ
る
い
は
教
会
の
掟
の
如
く
、
個
人
の
生
活
な
い
し
超
歴
史
的
な
利
益
に
関
す
る
規
準
で
は
な
く
し
て
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

く
ま
で
協
働
の
成
功
と
経
済
的
な
利
益
の
達
成
と
を
目
指
す
規
準
を
意
味
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
生
産
の
組
織
体
と
し
て
の

経
営
の
管
理
に
関
す
る
経
済
的
な
諸
原
則
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
「
管
理
の
一
般
原
則
」
と
し
て
は
、
各
種
の
も
の
が
考
え
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

ル
は
、
彼
自
ら
が
し
ば
し
ば
、
拠
り
処
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
次
の
十
四
の
原
則
を
あ
げ
て
い
る
。

8
分
業
の
原
則
（
島
≦
巴
8
段
跨
薯
巴
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

口
権
限
・
責
任
明
確
化
の
原
則
（
程
爵
○
ユ
菰
＾
霧
宕
諾
診
臣
鼠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

国
規
律
保
持
の
原
則
（
島
毘
覧
冒
①
）

㈲
命
令
統
一
の
原
則
（
μ
三
泳
留
8
目
日
目
留
B
Φ
旨
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ロ

国
指
揮
統
一
の
原
則
（
ロ
良
叡
留
象
お
。
二
自
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

肉
全
体
の
利
益
優
先
の
原
則
（
警
ぎ
凶
冒
緯
δ
β
3
一
”
ぎ
け
段
蝉
饗
註
。
巳
一
窪
》
一
、
一
暮
R
簿
隠
器
冨
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

㈲
報
酬
適
正
の
原
則
（
審
目
二
泳
壁
該
2
9
需
8
一
巨
巴
）

囚
集
中
の
原
則
（
。
窪
9
匿
器
9
象
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ロ

伊Q

層
的
命
令
通
路
確
立
の
原
則
（
三
騨
畦
。
匡
O
）

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
一
〇
適
所
適
材
の
原
則
（
O
＆
お
）

（
　
＝
公
正
の
原
則
（
。
ρ
巳
蒜
）

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

　
∋
雇
用
安
定
の
原
則
（
ω
3
げ
…
鼠
3
隠
誘
O
暮
巴
）

　
　

　
）
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

　
三
創
意
尊
重
の
原
則
（
一
巳
江
簿
貯
。
）

　
（

　
　
　
　
　
ア
ン
リ
。
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
一

フ
ェ
イ
ヨ
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一
一
二
二

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姓
）

　
茜
協
同
化
の
原
則
（
茸
一
9
含
需
誘
8
冨
一
）

　
（

で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
原
則
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
し
、
又
相
互
に
い
か
な
る
関
連
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
諸
原
則
は
全
体
と
し
て
何
を
意
味
し
、
管
理
活
動
に
対
し
て
、
い
か
な
る
実
践
規
準
を
示
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
の
諸
原
則
を
一
覧
し
て
直
ち
に
気
付
く
こ
と
は
、
こ
れ
ら
諸
原
則
の
配
列
が
き
わ
め
て
平
面
的
で
あ
り
、
且

つ
羅
列
的
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
か
な
り
の
内
容
的
重
複
が
み
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
矛
盾
せ
る
原
則
が
平
面
的

に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
、
こ
れ
ら
諸
原
則
の
配
列
基
準
な
い
し
相
互
関
連
に
つ
い
て
、
直
接
に
は
何
も
述
べ
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
諸
原
則
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
自
ら
の
体
験
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
有

し
て
い
た
い
く
つ
か
の
原
則
を
、
た
だ
任
意
に
羅
列
し
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
統
一
的
内
容
を
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

か
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
各
原
則
の
内
容
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
管
理
原
則
の
第
一
に
あ
げ
る
も
の
は
「
分
業
の
原
則
」
で
あ
る
。
彼
は
経
営
管
理
に
お
け
る
分
業
の
原
則
の
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
膨
）

性
に
つ
い
て
大
要
次
の
如
く
に
述
ぺ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
分
業
は
自
然
の
秩
序
（
o
＆
冨
基
9
8
一
）
で
あ
る
。
あ
た
か
も
動
物
が
進

化
せ
る
も
の
で
あ
れ
ぱ
あ
る
程
、
異
っ
た
職
能
を
営
む
各
種
の
器
関
を
も
つ
に
至
る
の
と
同
じ
く
、
人
間
社
会
に
お
い
て
も
、
組
織
の
重

要
性
が
大
と
な
れ
ば
な
る
程
、
新
し
い
諸
器
関
が
あ
ら
わ
れ
て
、
最
初
す
べ
て
の
職
能
を
担
当
し
て
い
た
唯
一
の
器
関
に
と
っ
て
代
る
に

至
る
。
何
故
な
ら
、
分
業
は
同
一
の
努
力
を
も
っ
て
、
よ
り
多
く
の
、
そ
し
て
よ
り
す
ぐ
れ
た
生
産
を
可
能
な
ら
し
め
る
か
ら
で
あ
る
」

と
。
換
一
一
一
一
陶
す
れ
ば
、
経
営
的
生
産
は
そ
の
大
規
模
化
に
伴
っ
て
次
第
に
各
種
の
部
分
的
職
能
に
分
化
し
・
そ
れ
と
共
に
・
こ
う
し
た
部
分



的
職
能
を
専
門
的
に
担
当
す
る
諸
部
門
の
成
立
を
み
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
合
理
的
運
営
が
可
能
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
分

業
こ
そ
は
、
む
し
ろ
大
規
模
化
せ
る
経
営
的
生
産
の
遂
行
に
と
っ
て
不
可
欠
な
る
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
彼
が
管
理
原
則
の
第
一
に
分
業
の
原
則
を
と
り
あ
げ
た
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
に
お

げ
る
、
こ
の
よ
う
な
分
業
の
原
則
の
強
調
に
は
、
重
大
な
限
定
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
こ
う
述
べ
て

以
記
。
「
分
業
は
そ
の
結
果
と
し
て
、
職
能
の
特
殊
化
（
8
3
芭
冨
暮
一
8
密
ω
h
8
。
江
o
霧
）
と
権
限
の
分
化
（
巷
曾
壁
冴
暮
一
8
創
窃

8
蓉
該
o
霧
）
と
を
も
た
ら
す
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
い
分
業
の
利
益
が
一
般
に
認
め
ら
れ
、
又
学
者
お
よ
び
技
師
の
専
門
的
労
働
な
く
し

て
は
、
進
歩
の
可
能
性
は
考
え
得
な
い
と
し
て
も
、
分
業
に
は
経
験
が
踏
み
越
え
て
は
な
ら
ぬ
と
教
え
る
と
こ
ろ
の
限
界
が
あ
る
」
と
。

換
言
す
れ
ば
、
大
規
模
化
せ
る
経
営
的
生
産
の
合
理
化
は
、
分
業
の
原
理
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
遂
行
し
得
る
も
の
で

あ
る
が
、
分
業
は
常
に
職
能
の
特
殊
化
と
権
限
の
分
化
と
を
伴
う
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
経
営
的
生
産
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
、
か
か
る

特
殊
化
な
い
し
分
化
の
面
の
み
が
一
方
的
に
強
調
さ
れ
る
と
き
は
経
営
活
動
は
、
全
体
と
し
て
の
統
一
を
失
い
、
か
え
っ
て
そ
の
綜
合
的

発
展
を
阻
害
さ
れ
る
に
至
る
危
険
が
あ
る
。
こ
れ
が
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
い
う
分
業
化
の
限
界
で
あ
る
。
か
く
て
、
分
業
の
原
則
を
生
産
過
程

の
う
ち
に
、
具
体
的
に
展
開
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
同
時
に
、
分
業
化
に
伴
う
こ
の
よ
う
な
限
界
を
克
服
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
努
力
が

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
経
営
管
理
研
究
へ
の
出
発
点
が
、
こ
う
し
た
分
業
の
山
ロ
同
度
化
に
伴
う

危
険
の
克
服
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
す
で
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
分
業
化
の
限
界
を
克
服
す
る

途
は
、
ど
こ
に
求
め
ら
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
限
界
を
克
服
す
る
途
と
し
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
管
理
原
則
の
第
八
項
に
あ
げ
る
、
「
集
中
の

　
　
　
　
　
ア
ン
リ
・
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
＝
二

⊃



　
　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
　

原
則
」
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
け
だ
し
分
業
の
利
点
を
肯
定
し
肇
ら
、
し
か
も
分
業
の
蔑
化
倖
ぞ
生
ず
愈
能
の
特

殊
化
お
よ
藩
限
の
分
化
の
弊
豊
服
し
て
ゆ
く
奮
潅
、
分
化
せ
る
経
営
活
動
を
全
体
目
的
に
向
・
て
簿
化
す
る
誌
の
何
ら
か

の
努
力
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
．
フ
ェ
ィ
ヨ
ル
は
「
集
中
の
原
則
」
に
つ
い
て
大
嚢
の
如
く
述
べ
て
菱
・
す
霧
ち
・

集
中
は
分
業
高
じ
く
黒
の
禁
で
あ
る
．
あ
た
か
も
す
ぺ
て
の
有
機
体
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
警
が
脳
髄
藁
中
し
・
脳
禦
ら

有
機
体
の
す
べ
て
の
部
盆
対
し
て
行
為
の
命
令
が
奪
ら
れ
る
如
く
、
人
間
社
会
髪
い
｛
す
ぺ
て
の
活
動
替
響
の
命
令
に

よ
づ
て
統
扇
に
運
営
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
．
響
す
殺
、
分
化
せ
る
経
営
活
動
を
相
互
に
調
警
全
体
昌
に
向
っ
て
統

合
し
て
ゆ
く
．
Σ
こ
そ
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
集
中
の
原
則
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
．
し
か
ら
ば
こ
の
よ
う
藁
中
化
は
真
体
的
に
ど
の
よ

う
な
内
容
に
お
い
て
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
．
わ
れ
わ
れ
は
こ
薯
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
掲
げ
る
第
二
原
則
・
第
三
原
則
・
笛
場
・

第
五
原
則
、
第
六
原
則
至
輩
九
原
則
の
う
ち
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
．
す
な
わ
ち
分
化
せ
る
経
営
活
動
を
統
弱
に

運
嘗
て
ゆ
く
た
詮
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
経
営
活
動
の
統
百
標
と
し
て
の
全
体
的
利
益
が
確
認
苫
れ
る
と
養
・
こ
う
し
塞

体
的
利
益
の
個
人
的
利
益
に
対
す
る
優
越
性
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
（
第
六
原
則
）
．
次
に
』
あ
よ
う
霧
百
標
を
根
拠
と

し
て
、
経
営
組
織
に
お
け
る
霞
喪
葉
明
警
苫
れ
（
第
二
原
則
）
、
更
に
経
営
規
律
が
確
立
蕊
な
け
れ
ば
書
塗
（
第
三
原

則
）
．
し
か
も
そ
れ
の
み
で
は
な
い
．
経
営
活
動
の
全
体
的
統
合
の
た
め
に
磐
直
接
的
嚢
暑
す
暑
の
は
・
命
令
の
統
文
語
原

則
）
と
指
揮
の
統
一
（
第
景
則
）
で
あ
り
、
ま
た
之
寄
能
書
し
め
る
も
の
と
し
て
の
・
暦
的
食
η
通
罐
保
の
膿
（
第
九
原
則
）

で
あ
る
．
け
だ
し
天
の
従
業
県
二
人
以
上
の
上
馨
の
指
響
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
翼
・
た
命
令
蔓
け
る
如
蕩
倉
は
・
経

営
に
お
け
る
護
責
任
の
関
係
鮭
ち
毯
震
せ
え
、
経
窺
律
嘉
の
ず
か
窺
乱
芸
る
を
饗
い
奮
で
あ
る
・
換
言
す
れ



ぼ
、
こ
れ
ら
の
諸
原
則
こ
そ
「
集
中
の
原
則
」
の
具
体
的
内
容
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
分
化
せ
る
経
営
活
動
の
全
体
的
統
合
を
可
能

な
ら
し
め
る
た
め
の
実
践
規
準
を
な
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
、
分
業
の
高
度
化
に
伴
っ
て
生
ず
る
、
職
能

の
特
殊
化
と
権
限
の
分
化
の
問
題
を
克
服
す
る
途
を
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
集
中
の
原
則
」
お
よ
び
そ
れ
を
構
成
す
る
具
体
的
実

践
規
準
の
う
ち
に
求
め
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
分
業
の
原
則
は
、
常
に
こ
の
よ
う
な
集
中
化
の
諸
原
則
と
の
相
即
的
関
連
に
お
い

て
、
は
じ
め
て
現
実
的
意
義
を
も
ち
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
分
業
の
高
度
化
に
伴
っ
て
生
ず
る
問
題
は
け
っ
し
て
こ
れ
の
み
で
は
な
い
。
「
分
業
の
原
則
」
が
集
中
化
の
諸
原
則
に
支
え

ら
れ
て
具
体
的
展
開
を
な
す
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
に
今
一
つ
の
困
難
な
問
題
が
発
生
す
る
に
至
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
従
業
員
の
人
格
な
い
し
人
間
性
無
視
の
危
険
が
そ
れ
で
あ
る
。
け
だ
し
、
経
営
活
動
の
分
業
化
と
集
中
化
が
同
時
に
お
し
す
す
め

ら
れ
、
経
営
組
織
の
各
階
層
に
わ
た
っ
て
経
営
秩
序
が
確
立
せ
ら
れ
る
と
き
、
従
業
員
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
経
営
組
織
の
一

員
と
し
て
、
巨
大
な
経
営
機
構
の
う
ち
に
埋
没
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
従
業
員
は
、
個
性
的
な
い
し
人
格
的
存
在
と
し
て
で
は
な
く
し

て
、
た
ん
に
経
営
機
能
の
部
分
的
担
当
者
た
る
限
り
に
お
い
て
の
み
理
解
せ
ら
れ
る
非
個
性
的
・
非
人
楕
的
存
在
に
転
化
せ
ざ
る
を
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
分
業
の
高
度
化
に
伴
う
こ
の
よ
う
な
人
間
性
無
視
の
問
題
は
、
い
か
に
し
て
解
決
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
間
題
を
克
服
す
る
途
と
し
て
、
ま
ず
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
第
十
一
項
に
あ
げ
る
と
こ
ろ
の
、
「
公
正
の
原
則
」
に

注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
一
方
に
お
い
て
経
営
活
動
の
分
業
化
と
集
中
化
を
は
か
り
つ
つ
、
し
か
も
他
方
に
お
い
て
従
業
員
の

人
格
な
い
し
人
間
性
に
対
す
る
配
慮
を
お
し
す
す
め
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、
従
業
員
の
公
正
な
る
取
扱
が
な
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
公
正
の
原
則
に
つ
い
て
、
「
従
業
員
が
そ
の
職
能
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
献
身
的
努
力
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を
惜
し
ま
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
彼
等
を
好
意
的
に
（
零
9
9
窪
3
≡
き
8
）
扱
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
」
と
述

　
　
　
（
1
8
）

べ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
こ
こ
に
い
う
好
意
的
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
掲
げ

る
第
七
原
則
、
第
十
原
則
、
第
十
二
原
則
、
お
よ
ぴ
第
十
四
原
則
の
う
ち
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
従
業
員
を

好
意
的
に
扱
う
途
と
し
て
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
適
所
適
材
の
実
現
に
よ
る
従
業
員
の
個
性
の
発
揮
（
第
＋
原
則
）
、
雇
用
の
安
定
（
第
＋

二
原
則
）
、
更
に
は
労
働
の
対
価
と
し
て
の
報
酬
の
適
正
（
第
七
原
則
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
の
み
で
は
な

い
。
従
業
員
を
人
格
と
し
て
公
正
に
扱
う
上
に
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
各
従
業
員
の
創
意
を
発
揮
せ
し
め
る
（
第
＋
三
原
則
）
と
共
に
、

従
業
員
間
の
協
同
を
お
し
す
す
め
る
こ
と
（
第
＋
四
原
則
）
で
あ
る
。
け
だ
し
人
格
と
し
て
の
従
業
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
創
意
を
有
し
、

そ
の
発
揮
の
機
会
を
期
待
す
る
と
共
に
、
常
に
従
業
員
相
互
の
協
同
を
求
め
て
や
ま
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
諸
原
則
こ
そ
「
公
正
の
原
則
」
の
具
体
的
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
従
業
員
の
人
格
な
い
し
人
間
性
を
回
復
す
る
た
め
の
実
践
規

準
を
な
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
、
分
業
の
高
度
化
に
伴
っ
て
生
ず
る
第
二
の
問
題
を
克
服
す
る
途
を
、
フ

ェ
イ
ヨ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
公
正
の
原
則
」
（
お
よ
ぴ
そ
れ
を
構
成
す
る
具
体
的
規
準
）
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

「
分
業
の
原
則
」
は
、
た
ん
に
「
集
中
の
原
則
」
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
こ
の
よ
う
な
「
公
正
の
原
則
」
と
の
相

即
的
関
連
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
そ
の
具
体
的
機
能
を
発
揮
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
主
張
す
る
「
管
理
の
一
般
原
則
」
の
う
ち
に
、
分
業
の
高
度
化
に
伴
う
諸
問
題
を
克
服
す
る
途

と
し
て
、
少
く
と
も
二
つ
の
方
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
第
一
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
集
中
の
原
則
」
に
ょ
っ
て
代

表
せ
ら
れ
る
方
向
で
あ
り
、
第
二
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「
公
正
の
原
則
」
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
方
向
で
あ
る
。
両
者
は
共



に
、
分
業
化
の
利
点
と
必
然
性
と
を
み
と
め
つ
つ
、
そ
れ
に
伴
う
弊
害
を
克
服
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
が
端
的
に
経
営
活
動

そ
の
も
の
の
全
体
的
統
合
の
う
ち
に
、
そ
の
解
決
の
途
を
求
め
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
む
し
ろ
か
か
る
経
営
活
動
の
担
当
者
た
る
従
業

員
に
注
目
し
、
そ
の
人
間
性
回
復
へ
の
努
力
の
う
ち
に
解
決
の
途
を
求
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
こ

こ
で
わ
れ
わ
れ
の
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
こ
の
二
つ
の
方
向
を
た
ん
に
並
列
的
関
係
に
お
い
て
理
解

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
集
中
の
原
則
」
（
お
よ
ぴ
そ
の
具
体
的
内
容
を
な
す
実
践
的
諸
原
則
）
の
う
ち
に
第
一
次
的
意
義
を
認
め

こ
こ
に
経
営
管
理
の
中
心
課
題
を
見
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
現
実
に
直
面
せ
る
最
も
重
大
な
間
題
は
、

分
業
の
高
度
化
に
伴
う
職
能
の
特
殊
化
と
権
限
の
分
化
の
間
題
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
克
服
す
る
途
も
何
よ
り
も
ま
ず
集

中
化
の
諸
原
則
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
従
業
員
の
人
間
性
回
復
の
問
題
は
、
そ
れ
が
、
経
営
管

理
の
内
面
的
要
請
と
し
て
自
覚
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
労
働
組
合
の
拾
頭
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
人
間
性
回
復
へ
の

要
求
が
強
力
に
お
し
す
す
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
組
合
は
、
こ
う
し
た
見
地
か
ら
み
る

限
り
未
だ
充
分
な
る
発
展
を
と
げ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
、
「
管
理
の
一
般
原
則
」
の
う
ち
で
、
と
く
に
「
分

業
の
原
則
」
と
「
集
中
の
原
則
」
の
み
を
、
自
然
の
秩
序
（
o
艮
8
壁
星
8
一
）
と
呼
び
、
各
種
原
則
の
う
ち
で
最
も
基
本
的
意
義
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

つ
も
の
と
解
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
間
の
事
情
を
物
語
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
主
張
す
る
「
管
理
の
一
般
原
則
」
の
内
容
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
連
を
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に
せ
ん
と
努
め
て
来
た
。
も
と
よ
り
彼
自
身
も
言
う
如
く
、
管
理
の
原
則
は
こ
れ
の
み
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
言
う
。
「
管
理

の
原
則
の
数
に
は
限
度
が
な
い
。
組
織
を
強
化
し
、
そ
の
作
用
を
促
進
す
る
す
べ
て
の
規
準
、
す
ぺ
て
の
管
理
の
方
法
は
、
経
験
に
よ
っ
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て
そ
れ
ら
の
原
則
と
し
て
の
資
格
が
立
証
さ
れ
る
限
り
、
み
な
原
則
の
な
か
に
座
を
占
め
る
」
と
。
し
た
が
っ
て
た
ん
に
以
上
の
諸
原
則

の
み
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
管
理
の
一
般
原
則
」
の
す
べ
て
を
理
解
し
得
た
と
考
え
る
こ
と
は
も
と
よ
り
早
計
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
、
以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
経
営
管
理
の
科
学
化
に
お
い
て
目
指
す
と
こ
ろ
の
課

題
を
、
ほ
ぽ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
目
指
す
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
分
業
の
高
度
化
に
伴
っ
て
発
生
す

る
矛
盾
の
克
服
で
あ
り
、
と
り
わ
け
分
化
せ
る
経
営
諸
活
動
の
全
体
目
的
へ
の
統
合
の
問
題
こ
そ
が
そ
の
中
心
的
課
題
を
な
す
も
の
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
が
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
研
究
の
中
心
を
分
化
せ
る
個
凌
の
部
分
的
諸
活
動
そ
の
も
の
の
合
理
化
に
で
は
な
く

し
て
、
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
個
々
の
活
動
を
全
体
目
的
に
向
っ
て
統
合
し
て
ゆ
く
活
動
の
科
学
化
に
求
め
た
こ
と
は
、
彼
の
経
歴
の
し
か

ら
し
む
る
と
こ
ろ
と
は
い
え
、
ま
さ
に
卓
見
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
経
営
管
理
の

研
究
は
、
そ
の
固
有
の
領
域
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
た
だ
、
以
上
の
如
き
「
管
理
の
一
般
原
則
」
は
、
之
を
そ
れ
自
体
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
甚
だ
抽
象
的
で
あ
り
且
つ
無
内
容
な
も
の
で

あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
か
か
る
諸
原
則
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
方
法
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
積
極
的
主

振
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
し
た
が
っ
て
も
し
も
、
か
か
る
「
管
理
の
一
般
原
則
」
こ
そ
が
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
主
張
す
る
「
管

理
の
原
理
」
の
主
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
主
張
す
る
「
管
理
の
原
理
」
も
亦
抽
象
的
且
つ
無
内
容
な
も
の
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
乍
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
見
解
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
け
だ
し
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
・
「
管

理
の
原
理
」
に
お
け
る
「
管
理
の
一
般
原
則
」
の
重
要
性
を
強
調
し
つ
つ
も
、
な
お
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
か
ら
で
献
罷
。
す
な
わ
ち
「
も

し
原
則
が
な
い
な
ら
ぱ
、
わ
れ
わ
れ
は
暗
黒
と
混
乱
の
中
を
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
た
と
い
原
則
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
経
験
と



4

？

ヤ

方
法
が
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
多
く
の
混
乱
の
中
に
と
り
残
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
原
則
は
航
行
に
お
い
て
進
路
を
決
定
せ
し

め
る
灯
台
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
港
へ
の
途
を
知
る
者
の
み
に
役
立
つ
に
す
ぎ
な
い
」
と
。
又
「
そ
れ
（
原
則
旺
筆
者

註
）
を
た
ん
に
口
で
言
う
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。
原
則
の
光
は
灯
台
の
光
と
同
じ
く
、
港
へ
の
航
路
を
知
る
者
の
み
を
導
く
。
し
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

っ
て
実
現
の
方
法
を
伴
わ
ざ
る
た
ん
な
る
原
則
は
、
効
力
を
発
揮
し
得
な
い
」
と
。
換
言
す
れ
ば
、
「
管
理
の
一
般
原
則
」
は
、
こ
れ
を

達
成
す
る
た
め
の
方
法
つ
ま
り
「
管
理
の
方
法
」
と
の
関
連
に
お
い
て
は
じ
め
て
具
体
的
意
義
を
も
ち
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
の
み
で

直
ち
に
「
管
理
の
原
理
」
を
な
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
彼
の
い
う
「
管
理
の
方
法
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
1
）
　
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
主
著
は
次
の
如
き
内
容
を
も
つ
予
定
で
あ
っ
た
。

　
　
第
一
部
　
管
理
教
育
の
必
要
お
よ
ぴ
可
能
性

　
　
第
二
部
管
理
の
原
則
お
よ
ぴ
要
素

　
　
第
三
部
　
観
察
お
よ
ぴ
経
験

　
　
第
四
部
　
第
一
次
大
戦
の
教
訓

　
　
し
か
し
こ
の
う
ち
第
三
部
お
よ
ぴ
第
四
部
は
遂
に
公
刊
さ
れ
ず
に
終
っ
た
。
し
か
し
彼
の
管
理
学
説
の
理
論
的
構
造
は
す
で
に
第
一
部
と
第
二
部
の

　
　
う
ち
に
充
分
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
彼
の
管
理
学
説
を
構
成
す
る
三
つ
の
主
要
部
分
は
、
そ
の
第
二
部
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て

　
　
い
る
。
す
な
わ
ち
第
二
部
第
一
章
に
お
い
て
は
、
「
管
理
の
一
般
原
則
」
が
、
又
同
じ
く
第
二
章
に
お
い
て
は
、
「
管
理
の
要
素
」
が
問
題
と
せ
ら
れ

　
　
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
問
題
の
展
開
の
う
ち
に
「
管
理
の
方
法
」
に
関
す
る
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
独
創
的
提
案
が
見
出
さ
れ
る
。

　
（
2
）
国
扇
亀
9
髭
巨
昌
蒙
ぢ
三
＆
霧
鼠
色
一
①
魯
恩
酵
跨
し
§
も
・
。
N

　
（
3
）
胃
男
避
○
一
」
玄
α
こ
や
U
o
。
■

　
　
　
　
　
ア
ン
リ
・
フ
ェ
イ
日
ル
の
管
理
学
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
九
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三
二
〇

（
4
）
甲
評
岩
一
」
玄
負
b
や
N
N
I
ω
o
。
，

（
5
）
　
第
二
原
則
に
つ
い
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
次
の
如
く
述
ぺ
て
い
る
。
「
権
限
と
は
命
令
す
る
権
利
お
よ
ぴ
服
従
せ
し
め
る
権
力
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

　
二
つ
の
も
の
が
区
別
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
一
つ
は
、
職
能
の
遂
行
に
関
連
す
る
規
定
上
の
権
限
（
一
、
程
昌
o
ユ
泳
の
9
9
け
a
器
）
で
あ
り
、
他
は
、

　
教
養
・
知
識
・
経
験
・
道
徳
的
価
値
・
指
揮
の
能
力
・
実
行
力
等
に
由
来
す
る
個
人
的
権
限
（
一
、
帥
葺
げ
o
ユ
敏
需
議
9
器
目
o
）
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た

　
管
理
者
た
る
た
め
に
は
、
規
定
上
の
権
限
の
他
に
、
必
ら
ず
個
人
的
権
限
が
伴
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
」
。
「
権
力
の
行
使
に
伴
う
責
任
、
す
な
わ
ち
賞
罰

　
な
き
権
限
と
い
う
も
の
は
考
え
得
な
い
。
責
任
は
権
限
の
反
面
で
あ
り
、
そ
の
自
然
的
結
果
で
あ
り
、
必
然
的
対
応
者
で
あ
る
。
権
限
の
行
使
さ
れ

　
る
所
で
は
ど
こ
で
も
、
必
ら
ず
責
任
が
発
生
す
る
」
。
（
国
男
還
o
一
」
三
P
づ
や
遷
1
い
9
）

（
6
）
　
第
三
原
則
に
つ
い
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
次
の
如
く
述
ぺ
て
い
る
。
「
規
律
と
は
本
質
的
に
は
、
企
業
と
そ
の
構
成
員
の
間
に
結
ぱ
れ
る
規
約
に
従

　
っ
て
実
現
さ
る
ぺ
き
、
服
従
、
精
勤
、
勤
勉
、
礼
儀
、
尊
敬
の
外
的
表
示
を
意
味
し
て
い
る
」
。
（
昌
問
費
冤
o
一
」
玄
ρ
b
・
呂
・
）

（
7
）
　
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
第
四
原
則
の
内
容
を
、
「
い
か
な
る
行
為
に
関
し
て
も
、
一
人
の
担
当
者
は
、
一
人
の
管
理
者
以
外
か
ら
命
令
を
受
け
て
は
な

　
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
更
に
第
五
原
則
の
内
容
を
「
岡
一
目
的
を
目
指
す
詰
活
動
の
全
体
に
対
し
て
は
、
た
だ
一
人
の
管
理
者
と
た
だ
一
つ
の
計
画

　
が
必
要
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。
（
胃
男
曙
o
一
」
窪
P
や
鵠
・
や
顕
）
そ
し
て
、
指
揮
統
一
の
原
則
と
命
令
統
一
の
原
則
と
を
混
同
し
て
は
な
ら

　
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
原
則
の
区
別
が
ど
れ
だ
け
の
現
実
的
意
義
を
有
す
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

（
8
）
　
第
六
原
則
に
つ
い
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
次
の
如
く
述
ぺ
て
い
る
。
「
こ
の
原
則
は
、
あ
た
か
も
家
全
体
の
利
益
が
そ
の
家
族
の
一
人
一
人
の
利
益

　
に
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
又
国
家
全
体
の
利
益
が
国
民
一
人
一
人
の
利
益
に
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
如
く
、
企
業
に
お
い
て
も
そ
の
構
成
員

　
の
利
益
が
企
業
全
体
の
利
益
に
優
先
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
。
（
昌
問
妾
o
一
口
臣
F
や
脇
・
）

（
9
）
　
第
七
原
則
に
つ
い
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
「
報
酬
は
労
働
の
対
価
で
あ
る
。
そ
れ
は
公
正
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
で
き
る

　
限
り
、
従
業
員
に
も
企
業
に
も
、
雇
主
に
も
、
被
傭
者
に
鼠
満
足
を
与
え
る
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
（
年
司
塁
o
目
」
立
負
や
鴇
・
）

プ

、

？



『
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（
1
0
）
　
第
九
原
則
に
つ
い
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
「
階
層
的
通
路
と
は
、
上
級
権
威
者
に
発
し
又
は
上
級
権
威
者
に
向
う
諸
種
の

　
通
信
が
、
す
ぺ
て
の
経
営
階
層
を
経
て
、
進
行
す
る
と
こ
ろ
の
通
路
で
あ
る
。
こ
の
通
路
に
は
、
伝
達
の
確
実
性
（
け
獲
霧
目
δ
巴
O
b
塁
聲
鼠
①
）
と

　
命
令
の
統
一
性
（
仁
邑
泳
留
8
言
ヨ
塁
匿
日
o
暮
）
が
同
時
に
要
求
せ
ら
れ
る
」
。
「
し
か
る
に
経
営
に
は
、
そ
の
成
否
が
、
遂
行
の
迅
速
さ
に
よ
っ

　
て
決
定
さ
れ
る
如
き
活
動
が
少
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
現
実
に
は
、
階
層
的
通
路
の
尊
重
と
伝
達
の
迅
速
性
と
を
調
和
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」

　
（
中
勾
亀
〇
一
」
玄
α
、
｝
b
つ
鳶
i
轟
o
。
隆
）

（
1
1
）
　
第
十
原
則
に
つ
い
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
次
の
如
く
述
ぺ
て
い
る
。
「
人
は
物
的
秩
序
の
公
式
と
し
て
適
材
適
所
（
麟
器
窟
跨
0
8
ξ
昌
呂
ま
o
げ
－

　
o
。
。
Φ
）
お
よ
ぴ
適
所
適
材
（
9
8
富
畠
○
の
Φ
助
器
覧
毬
o
）
を
あ
げ
る
。
社
会
的
秩
序
の
公
式
も
同
じ
く
適
材
適
所
・
適
所
適
材
に
見
出
さ
れ
る
」
。

　
「
し
た
が
っ
て
社
会
的
秩
序
の
形
成
の
た
め
に
は
、
二
つ
の
最
も
困
難
な
管
理
活
動
、
す
な
わ
ち
す
ぐ
れ
た
組
織
と
す
ぐ
れ
た
採
用
と
が
前
提
と
な

　
る
」
。
（
国
肉
騨
鴇
○
ご
ま
る
こ
℃
マ
蟄
－
総
’
）

（
1
2
）
　
第
十
二
原
則
に
つ
い
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
「
た
と
え
従
業
員
が
必
要
な
才
能
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
一
つ
の

　
新
し
い
職
能
に
精
進
し
、
こ
れ
を
充
分
に
遂
行
し
得
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
従
業
員
が
一
つ
の
職
能

　
に
精
通
し
た
時
、
又
は
精
通
す
る
前
に
、
配
置
変
更
を
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
彼
は
充
分
な
能
力
を
発
揮
す
る
時
間
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
絶
え
ず
繰
返
え
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
職
能
は
け
っ
し
て
充
分
に
遂
行
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
。
「
一
般
に
繁
栄
せ
る
企

　
業
の
管
理
者
は
安
定
し
、
衰
運
に
あ
る
企
業
の
管
理
者
は
不
安
定
で
あ
る
」
。
（
匡
■
舅
3
、
〇
一
｝
一
証
ρ
唱
や
鵠
ー
摯
。
）

（
1
3
）
　
第
十
三
原
則
に
つ
い
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
次
の
如
く
述
ぺ
て
い
る
。
「
計
画
を
立
て
、
そ
の
達
成
に
努
め
る
こ
と
は
、
知
識
人
の
経
験
し
得
る
最

　
も
強
い
満
足
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
亦
、
人
間
の
活
動
の
中
で
最
も
強
い
刺
激
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
ら
立
案
し
且
つ
実
行
し
得
る
と

　
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
創
意
で
あ
る
。
提
案
の
自
由
と
実
施
の
自
由
も
亦
そ
れ
ぞ
れ
創
意
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
社
会
階
層
の
す
ぺ
て
の
段
階
に
お

　
い
て
、
従
業
員
の
熱
意
と
活
動
力
は
、
創
意
に
よ
っ
て
増
大
さ
れ
る
。
従
業
員
全
体
の
創
意
は
、
管
理
者
の
創
意
と
結
合
し
、
又
必
要
あ
ら
ぱ
こ
れ

　
　
　
　
ア
ン
リ
・
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
二
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三
二
二

　
を
補
足
し
、
も
っ
て
企
業
に
と
っ
て
大
な
る
力
と
な
る
」
。
（
M
H
男
醸
〇
一
・
一
三
負
唱
や
軌
令
ー
雛
・
）

（
1
4
）
　
第
十
四
原
則
に
つ
い
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
次
の
如
く
述
ぺ
て
い
る
。
「
協
同
は
力
な
り
（
い
、
ρ
巳
9
貯
濤
ξ
8
3
0
）
、
と
い
う
諺
は
、
企
業
管
理

　
者
の
充
分
に
考
う
ぺ
き
こ
と
で
あ
る
。
調
和
（
げ
彗
筥
o
巳
①
）
す
な
わ
ち
従
業
員
間
の
協
同
は
、
そ
の
企
業
に
と
っ
て
大
き
な
力
で
あ
る
」
。
「
従
業

　
員
の
間
に
不
和
の
種
を
ま
く
に
は
何
の
才
能
も
不
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
参
者
に
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
従
業
員
間
に
嫉
み
の
感
情
を

　
起
さ
す
こ
と
な
く
、
諸
関
係
の
調
和
を
乱
す
こ
と
な
く
、
諸
の
努
力
を
調
整
し
、
熱
意
を
刺
戟
し
、
す
ぺ
て
の
従
業
員
の
能
力
を
活
用
し
、
そ
し
て

　
各
従
業
員
の
功
労
に
報
い
る
に
は
、
真
の
才
能
が
必
要
で
あ
る
」
。
（
串
男
醸
o
一
」
玄
“
唱
や
頴
l
U
9
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

　
性
を
回
復
し
、

　
ヨ
ル

　
こ
と
は
、

　
た
ん
に
経
営
活
動
そ
の
も
の
の
集
中
化
の
み
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
く
、

　
カ
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

　
一
般
の
充
分
に
自
覚
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
2
0
）
　
串
問
潟
〇
一
し
玄
伍
4
や
N
o
。
，

甲
国
避
o
一
」
σ
置
：
℃
や
N
o
o
I
賠
、

国
’
司
や
｝
o
一
」
び
こ
4
唱
■
N
P

国
’
男
卑
琉
〇
一
」
げ
置
‘
や
ま
．

国
甲
吋
蟄
図
o
一
」
げ
匡
4
や
訟
，

こ
の
、
こ
と
は
、
フ
ニ
イ
ヨ
ル
が
提
唱
す
る
管
理
制
度
の
内
容
を
考
え
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
一
層
明
ら
か
と
な
る
。
そ
こ
に
は
、
従
業
員
の
人
間

　
　
　
　
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
公
正
の
原
則
」
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
提
案
は
、
ほ
と
ん
ど
見
出
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
フ
ェ
イ

が
、
た
と
え
第
二
次
的
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
従
業
員
の
人
間
と
し
て
の
立
揚
な
い
し
人
格
の
問
題
を
重
視
し
た

　
　
充
分
に
注
目
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
分
業
の
高
度
化
に
伴
っ
て
発
生
す
る
経
営
的
矛
盾
の
具
体
的
解
決
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
更
に
か
か
る
活
動
の
担
当
者
た
る
従
業
員
の
自
発
的
な
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
し
た
問
題
の
二
重
的
性
格
に
関
し
て
は
、
未
だ
必
ら
ず
し
も
、



へ

（
2
1
）

（
2
2
）

国
’
閃
3
δ
ど
ま
箆
4
や
軌
o
o
。

田
『
問
帥
闇
〇
一
し
び
5
‘
や
獣
’

三
　
「
管
理
の
方
法
」
と
7
エ
イ
ヨ
リ
ス
ム
の
本
質

・
経
営
管
理
の
中
心
課
題
を
、
分
化
せ
る
経
営
活
動
の
全
体
的
統
合
の
問
題
に
見
出
し
た
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
、
次
に
、
こ
の
よ
う
な
課
題
を

達
成
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
各
種
の
管
理
制
度
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
主
要
な
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

つ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
活
動
計
画
（
冥
轟
雷
日
巨
Φ
山
．
8
菖
8
）
、
組
織
図
（
＄
三
①
塁
山
、
o
茜
帥
艮
留
試
8
）
、
架
橋
（
冒
器
臼
亀
Φ
）
、

部
課
長
会
議
（
8
≧
曾
窪
8
匿
ω
9
①
騎
留
ω
曾
忌
。
Φ
）
、
お
よ
ぴ
コ
ン
ト
・
ー
ラ
ー
（
8
暮
3
δ
畦
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
の

「
活
動
計
画
」
は
将
来
の
一
定
期
間
に
お
け
る
経
営
の
進
路
を
示
す
と
こ
ろ
の
計
画
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
経
営
計
画
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
れ
縁
い
わ
ば
経
営
活
動
の
目
標
で
あ
り
、
規
準
で
あ
り
、
順
路
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
用
い
ら
る
ぺ
き
手
段
を
も
意
味
し
て
い
る
。
第
二

の
組
織
図
は
、
経
営
組
織
の
全
体
を
図
表
に
示
せ
る
も
の
で
、
各
部
分
活
動
相
互
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
、
活
動
の
重
複
、
命
令
の
二
元

性
な
ど
、
諸
種
の
組
織
上
の
欠
陥
を
発
見
す
る
の
に
役
立
つ
。
第
三
の
架
橋
は
、
経
営
組
織
に
お
け
る
階
層
的
通
路
を
尊
重
し
つ
っ
、
し

か
も
意
思
疏
通
の
迅
速
化
を
は
か
る
た
め
、
通
常
の
階
層
的
命
令
系
統
相
互
の
間
を
直
接
に
連
絡
す
る
よ
う
に
、
特
に
設
け
ら
れ
る
意
思

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

伝
達
の
通
路
を
意
味
す
る
。
第
四
の
部
課
長
会
議
は
、
経
営
方
針
を
周
知
せ
し
め
、
各
部
門
間
の
協
力
を
確
保
し
、
更
に
共
通
の
利
害
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
つ
諸
問
題
の
解
決
を
は
か
る
た
め
に
、
定
期
的
に
開
か
れ
る
幹
部
会
議
を
意
味
す
る
。
第
五
の
コ
ン
ト
・
ー
ラ
ー
は
、
経
営
が
予
め
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

め
ら
れ
た
計
画
に
従
っ
て
、
正
し
く
運
営
さ
れ
た
か
否
か
を
検
証
す
る
こ
と
を
そ
の
任
務
と
す
る
専
門
機
関
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
ら

　
　
　
　
　
ア
ン
リ
．
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
三
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三
二
四

ば
こ
れ
ら
の
諸
制
度
は
　
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関
連
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
フ
ェ
イ
ヨ
リ
ス
ム
（
国
曙
o
ま
日
）

の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
提
唱
す
る
管
理
制
度
の
特
質
は
、
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
こ
れ
ら
五
つ
の
制
度
に
関
す
る
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
論
述
を
通
じ
て
、
直
ち
に
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
惹
く
こ
と
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が

も
っ
と
も
重
視
し
、
且
つ
そ
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
も
の
が
、
第
一
の
活
動
計
画
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
は
、
活
動
計
画
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

重
要
性
に
つ
い
て
次
の
如
く
に
述
ぺ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
何
人
も
活
動
計
画
の
有
用
性
に
つ
い
て
、
異
議
を
さ
し
は
さ
む
も
の
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
す
べ
て
の
行
動
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、
何
が
可
能
で
あ
り
且
つ
何
が
望
ま
し
い

か
と
い
う
こ
と
を
、
明
確
に
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
計
画
の
な
い
た
め
に
、
経
営
活
動
に
お
い
て
、
躊
躇
と
か
誤
っ
た
運
営
、
あ
る

い
は
時
宜
を
得
な
い
方
針
変
更
な
ど
を
生
じ
、
こ
れ
が
直
ち
に
経
営
を
破
滅
に
導
く
も
砂
で
は
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
経
営
の
苦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

境
の
因
を
な
す
こ
と
は
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
。
又
次
の
如
く
に
も
述
ぺ
て
い
る
。
「
活
動
計
画
の
設
定
は
あ
ら
ゆ
る
経
営
に
と

っ
て
、
最
も
重
要
に
し
て
且
つ
困
難
な
る
活
動
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
活
動
、
す
ぺ
て
の
職
能
、
と
り
わ
け
管
理
職
能
の

成
否
の
鍵
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
と
。
分
化
せ
る
経
営
活
動
の
全
体
目
的
へ
の
統
合
と
い
う
問
題
を
、
そ
の
考
察
の
中
心
に
お
い
た
フ
ェ

イ
ヨ
ル
が
、
活
動
計
画
の
重
要
性
を
強
調
す
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
統
合
の
目
標
と
し
て
の
全
体
目
的

を
、
具
体
的
な
形
で
示
す
も
の
こ
そ
活
動
計
画
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
じ
つ
に
活
動
計
画
こ
そ
は
、
彼
の
提
唱
す
る
各
種
管
理

制
度
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
組

織
図
以
下
四
つ
の
制
度
は
、
こ
の
活
動
計
画
を
合
理
的
に
実
施
す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
提
唱
す
る
管
理

制
度
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
第
二
次
的
意
義
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
第
二

戸



’

、

の
組
織
図
は
、
活
動
計
画
を
実
施
す
る
た
め
の
正
し
い
組
織
を
確
立
す
る
上
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
の
架
橋
は
、

活
動
計
画
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
各
部
門
間
の
意
思
疏
通
を
簡
易
化
す
る
た
め
の
機
構
を
意
味
し
、
第
四
の
部
課
長
会
議
は
、
活
動
計
画

の
実
施
に
際
し
て
、
各
部
門
間
の
活
動
の
調
整
を
は
か
る
組
織
で
あ
り
、
更
に
第
五
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
は
、
活
動
計
画
が
果
し
て
正
し

く
実
施
せ
ら
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
の
検
証
を
な
す
た
め
の
機
関
を
意
味
し
て
い
る
。
換
一
一
一
一
口
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
活
動
計
画
を

中
・
ひ
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
活
動
計
画
を
合
理
的
に
実
施
す
る
た
め
の
機
構
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
わ
れ

わ
れ
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
提
唱
す
る
各
種
の
管
理
制
度
が
、
活
動
計
画
を
中
核
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
活
動
計
画
を
中
心
と
し
て
、
あ
ら

ゆ
る
経
営
活
動
の
全
体
的
統
合
を
企
て
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
活
動
計
画
と
は
、
ど
の
よ
う
な

内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
活
動
計
画
は
ど
の
よ
う
な
基
礎
に
も
と
づ
い
て
作
成
せ
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
形
式
で
表

示
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
吟
味
す
る
ζ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
提
唱
す
る
管
理
制
度
す
な
わ

ち
フ
ェ
イ
ヨ
リ
ス
ム
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
活
動
計
画
の
基
礎
を
吟
味
す
る
．
一
と
か
ら
、
考

察
を
は
じ
め
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

　
フ
ェ
イ
ヨ
ル
に
よ
れ
ぼ
、
活
動
計
画
は
次
の
三
つ
の
基
礎
を
綜
合
的
に
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
e
　
経
営
の
生
産
能
力

　
口
　
経
営
が
現
に
行
っ
て
い
る
生
産
諸
活
動
の
性
質
と
そ
の
重
要
度

　
国
　
経
営
活
動
の
将
来
に
お
け
る
変
動
可
能
性

　
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
こ
れ
ら
三
つ
の
基
礎
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
三
つ
の
関
連
に
つ
い

　
　
　
　
　
ア
ン
リ
・
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
五
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3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
六

て
次
の
如
き
解
釈
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
活
動
計
画
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、
設
備
・
機
械
・
原
料
・
資
金
・
従
業
員
の
如
き
、
経
営
の
保
有
す
る
各

種
の
生
産
能
力
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
活
動
計
画
の
設
定
に
あ
た
っ
て
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
「
何
を
為
し
得
る

か
」
と
い
う
こ
と
を
確
定
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
活
動
計
画
は
、
た
ん
に
こ
の
よ
う
な
生
産
能
力
の
み
を
基
礎
と
し
て

決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
ぱ
、
経
営
的
生
産
は
必
ず
し
も
常
に
そ
の
生
産
能
力
の
完
全
利
用
を
な
し
得
る
と
は
限
ら
ず
、

む
し
ろ
現
実
に
は
、
諸
種
の
制
約
要
因
の
影
響
に
よ
っ
て
、
生
産
能
力
の
不
完
全
利
用
の
状
態
に
あ
る
の
を
普
通
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
て
活
動
計
画
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
第
二
に
、
経
営
が
現
に
行
っ
て
い
る
生
産
活
動
の
実
情
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
な
る
。
し
か
も
活
動
計
画
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
基
礎
を
考
慮
す
る
の
み
で
も
充
分
で
は
な
い
。
け
だ
し
経
営
の

生
産
能
力
お
よ
ぴ
．
一
れ
を
制
約
す
る
諸
要
因
自
体
が
、
け
っ
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
絶
え
ず
変
動
す
る
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
．
と
り
わ
け
誉
外
部
の
霧
的
諸
要
因
は
き
わ
め
て
可
変
的
で
あ
り
、
こ
紮
誉
的
生
産
の
遂
行
の
上
に
敏
歴
反
映
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
て
活
動
計
画
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
更
に
第
三
に
、
経
営
活
動
の
将
来
に
お
け
る
変
動
可
能
性
を
予
測
し
、
こ

れ
を
も
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
換
一
一
一
、
・
す
れ
ぱ
、
活
動
計
画
は
た
ん
に
経
営
の
生
産
能
力
を
基
礎
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
現

在
に
お
け
る
経
営
的
生
産
の
実
状
、
お
よ
び
将
来
に
お
け
る
そ
の
変
動
可
能
性
を
も
考
慮
し
て
、
経
営
全
体
の
立
揚
か
ら
綜
合
的
に
決
定

さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
活
動
計
画
が
こ
の
よ
う
に
、
各
種
要
因
の
綜
合
的
考
慮
に
も
と
づ
い
て
決
定
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
わ
れ
わ

れ
は
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
提
唱
す
る
活
動
計
画
の
最
も
基
本
的
な
特
質
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
貞
フ
ェ
イ
ヨ
ル
以
前

一



に
お
い
て
経
営
的
生
産
に
用
い
ら
れ
た
計
画
の
多
く
は
、
た
ん
に
経
営
の
生
産
能
力
の
み
を
基
礎
と
す
る
計
画
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
た

ん
に
経
営
的
生
産
の
現
状
の
み
を
基
礎
と
す
る
計
画
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
提
唱
す
る
如
き
綜
合
的
基
礎
に
立
脚
す
る
計
画

は
、
未
だ
一
般
に
用
い
ら
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
か
の
テ
イ
ラ
ー
．
シ
ス
テ
ム
（
↓
騨
覧
’
9
↓
，
牙
曾
Φ
B
）
の
中
核

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

を
な
す
と
こ
ろ
の
課
業
（
9
欝
）
は
、
労
働
者
の
適
正
な
一
日
の
作
業
量
（
騨
鵠
8
R
鼠
践
の
毛
o
詩
）
を
意
味
し
、
労
働
者
の
作
業
能

力
の
測
定
に
も
と
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
リ
テ
イ
ラ
i
・
シ
ス
テ
ム
に
い
わ
ゆ
る
課
業
は
、
労
働
者
の
生
産
能
力
の

み
を
基
礎
と
す
る
計
画
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
提
唱
す
る
活
動
計
画
は
、
こ
の
よ
う
な
生
産

能
力
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
、
更
に
経
営
活
動
の
現
状
お
よ
び
将
来
に
お
け
る
変
動
可
能
性
を
も
考
慮
し
て
、
経
営
全
体
の
立
揚
か
ら
綜
合

的
に
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
活
動
計
画
は
、
た
ん
に
「
生
産
能
力
中
心
の
計
画
」
で
も
な

け
れ
ば
、
又
「
生
産
の
現
状
中
心
の
計
画
」
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
経
営
全
体
と
し
て
達
成
可
能
な
る
目
標
に
ほ
か
な
ら
ず
、
い
わ

ば
「
経
営
全
体
と
し
て
の
達
成
可
能
性
を
中
心
と
す
る
計
画
」
と
も
称
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ

は
こ
こ
に
、
活
動
計
画
の
第
一
の
、
そ
し
て
最
も
重
要
な
特
質
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
も
わ
れ
わ
れ
が
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
分
化
せ
る
経
営
活
動
を
統
合
す
る
に
あ
た
っ
て
、
具
体
的
な
目
標
と
な
る
も
の
が
、

「
生
産
能
力
中
心
の
計
画
」
な
い
し
「
生
産
の
現
状
中
心
の
計
画
」
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
「
経
営
全
体
と
し
て
の
達
成
可
能
性
を
中

心
と
す
る
計
画
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
け
だ
し
具
体
的
な
経
営
的
生
産
は
、
生
産
能
力
お
よ
び
生
産
活
動
の
現
状
の
外
に
、
更
に

生
産
活
動
の
将
来
に
お
け
る
変
動
可
能
性
を
も
考
慮
し
た
上
で
決
定
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
経
営
全
体
と
し
て
の
達
成
可
能
目
標
を
中
心

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
統
一
的
に
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
「
生
産
能
力
中
心
の
計
画
」
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ン
リ
・
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ヨ
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学
説
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お
よ
ぴ
「
生
産
の
現
状
中
心
の
計
画
」
は
、
「
経
営
全
体
と
し
て
の
達
成
可
能
性
を
中
心
と
す
る
計
画
」
を
設
定
す
る
た
め
の
、
一
つ
の
重

要
な
基
礎
資
料
で
は
あ
る
が
、
け
っ
し
て
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
注
意
す
ぺ
き
で
転
測
。

　
次
に
わ
れ
わ
れ
は
活
動
計
画
の
表
示
形
式
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
け
だ
し
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
提
唱
す
る
活
動
計
画
の
第

二
の
特
質
は
、
そ
れ
が
価
値
的
表
示
を
用
い
る
こ
と
に
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
如
く
、
活
動
計
画
の
任
務
は
、
分
化

せ
る
個
女
の
経
営
活
動
を
、
全
体
と
し
て
の
経
営
目
的
に
向
っ
て
統
合
す
る
こ
と
に
見
出
さ
れ
た
。
し
か
る
に
、
こ
う
し
た
個
々
の
活
動

の
全
体
的
統
合
を
企
て
る
場
合
、
ま
ず
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
困
難
の
一
つ
は
、
個
々
の
経
営
活
動
が
そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
か
の
生
産
要
因

よ
り
構
成
さ
れ
、
し
か
も
各
生
産
要
因
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
れ
る
表
示
単
位
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
困
難
を

解
決
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
異
っ
た
表
示
単
位
を
も
つ
各
種
生
産
要
因
を
、
何
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
統
［
的
に
把
握
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
た
ん
に
経
営
内
部
の
生
産
諸
要
因
に
つ
い
て
考
慮
さ
る
べ
き
間
題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
更

に
経
営
外
部
の
諸
要
因
、
と
り
わ
け
市
揚
的
要
因
に
つ
い
て
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
経
営
活
動
の
全
体
的
統
合
を
企
て
る
揚
合
に
は
、
常
に
こ
れ
ら
の
経
営
内
部
お
よ
び
外
部
的
諸
要
因
を
、
何
ら
か
の
共
通
の

尺
度
に
よ
っ
て
、
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
活
動
計
画
に
お

い
て
価
値
的
表
示
を
採
用
し
た
所
以
は
、
価
値
的
尺
度
が
こ
の
よ
う
な
各
種
要
因
の
統
一
的
把
握
の
た
め
に
、
最
も
適
し
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
、

　
も
と
よ
り
う
し
た
各
種
要
因
の
統
一
的
把
握
の
た
め
の
表
示
形
式
は
、
価
値
的
尺
度
の
み
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ぱ
時
間
の
如
き

も
亦
こ
の
よ
う
な
統
一
的
把
握
の
尺
度
と
し
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
。
け
だ
し
経
営
的
生
産
は
常
に
時
間
の
経
過
の
う
ち
に



営
ま
れ
、
経
営
的
生
産
に
関
す
る
す
べ
て
の
諸
要
因
は
、
必
ら
ず
時
間
の
規
制
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
の
テ
イ
ラ
ー
．

シ
ス
テ
ム
の
中
核
を
な
す
も
の
と
し
て
の
「
課
業
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
間
的
尺
度
に
よ
る
計
画
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

雛酬

か
し
乍
ら
、
同
じ
く
統
一
的
把
握
と
は
い
い
乍
ら
、
「
時
間
的
尺
度
に
よ
る
計
画
」
と
「
価
値
的
尺
度
に
よ
る
計
画
」
と
の
間
に
は
、

そ
の
把
握
の
仕
方
に
い
ち
じ
る
し
い
相
違
が
存
す
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
時
間
的
尺
度
に
よ
る
計
画
」
は
、

各
種
の
生
産
要
因
を
あ
く
ま
で
そ
の
実
体
に
即
し
つ
つ
、
統
一
的
に
握
せ
を
す
る
あ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
価
値
的
尺
度
に
よ

る
計
画
」
は
、
各
種
生
産
要
因
を
す
べ
て
共
通
の
価
値
単
位
に
換
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
統
一
的
に
把
握
す
る
．
】
と
が
で
き

る
。
い
わ
ば
、
前
者
は
生
産
活
動
の
直
接
的
把
握
を
試
み
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
生
産
活
動
の
間
接
的
把
握
を
企
て
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
「
価
値
的
尺
度
」
に
ょ
る
計
画
は
、
そ
の
間
接
性
の
故
に
、
か
え
っ
て
生
産
活
動
の
統
一
的
把
握
の
機
能
を
一
層
強
く
発
揮
し
得

る
も
の
で
あ
る
こ
と
覧
逃
し
て
は
奮
飽
・
と
く
に
フ
孝
ヨ
ル
茎
図
せ
る
恕
、
経
営
活
動
の
全
体
的
統
合
の
た
筐
は
、
こ

の
よ
う
な
価
値
的
尺
度
に
よ
る
経
営
活
動
の
統
一
的
把
握
が
不
可
欠
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
・
フ
ェ
ィ
ヨ
ル
の
提
唱
す
る
活
動
計
画
の
特
質
は
、
そ
れ
が
第
E
、
「
経
墓
体
と
し
て
の
達
成
可
能
性
を
忠
と
す
る
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
レ

画
」
で
あ
り
・
し
か
も
第
走
・
「
価
値
的
尺
唇
よ
る
計
画
」
で
あ
る
点
覧
出
荒
る
．
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
特
質
を
も
つ
活
動
計
画

を
具
体
的
目
標
と
し
て
、
経
営
活
動
の
全
体
的
統
合
を
企
て
る
と
こ
ろ
に
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
提
唱
す
る
管
理
制
度
す
な
わ
ち
フ
ェ
イ
ヨ
肱

ス
ム
の
本
質
的
意
義
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
、
）
フ
孝
ヨ
ル
が
「
建
の
方
法
」
と
し
て
主
張
す
宝
の
旨
、
こ
の
倥
客
種
の
も
の
が
あ
る
．
．
一
琶
の
う
ち
彼
が
テ
ィ
ラ
ー
．
シ
ス

　
　
　
テ
ム
義
判
す
る
器
た
ワ
て
・
そ
の
響
所
と
す
る
参
軽
製
（
畢
皇
8
の
如
き
は
、
最
も
注
目
す
ぺ
き
も
の
で
あ
ろ
う
．
た
だ
、
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
九

　
　
　
　
　
ア
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謀
部
制
度
が
果
し
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
創
案
せ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
と
く
に
参
謀
部
制
直
系
組
織
（
一
ぎ
①
卑
巳

　
の
梓
の
融
。
『
の
即
ロ
一
N
即
寓
。
目
）
の
日
坂
初
の
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
エ
マ
ー
ス
ン
（
甲
国
目
①
旨
o
ロ
）
と
の
関
連
は
明
確
で
宏
い
。
，

（
2
）
　
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
活
動
計
画
の
例
と
し
て
、
自
ら
実
施
せ
る
「
予
測
」
（
℃
蒜
≦
巴
8
）
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
予
測
」
に
は
一

　
年
予
測
（
b
特
伽
く
一
の
δ
ロ
ω
の
5
旨
一
一
Φ
一
一
Φ
の
）
、
十
年
予
測
（
冥
曾
芭
o
霧
象
8
目
β
一
g
）
、
月
予
測
（
℃
詠
く
δ
δ
匡
旨
窪
警
巴
8
¢
）
、
週
予
測
（
b
菰
誓

　
一
ω
一
。
昌
o
。
げ
。
呂
。
⇒
一
ρ
α
費
一
H
①
o
。
）
、
日
予
測
（
b
泳
≦
巴
O
塁
2
0
江
＆
Φ
昌
β
8
）
の
外
、
長
期
予
測
（
b
ま
蕊
巴
O
塁
似
貫
醗
一
8
の
叶
9
目
Φ
）
お
よ
ぴ
特

　
別
予
測
（
℃
触
ひ
く
一
。
一
。
昌
の
。
。
忌
。
一
帥
一
①
。
）
の
種
別
が
あ
り
、
又
そ
の
内
容
は
、
技
術
、
商
業
、
財
務
、
会
計
、
管
理
の
各
部
門
別
の
予
測
か
ら
構
成
さ

　
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
揚
合
、
管
理
部
門
の
予
測
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
は
必
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
3
）
　
架
橋
に
つ
い
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
次
の
如
き
図
を
も
っ
て
説
明
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
企
業
の
階
層
的
通
路
が
G
I
A
－
9
と
い
う
二
つ
の
階
段
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
い
ま
F
よ
り
P

A

LB

　　C　　　M

　D　　　　N

　E　　　　　o

F一一一一一申＿＿＿p

　
し
か
も
階
層
の
原
理
は
違
守
さ
れ
る
。
（
国
■

（
4
）
　
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
部
課
長
会
議
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
ぺ
て
い
る
。
「
こ
の
会
議
で
は
、
企
業
の
活
動
計
画
の
設
定
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
、

　
事
情
の
変
化
に
応
じ
て
、
計
画
の
実
現
を
促
進
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
各
会
議
は
、
諸
活
動
の
調
整
と
諸
努
力
の
集
中
が
問
題
と

　
な
る
短
い
期
間
－
通
常
一
週
間
ー
に
つ
い
て
開
か
れ
る
」
。
（
国
■
問
塁
O
一
し
9
F
ウ
呂
ご

Q　
　
　
へ
交
渉
を
な
す
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
階
層
的
通
路
に
従
う
な
ら
ぱ
、
ま
ず

　
　
F
よ
り
A
に
昇
り
、
次
に
A
よ
り
P
へ
降
り
、
更
に
P
よ
り
A
を
経
て
出
発
点
F
に
帰
ら
ね
ば
な

　
　
ら
ぬ
。
し
か
る
に
、
こ
の
揚
合
、
架
橋
F
－
P
を
通
り
、
F
か
ら
直
接
P
へ
行
く
こ
と
が
で
き
る

　
　
な
ら
ぱ
、
明
ら
か
に
簡
単
且
つ
迅
速
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
F
と
P
の
上
級
者
た
る
E
と

G　
　
O
が
、
そ
れ
ぞ
れ
F
と
P
と
に
直
接
交
渉
の
権
限
を
与
え
る
な
ら
ば
、
交
渉
は
迅
速
に
行
わ
れ
、

男
帥
鴇
o
だ
ぴ
箆
‘
や
“
o
o
隆
）



（
5
）
　
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
提
唱
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
が
今
日
問
題
と
さ
れ
て
い
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
制
度
（
O
。
旨
賊
O
旨
。
↓
ω
匡
↓
）
と
同
一
の
も
の
で
あ

　
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
疑
問
が
あ
る
。
と
り
わ
け
彼
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
は
た
ん
に
統
制
職
能
の
担
当
者
と
し
て
の
み
理
解

　
せ
ら
れ
・
統
制
の
基
礎
と
し
て
の
活
動
計
画
の
立
案
に
当
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
充
分
な
る
論
述

　
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

国
、
悶
魯
冤
〇
一
－
一
げ
一
α
4
や
ひ
ρ

国
。
司
騨
望
〇
一
｝
一
び
一
α
こ
り
ひ
O
ー

国
。
問
魯
》
O
ど
一
び
一
創
■
｝
℃
■
軌
O
，

男
≦
↓
畳
。
↓
》
げ
。
田
a
b
一
①
ω
。
3
。
諄
蓉
。
昏
轟
凶
①
ヨ
①
賞
§
圃
・
や
凱
ω
も
・
凱
9

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
藻
利
重
隆
教
授
が
い
わ
ゆ
る
課
業
に
つ
い
て
、
指
摘
せ
ら
れ
た
二
つ
の
区
別
が
璽
要
な
る
参
考
と
な
る
。
す
な
わ
ち
教

授
は
次
の
如
く
述
ぺ
ら
れ
る
。
「
『
一
日
の
公
正
な
仕
事
量
』
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
課
業
に
つ
い
て
二
種
を
区
別
す
る
必
要
の
あ
る
．
｝
と
を
注
意
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
第
一
は
、
時
間
的
な
生
産
計
画
を
確
立
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
課
業
で
あ
り
、
第
二
は
、
生
産
計

　
画
の
決
定
に
よ
っ
て
、
生
産
計
画
の
う
ち
に
達
成
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
課
業
で
あ
る
。
前
者
は
『
能
力
と
し
て
の
課
業
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

　
反
し
て
、
後
者
は
『
目
標
と
し
て
の
課
業
』
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
『
能
力
と
し
て
の
課
業
』
は
一
日
の
労
働
時
間
を
一
定
と
す
る
か
ぎ
り
、
時
間
研

　
究
に
も
と
づ
い
て
決
定
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
『
目
標
と
し
て
の
課
業
』
は
経
営
の
全
体
的
立
揚
か
ら
現
状
に
即
し
て
決
定
せ
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら

　
な
い
の
で
あ
る
」
。
藻
利
重
隆
著
、
経
営
管
理
総
論
（
新
訂
版
）
、
昭
和
三
十
一
年
、
八
七
頁
。

（
1
1
）
　
藻
利
重
隆
著
、
経
営
管
理
総
論
（
新
訂
版
）
、
昭
和
三
十
一
年
、
八
○
頁
参
照
。

（
1
2
）
　
こ
の
点
に
関
す
る
考
察
は
、
藻
利
重
隆
教
授
の
「
時
間
的
管
理
」
と
「
費
用
的
管
理
」
に
関
す
る
論
考
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
藻
利
重
隆
著
、

　
経
営
管
理
総
論
（
新
訂
版
）
、
第
六
章
の
五
。

　
　
　
　
ア
ン
リ
・
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
一
二



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
二

（
1
3
）
　
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
提
唱
す
る
活
動
計
画
は
、
ま
さ
に
今
日
の
予
算
（
げ
β
α
頭
卑
）
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
山
本
安
次
郎
博
士
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
如
く
述
ぺ
ら
れ
る
。
「
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
論
は
広
い
意
味
で
予
算
統
制
論
を
含
む
と
も
見

　
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
今
日
経
営
管
理
の
中
心
間
題
と
し
て
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
重
視
せ
ら
れ
て
い
る
予
算
制
度
の
問
題
は
、
既
に
古
く
か

　
ら
フ
ェ
イ
ヨ
ル
に
よ
っ
て
採
用
せ
ら
れ
制
度
化
せ
ら
れ
、
上
述
の
如
く
或
る
程
度
ま
で
完
成
せ
ら
れ
て
い
た
と
見
る
ぺ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

　
だ
か
ら
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
を
以
て
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
と
共
に
世
界
に
於
け
る
予
算
制
度
の
先
駆
者
と
さ
え
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
。
（
山
本
安
次
郎
著
、

　
フ
ェ
イ
ヨ
ル
管
理
論
研
究
、
昭
和
三
十
年
、
九
七
頁
）
。
た
だ
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
提
唱
す
る
活
動
計
画
が
、
今
日
の
予
算
制
度
に
と
っ
て
、
た
ん
な

　
る
先
駆
的
意
義
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
ほ
ぼ
完
成
せ
る
形
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
る
ぺ
き
で
あ
る
か
に
関
し

　
て
は
尚
吟
味
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
山
本
博
士
が
後
説
を
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
が
、
例
え
ば
古
川
栄
一
博
士
は
前
説
を
と
り
、

　
次
の
如
く
述
ぺ
ら
れ
る
。
「
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
計
画
は
、
必
ず
し
も
確
固
た
る
数
字
的
基
礎
に
立
つ
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
わ
け

　
で
は
な
い
。
ま
た
．
）
れ
に
よ
っ
て
企
業
全
体
の
管
理
を
可
能
に
す
る
と
い
う
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
は
た
ん
に
経
営
管
理
の
一
要
素
と
し
て
数
え
ら

　
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
も
っ
て
、
た
だ
ち
に
現
在
の
意
味
の
予
算
統
制
ま
た
は
経
済
計
画
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

　
で
あ
ろ
う
」
と
。
（
古
川
栄
一
著
、
予
算
統
制
論
（
改
訂
版
）
、
昭
和
二
七
年
、
七
七
頁
）
。
し
か
し
こ
の
両
説
の
正
否
を
断
定
す
る
に
は
、
活
動
計

　
画
の
具
体
的
内
容
に
関
す
る
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
論
述
は
、
あ
ま
り
に
も
簡
単
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
4
）
　
匡
■
男
山
》
〇
一
」
庄
P
や
一
挙
～
一
〇
℃
甲

四
　
　
「
管
理
の
要
素
」
と
管
理
の
原
理

フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
、

経
営
管
理
を
合
理
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
　
「
管
理
の
一
般
原
則
」

と

「
管
理
の
方
法
」
の



重
要
性
を
強
調
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
彼
が
経
営
者
と
し
て
自
ら
の
会
社
の
危
機
に
直
面
し
た
際
に
、
そ
の
苦
境
を
打
開
す
る
た
め
に
大
な

る
役
割
を
果
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
経
営
管
理
の
合
理
的
遂
行
の
た
め
に
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
彼
が
確
立
せ
ん
と
す
る
「
管
理
の
原
理
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
管
理
の
一
般
原
則
」
と
「
管
理

の
方
法
」
と
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
解
釈
に
も
直
ち
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
だ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
、
「
管
理
の
原
理
」
の
必
要
を
説
く
に
あ
た
っ
て
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
も
と
よ
り
一
般
に

承
認
せ
ら
れ
た
多
く
の
原
則
（
づ
ユ
蓉
6
霧
）
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
又
「
こ
れ
ら
の
諸
原
則
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
（
目
o
器
霧
）

も
、
け
っ
し
て
不
足
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
無
数
に
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
家
庭
で
も
、
工
場
で
も
国
家

に
お
い
て
も
、
良
い
方
法
と
悪
い
方
法
と
が
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
原
理
（
3
9
ユ
諾
）
の
欠
除
と
い
う
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
説
明
し
得
る
」
そ
し
て
「
も
し
も
こ
う
し
た
原
理
（
a
。
鼠
箒
）
す
な
わ
ち
一
般
の
経
験
に
よ
っ
て
試
験
せ
ら
れ
、
検
討

せ
ら
れ
た
原
則
・
規
準
と
方
法
・
手
段
と
の
統
一
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
事
態
は
全
く
異
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
。
換
言
す
れ
ぱ
、

フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
確
定
せ
ん
と
す
る
「
管
理
の
原
理
」
は
、
「
管
理
の
一
般
原
則
」
自
体
で
も
な
け
れ
ば
、
「
管
理
の
方
法
」
自
体
で
も
な
い
。

又
た
ん
に
両
者
の
機
械
的
結
合
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
。
彼
の
主
張
せ
ん
と
す
る
「
管
理
の
原
理
」
は
、
　
「
管
理
の
一
般
原
則
」
と

「
管
理
の
方
法
」
と
を
内
面
的
に
統
一
し
、
こ
れ
を
一
体
化
す
る
と
こ
ろ
に
は
じ
め
て
成
立
す
る
具
体
的
な
経
営
管
理
の
原
理
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
「
管
理
の
一
般
原
則
」
も
存
在
し
、
「
管
理
の
方
法
」
も
無
数
に
存
在
し
乍
ら
、
し
か
も
「
管
理
の
原
理
」
が
欠
除
し
て
い
る
と

い
う
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
論
述
の
意
味
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
ら
ば
「
管
理
の
一
般
原
則
」
と
「
管
理
の
方
法
」
と
を
統
一
し
、
こ
れ
を
一
体
化
せ
し
め
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
ア
ン
リ
・
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
三



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
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究
年
報
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学
研
究
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三
三
四

　
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
こ
れ
を
、
「
管
理
の
要
素
」
の
分
析
に
求
め
ん
と
す
る
。
こ
こ
に
管
理
の
要
素
と
は
、
経
営
管
理
を
構
成
す
る
部
分
的

諸
活
動
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
し
ぱ
し
ば
こ
れ
を
職
能
（
8
9
二
8
）
と
い
う
言
葉
で
も
呼
ん
で
い
る
。
彼
は
、
「
管
理
の
要

素
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
経
営
活
動
全
体
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
中
に
お
け
る
管
理
活
動
の
位
置
を
確
め
る
こ
と
か
ら
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

察
を
は
じ
め
る
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
経
営
に
お
け
る
す
べ
て
の
活
動
は
、
次
の
六
群
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
0
技
術
的
活
動
（
8
曾
緯
δ
霧
お
畠
巳
2
霧
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
⇔
商
業
的
活
動
（
8
酔
暮
δ
霧
8
誉
巨
g
9
巴
の
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
国
財
務
的
活
動
（
o
慧
β
二
〇
霧
身
巷
9
酵
①
ω
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
㈲
保
全
的
活
動
（
o
冨
冨
ぼ
o
塁
留
雅
窪
鼠
ま
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
国
会
計
的
活
動
（
o
冨
壁
缶
o
髭
畠
8
旨
営
筈
葺
鼠
）

　
㈹
管
理
的
活
動
（
8
町
暮
δ
霧
＆
一
巳
菖
ω
窪
暫
菖
く
霧
）

　
こ
の
う
ち
、
は
じ
め
の
五
職
能
に
つ
い
て
は
一
般
に
比
較
的
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
最
後
の
管
理
職
能
に
つ
い
て
は
、
未
だ
充
分
に

理
解
せ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
そ
し
て
こ
の
た
め
に
、
し
ば
し
ば
権
限
や
責
任
に
つ
い
て
誤
っ
た
見
解
を
生
じ
て
い
る
。
か
く
て

フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
、
管
理
職
能
を
五
つ
の
要
素
に
分
析
し
、
そ
の
権
限
お
よ
び
責
任
を
明
確
に
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
管

理
と
は
、
予
測
し
（
冥
零
o
ε
、
組
織
し
（
o
茜
碑
巳
ω
醇
）
、
命
令
し
（
8
目
ヨ
弩
α
零
）
、
調
整
し
（
8
0
＆
8
昌
9
）
、
そ
し
て
統
制
す
る

（
8
旨
3
一
霞
）
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
予
測
す
る
と
は
、
将
来
を
予
見
し
て
活
動
計
画
を
定
め
る
こ
と
で
あ
り
、
組
織
す
る
と
は
、

経
営
の
物
的
お
よ
び
人
的
二
重
の
組
織
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
又
命
令
す
る
と
は
、
経
営
構
成
員
を
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
職
能
を
遂
行



》
　
1
犀
、

』
一
ー
　
一

も

せ
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
調
整
す
る
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
お
よ
び
努
力
を
連
結
し
統
一
し
調
和
せ
し
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
更
に
統

制
す
る
と
は
、
す
べ
て
の
活
動
が
予
め
定
め
ら
れ
た
規
準
お
よ
ぴ
与
え
ら
れ
た
命
令
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
監
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。

管
理
職
能
は
、
こ
う
し
た
予
測
に
は
じ
ま
り
組
織
・
命
令
・
調
整
を
へ
て
統
制
に
終
る
と
こ
ろ
の
一
連
の
部
分
職
能
か
ら
成
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
い
ず
れ
を
欠
い
て
も
、
管
理
職
能
の
遂
行
は
不
可
能
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
が
「
管
理
の
要
素
」
に
関
す
る
フ
ェ
イ
ヨ

ル
の
分
析
の
骨
子
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
経
営
活
動
の
全
体
的
統
合
を
任
務
と
す
る
管
理
活
動
に
注
目
し
、
こ
れ
を
五
つ
の
要
素

に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
職
能
的
構
造
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
こ
と
の
意
義
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
フ
ェ

イ
ヨ
ル
以
前
に
お
い
て
は
、
経
営
に
お
け
る
管
理
活
動
の
独
自
性
が
充
分
に
認
識
せ
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
職
能
的
構
造
の
分
析
の

如
き
は
、
ほ
と
ん
ど
顧
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
じ
つ
に
経
営
管
理
活
動
の
職
能
的
分
析
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
努
力
に
よ
っ
て
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

め
て
、
そ
の
緒
に
つ
い
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
よ
う
な
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
「
管
理
の
要
素
」
の
分
析
は
、
果
し

て
経
営
に
お
け
る
管
理
職
能
の
客
観
的
構
造
を
正
し
く
把
握
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
彼
の
「
管
理
の
要
素
」
に
関
す
る
分
析
が
、
経
営
活
動
全
体
の
分
析
か
ら
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
管
理
活
動
は
、
経
営
的
生
産
の
遂
行
の
た
め
に
要
請
せ
ら
れ
る
、
技
術
的
、
商
業
的
、
財
務
的
、
保
全
的

お
よ
び
会
計
的
諸
活
動
と
の
関
連
に
お
い
て
、
五
つ
の
要
素
に
分
析
せ
ら
れ
て
い
る
。
経
営
に
お
け
る
管
理
活
動
が
、
つ
ね
に
、
こ
・
の
よ

う
な
諸
活
動
を
は
な
れ
て
は
存
在
し
得
ず
、
そ
れ
ら
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
具
体
性
を
も
ち
得
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
う
し
た
と
り

あ
げ
方
は
ま
さ
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
乍
ら
、
経
営
活
動
の
全
体
的
構
造
の
う
ち
に
、
管
理
活
動

　
　
　
　
　
ア
ン
リ
．
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ヨ
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管
理
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説
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五
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の
位
置
を
明
ら
か
な
ら
し
め
ん
と
す
る
彼
の
意
図
が
、
こ
う
し
た
分
析
に
よ
っ
て
果
し
て
充
分
に
達
成
せ
ら
れ
え
た
か
否
か
に
関
し
て
は
、

尚
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
第
一
に
、
彼
の
掲
げ
る
六
職
能
の
う
ち
、
技
術
的
、
商
業
的
、
財
務
的
お
よ
び
保
全

的
諸
活
動
は
、
い
ず
れ
も
経
営
的
生
産
の
進
行
過
程
に
発
現
す
る
諸
職
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
会
計
的
活
動
お
よ
ぴ
管
理
的
活
動
は
、
こ

れ
ら
生
産
過
程
的
諸
職
能
の
組
織
的
遂
行
に
関
し
て
発
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
明
確
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
う

し
た
区
別
の
上
に
立
っ
て
両
者
の
内
面
的
関
連
が
間
題
と
さ
る
べ
き
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
分
析
に
は
、
こ
う
し
た
区
別

乏
そ
れ
に
も
と
づ
く
両
者
の
関
連
の
分
析
が
充
分
に
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
も
第
二
に
、
会
計
的
活
動
と
管
理
的
活
動
と
は
、
互
い

に
経
営
的
生
産
の
組
織
的
遂
行
に
関
し
て
発
現
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
両
者
は
同
一
平
面
に
お
い
て
並
列
的
に
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
会
計
的
活
動
は
管
理
的
活
動
の
部
分
内
容
を
な
す
も
の
と
し
て
、
後
者
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
に
も

拘
ら
ず
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
分
析
に
は
、
こ
の
よ
う
な
関
連
の
分
析
は
見
出
し
得
な
い
。
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
意
図
が
経
営
活
動
の
全
体
的
構
造

の
う
ち
に
、
経
営
管
理
の
位
置
を
明
ら
か
な
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
少
く
と
も
こ
う
し
た
二
つ
の
点
の
究
明
が
必
要
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
尤
も
、
「
管
理
の
要
素
」
の
分
析
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
フ
ニ
イ
ヨ
ル
が
こ
の
よ
う
な
意
図
を
ど
の
程
度
明
確
に
自
覚
し
て
い
た
か
、

と
い
う
点
は
必
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
し
て
彼
の
論
述
の
中
に
は
、
彼
の
直
接
の
関
心
が
、
こ
の
よ
う
な
経
営
活
動
の
全
体
的

構
造
の
う
ち
に
管
理
活
動
の
位
胤
を
確
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
た
ん
に
、
管
理
活
動
を
他
の
経
営
活
動
か
ら
区
別
し
、
そ

れ
ら
と
並
列
的
に
理
解
さ
る
べ
き
独
立
の
活
動
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
解
せ
ら
れ
る
如
き
節
も
少
く
な
い
。
例
え
ば
、
彼

が
管
理
活
動
を
五
つ
の
要
素
に
分
析
し
た
後
に
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
解
釈
の
正
当
性
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る

イ
　
、
1
　
ー

～



『

　
　
　
　
　
（
1
0
）

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
か
く
の
如
く
解
せ
ら
れ
る
時
、
管
理
は
た
ん
に
経
営
管
理
者
の
独
占
的
特
権
で
も
な
け
れ
ば
、
個
人
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

責
任
で
も
な
い
。
そ
れ
は
他
の
基
本
的
諸
職
能
と
同
時
に
、
経
営
の
長
と
構
成
員
の
間
に
分
担
さ
る
ぺ
き
一
つ
の
職
能
で
あ
る
。
そ
し
て

轡
理
職
能
傑
・
他
び
丑
グ
分
基
ポ
職
能
ど
腰
睨
確
b
異
ぐ
」
と
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
論
述
に
関
す
る
限
り
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
直
接
的
関

心
は
、
管
理
活
動
と
他
の
五
つ
の
経
営
活
動
と
の
間
の
内
面
的
な
「
結
び
つ
き
」
の
面
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
の
「
相
異
」

な
い
し
「
区
別
」
の
面
の
み
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
管
理
活
動
の
重
要
性
に
関
す
る
一
般
的
関
心
が
、
未
だ
充

分
で
は
な
か
っ
た
当
時
に
お
い
て
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
こ
の
よ
う
な
管
理
活
動
の
経
営
職
能
と
し
て
の
独
自
性
を
主
張
せ
ん
と
す
る
意
図
は

わ
れ
わ
れ
も
之
を
充
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
直
接
的
関
心
を
基
礎
と
し
て
考
え

る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
「
管
理
の
要
素
」
の
分
析
に
つ
い
て
提
起
し
た
上
述
の
不
満
は
、
フ
ニ
イ
ヨ
ル
の
意
図
と
は
無

関
係
な
、
超
越
的
批
判
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
、
経
営
活
動
の
全
体
的
構
造
の
う
ち
に
管
理
活
動
の
位
置
と
関
連
を
明
確
に
し

得
な
か
っ
た
こ
と
の
重
大
性
を
指
摘
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
け
だ
し
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
の
「
管
理
の
要
素
」
に
関
す
る
分
析
の
抽
象

的
性
格
が
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
営
活
動
に
お
け
る
管
理
活
動
の
独
自
性
の
み
が
一

方
的
に
強
調
せ
ら
れ
、
他
の
経
営
諸
活
動
に
対
す
る
「
結
び
つ
き
」
の
面
が
無
視
せ
ら
れ
る
時
、
そ
こ
に
は
管
理
活
動
を
具
体
的
な
経
営

的
生
産
過
程
か
ら
切
り
離
し
、
こ
れ
を
そ
れ
自
体
と
し
て
抽
象
的
に
把
握
す
る
と
い
う
態
度
が
生
ず
る
に
至
る
。
例
え
ば
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル

が
管
理
（
＆
昌
ぎ
誌
声
瓜
8
）
と
経
営
（
磐
薯
霞
器
彗
①
馨
）
の
区
別
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
べ
る
時
、
こ
の
よ
う
な
管
理
活
動
の
抽
象
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

把
握
へ
の
態
度
は
、
か
な
り
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
管
理
と
経
営
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
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経
営
す
る
と
は
、
企
業
の
保
有
す
る
全
生
産
能
力
か
ら
、
出
来
る
か
ぎ
り
多
く
の
利
益
を
あ
げ
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業

を
そ
の
目
的
に
向
っ
て
導
く
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
企
業
の
六
つ
の
基
本
職
能
の
進
行
を
確
保
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヘ
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

い
。
こ
れ
に
対
し
て
管
理
す
る
と
は
、
経
営
が
そ
の
進
行
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
六
職
能
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
」
と
。

換
言
す
れ
ば
、
管
理
活
動
は
、
本
来
経
営
的
生
産
の
遂
行
の
た
め
に
要
請
せ
ら
れ
る
、
技
術
的
、
商
業
的
、
財
務
的
お
よ
ぴ
保
全
的
諸
活

動
の
す
べ
て
に
関
し
て
発
現
し
、
技
術
的
活
動
の
管
理
、
商
業
的
活
動
の
管
理
、
財
務
的
活
動
の
管
理
お
よ
び
保
全
的
活
動
の
管
理
と
し

て
具
体
化
せ
ら
れ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
管
理
活
動
の
独
自
性
の
み
が
、
一
方
的
に
強
調
せ
ら
れ
る
時
は
、
管
理
活
動
は
具

体
的
な
経
営
の
生
産
過
程
か
ら
切
断
さ
れ
、
実
体
を
捨
象
さ
れ
た
た
ん
な
る
形
骸
に
転
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
右
の
論
述

に
お
い
て
、
管
理
を
も
っ
て
た
ん
に
他
の
五
つ
の
職
能
と
並
列
さ
る
べ
き
職
能
の
一
つ
と
し
て
理
解
す
る
所
以
も
、
こ
う
し
た
抽
象
的
把

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

握
の
あ
ら
わ
れ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
彼
の
「
管
理
の
要
素
」
に
関
す
る
分
析
は
、
次
第
に
経
営
的
生
産
の
諸
活

動
か
ら
遊
離
し
、
い
つ
し
か
あ
ら
ゆ
る
人
間
集
団
に
共
通
す
る
管
理
活
動
一
般
の
分
析
へ
と
転
化
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
管

理
の
要
素
」
と
し
て
の
予
測
・
組
織
・
命
令
・
調
整
お
よ
ぴ
統
制
は
、
た
ん
に
生
産
の
組
織
体
と
し
て
の
経
営
の
問
題
と
し
て
の
み
な
ら

ず
、
更
に
家
庭
・
軍
隊
お
、
よ
ぴ
国
家
の
如
き
、
す
ぺ
て
の
人
間
集
団
に
共
通
す
る
一
般
的
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
「
管
理
の
要
素
」
に
関
す
る
分
析
の
抽
象
性
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
「
管
理
の
要
素
」
に
関
す
る
分
析
は
、
彼
の
管
理
学
説
の
理
論
的
基
底
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
ょ
っ

て
、
「
管
理
の
一
般
原
則
」
と
「
管
理
の
方
法
」
と
を
内
面
的
に
統
一
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
「
管
理
の
要
素
」
と
し

て
の
予
測
、
組
織
、
命
令
、
調
整
お
よ
ぴ
統
制
の
う
ち
に
、
経
済
的
原
則
と
し
て
の
「
管
理
の
一
般
原
則
」
と
、
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め

」

〆



の
手
段
と
し
て
の
「
管
理
の
方
法
」
と
を
そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
則
と
手
段
と
の
内
面
的
統
一
を
は
か
り
、
も
っ
て

具
体
的
な
「
経
営
管
理
の
原
理
」
を
樹
立
せ
ん
と
す
る
の
が
、
そ
の
理
論
構
造
に
あ
ら
わ
れ
た
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
意
図
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
一
般
理
論
と
し
て
の
「
管
理
の
要
素
」
に
関
す
る
分
析
を
基
礎
と
し
て
、
果
し
て
「
管
理
の
一

般
原
則
」
と
「
管
理
の
方
法
」
と
の
内
面
的
統
一
は
達
成
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

け
だ
し
経
済
的
原
則
と
し
て
の
「
管
理
の
一
般
原
則
」
と
、
こ
れ
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
の
「
管
理
の
方
法
」
と
は
、
共
に
具
体
的
な

経
営
活
動
の
合
理
的
遂
行
に
関
し
て
発
現
せ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
両
者
を
内
面
的
に
統
一
す
る
途
も
、
経
営
活
動
す
な
わ
ち
経

営
的
生
産
の
揚
を
外
に
し
て
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
具
体
的
な
経
営
活
動
か
ら
遊
離
せ
る
、
抽
象

的
な
管
理
一
般
の
理
論
の
う
ち
に
、
経
営
的
生
産
の
合
理
的
遂
行
の
た
め
に
発
現
せ
る
「
管
理
一
般
の
原
理
」
と
「
管
理
の
方
法
」
と
を
、

そ
の
ま
ま
の
形
で
定
位
せ
し
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
両
者
の
内
面
的
統
一
を
は
か
る
こ
と
も
つ
い
に
不
可
能
で

あ
る
と
い
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
か
く
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
意
図
に
も
抱
ら
ず
、
「
管
理
の
一
般
原
則
」
と
「
管
理
の
方
法
」
と
は
、
内
面
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

統
一
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
た
ん
な
る
機
械
的
結
合
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
は
彼
の
窮
局
的
課
題
た
る
「
管
理
の
原
理
」
も
亦
、
彼
の
意
図
せ
る
如
き
具
体
的
な
「
経
営
管
理
の
原
理
」
と
し
て
樹
立
さ
れ
得
な
か

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説
の
限
界
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
国
，
団
画
冤
o
一
し
び
匡
こ
℃
や
睾
－
誤
，

　
（
2
）
｝
H
問
麸
・
一
」
三
侮
‘
8
『
。
1
蜀

　
（
3
）
　
こ
こ
に
技
術
的
活
動
と
は
、
一
般
に
、
生
産
（
鷲
9
琴
菖
o
菖
、
又
は
製
造
（
鼠
σ
ユ
8
¢
o
昌
）
、
更
に
は
加
工
（
q
帥
霧
8
『
ヨ
暮
δ
β
）
と
呼
ば

　
　
　
　
　
ア
ン
リ
・
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
九



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
〇

　
れ
て
い
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
o

（
4
）
　
こ
．
》
に
商
業
的
活
動
と
は
、
　
一
般
に
、
購
入
（
8
げ
讐
ω
）
、
お
よ
ぴ
販
売
（
語
暮
霧
）
な
い
し
交
換
（
諭
げ
雪
頓
霧
）
と
呼
ぱ
れ
る
も
の
を
含
む
。

（
5
）
　
こ
こ
に
財
務
的
活
動
と
は
、
資
本
の
調
達
お
よ
ぴ
運
用
（
器
魯
雪
o
富
9
隠
第
ロ
o
①
山
o
。
。
8
口
鼠
β
図
）
を
意
味
し
て
い
る
。

（
6
）
　
こ
こ
に
保
全
的
活
動
と
は
、
財
産
お
よ
ぴ
従
業
員
の
保
護
（
冥
9
9
怠
8
α
霧
玄
Φ
霧
o
什
α
窃
究
房
8
β
霧
）
を
意
味
し
て
い
る
。
換
言
す

　
れ
ぱ
、
そ
れ
は
財
産
お
よ
ぴ
従
業
員
を
盗
難
、
火
災
、
洪
水
か
ら
保
護
し
、
又
同
盟
罷
業
、
暴
行
そ
の
他
、
一
般
に
企
業
の
発
展
と
存
立
を
危
く
す

　
る
如
き
、
社
会
的
秩
序
の
破
壊
を
防
止
す
る
こ
と
を
、
そ
の
任
務
と
す
る
諸
活
動
で
あ
る
。

（
7
）
　
こ
．
｝
に
会
計
的
活
動
と
は
、
財
産
目
録
（
ぎ
お
耳
巴
話
）
、
貸
借
対
照
表
（
げ
一
置
ロ
）
、
原
価
（
鷺
貯
3
器
丘
Φ
暮
）
、
統
計
（
の
鼠
怠
暮
ご
琴
）

　
等
に
関
す
る
計
算
的
諸
活
動
を
意
味
し
て
い
る
。
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
ぺ
て
い
る
。
「
会
計
的
活
動
は
企
業
の
視
覚
（
一
、
o
茜
－

　
旨
o
号
く
葭
9
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
常
に
、
企
業
の
現
在
の
情
況
と
将
来
の
方
向
を
知
ら
し
め
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
会
計
的
活
動
は
企

　
業
の
経
済
的
情
況
に
関
し
て
、
正
確
、
明
瞭
、
か
つ
精
密
な
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
じ
つ
に
、
す
ぐ
れ
た
会
計
的
活
動
は
、
企
業
の

　
情
況
に
関
す
る
正
確
な
概
念
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
指
導
（
象
冨
o
菖
8
）
の
た
め
の
重
要
な
手
段
と
な
る
」
。
（
国
勾
3
0
ど
ぎ
一
“

　
や
一
N
。
）

（
8
）
　
管
理
活
動
の
職
能
的
分
析
は
、
一
九
一
四
年
に
発
表
さ
れ
た
チ
ャ
ー
チ
の
研
究
の
中
に
も
之
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
冴
国
蟄
日
葺
一
9

　
0
ぽ
瑳
o
F
↓
富
の
9
0
β
8
魯
昌
儀
b
励
彗
試
8
9
冒
魯
昌
轟
①
目
霞
“
一
〇
一
弁
）
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
主
著
に
展
開
さ
れ
た
理
論
の

　
骨
子
が
、
す
で
に
一
九
〇
〇
年
の
国
際
鉱
山
冶
金
学
会
お
よ
ぴ
一
九
〇
八
年
の
鉱
業
協
会
第
五
十
回
大
会
に
お
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視

　
し
、
こ
う
し
た
見
地
か
ら
、
管
理
活
動
の
職
能
的
分
析
の
開
拓
者
を
フ
ェ
イ
ヨ
ル
に
見
出
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

（
9
）
　
フ
ェ
イ
ヨ
ル
に
お
け
る
経
営
活
動
の
構
造
分
析
の
欠
陥
は
、
一
言
に
し
て
い
え
ぱ
、
管
理
的
活
動
と
、
他
の
五
つ
の
経
営
活
動
と
の
内
面
的
関

　
連
が
充
分
に
明
ら
か
に
せ
ら
れ
ず
、
た
ん
に
並
列
的
な
関
係
で
の
み
理
解
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
見
出
さ
れ
る
。
ル
か
る
に
こ
の
点
に
関
し
て
山
本
安



　
次
郎
博
士
は
、
わ
れ
わ
れ
と
全
く
異
れ
る
解
釈
を
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
博
士
に
よ
れ
ぱ
、
「
以
上
の
所
説
か
ら
す
れ
ば
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
に
於

　
け
る
管
理
活
動
は
前
五
者
と
併
立
関
係
に
あ
る
独
立
の
一
任
務
領
域
か
の
如
く
解
さ
れ
易
い
。
し
か
し
そ
れ
は
明
ら
か
に
誤
解
で
あ
る
。
彼
は
い
う
、

管
理
を
上
述
の
如
く
解
す
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
は
決
し
て
支
配
人
ま
た
は
指
導
者
の
独
占
的
特
権
で
も
個
人
的
貴
任
で
も
な
い
。
そ
れ
は
他
の
職
能
と

　
同
様
に
各
構
成
員
間
に
分
担
せ
ら
る
ぺ
き
職
能
に
外
な
ら
な
い
、
と
。
こ
の
点
に
つ
き
カ
ル
リ
オ
が
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
如
く
、
管
理
は
上
述
五

　
職
能
に
対
応
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
部
課
に
於
て
等
し
く
遂
行
せ
ら
る
ぺ
き
職
能
に
し
て
、
特
に
管
理
職
能
に
対
す
る
部
課
は
存
在
し
な
い
が
、
概
念
と

　
し
て
は
寧
ろ
前
五
職
能
に
対
立
す
る
も
の
と
解
す
ぺ
き
で
あ
る
」
と
。
（
山
本
安
次
郎
著
、
経
営
管
理
論
、
昭
和
二
十
九
年
、
三
十
八
頁
）

　
　
わ
れ
わ
れ
は
博
士
の
こ
の
よ
う
な
見
解
に
く
み
す
る
こ
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
二
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第

　
一
に
、
博
士
が
そ
の
主
張
の
論
拠
と
し
て
引
用
せ
ら
れ
る
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
論
述
は
、
博
士
の
理
解
せ
ら
れ
る
如
き
、
職
能
と
職
能
担
当
者
の
区
別
を

　
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
管
理
職
能
が
他
の
五
職
能
と
同
じ
く
一
つ
の
職
能
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ

　
両
者
の
並
列
的
関
係
を
説
く
も
の
と
解
す
ぺ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
管
理
職
能
が
、
経
営
管
理
者
の
個
人
的
能
力
や
主
観
的
判
断
の
み
に
関
わ

　
る
問
題
と
し
て
扱
わ
る
ぺ
き
で
は
な
く
し
て
、
他
の
五
職
能
と
同
じ
く
、
客
観
的
な
一
つ
の
職
能
と
し
て
と
り
上
げ
ら
る
ぺ
き
こ
と
を
主
張
す
る
と

　
こ
ろ
に
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
真
意
が
存
す
る
も
の
と
解
す
ぺ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
同
じ
と
こ
ろ
で
フ
ェ
イ
ヨ
ル
は
管
理
と
経
営
の
区
別
に
つ
い
て
次

　
の
如
き
論
述
を
行
っ
て
い
る
。
「
管
理
（
註
ヨ
一
巳
の
貫
暮
ご
昌
）
と
経
営
（
の
窪
お
ヨ
o
ヨ
①
艮
）
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
経
営
す
る
と
は
、
企

　
業
の
保
有
す
る
全
生
産
能
力
か
ら
、
出
来
る
か
ぎ
り
多
く
の
利
益
を
あ
げ
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
を
そ
の
目
的
に
向
っ
て
導
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ

　
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
企
業
の
六
つ
の
基
本
職
能
の
進
行
を
確
保
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
管
理
す
る
と
は
、
経

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
営
が
そ
の
進
行
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
六
職
能
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
」
と
。
（
甲
男
塁
〇
一
」
玄
負
や
一
命
）
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、

　
管
理
職
能
と
他
の
経
営
諸
職
能
と
の
並
列
的
関
係
を
主
張
す
る
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
見
解
を
最
も
明
瞭
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

（
1
0
）
　
踏
■
男
鉾
冤
o
ど
ま
往
‘
℃
℃
．
一
い
ー
峯
■

　
　
　
　
ア
ン
リ
・
ウ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
一



　
　
　
　
一
橋
詣
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
二

（
1
1
）
　
国
隆
句
艶
賓
o
ど
ま
箆
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（
1
2
）
　
こ
う
し
た
抽
象
的
把
握
の
態
度
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
次
の
如
き
論
述
の
中
に
も
之
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
管
理
職
能
は
、
そ
の
器
関
お

　
よ
ぴ
要
具
と
し
て
、
人
間
集
団
の
み
を
も
っ
て
い
る
。
他
の
諸
職
能
が
資
材
や
機
械
の
を
扱
う
の
に
対
し
て
、
管
理
職
能
は
、
専
ら
人
間
の
み
を
扱

　
う
」
と
。
（
寄
岩
一
」
寓
F
り
』
ご

（
1
3
）
　
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
主
著
の
第
二
部
第
二
章
は
、
「
管
理
の
要
素
」
と
い
う
標
題
の
も
と
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
「
管
理
の
要

　
素
」
の
み
な
ら
ず
、
「
管
理
の
一
般
原
則
」
お
よ
ぴ
「
管
理
の
方
法
」
を
も
含
み
、
む
し
ろ
こ
こ
で
そ
れ
ら
の
内
面
的
統
一
へ
の
努
力
が
試
み
ら
れ

　
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
企
て
は
必
ら
ず
し
も
成
功
し
て
い
る
と
は
い
い
得
な
い
。

六
　
結

　
テ
イ
ラ
ー
の
努
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
発
展
の
緒
に
つ
い
た
「
管
理
の
原
理
」
の
研
究
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
方
向

に
展
開
せ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
見
地
か
ら
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
管
理
学
説
を
考
察
し
、
そ
れ
に
つ
い
て

若
干
の
吟
味
を
試
み
て
来
た
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
を
次
の
如
く
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
わ
れ
わ
れ
の
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
の
研
究
が
終
始
一
貫
し
て
、
分
業
の
高
度
化
に
伴
う
諸
問
題
の
解
決
を
目
指
す

も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
分
化
せ
る
経
営
諸
活
動
の
全
体
的
統
合
の
問
題
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
考

察
の
中
心
を
、
分
化
せ
る
個
々
の
経
営
活
動
な
い
し
個
々
の
作
業
の
科
学
化
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
ら
を
全
体
目
的
に
向
っ
て
統
合
し
て

ゆ
く
活
動
そ
の
も
の
に
見
出
し
、
そ
の
科
学
化
に
努
め
た
こ
と
は
、
経
営
管
理
の
研
究
の
発
展
の
上
で
、
ま
さ
に
画
期
的
意
義
を
も
つ
も



の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
努
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
「
経
営
管
理
の
原
理
」
は

そ
の
固
有
の
領
域
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
科
学
的
管
理
の
原
理
」
の
確
立
に
そ
の
生
涯
を
か
け
た
、

か
の
テ
イ
ラ
ー
の
最
後
に
到
達
せ
る
も
の
が
、
各
種
の
「
作
業
の
原
理
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
う
な
ら
ぱ
、
こ
の
よ
う
な
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の

努
力
は
、
い
か
に
高
く
評
価
し
て
も
高
き
に
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
「
管
理
の
方
法
」
の
中
心
を
活
動
計
画
に
見
出
し
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
活

動
計
画
の
特
質
は
、
そ
れ
が
「
経
営
全
体
と
し
て
の
達
成
可
能
性
を
中
心
と
す
る
計
画
」
で
あ
り
、
し
か
も
「
価
値
的
尺
度
に
よ
る
計
画
」

で
あ
る
こ
と
に
見
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
価
値
的
計
画
に
も
と
づ
く
経
営
活
動
の
綜
合
的
管
理
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
研
究
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
、
そ
の
発
展
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
研
究
に
端
を
発
し
た
、
時

間
的
計
画
に
も
と
づ
く
経
営
活
動
の
綜
合
的
管
理
と
並
ん
で
、
今
日
の
経
営
管
理
制
度
の
二
つ
の
原
型
を
な
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。　

第
三
に
、
彼
が
「
管
理
の
要
素
」
の
分
析
に
お
い
て
、
経
営
管
理
の
職
能
的
構
造
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
こ
と
の
意
義
は
、
き
わ
め

て
重
要
で
あ
る
。
け
だ
し
経
営
管
理
の
職
能
的
構
造
は
、
管
理
活
動
の
い
わ
ぱ
骨
格
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
把
握
こ
そ

「
管
理
の
原
理
」
の
解
明
に
と
っ
て
第
一
の
関
門
を
な
す
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
以
前
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
職

能
的
構
造
の
分
析
は
、
ほ
と
ん
ど
顧
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
じ
つ
に
経
営
管
理
の
職
能
的
分
析
は
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の

努
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
発
展
の
諸
に
つ
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
多
く
の
貢
献
に
も
拘
ら
ず
、
彼
の
窮
局
の
課
題
を
な
し
た
と
こ
ろ
の
「
経
営
管
理
の
原
理
」
は
、
必
ず
し
も
彼
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の
意
図
の
如
く
に
展
開
さ
れ
た
と
は
い
い
得
な
い
。
そ
し
て
そ
の
最
も
重
大
な
原
因
が
、
彼
の
研
究
の
理
論
的
基
礎
を
な
す
も
と
の
し
て

の
、
「
管
理
の
要
素
」
に
関
す
る
分
析
の
抽
象
性
に
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
の
目
指
す
如
き

具
体
的
な
「
経
営
管
理
の
原
理
」
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
管
理
職
能
の
具
体
的
把
握
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
は
更
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
経
営
的
生
産
そ
の
も
の
の
具
体
的
構
造
の
分
析
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
こ
う
し

た
点
の
自
覚
が
充
分
で
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
研
究
の
致
命
的
欠
陥
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
フ
ェ
イ
ヨ
ル
以
後

に
お
け
る
経
営
管
理
の
研
究
が
、
そ
の
中
心
問
題
を
、
こ
う
し
た
管
理
職
能
の
具
体
的
分
析
に
求
め
る
に
至
る
理
由
の
一
つ
は
、
こ
こ
に

あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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