
研
究
ノ
ー
ト

　
　
　
所
得
分
配
の
理
論
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
　
　
井
　
　
　
　
　
治

　
最
近
た
ま
た
ま
相
次
い
で
、
二
冊
の
所
得
分
配
の
理
論
に
関
す
る
著
書
を
読
ん
だ
。
こ
の
機
に
自
分
の
分
配
論
に
関
す
る
思
考
を
括
め
、
な
お

残
存
す
る
疑
点
に
つ
い
て
、
識
者
の
教
示
を
仰
ぐ
と
と
も
に
、
読
後
の
感
想
な
い
し
書
評
に
お
よ
び
、
あ
わ
せ
て
経
済
学
の
近
時
に
お
け
る
認
識

論
な
い
し
方
法
論
を
反
省
し
よ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
一
、
所
得
分
配
の
理
論
に
つ
い
て

　
一
、
お
よ
そ
所
得
と
い
う
語
を
広
く
人
間
生
活
の
立
場
か
ら
観
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
特
定
の
人
が
一
定
の
期
間
に
享
受
す
る
満
足

な
い
し
幸
福
だ
と
、
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
た
だ
一
般
的
に
ま
た
根
本
的
に
所
得
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
問
題
と
、

経
済
学
と
い
う
特
殊
科
学
に
お
け
る
所
得
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
問
題
と
は
、
お
の
づ
か
ら
こ
れ
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ

ど
広
義
に
お
け
る
所
得
の
内
容
と
な
る
各
個
人
の
満
足
と
い
う
も
の
は
、
個
人
的
主
観
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
秤
量
し
そ

　
　
　
所
得
分
配
の
理
論
に
つ
い
て
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の
大
小
を
比
較
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
経
済
現
象
を
社
会
的
な
立
場
か
ら
考
究
す
る
経
済
学
で
は
、
こ
の
よ
う
な

本
質
を
具
有
す
る
所
得
を
ば
、
そ
れ
が
個
人
的
な
領
域
に
所
属
し
よ
う
と
す
る
入
口
で
、
社
会
的
客
観
的
に
意
義
を
持
つ
と
こ
ろ
の

物
質
的
幸
福
（
M
a
t
e
r
i
a
lW
e
l
f
a
r
e
）
と
い
う
形
式
を
通
し
て
捕
捉
し
、
こ
れ
を
数
学
的
分
量
で
表
現
し
得
べ
き
も
の
と
し
て
取
扱

う
。
す
な
わ
ち
本
来
は
主
観
的
で
品
質
の
差
を
持
つ
も
の
を
ば
、
客
観
的
で
た
だ
数
量
の
差
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
、
変
形
な

い
し
飜
訳
（
ぼ
L
E
）
し
た
も
の
が
、
経
済
学
で
い
う
所
得
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
実
際
社
会
で
所
得
と
解
さ
れ
て
い
る
も
の

と
、
ほ
ぼ
そ
の
内
容
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
る
。

　
い
ま
財
貨
の
生
産
に
直
接
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
分
配
に
よ
る
も
の
を
、
原
始
的
所
得
ま
た
は
第
一
次
所
得
と
い
う
な
ら

ば
、
間
接
に
生
産
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
配
に
与
る
も
の
を
、
派
生
的
所
得
ま
た
は
第
二
次
的
所
得
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
う
し
て
あ
る
国
民
的
社
会
経
済
組
織
に
お
け
る
生
産
の
結
果
た
る
諸
種
の
財
貨
は
、
あ
る
い
は
経
済
的
原
因
に
基
づ
き
、
あ

る
い
は
非
経
済
的
原
因
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
直
接
に
あ
る
い
は
間
接
に
、
各
社
会
成
員
の
間
に
分
配
さ
れ
る
。
こ
れ
を
称
し
て
所

得
ま
た
は
財
貨
の
分
配
と
い
う
。
た
だ
し
経
済
学
で
い
う
分
配
論
は
、
経
済
的
な
原
因
に
基
づ
く
直
接
的
分
配
に
限
り
、
非
経
済
的

な
原
因
に
よ
る
間
接
的
な
分
配
は
、
社
会
学
の
範
囲
に
い
れ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
今
日
の
生
産
に
は
土
地
や
資
本
や
労
働
を
必
要
と
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
三
要
素
を
結
合
し
て
、
生
産
に
従
事
す
る
企

業
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
故
に
生
産
の
結
果
た
る
財
貨
の
分
配
に
与
る
も
の
は
、
地
主
・
資
本
家
・
労
働
者
・
企
業
者
の
四
者
で
あ

る
。
従
っ
て
分
配
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
所
得
は
、
土
地
所
得
た
る
地
代
と
、
労
働
所
得
た
る
労
賃
と
、
資
本
所
得
た
る
利
子
と
、

企
業
所
得
た
る
利
潤
と
で
あ
る
。

　
生
産
の
結
果
は
必
ず
四
種
の
所
得
を
生
ず
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
以
外
に
別
種
の
所
得
が
な
い
の
で
は
な
い
。
け
だ
し
直
接
に
生
産
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の
結
果
た
る
財
貨
の
分
配
に
与
る
も
の
は
右
の
四
者
で
あ
る
が
、
な
お
こ
の
他
に
間
接
に
生
産
の
結
果
た
る
財
貨
の
分
配
に
与
る
も

の
が
あ
り
、
四
種
の
所
得
は
更
に
分
化
し
て
諸
種
の
所
得
を
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
公
務
員
・
学
者
・
教
師
・
軍
人
・
僧
侶
・
医
師
・

弁
護
士
・
薬
剤
師
・
僕
婢
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
非
生
産
的
諸
級
に
属
す
る
多
く
の
人
々
の
所
得
が
こ
れ
で
、
社
会
制
度
に
ょ
っ
て
一

定
の
事
実
に
基
づ
き
一
定
の
形
式
に
よ
り
、
間
接
に
生
産
の
結
果
た
る
財
貨
に
分
配
に
与
る
。
ま
た
国
家
や
公
共
団
体
も
租
税
や
手

数
料
な
ど
の
形
式
に
よ
っ
て
、
間
接
に
こ
の
分
配
に
参
与
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
、
所
得
分
配
の
理
論
は
、
こ
れ
を
反
面
か
ら
観
れ
ば
生
産
要
素
の
価
格
理
論
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
、
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
通
説
は
い
わ
ゆ
る
限
界
生
産
力
説
で
あ
る
。

　
こ
の
説
は
各
生
産
財
が
生
産
物
の
造
出
に
貢
献
す
る
程
度
、
す
な
わ
ち
生
産
力
こ
と
に
そ
の
限
界
生
産
力
に
基
づ
い
て
、
生
産
物

の
幾
部
分
づ
つ
が
、
各
生
産
財
に
負
う
も
の
で
あ
る
か
に
従
っ
て
、
各
生
産
財
の
価
格
が
い
か
に
し
て
決
定
さ
れ
る
か
、
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
学
説
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
限
界
生
産
力
と
は
、
他
の
生
産
財
の
数
量
を
一
定
と
し
て
、
あ
る
生
産
財
の
最
後
の
一

単
位
の
追
加
に
よ
っ
て
、
添
加
さ
れ
る
生
産
物
の
増
加
分
を
指
す
。
い
ま
企
業
者
が
あ
る
生
産
財
を
順
次
に
追
加
す
る
も
の
と
す
れ

ば
、
生
産
財
の
各
単
位
が
加
え
ら
れ
る
に
従
っ
て
、
生
産
物
は
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
生
産
物
の
逐
次
的
な
増
分
が
、

こ
の
生
産
財
の
（
限
界
）
生
産
力
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
生
産
財
の
生
産
力
は
、
収
益
逓
滅
の
法
則
に
従
っ
て
漸
次
に
滅
少

す
る
か
ら
、
各
生
産
財
の
限
界
生
産
力
は
相
対
的
に
小
さ
く
な
る
。
そ
し
て
各
企
業
者
が
あ
る
生
産
財
を
順
次
に
追
加
す
る
の
は
、

こ
の
追
加
に
よ
っ
て
増
加
さ
れ
る
生
産
物
の
価
格
が
、
追
加
さ
れ
た
生
産
財
の
価
格
を
償
う
か
ら
で
あ
り
、
生
産
財
の
価
格
が
そ
の

限
界
生
産
力
に
等
し
い
点
は
、
企
業
者
を
し
て
こ
の
生
産
財
の
追
加
を
断
念
さ
す
点
で
あ
り
、
生
産
財
の
価
格
は
こ
の
限
界
に
お
い

て
、
そ
の
限
界
生
産
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
各
生
産
財
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
限
界
生
産
力
が
計
算
さ
れ
る
な
ら
ば
、
企
業
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者
が
各
生
産
財
に
対
し
て
支
払
う
価
格
は
、
当
然
そ
の
限
界
生
産
力
に
比
例
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
　
限
界
生
産
力
説
は
、
前
世
紀
末
に
ク
ラ
ー
ク
が
、
社
会
の
全
体
に
お
け
る
各
種
の
生
産
要
素
、
例
え
ば
資
本
と
労
働
と
を
一
括
し
て
考
え
、
こ

　
れ
ら
を
対
立
さ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
生
産
財
の
価
格
決
定
の
機
構
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
そ
の
思
考
は
殆
ん
ど
進
歩
し

　
て
い
な
い
。

　
　
現
代
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
コ
ッ
プ
・
ド
ウ
グ
ラ
ス
の
生
産
関
数
と
し
て
知
ら
れ
て
大
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
等
は
、
生
産
高
を
Ｑ
、
雇
用
労
働

　
量
を
£
、
資
本
を
Ｋ
と
し
て
、

　
　
　
　
Ｑ
=
＾
ａ
Ｌ
Ｔ
’
Ｋ
＾
-
ｋ

　
と
仮
定
し
、
米
国
の
製
造
工
業
に
つ
い
て
、
最
小
自
乗
法
に
よ
る
計
算
か
ら
、

　
　
　
　
こ
＝
‥
↑
・
０
に
ぃ
。
．
ｇ
哨
。
・
ｓ

　
と
い
う
関
数
を
得
た
。
す
な
わ
ち
労
働
を
一
％
増
せ
ば
、
生
産
高
は
〇
・
七
五
％
増
加
し
、
資
本
を
一
％
増
せ
ば
、
生
産
高
は
〇
・
二
五
％
増
す

　
と
い
う
結
果
を
得
た
。
従
っ
て
労
資
を
二
倍
す
れ
ば
、
生
産
高
秀
二
倍
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
オ
イ
ラ
ー
定
理
を
認
め
た
。
し
か
し
Ｌ
の
冪
数

　
ゐ
と
Ｋ
の
冪
数
（
｛
！
こ
の
和
が
１
、
ま
た
は
生
産
高
Ｑ
は
線
型
、
す
な
わ
ち
投
入
量
£
と
瓦
に
つ
い
て
、
一
次
の
同
次
関
数
で
あ
る
と
い
う
こ

　
と
、
あ
る
い
は
規
模
に
関
す
る
費
用
不
変
ま
た
は
収
益
不
変
の
仮
定
を
含
む
。
後
に
ド
ウ
グ
ラ
ス
は
、
Ｑ
=
ａ
Ｌ
'
ｃ
Ｋ
Ｊ
　
’
す
な
わ
ち
ｋ
＋
ｊ
非
１
と

　
し
て
計
算
し
た
。
こ
の
場
合
に
は
、
生
産
高
Ｑ
は
曲
線
型
と
な
り
、
費
用
不
変
ま
た
は
収
益
不
変
は
必
ず
し
も
支
配
的
で
は
な
い
。
一
般
的
に
、

　
　
　
　
ｃ
＝
叫
い
い
つ
と
し
て
Ｑ
十
心
緊
↑
な
ら
ば
こ
ル
（
坤
４
十
聯
哨
）

　
さ
ら
に
ソ
ロ
ウ
は
代
替
の
弾
力
性
を
用
い
て
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
心
＝
（
り
十
ｉ
Ｃ
≪
）
≪

　
と
し
て
、
コ
ッ
ブ
・
ド
ウ
グ
ラ
ス
関
数
で
は
ａ

=
ｌ
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
ｑ
＝
☆
・
で
あ
る
と
し
た
こ
と
は
、
よ
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
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で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
ソ
ロ
ウ
関
数
（
S
o
l
o
w

F
u
n
c
t
i
o
n
）
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
し
か
し
多
数
の
生
産
財
が
複
雑
な
関
係
の
下
に
結
合
さ
れ
て
生
産
が
行
わ
れ
る
場
合
、
こ
れ
に
協
力
す
る
各
生
産
財
の
生
産
力

を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
計
算
す
る
こ
と
は
、
理
論
上
も
容
易
で
な
い
だ
け
で
な
く
、
ま
た
同
じ
生
産
財
が
種
々
の
生
産
物
を
造
り
出

す
場
合
、
す
な
わ
ち
産
業
部
門
を
異
に
す
る
同
種
生
産
財
の
生
産
力
の
相
違
を
、
い
か
に
し
て
決
定
す
る
か
は
困
難
な
問
題
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
選
択
費
用
説
（
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
c
E
T
r
a
ｙ
）
ま
た
は
機
会
費
用
説
（
o
回
目
E
吼
ぐ
c
K
T
r
o
q
）
、
す
な
わ
ち
次

善
の
用
途
に
お
け
る
生
産
財
の
貢
献
ま
た
は
価
格
、
換
言
す
れ
ば
生
産
要
素
Ａ
の
Ｘ
財
の
生
産
に
お
け
る
費
用
と
は
、
Ａ
の
他
財
Ｙ

Ｚ
…
・
：
の
最
大
生
産
高
と
す
る
説
明
が
、
い
う
べ
く
し
て
行
わ
れ
が
た
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
し
か
も
限
界
生
産
力
説
は
、
あ
る
生
産
財
の
価
格
の
決
定
に
つ
い
て
、
他
の
生
産
財
貨
の
価
格
を
一
定
の
も
の
と
前
提
す
る
。
す

な
わ
ち
あ
る
生
産
財
一
単
位
の
追
加
が
、
他
の
事
情
に
変
化
な
く
し
て
増
加
し
得
る
生
産
物
の
価
格
で
、
そ
の
限
界
生
産
力
を
測
定

し
よ
う
と
す
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
生
産
財
の
間
に
い
わ
ゆ
る
補
償
関
係
が
成
立
し
、
一
生
産
財
の
増
滅
は
な
ん
ら
か

の
形
で
、
他
の
生
産
財
に
よ
っ
て
補
償
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
た
と
え
ば
機
械
と
労
働
と
の
よ
う
に
、
機
械
で
労
働
の
滅
少

を
補
う
と
い
う
補
償
関
係
（
R
i
c
a
r
d
o

E
f
f
e
c
t
）
は
、
常
に
必
ず
し
も
い
か
な
る
生
産
財
の
間
に
も
成
立
つ
と
は
限
ら
な
い
。
綿
布
の

生
産
に
お
け
る
綿
糸
の
よ
う
に
、
前
者
の
一
定
量
を
生
産
す
る
た
め
に
は
、
後
者
の
一
定
量
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
た
と
い
他

の
生
産
財
た
と
え
ば
労
働
を
増
加
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
で
綿
布
の
生
産
が
増
加
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
綿
布
の
生
産
高
を
増
加

す
る
た
め
に
は
、
常
に
必
ず
綿
糸
の
増
加
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
財
の
生
産
に
お
い
て
、
新
た
に
生

産
さ
る
べ
き
こ
の
財
の
一
単
位
の
内
に
含
ま
る
べ
き
各
生
産
財
の
数
量
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
生
産
係
数
が
一
定
で
あ
る
場
合
の
一

例
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
生
産
財
貨
の
間
に
補
償
の
関
係
は
存
立
し
な
い
。
ま
た
生
産
係
数
が
一
定
で
な
い
場
合
で
も
、
補
償
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関
係
が
常
に
存
在
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
紡
績
工
場
で
工
場
を
倍
加
し
て
も
、
機
械
そ
の
他
の
生
産
財
を
増
加
し
な
け
れ

ば
、
生
産
高
の
増
加
を
期
待
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
故
に
選
択
費
用
説
ま
た
は
機
会
費
用
説
で
は
、
限
界
生
産
力
説
と
異
り
、
生
意
係
数
が
全
部
ま
た
は
一
部
不
変
の
場
合
に
は
、
こ
れ
を
複

　
合
生
産
要
素
Ｆ
と
考
え
て
、
そ
の
生
産
高
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
複
合
生
産
要
素
Ｆ
の
選
択
可
能
な
生
産
物
と
は
、
こ
の

　
要
素
が
種
々
異
っ
た
財
貨
の
生
産
に
利
用
さ
れ
る
場
合
の
、
割
合
の
差
に
よ
っ
て
決
定
で
き
る
と
す
る
。

　
　
ま
た
結
合
生
産
物
、
す
な
わ
ち
一
の
生
産
過
程
か
ら
、
数
種
の
生
産
物
が
生
産
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
分
析
し
て
そ
の
生
産
費
を

　
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
不
変
の
割
合
で
生
産
さ
れ
る
生
産
物
を
、
複
合
生
産
物
Ｐ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
要
素
は
生

　
産
に
投
下
さ
れ
、
生
産
物
は
生
産
か
ら
出
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
要
素
を
最
小
化
し
、
生
産
物
を
最
大
化
す
る
こ
と
が
、
経
済
の
本
質
で
あ
る
か

　
ら
で
あ
る
と
す
る
。

　
　
し
か
し
前
に
こ
の
説
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
じ
理
由
か
ら
、
い
う
べ
く
し
て
行
わ
れ
が
た
い
点
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
限
界
生
産
力
説
は
、
生
産
財
の
補
償
関
係
を
前
提
と
す
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
補
償
関
係
の
存
在
は
、
生
産
係
数
の
変

化
が
と
り
得
る
一
場
合
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
一
生
産
物
の
生
産
係
数
は
、
あ
る
い
は
そ
の
生
産
高
の
如
何
に
拘
ら
ず
一
定
で
あ

り
、
あ
る
い
は
生
産
高
に
比
例
し
て
増
滅
す
る
。
故
に
限
界
生
産
力
説
は
こ
の
点
に
お
い
て
重
大
な
制
限
を
受
け
る
。
す
な
わ
ち
こ

の
学
説
は
、
常
に
複
雑
な
生
産
組
織
を
前
提
と
し
、
従
っ
て
他
の
生
産
財
貨
と
く
に
生
産
手
段
の
価
格
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
生
産
財
の
価
格
を
完
全
に
説
明
し
得
る
も
の
と
は
、
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
な
お
人
的
生
産
財
た
る
労
働
と
、
物
的
生
産
財
た
る
資
本
と
が
、
た
だ
た
ん
に
機
械
的
に
結
合
し
て
、
生
産
物
が
出
て
来
る
の
で
は
な
い
。

　
　
『
隻
手
の
空
音
』
は
凡
人
に
は
聞
え
な
い
。
双
方
の
手
の
拍
手
に
よ
っ
て
音
が
出
る
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
労
働
と
資
本
の
結
合
関
係
に
注
目
し

　
た
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
ア
ブ
ラ
モ
ヴ
ィ
ッ
ツ
余
剰
（
A
b
r
a
m
o
w
i
t
z

R
e
s
i
d
u
a
l
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
哨
＝
Ｉ
Ｉ
（
？
凶
丿
９
）
こ
れ
で
あ
る
。
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C
M
.

A
b
r
a
m
o
w
i
t
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｡

R
e
s
o
u
r
c
e

a
n
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ぞ
艮
T
r
e
n
d
s

i
n

t
h
e

U
.
S
.
｡

s
i
n
c
e

1
8
7
0
｡

A
m
.

E
c
o
n
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R
e
v
i
e
w
｡

P
a
p
e
r
s
　
　
a
n
d

　
Ｆ
ｒ
ｏ
ｃ
ｅ
ｅ
ｄ
ｍ
ｇ
ｓ
｡
　
　
１
９
５
６
｡
参
照
）
。

　
な
お
経
済
学
に
お
け
る
本
来
の
分
配
論
は
、
土
地
・
労
働
・
資
本
・
企
業
と
い
う
職
能
を
異
に
す
る
各
生
産
要
素
へ
の
、
国
民
的

社
会
生
産
物
の
帰
属
す
な
わ
ち
社
会
的
分
配
分
（
S
o
c
i
a
l

D
i
v
i
d
e
n
d
）
の
研
究
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
機
能
分
配
（
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l

D
i
s
-

ｔ
ｒ
ｉ
ｂ
ｕ
ｔ
ｉ
ｏ
已
の
名
の
あ
る
所
以
で
も
あ
る
が
、
限
界
生
産
力
説
は
労
働
所
得
た
る
労
賃
と
資
本
所
得
た
る
利
子
と
を
説
明
す
る
に
す

ぎ
ず
、
土
地
所
得
た
る
地
代
や
企
業
所
得
た
る
利
潤
は
解
明
さ
れ
な
い
。
も
っ
と
も
現
代
に
お
け
る
地
代
は
、
主
と
し
て
土
地
工
作

物
の
賃
賃
借
料
で
あ
る
と
し
て
、
資
本
利
子
と
観
よ
う
と
す
る
主
張
も
あ
る
が
、
ま
だ
一
般
的
に
は
承
認
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ

故
に
労
賃
と
利
子
は
契
約
所
得
で
あ
っ
て
、
生
産
の
事
前
に
決
定
さ
れ
、
地
代
と
利
潤
は
剰
余
所
得
で
あ
っ
て
、
生
産
の
事
後
に
定

ま
る
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
国
民
所
得
の
分
配
上
に
主
要
な
地
位
と
部
分
を
占
め
る
利
潤
は
、
未
だ
解
決
さ
れ
て
お
ら
ず
、

多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
ま
だ
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
通
説
ら
し
い
も
の
は
な
い
。

　
な
お
最
近
で
は
ケ
ィ
ン
ズ
理
論
の
流
に
沿
っ
て
需
給
説
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
の
体
系
は
極
め
て

簡
素
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
独
立
変
数
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
消
費
性
向
と
資
本
（
投
資
）
の
限
界
効
率
お
よ
び
利
子
率

の
三
つ
で
、
労
賃
の
単
位
と
貨
幣
の
数
量
と
が
与
え
ら
れ
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
従
属
変
数
た
る
実
質
国
民
所
得
と
雇
用
量
が
決
定

さ
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
雇
用
量
ま
た
は
所
得
が
、
生
産
物
に
関
す
る
総
需
要
と
総
供
給
と
の
均
衡
点
で
決
定
さ
れ
る
と
す
る
。

需
要
表
は
生
産
物
の
総
需
要
Ｄ
と
雇
用
量
Ｎ
と
の
関
数
関
係
咄
＝
ド
（
ｋ
）
を
、
供
給
表
は
生
産
物
の
総
供
給
Ｚ
と
雇
用
量
Ｎ
と
の
関

数
関
係
Ｎ
‥
Ｈ
心
（
ｋ
）
を
示
し
、
均
衡
条
件
ｂ
＝
Ｎ
ま
た
は
ｂ
Ｆ
Ｎ
＝
０
の
点
に
お
い
て
定
ま
る
と
い
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
体
系
に
お
け
る
労
賃
ｌ
ケ
ィ
ン
ズ
の
い
う
労
賃
単
位
（
W
a
g
e

U
n
i
t
）
は
、
貨
幣
の
数
量
（
訂
）
と
共
に
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外
生
変
数
で
あ
っ
て
、
与
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
国
民
所
得
Υ
な
い
し
労
働
分
配
分
Ｗ
は
解
決
さ
れ
る
と
し
て
も
、

個
々
の
労
賃
Ｗ
や
労
働
水
準
、
殊
に
各
産
業
別
や
企
業
別
の
労
賃
な
い
し
そ
の
水
準
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は

巨
視
理
論
か
ら
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
が
、
『
い
ま
や
ケ
イ
ン
ズ
理
論
を
総
論
と
し
て
、
そ
の
各
論
の
分
析
を
根
基
と
し
、
そ
の
再

改
造
の
道
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
』

　
　
　
　
二
、
二
つ
の
所
得
分
配
論
著
に
つ
い
て

一
、
J
.

P
e
n
｡

I
n
c
o
m
e

D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
｡

t
r
a
n
s
｡

f
r
o
m

D
u
t
c
h

b
y
T
.

S
.

P
r
e
s
t
o
n
｡

L
o
n
d
o
n

1
9
7
1
｡

本
書
は
所
得
論
へ
の
専
門
的
入
門
書
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
諸
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
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著
者
ペ
ン
は
狭
い
経
済
学
の
範
囲
に
止
ら
ず
、
広
く
社
会
学
的
お
よ
び
政
治
学
的
な
考
察
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

恰
好
な
専
門
的
入
門
書
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
そ
の
見
解
は
一
九
七
二
年
の
米
国
大
統
領
選
挙
で
、
現
ニ
ク
ソ
ン
の
再
選

阻
止
を
目
指
す
民
主
党
の
最
有
力
候
補
マ
ク
バ
ガ
ン
の
、
い
わ
ゆ
る
革
新
政
策
の
基
調
と
思
わ
れ
る
サ
ミ
ッ
エ
ル
ソ
ン
な
ど
の
主
張

と
、
そ
の
軌
を
一
に
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
た
だ
著
者
は
平
等
主
義
（
拶
匹
好
'
自
）
の
立
場
と
自
称
し
て
い
る
が
、
分
配
の
平
等
（
y
g
F
y
）
と
公
平
（
回
呂
y
）
と
い
う

棍
本
問
題
に
つ
い
て
、
何
等
の
考
察
を
加
え
ず
、
言
及
も
し
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
分
配
の
平
等
は
常
に
必
ず
し
も
公
平
で

な
く
、
ま
た
そ
の
公
平
は
常
に
必
ず
し
も
平
等
を
意
味
し
な
い
。
私
は
こ
れ
が
分
配
問
題
の
基
本
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
（
拙
著

「
現
代
社
会
主
義
批
判
」
－
昭
和
二
四
年
、
日
本
経
専
（
現
亜
細
亜
大
学
）
出
版
部
刊
―
一
〇
一
頁
以
下
参
照
）
。

　
二
、
だ
[
｡

B
r
o
n
f
e
n
b
r
e
n
n
e
r
｡

I
n
c
o
m
e

D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
T
h
e
o
r
y
｡
C
田
畠
咬
O
Q
n
d

N
e
w

Y
o
r
k
1
9
7
1
｡

　
本
書
は
所
得
に
関
す
る
専
門
理
論
の
概
説
書
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
諸
章
か
ら
成
立
っ
て
い
る
。
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○
　
分
配
の
重
要
性
に
関
す
る
論
争

㈹
　
『
分
配
』
テ
ー
マ
の
変
化

臼
　
個
人
的
な
所
得
分
配
に
お
け
る
諸
問
題

聯
　
機
能
的
な
所
得
分
配
に
お
け
る
諸
問
題

㈲
　
悪
分
配
？

㈲
　
生
産
的
投
入
の
た
め
の
需
要

㈲
　
反
限
界
主
義
の
反
発

四
　
不
完
全
競
争
と
搾
取

㈹
　
投
入
物
の
供
給

㈲
　
団
体
協
約

⇔
　
労
賃
と
雇
用

㈲
　
古
典
的
利
子
理
論

的
　
貨
幣
的
利
子
理
論

匈
　
地
代
に
関
す
る
二
つ
の
理
論

㈲
　
正
常
的
利
子

的
　
巨
視
的
理
論
、
要
約

㈲
　
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
、
ガ
イ
ド
・
ポ
ス
ト
お
よ
び
所
得
政
策
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こ
の
よ
う
に
本
書
は
、
専
門
的
な
所
得
理
論
の
概
要
を
知
る
の
に
頗
る
便
利
で
あ
る
が
、
な
お
著
者
が
米
国
人
で
あ
る
た
め
か
、

仏
独
の
文
献
の
参
照
が
少
な
く
、
ジ
ニ
イ
（
９
ふ
）
の
方
程
式
に
言
及
せ
ず
、
ジ
ブ
ラ
の
法
則
（
G
i
b
r
a
t
'
s

L
a
w
）
に
つ
い
て
は
、
い

わ
ゆ
る
比
例
的
効
果
（
７
ｆ
ｆ
ｅ
ｔ
　
ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｌ
）
や
対
数
正
規
的
分
配
｛
}
o
召
o
呂
に
影
区
回
9
已
を
説
明
し
て
い
な
い
の
は
残
念

で
あ
る
。
し
か
も
著
者
は
現
代
経
済
理
論
の
通
弊
―
敢
え
て
い
う
ｌ
と
し
て
、
数
式
的
説
明
を
主
旨
と
し
て
い
る
た
め
に
、
代

数
的
記
号
に
迷
わ
さ
れ
て
、
そ
の
経
済
的
意
味
を
省
察
し
て
い
な
い
、
と
思
わ
れ
る
点
が
少
く
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
著
者
の

経
済
学
に
お
け
る
認
識
論
な
い
し
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
疑
問
を
呈
出
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
よ
っ
て
項
を
改
め
て
述
べ
る
こ

と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
三
、
所
得
論
研
究
の
方
法
に
つ
い
て

　
一
、
ま
ず
第
一
に
ブ
ロ
ン
フ
ェ
ン
ブ
レ
ン
ナ
ー
は
、
『
マ
ー
シ
ャ
ル
や
ピ
グ
ウ
が
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
か
ら
は
、
効
用
の
基
数

的
な
測
定
と
個
人
間
の
比
較
性
は
、
益
々
評
判
が
悪
く
な
っ
た
』
（
九
八
頁
）
と
し
、
『
効
用
関
数
Ｕ
を
我
々
は
測
定
し
得
る
も
の
と

仮
定
す
る
』
（
二
一
○
頁
）
。
し
か
し
効
用
の
可
測
性
と
比
較
性
の
問
題
が
、
解
決
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

　
数
式
的
方
法
論
は
便
宜
ま
た
は
簡
単
化
の
た
め
に
、
仮
定
ま
た
前
提
を
で
き
る
だ
け
単
純
化
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
実
際
に
は

存
在
せ
ず
、
ま
た
は
不
可
能
な
仮
定
か
ら
出
発
し
た
数
式
的
推
理
は
、
そ
れ
が
い
か
に
ス
マ
ー
ト
で
エ
レ
ガ
ン
ト
な
も
の
で
あ
る
と

し
て
も
、
所
詮
は
空
理
空
論
で
あ
り
、
机
上
に
お
け
る
数
学
の
演
習
に
す
ぎ
ず
、
モ
デ
ル
・
メ
ー
カ
イ
と
い
う
譏
り
を
免
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。
私
は
フ
リ
イ
ド
マ
ン
と
と
も
に
『
理
論
の
テ
ス
ト
は
、
そ
の
事
実
の
説
明
力
、
経
済
的
環
境
に
お
け
る
諸
変
化
の
結
果
の

予
言
力
に
あ
る
。
抽
象
性
や
一
般
性
や
数
学
的
な
エ
レ
ガ
ン
ス
ー
こ
れ
ら
は
す
ぺ
て
二
次
的
な
も
の
で
、
そ
れ
自
身
が
適
用
の
テ
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ス
ト
に
ょ
っ
て
判
断
さ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
』
と
信
ず
る
。

　
二
、
ブ
ロ
ン
フ
ェ
ン
ブ
レ
ン
ナ
ー
は
ま
た
『
我
々
は
純
粋
競
争
を
仮
定
す
る
。
従
っ
て
い
か
な
る
会
社
も
、
い
か
な
る
投
入
ま
た

は
産
出
の
価
格
に
も
、
そ
の
利
用
ま
た
は
生
産
に
よ
っ
て
影
響
を
与
え
得
ず
、
ま
た
市
場
で
は
有
効
な
合
従
連
衡
（
ｃ
色
回
’
呂
）
は

な
い
』
（
一
四
七
頁
）
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
『
利
潤
理
論
で
は
、
そ
の
仮
定
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
我
々
は
、
定
常
の
人
口
・
趣
味
・
嗜
好
・
自
然
資
源
お
よ
び

　
（
資
本
主
義
的
な
）
社
会
制
度
を
も
ち
、
生
産
の
た
め
の
技
術
的
選
択
に
、
不
変
の
範
囲
の
あ
る
社
会
を
考
え
て
い
る
。
経
済
は
純
粋
に
競
争
的

　
で
、
投
入
物
お
よ
び
産
出
物
に
完
全
な
可
分
性
が
あ
り
、
十
分
な
短
期
間
に
亘
っ
て
各
市
場
で
は
、
す
べ
て
の
投
入
物
お
よ
び
産
出
物
に
つ
い
て

　
単
一
な
価
格
を
保
証
す
る
に
十
分
な
移
動
性
と
標
準
化
が
あ
り
、
現
存
の
諸
価
格
と
諸
品
質
に
関
す
る
十
分
な
知
識
が
あ
る
。
資
本
存
在
量
は
、

　
蓄
積
さ
れ
て
ゆ
く
か
、
ま
た
は
損
耗
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
知
識
の
完
全
性
は
、
費
用
お
よ
び
生
産
関
係
に
つ
い
て
も
、
ま
た
将
来
の
こ
と
に

　
つ
い
て
も
、
現
在
の
諸
価
格
お
よ
び
諸
品
質
以
上
に
は
拡
大
さ
れ
な
い
。
（
我
々
は
安
定
性
の
た
め
に
、
予
想
の
あ
ら
ゆ
る
弾
力
性
を
ば
、
一
ま

　
た
は
そ
れ
以
下
と
仮
定
す
る
。
）
要
す
る
に
、
革
新
が
な
く
と
も
不
確
実
性
が
あ
る
と
す
る
。
』
（
三
七
〇
ｌ
一
頁
、
傍
点
は
引
用
者
）

　
こ
こ
で
も
ま
た
『
安
定
性
の
た
め
に
』
、
前
提
が
単
純
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
『
純
粋
競
争
』
の
説
明
が
、
前
後
に
お
い
て
異

っ
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
純
粋
競
争
（
P
u
r
e
c
o
ﾖ
ｰ
t
E
呂
）
の
仮
定
で
あ
る
が
、
後
者
は
完
全
競
争
（
P
e
r
f
e
c
t
c
o
m
p
e
-

t
i
t
i
o
己
の
仮
定
で
あ

る
。
　

ニ
ユ
ー
ト
ン
の
重
力
法
則
は
真
空
を
仮
定
す
る
が
、
自
然
は
真
空
を
嫌
う
（
N
a
t
u
r
a
e

a
b
h
o
r
sv
a
c
u
u
m
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

の
で
あ
っ
て
、
真
空
の
中
で
は
『
人
は
皆
死
ん
で
し
ま
う
』
の
で
あ
る
。

　
三
、
ブ
ロ
ン
フ
ェ
ン
ブ
レ
ン
ナ
ー
は
、
『
交
換
方
程
式
は
貨
幣
の
数
量
訂
と
一
般
物
価
水
準
？
と
を
関
係
づ
け
る
も
の
』
で
あ
る

と
し
、
ラ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
交
換
方
程
式
が
、
実
質
所
得
水
準
Υ
お
よ
び
貨
幣
流
通
の
所
得
速
度
Ｆ
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
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れ
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
（
四
六
〇
頁
）

　
　
M
V
=
Ｐ
Ｙ
　
ｏ
ｒ
　
Ｐ
=
･
＾
戸

　
し
か
し
こ
れ
は
大
き
な
誤
解
な
い
し
錯
誤
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
数
式
的
方
法
に
屡
々
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
代

数
的
記
号
の
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
フ
ィ
ッ
シ
ヤ
ー
は
、
取
引
量
を
Ｔ
お
よ
び
貨
幣
の
取
引
速
度
を
Ｖ
と

し
て
、

　
　
M
V
=
Ｐ
Ｔ
　
ｏ
ｒ
　
Ｐ
=
　
^
Ｊ

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
記
の
交
換
方
程
式
は
、
む
し
ろ
ケ
イ
ン
ズ
の
所
得
（
数
量
）
説
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ケ
イ
ン

ズ
は
、
実
質
国
民
所
得
ま
た
は
国
民
生
産
高
を
０
と
し
、
ブ
ロ
ン
フ
ェ
ン
ブ
レ
ン
ナ
ー
と
同
様
に
、
貨
幣
量
を
Ｍ
、
貨
幣
流
通
の
所

得
速
度
を
Ｖ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
の
Υ
は
、
名
目
国
民
所
得
ま
た
貨
幣
的
国
民
生
産
高
で
あ

る
。

　
　
Ｙ
=
Ｐ
Ｏ
=
M
V

　
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
流
の
貨
幣
数
量
説
と
ケ
イ
ン
ズ
流
の
所
得
（
数
量
）
説
と
は
、
そ
の
発
想
と
構
想
を
異
に
し
、
同
じ
代
数
記
号
を

用
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
と
内
容
は
異
る
。
そ
の
是
非
は
こ
れ
を
暫
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
を
混
同
視
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。

　
な
お
、
ブ
ロ
ン
フ
ェ
ン
ブ
レ
ン
ナ
ー
は
、
『
我
々
は
「
貨
幣
」
を
ば
、
名
目
的
な
貨
幣
よ
り
も
、
む
し
ろ
価
格
変
動
は
よ
っ
て
デ

フ
レ
ー
ト
さ
れ
た
実
質
的
な
貨
幣
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
』
（
三
二
一
頁
）
と
し
、
次
い
で
『
実
質
的
な
貨
幣
供
給
訂
／
？
』
（
三
二
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八
頁
）
と
す
る
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
貨
幣
で
な
く
し
て
貨
幣
量
で
あ
り
、
『
物
価
変
動
に
よ
っ
て
デ
フ
レ
ー
ト
さ
れ

た
実
質
的
な
貨
幣
』
量
と
は
、
『
実
質
的
な
貨
幣
供
給
（
量
）
Ｍ
／
？
』
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
表
現
は
数
式
的
説
明
に
屡
々
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
貨
幣
の
実
質
的
購
買
力
、
ま
た
は
貨
幣
の

価
値
の
実
質
的
表
示
に
す
ぎ
ず
、
貨
幣
の
供
給
量
な
い
し
、
需
要
量
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
も
一
般
物
価
水
準
Ｐ
の
存
在

と
意
味
に
つ
い
て
、
多
く
の
論
争
の
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
も
り
、
さ
ら
に
デ
フ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
の
Ｐ
に
つ
い
て
は
、
多
く

の
疑
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
般
物
価
水
準
Ｐ
に
変
動
な
し
と
し
て
も
、
或
種
の
商
品
価
格
の
上
昇
と
、
他
種
の
商
品
価

格
の
下
降
と
が
、
た
が
い
に
相
殺
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
た
と
い
一
切
の
商
品
価
格
に
変
動
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
な
お
商

品
の
品
質
が
向
上
す
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
デ
フ
レ
ー
タ
ー
・
と
し
て
Ｐ
を
認
容
す
る
た
め
に
は
、
物
価
と
貨
幣
と
の
間

に
お
け
る
、
比
例
的
な
変
動
の
数
量
関
係
、
す
な
わ
ち
諸
物
価
の
同
率
的
な
騰
落
関
係
の
存
在
を
、
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
こ
れ
は
殆
ん
ど
す
べ
て
の
学
者
が
否
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
訂
／
Ｐ
の
経
済
的
意
味
に
つ
い
て
、
数
理
経
済
学
者
の
教
示
を
得
た

い
、
と
切
願
す
る
も
の
で
あ
る
）
。

　
四
、
お
よ
そ
言
葉
は
区
別
の
た
め
に
存
在
す
る
。
あ
る
事
象
を
他
の
事
象
と
区
別
す
る
た
め
に
、
我
々
人
類
は
言
葉
を
使
っ
て
い

る
。
こ
の
故
に
理
論
は
論
理
の
一
貫
性
の
た
め
に
、
こ
と
に
純
粋
論
理
と
し
て
の
数
学
に
お
い
て
、
従
っ
て
数
理
経
済
学
ま
た
は
経

済
理
論
の
数
式
的
説
明
に
お
い
て
は
、
用
語
の
厳
密
な
定
義
と
使
用
が
要
求
さ
れ
る
。

　
日
　
ブ
ロ
ン
フ
ェ
ン
ブ
レ
ン
ナ
ー
は
限
界
生
産
物
の
価
値
（
V
a
l
u
e

o
f
t
h
e
M
a
r
g
i
n
a
lP
r
o
d
u
c
t
=
v
.
m
.
p
)
と
い
う
言
葉
を
用
い

て
い
る
（
一
三
三
ｌ
四
頁
）
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
ラ
ア
ナ
ー
の
先
例
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
数
式
的
表
現
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に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
限
界
生
産
物
の
価
格
（
F
r
i
c
e

o
t
t
h
e
M
a
r
g
i
n
a
lP
r
乱
u
c
こ
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
う
に
明
言
し
て

い
る
（
一
九
一
頁
）
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
英
語
の
く
巴
g
と
P
r
i
c
e
は
、
常
識
的
に
は
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
し
て
も
経

済
学
の
専
門
書
で
は
、
専
門
語
と
し
て
明
碓
に
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
ヨ
回
吼
呂
｝
１
乱
ｇ
ｔ
ｏ
ｒ
　
Ｖ
.
　
m
.
　
ｐ
.
（
三
六
二

頁
）
と
す
る
こ
と
は
、
読
者
を
迷
わ
す
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
限
界
生
産
物
が
何
で
あ
ろ
う
（
質
ま
た
は
種
類
）
と
、
い
く

ら
（
数
量
）
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
経
済
学
に
関
係
が
な
い
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
Ｉ
。

　
昌
　
次
に
ブ
ロ
ン
フ
ェ
ン
ブ
レ
ン
ナ
ー
は
、
利
潤
の
章
で
、
『
本
章
の
主
題
は
、
長
期
に
お
け
る
競
争
下
の
、
「
正
常
的
な
」
、
「
純

粋
な
」
そ
し
て
時
に
は
「
必
要
な
」
利
潤
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
』
（
三
六
六
頁
）
と
い
う
。
こ
こ
で
も
ま
た
正
常
・
純
粋
・
必
要
な

ど
と
い
う
言
葉
が
、
同
義
語
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
正
碓
な
表
現
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
ず
、
読
者
を
迷
わ
す
も
の
で
あ
り

詳
し
い
説
明
が
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
す
で
に
市
場
価
格
（
だ
F
k
Q
t
?
i
）
と
正
常
価
格
（
J
N
o
r
m
a
l

P
r
i
c
e
）
の
区
別
を
知
っ

て
お
り
、
ミ
ル
が
い
っ
た
必
要
価
格
（
Ｎ
ｅ
ｃ
ｅ
ｓ
ｓ
ａ
ｒ
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｉ
ｃ
ｅ
）
の
意
味
を
知
っ
て
い
る
。
異
る
言
葉
を
用
い
、
異
る
表
現
を
使
う
と
い

う
こ
と
は
、
異
る
意
味
と
内
容
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
る
こ
と
を
示
す
は
ず
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
専
門
的
学
術
書

に
お
け
る
専
門
語
に
お
い
て
お
や
で
あ
る
。
こ
と
に
数
理
経
済
学
ま
た
は
経
済
理
論
の
数
式
的
説
明
で
は
、
代
数
的
記
号
で
表
現
さ

れ
る
も
の
の
経
済
的
な
意
義
と
内
容
が
、
厳
密
に
規
定
さ
れ
一
貫
性
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
数
理
経
済
学
は
単
な
る
机
上
の
数

学
演
習
で
は
な
い
は
ず
だ
か
で
ら
あ
る
。

　
五
、
ブ
ロ
ン
フ
ェ
ン
ブ
レ
ン
ナ
ー
は
、
利
用
者
の
生
産
物
ｘ
に
対
す
る
需
要
の
弾
力
性
を
η
、
同
じ
会
社
の
投
入
要
素
α
の
供
給

― 97 ―



の
弾
力
性
を
ｅ
と
し
て
、
限
界
生
産
物
収
入
と
限
界
投
入
量
と
の
間
に
は
、
次
の
よ
う
な
均
等
関
係
が
あ
る
と
す
る
（
一
八
九
頁
）
。

　
　
久
７
十
）
聯
よ
千
千
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
こ
こ
か
ら
÷
＝
ｔ
が
ラ
ア
ナ
ー
の
い
う
（
売
）
独
占
度
（
D
e
g
r
e
e

o
f
M
o
n
o
p
o
l
y
）
で
あ
り
（
一
九
〇
頁
）
、
千
＝
ｔ
は
ラ
ー

ナ
ー
流
の
買
独
占
度
（
だ
[
e
a
s
u
r
e

o
f
M
[
o
呂
l
o
n
y
t
o
l
こ
と
い
う
（
一
九
三
頁
）
。
し
か
し
こ
の
式
は
売
買
独
占
（
M
o
n
o
p
o
l
y
-
M
o
-

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

n
o
p
s
o
n
y
ま
た
は
ワ
イ
ン
ト
ラ
ウ
ブ
の
い
う
M
o
n
e
m
p
o
l
y
）
の
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
買
独
占
度
は
、
ラ
ア
ナ
ー
の
い
う
よ
う
な
一
般

的
な
売
独
占
度
、
こ
と
に
一
般
的
な
消
費
財
の
買
独
占
度
と
は
、
異
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ

て
μ
と
り
を
併
立
さ
す
こ
と
に
は
、
疑
な
き
を
え
な
い
。
詳
し
く
は
さ
ら
に
考
う
べ
き
点
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
六
、
ブ
ロ
ン
フ
ェ
ン
ブ
レ
ン
ナ
ー
は
、
市
場
利
子
率
り
は
純
粋
ま
た
は
経
済
利
子
率
ｒ
と
、
一
般
的
な
危
険
プ
レ
ミ
ア
ム
戸
と
、

特
殊
な
（
個
人
的
）
危
険
プ
レ
ミ
ア
ム
戸
と
の
、
三
部
分
か
ら
成
立
つ
と
す
る
（
三
〇
一
頁
）
。
す
な
わ
ち

　
　
ｒ
ｉ
=
ｒ
＋
ｙ
＋
Ｎ

　
し
か
し
周
知
の
よ
う
に
普
通
に
は
、
危
険
負
担
は
企
業
の
任
務
と
さ
れ
、
利
潤
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
も
後
に
ナ

イ
ト
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ナ
イ
ト
に
よ
れ
ば
『
利
潤
は
不
碓
実
性
ま
た
保
険
不
可
能
な
危
険
か
ら
出
て
来
る
』
（
三
六
八

（
1
2
）

頁
）
の
で
あ
る
。
利
子
理
論
に
お
け
る
危
険
負
担
と
、
利
潤
理
論
に
お
け
る
危
険
負
担
と
は
、
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
。
従
っ
て
ブ

ロ
ン
フ
ェ
ン
ブ
レ
ン
ナ
ー
も
、
利
潤
論
に
お
い
て
は
『
革
新
な
く
と
も
不
碓
実
性
は
あ
る
』
と
い
う
（
三
七
一
頁
）
。
異
る
意
味
と
内

容
は
、
異
る
言
葉
異
る
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
、
論
理
の
正
碓
と
純
粋
性
と
一
貫
性
を
期
す
る
所
以
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ナ
イ
ト
説

の
当
否
は
暫
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
ブ
ロ
ン
フ
ェ
ン
ブ
レ
ン
ナ
ー
自
身
が
、
ナ
イ
ト
流
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
い
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か
に
解
す
べ
き
か
で
あ
ろ
う
か
。

　
七
、
所
得
分
配
理
論
の
根
本
問
題
と
し
て
の
平
等
と
公
平
に
つ
い
て
、
ブ
ロ
ン
フ
ェ
ン
ブ
レ
ン
ナ
ー
は
ペ
ン
と
異
り
、
こ
れ
に
言

及
し
て
い
る
（
九
六
頁
）
。
し
か
し
ペ
ン
と
同
様
に
、
な
ん
ら
の
考
察
を
も
加
え
ず
、
ま
た
説
明
も
し
て
い
な
い
。
分
配
論
の
根
本
問

題
に
触
れ
な
い
所
得
論
は
、
い
づ
れ
も
不
十
分
で
あ
り
不
満
足
で
あ
り
、
一
抹
の
淋
し
さ
を
覚
え
る
。
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