
　
　
　
　
資
本
の
経
済
理
論
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
　
　
井
　
　
　
　
治

　
　
　
　
　
　
　
一
　
序
　
　
言

　
資
本
主
義
経
済
の
研
究
は
、
資
本
現
象
の
研
究
を
中
心
と
す
る
。
従
っ
て
現
代
経
済
理
論
の
中
心
は
資
本
理
論
で
あ
り
、
資
本
の

研
究
は
経
済
理
論
の
ａ
で
あ
り
の
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
古
来
多
く
の
経
済
学
者
の
業
績
が
こ
の
問
題
に
集

中
し
て
お
り
、
例
え
ば
経
済
学
の
創
始
者
と
さ
れ
て
い
る
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
は
、
諸
国
民
の
資
本
資
産
（
C
a
p
i
t
a
I
　
A
s
s
e
t
s
）
の

研
究
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
匹
』
、
そ
の
批
判
者
た
る
べ
ｌ
ム
の
『
資
本
お
よ
び
資
本
別
ら
』
は
世
に
知
ら
れ
て
お
り
、
現

代
で
は
フ
ィ
ッ
シ
ャ
‰
、
ナ
イ
ｈ
、
ハ
イ
エ
ッ
ハ
、
ロ
ビ
ン
ソ
六
な
ど
の
著
作
が
あ
り
、
我
国
で
は
故
高
田
保
馬
博
士
の
『
利
子
論

研
究
』
が
数
冊
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
百
家
争
鳴
、
議
論
百
出
、
帰
一
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
資
本
主
義
経

済
の
発
展
と
と
も
に
、
さ
ら
に
複
雑
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
本
論
は
現
代
の
資
本
理
論
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
試
み
ょ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
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二
　
資
本
の
概
念
に
つ
い
て

　
０
　
資
本
の
意
義
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
一
般
的
に
、
資
本
と
は
過
去
に
生
産
さ
れ
た
財
貨
で
、
現
在
に
将
来
の
生
産
の
た
め
に

役
立
っ
て
い
る
手
段
（
財
貨
）
で
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
（
p
r
o
d
u
z
i
e
r
t
e
s
　
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
s
m
i
t
t
e
l
）
と
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∽

い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
資
本
は
、
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
生
産
手
段
、
ま
た
は
ク
ラ
ー
ク
流
の
学
者
の
言
う
資

本
財
（
C
a
p
i
t
a
一
G
o
o
d
∽
）
ま
た
は
普
通
に
資
本
資
産
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
資
本
概
念
の
中
心
観
念
は
、
資
本
の
生
産
性

　
（
？
ｏ
ｄ
ｏ
ｃ
’
回
ぐ
）
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
社
会
通
念
と
し
て
の
資
本
の
観
念
は
、
一
定
の
収
益
を
も
た
ら
す
元

本
（
哨
自
ｄ
）
を
意
床
し
、
こ
の
よ
う
な
資
本
概
念
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
我
々
は
事
実
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
考
察
し
よ
う
と
す
る

経
済
理
論
で
は
、
世
人
一
般
が
資
本
と
称
す
る
も
の
を
も
っ
て
、
資
本
を
取
扱
う
の
を
正
当
と
信
ず
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
資
本
概

－12－



念
は
こ
れ
を
採
用
し
え
な
い
と
思
う
。

　
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
資
本
概
念
を
立
て
る
殆
ん
ど
す
べ
て
の
経
済
学
者
は
、
資
本
の
利
用
に
対
す
る
報
酬
を
論
ず
る
と
き
に

は
、
利
子
を
ば
資
本
の
使
用
に
対
す
る
報
酬
で
あ
る
と
し
、
資
本
の
収
益
性
（
R
e
n
t
a
b
i
l
i
t
y
）
を
力
説
す
る
。
そ
こ
で
一
方
で
は
生

産
性
を
資
本
の
中
心
観
念
と
し
、
他
方
で
は
収
益
性
を
資
本
の
中
心
観
念
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
『
資
本
の
二
重
概
念
』

　
（
Ｄ
o
p
p
e
l
b
e
g
r
i
f
f
d
a
Z
a
p
ぽ
Ｆ
）
が
生
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
経
済
理
論
の
体
系
を
整
え
る
上
に
効
果
あ
り
と
言
い
え
な

い
と
と
も
に
、
現
在
の
資
本
主
義
経
済
組
織
の
下
に
お
け
る
資
本
現
象
の
理
解
を
進
め
る
所
以
で
は
な
い
と
考
え
る
。
我
々
は
こ
こ

に
も
ま
た
二
分
論
（
回
c
h
o
t
o
∃
ｙ
）
を
観
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
㈹
　
次
に
資
本
の
二
重
概
念
を
少
く
と
も
形
式
上
で
合
成
し
た
と
見
ら
れ
る
折
衷
説
は
、
資
本
と
は
生
産
力
を
持
ち
従
っ
て
収
益

を
生
ず
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
資
本
概
念
も
ま
た
実
質
的
に
は
依
然
と
し
て
二
重
概
念
で
あ
り
、
生
産
力
を
持
つ
こ
と

が
何
故
に
収
益
を
生
む
か
の
説
明
が
不
十
分
で
あ
る
。
し
か
も
生
産
力
と
収
益
力
と
は
必
ず
し
も
相
応
ぜ
ず
、
生
産
力
な
く
し
て
収

益
を
生
ず
る
資
本
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
折
衷
説
の
無
意
味
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
説
の
一
種
と
見
る
べ
き
も
の
に
べ
ｌ
ム
・
バ
ウ
エ
ル
ク
の
資
本
論
が
あ
る
。
彼
は
資
本
を
論
ず
る
に
際
し
、
生
産
力
を
中
心

と
す
る
場
合
と
、
収
益
力
を
中
心
と
す
る
場
合
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
明
確
に
区
別
し
て
指
示
す
る
な
ら
ば
、
概
念
の
混
乱
を
避
け
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
、
二
種
の
資
本
概
念
を
認
め
て
支
障
な
し
と
言
う
。
す
な
わ
ち
彼
は
生
産
力
の
観
念
に
よ
っ
て
理
解
す
べ
き
資
本

概
念
を
、
社
会
資
本
ま
た
は
生
産
資
本
と
呼
び
、
収
益
力
の
観
念
に
よ
っ
て
解
釈
す
べ
き
資
本
概
念
を
私
的
資
本
ま
た
は
営
利
資
本

と
称
す
べ
し
と
論
じ
た
。
し
か
し
こ
の
説
明
に
お
い
て
も
ま
た
、
何
故
に
二
種
の
資
本
概
念
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い

う
理
由
が
明
ら
か
で
な
い
だ
け
で
な
く
、
概
念
の
二
元
的
説
明
は
論
理
の
紛
糾
を
招
来
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
も
と
よ
り
資
本
の
二
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重
概
念
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
を
明
確
に
区
別
す
べ
し
と
論
じ
た
こ
と
は
、
べ
ｌ
ム
の
功
績
と
認
む
べ
き
で
は
あ
る
が
、
概
念
の
一
元

的
説
明
こ
そ
が
論
理
の
必
然
的
要
求
で
あ
っ
て
、
我
々
も
ま
た
当
然
こ
の
要
求
に
基
づ
い
て
、
資
本
の
一
元
的
説
明
を
求
め
る
も
の

で
あ
る
。

　
呻
　
こ
の
よ
う
な
資
本
概
念
の
紛
糾
を
避
け
、
あ
わ
せ
て
資
本
主
義
経
済
社
会
に
お
け
る
資
本
の
真
相
を
暴
露
す
る
た
め
に
、
全

く
別
の
見
地
か
ら
資
本
概
念
を
樹
立
し
た
人
は
マ
ル
ク
ハ
で
あ
る
。
彼
は
費
さ
れ
た
価
値
以
上
の
価
値
、
す
な
わ
ち
剰
余
価
値
を
生

産
す
る
能
力
を
持
つ
の
は
労
働
力
（
ｙ
Ｉ
「
ｂ
ｅ
回
ｒ
ｒ
欧
ｔ
」
だ
け
で
、
価
値
の
源
泉
は
労
働
で
あ
る
と
い
う
労
働
価
値
説
か
ら
出
発
し
て
、

資
本
と
は
剰
余
価
値
し
た
が
っ
て
労
働
を
搾
取
し
、
労
働
者
を
統
御
す
る
手
段
で
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
し
て
資
本
は
生
産
過
程
を
通

ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
、
剰
余
価
値
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
資
本
は
そ
の
価
値
関
係
か
ら
、
不
変
資
本
と
可

変
資
本
の
二
つ
に
分
れ
る
と
し
た
。

　
我
々
は
マ
ル
ク
ス
の
考
え
方
に
多
大
の
共
鳴
を
感
ず
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
考
え
に
は
賛
同
し
が
た
い
。
い
わ
ゆ
る
資
本
と
生
産

手
段
を
区
別
す
べ
し
と
い
う
考
え
方
ｌ
通
説
の
よ
う
な
考
え
方
で
は
、
社
会
主
義
や
共
産
主
義
の
経
済
社
会
に
も
、
巨
大
な
資
本

の
集
積
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
！
ー
は
、
現
代
の
経
済
学
徒
に
大
き
な
反
省
を
促
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
資
本
概
念
の
考

え
に
は
、
大
き
な
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
資
本
の
考
え
は
、
労
働
価
値
説
を
前
提
と
す
る
も
の
で
、
労
働
価

他
説
が
認
容
で
き
な
い
限
り
、
こ
れ
を
採
用
し
え
な
い
。
我
々
は
資
本
の
性
質
な
ら
び
に
機
能
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
偉
大
な
研

究
、
こ
と
に
資
本
生
産
力
説
に
対
す
る
謬
想
打
破
に
対
す
る
貢
献
は
、
こ
れ
を
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
な
お
そ
の
資
本
理

論
の
前
提
た
る
労
働
価
値
説
は
、
と
う
て
い
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
糾
　
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
メ
ン
ガ
い
の
資
本
概
本
概
念
で
あ
る
。
彼
は
学
者
が
実
際
の
用
語
法
を
離
れ
て
、
抽
象
的
に
資
本
の
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意
義
を
規
定
す
る
こ
と
を
非
難
し
、
自
ら
名
づ
け
て
資
本
の
現
実
的
概
念
（
ｒ
ｅ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ｅ
ｇ
ｒ
ｉ
ｆ
ｆ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｋ
ａ
ｐ
ｉ
ｔ
ａ
Ｆ
）
を
説
い
て
い

る
。
す
な
わ
ち
資
本
の
解
釈
は
、
実
際
の
経
済
生
活
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
法
に
従
っ
て
そ
の
意
味
を
規
定
す
れ
ば
足
り
、
学
問

上
こ
れ
と
異
る
定
義
を
殊
更
に
造
り
出
す
よ
う
な
こ
と
は
、
た
だ
単
に
無
用
の
贅
事
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
か
え
っ
て
有
害
で
あ
る

と
言
う
。
そ
し
て
実
際
の
経
済
生
活
上
で
資
本
と
は
、
利
殖
ま
た
は
所
得
形
成
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
貨
幣
額
、
ま
た
は
或
人
の
財

産
の
中
で
利
殖
目
的
に
充
用
さ
れ
る
部
分
を
言
う
。
故
に
経
済
学
に
お
い
て
も
ま
た
、
資
本
を
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
足
り
、
ま
た

最
も
正
当
で
最
も
便
利
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
外
の
解
釈
は
す
べ
て
こ
れ
を
排
除
す
べ
し
と
す
る
。
我
々
は
現
代
の
経
済
社
会
に
お
け

る
資
本
の
性
質
と
機
能
を
考
え
、
経
済
理
論
の
任
務
に
照
し
て
、
こ
の
資
本
概
念
の
解
釈
を
ば
最
も
妥
当
性
に
富
む
も
の
と
信
ず

㈲
る
。

　
㈲
　
い
ま
或
人
の
所
有
す
る
富
の
総
額
、
正
確
に
言
え
ば
そ
の
貨
幣
額
ま
た
は
貨
幣
価
値
を
総
称
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
人
の
財
産

（
ぺ
ｅ
ｇ
后
ｅ
己
と
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
財
産
の
内
で
直
接
的
な
消
費
享
楽
の
目
的
に
充
用
さ
れ
る
部
分
と
、
さ
ら
に
利
殖
従

っ
て
所
得
形
成
の
目
的
に
利
用
さ
れ
る
部
分
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
の
部
分
を
享
楽
財
産
（
Ｇ
ｅ
ｎ
ｄ
’
∽
ω
一
ｅ
ｒ
ｍ
ｏ
ｇ
ｅ
昌
と
言

い
、
後
の
部
分
を
収
益
財
産
（
Ｅ
～
ａ
ｒ
べ
ｅ
ｒ
目
ａ
ｇ
ｅ
己
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
資
本
は
こ
の
よ
う
な
収
益
財
産
を
指
摘
す
る
に

他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
資
本
と
は
収
益
の
目
的
に
充
用
さ
れ
た
財
産
を
言
う
の
で
あ
っ
て
、
詳
し
く
言
え
ば
資
本
と
は
、
そ
の
所

有
者
が
そ
れ
を
増
殖
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
附
与
し
た
私
有
財
産
で
あ
る
。
故
に
先
づ
第
一
に
、
資
本
は
財
産
の
一
種
で
あ
っ
て
、

財
産
の
観
念
は
所
有
権
の
観
念
を
離
れ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
資
本
は
私
有
財
産
制
度
の
認
め
ら
れ
る
社
会
に
だ
け
存

在
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
資
本
は
成
人
の
所
有
す
る
富
ま
た
は
財
産
の
一
部
分
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
富
が
資
本
で
あ
る
の

で
は
な
く
、
富
と
資
本
と
は
別
の
概
念
で
あ
る
。
第
三
に
資
本
は
収
益
財
産
の
貨
幣
額
ま
た
は
そ
の
貨
幣
価
値
を
指
す
の
で
あ
る
か

　
　
　
　
資
本
の
経
済
理
論
に
つ
い
て
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ら
、
貨
幣
そ
の
も
の
が
資
本
と
な
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
貨
幣
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
収
益
財
産
の
価
額
、
ま
た
は
貨
幣
に
よ

っ
て
表
示
さ
れ
た
収
益
目
的
に
供
さ
れ
る
為
の
価
値
が
資
本
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
貨
幣
と
資
本
も
ま
た
別
の
概
念
で
あ
る
。
第
四

に
資
本
は
そ
の
所
有
者
が
収
益
の
目
的
に
供
す
る
財
産
で
あ
る
か
ら
、
特
定
の
時
と
所
に
お
け
る
或
人
の
主
観
に
よ
っ
て
定
ま
る
も

の
で
、
客
観
的
具
体
的
に
は
こ
れ
を
指
示
し
え
な
い
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
仙
。

　
こ
の
よ
う
に
我
々
は
、
資
本
概
念
の
中
心
観
念
は
、
そ
の
収
益
力
で
あ
る
と
信
ず
る
。
収
益
力
を
離
れ
て
資
本
を
考
え
得
な
い
と

思
う
。
そ
こ
で
従
来
か
ら
資
本
の
一
属
性
と
し
て
強
く
主
張
さ
れ
た
生
産
性
に
つ
い
て
は
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
、
す
な
わ
ち
生
産

要
素
と
し
て
の
資
本
の
性
質
い
か
ん
と
い
う
に
、
資
本
は
常
に
必
ず
し
も
生
産
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
資
本
の
収
益
力
は
一
部
学
者
の
説
く
よ
う
に
、
生
産
力
だ
け
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
資
本
は
要
す
る
に
何
人
か
の
所
有

す
る
財
産
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
使
用
の
対
価
と
し
て
生
産
力
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
収
益
を
生
ず
る
場
合
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ

て
資
本
は
生
産
界
だ
け
で
な
く
、
消
費
界
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
ク
ラ
ー
ク
が
言
っ
た
よ
う
に
、
資
本
は
収
益
力
を
中
心

観
念
と
す
る
一
の
抽
象
的
観
念
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で
、
資
本
が
生
産
力
を
持
つ
と
い
わ
れ
る
の
は
、
資
本
が
生
産
す
な
わ
ち
価
値
の
創

造
ま
た
は
増
加
の
た
め
に
、
具
体
的
な
形
に
発
現
さ
れ
た
場
合
に
限
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
製
造
工
業
に
お
け
る
土
地
、
建
物
、
工

場
、
機
械
な
ど
の
生
産
手
段
ま
た
は
資
本
資
産
や
、
そ
の
製
品
で
あ
る
諸
商
品
そ
の
他
の
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
な
お
資
本
に
は
具
体
的
に
生
産
力
を
持
つ
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
何
人
か
が
私
有
す
る
財
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
利
用

を
他
人
に
許
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
収
益
を
生
ず
る
も
の
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
利
付
資
本
（
ｚ
ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｇ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｋ
ａ
ｐ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ
）
が
こ
れ
で

あ
る
。
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三
　
利
子
学
説
に
つ
い
て

　
現
代
の
資
本
理
論
は
、
中
世
の
利
子
理
論
に
胚
胎
す
る
。
す
な
わ
ち
利
子
の
性
質
と
必
要
性
に
関
す
る
倫
理
的
根
拠
の
論
争
に
由

来
す
る
。
資
本
の
生
産
性
に
従
っ
た
利
子
の
合
理
性
に
つ
い
て
は
、
経
済
学
史
的
に
三
種
の
説
明
が
あ
る
。

　
Ｂ
　
第
一
八
世
紀
に
チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
、
重
農
学
派
の
思
想
に
基
づ
い
て
自
然
の
内
在
的
な
多
産
性
―
植
物
の
成
長
や
動
物
の
繁

－17－



殖
に
よ
っ
て
説
明
し
た
。
す
な
わ
ち
例
え
ば
小
麦
の
年
収
穫
の
一
部
の
消
費
を
節
約
す
れ
ば
、
次
年
度
に
は
よ
り
多
く
の
収
穫
量
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
機
械
や
原
材
料
お
よ
び
商
品
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
商
人

は
、
農
業
だ
け
に
投
資
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
彼
は
農
業
だ
け
で
な
く
、
商
工
業
に
も
生
産
性
を
認
め
た
の
で
あ

る
が
、
収
益
の
限
度
は
農
業
に
お
け
る
生
産
性
の
大
き
さ
で
あ
る
と
し
た
。

　
㈹
　
第
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
生
物
学
的
な
比
論
を
離
れ
て
、
リ
カ
ア
ド
ウ
＝
マ
ル
ク
ス
の
労
働
価
値
説
的
説
明
が
生
れ
た
。
例

え
ば
マ
ル
ク
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
資
本
の
生
産
性
を
、
労
働
過
程
の
神
秘
性
に
帰
し
、
『
生
産
手
段
な
る
も
の
は
、
そ
れ
が
生
産
過
程

内
で
、
そ
の
使
用
価
値
の
破
壊
に
よ
っ
て
失
う
も
の
よ
り
以
上
の
価
値
を
、
決
し
て
生
産
物
に
移
転
す
る
も
の
で
は
な
い
・
』
労
働

力
が
生
産
手
段
（
資
本
）
に
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
手
段
（
資
本
）
に
追
加
体
現
さ
れ
る
剰
余
価
値
を
創
造
す
る
と
し
心
。

　
労
働
価
値
説
も
ま
た
生
物
学
的
な
一
の
比
論
に
す
ぎ
ず
、
経
済
学
者
達
は
夙
に
こ
れ
を
神
学
者
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。
農
業
を
重

視
し
た
植
物
学
的
な
も
の
か
ら
、
動
物
学
的
な
い
し
人
類
学
的
な
資
本
の
生
産
性
の
説
明
は
、
依
然
と
し
て
比
論
の
域
を
出
ず
、
殆

ん
ど
改
良
発
展
の
跡
を
示
し
て
い
な
い
。
（
最
近
に
お
け
る
そ
の
復
活
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。
）

　
陶
　
客
観
的
な
労
働
価
値
説
が
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
時
期
に
、
こ
れ
と
対
立
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
イ
学
派
の
主
観
的

な
効
用
価
値
説
が
生
れ
た
。
べ
ｌ
ム
・
バ
ウ
エ
ル
ク
の
『
資
本
お
よ
び
資
本
利
子
』
の
出
現
で
あ
る
。
そ
の
時
差
説
は
、
第
一
に
現

在
の
慾
望
を
充
し
得
る
財
貨
の
存
在
量
は
、
将
来
の
慾
望
を
充
し
得
る
財
貨
の
存
在
量
よ
り
も
常
に
少
い
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
人

は
一
般
に
将
来
を
軽
ん
ず
る
も
の
で
、
将
来
の
慾
望
お
よ
び
そ
の
充
足
に
役
立
つ
財
貨
を
ば
、
低
く
評
価
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
、

第
三
に
現
在
財
は
現
在
直
ち
に
生
産
の
用
に
供
し
得
る
け
れ
ど
も
、
将
来
財
は
将
来
で
な
け
れ
ば
生
産
に
供
し
得
な
い
の
で
あ
る
が
、

生
産
は
通
常
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
も
ま
た
増
加
す
る
か
ら
、
現
在
財
は
将
来
財
と
比
べ
て
技
術
上
の
長
所
を
持
っ
て

－18－



い
る
、
と
い
う
三
つ
の
根
拠
に
よ
っ
て
、
時
間
の
差
異
か
ら
価
値
の
差
異
を
生
じ
、
こ
の
よ
う
な
価
値
の
差
額
が
、
資
本
ま
た
は
利

子
の
根
元
で
あ
る
と
し
た
。

　
べ
ｌ
ム
の
挙
げ
た
三
つ
の
理
由
の
内
で
、
第
一
と
第
三
は
、
現
時
に
お
け
る
資
本
お
よ
び
利
子
の
生
産
力
が
依
拠
す
る
技
術
的
な

理
由
で
あ
る
。
『
間
接
的
ま
た
は
迂
回
的
な
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
将
来
の
消
費
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
の

　
　
　
　
　
　
Ｉ
　
４
　
１
　
　
　
　
　
　
　
　
印

は
、
人
生
の
技
術
的
な
事
実
で
あ
る
・
』

　
し
か
し
な
が
ら
マ
ー
シ
ャ
ル
に
従
っ
て
、
経
済
学
を
ば
『
一
面
に
お
い
て
は
富
の
研
究
で
あ
る
が
、
よ
り
重
要
な
側
面
に
お
い
て

は
、
人
間
の
研
究
の
一
部
で
あ
る
』
と
す
る
な
ら
ば
、
技
術
関
係
の
研
究
は
物
理
学
な
い
し
化
学
、
あ
る
い
は
広
く
物
量
学
の
範
囲

に
属
す
る
も
の
で
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
数
理
的
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
べ
ｌ
ム
の
挙
げ
た
第
二
の
理
由
は
、
人
間
の
性
質
に
由
来
す
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
時
差
説
を
さ
ら
に
純
化
し
た
と
さ
れ
る
フ
ィ

ッ
シ
ャ
ー
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
。
効
用
の
測
定
問
題
を
逃
避
し
て
ヽ
ヒ
ッ
ク
刄
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
選
択
理
論

を
、
現
時
に
お
け
る
消
費
需
要
理
論
の
通
説
と
す
れ
ば
、
現
在
財
と
将
来
財
と
の
選
択
な
い
し
代
替
性
の
理
論
は
、
す
で
に
フ
ィ
ッ

シ
ャ
ー
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
そ
の
利
子
論
が
最
近
に
お
い
て
見
直
さ
れ
て
い
る
の
は
、

理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
・

－19－
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四
　
資
本
生
産
力
説
に
つ
い
て

　
日
　
資
本
生
産
力
説
に
よ
れ
ば
『
「
資
本
」
と
は
純
粋
に
ま
た
単
純
に
「
生
産
力
」
と
同
義
語
で
あ
り
』
『
資
本
資
産
（
ｃ
ａ
ｐ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ

Ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｔ
ｓ
）
と
は
、
時
間
を
通
し
て
用
役
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
資
本
資
産
か
ら
の
所
得
は
、
こ
れ
を
維
持
し
置
換
え
る
の

に
必
要
と
さ
れ
る
用
役
の
余
剰
で
あ
る
。
』
ま
た
『
資
本
と
は
、
た
と
い
個
々
の
資
本
資
産
が
使
い
古
さ
れ
、
異
っ
た
形
の
資
本
資

産
に
置
換
え
ら
れ
て
も
、
永
久
に
持
続
す
る
抽
象
的
な
生
産
力
の
元
本
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
』
そ
し
て
『
資
本
が
等
質
的

（
ｈ
ｏ
Ｓ
ｏ
ｎ
ｅ
ロ
ｅ
ｏ
Ｓ
）
な
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
組
の
資
本
資
産
が
消
費
の
い
か
な
る
犠
牲
を
払
わ
ず
と
も
、
他
の
一
組
の
資

本
資
産
に
変
形
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
』

　
い
わ
ゆ
る
資
本
の
生
産
力
に
つ
い
て
は
、
従
来
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
相
似
た
方
式
が
用
い
ら
れ
て
来
た
。
そ
の
う
ち
で
は
ジ
ェ

ボ
ン
ス
の
『
利
子
率
』
（
ｒ
ｔ
ｅ
ｏ
コ
ｎ
’
ｅ
ｇ
ｓ
ご
、
ヴ
ィ
ッ
ク
セ
ル
の
『
自
然
利
子
率
』
（
Ｚ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ
　
Ｒ
ａ
ｔ
ｅ
　
ｏ
ｆ
｛
ｎ
｛
ｅ
ｒ
ｅ
ｓ
ご
、
　
フ
ィ
ッ
シ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ

ｌ
の
『
費
用
以
上
の
限
界
報
酬
率
』
（
Ｍ
ａ
ｒ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ
　
Ｒ
ａ
ｔ
ｅ
　
ｏ
ｆ
　
Ｒ
ｅ
ｔ
ｕ
ｒ
ｎ
　
ｏ
ｆ
Ｃ
召
｛
｛
ａ
ぶ
、
ケ
イ
ン
ズ
の
『
資
本
の
限
界
効
率
』
（
Ｍ
ａ
ｒ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

回
ｉ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
　
ｏ
ｆ
ｃ
ａ
Ｓ
ｔ
ａ

ご
、
ナ
イ
ト
の
『
投
資
の
限
界
生
産
力
』
（
Ｍ
ａ
ｒ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ
　
　
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｄ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉ
ｖ
ｉ
ｔ
ｙ
　
　
ｏ
ｆ
　
　
Ｉ
ｎ
ｖ
ｅ
ｓ
ｔ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
'
）
、
ラ
ア
ナ
ー
の
『
投

資
の
限
界
効
率
』
｛
Ｍ
ａ
ｒ
巴
ｎ
ａ
｝
回
回
ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｉ
ｎ
ｖ
ｅ
ｓ
ｔ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
）
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
資
本
生
産
カ
説
の
立
場
か
ら
見
れ

ば
、
『
投
資
の
限
界
生
産
力
』
が
内
容
的
に
明
確
で
あ
る
と
思
う
。
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資
本
の
蓄
積
を
可
能
に
す
る
資
本
の
生
産
力
は
、
動
物
や
植
物
の
『
自
然
の
』
成
長
率
ｌ
こ
れ
は
そ
の
説
明
に
屡
々
用
い
ら
れ

て
来
た
も
の
で
あ
る
が
ー
と
は
全
く
何
等
の
関
係
も
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
べ
ｌ
ム
流
の
直
接
的
な
生
産
方
法
を
超
え
る
、
い
わ
ゆ

る
迂
回
的
な
生
産
方
法
の
技
術
的
な
優
越
性
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
信
ず
べ
き
十
分
な
理
由
も
な
い
。

資
本
の
生
産
力
は
、
技
術
的
な
進
歩
と
い
う
智
識
の
創
造
と
利
用
と
、
密
接
不
可
分
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ

　
　
　
　
㈲

る
と
思
う
。

　
日
‥
　
資
本
生
産
力
説
に
よ
れ
ば
、
投
資
の
限
界
生
産
力
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　
第
１
図
は
無
差
別
曲
線
｛
Ｉ
Ｊ
｛
｡
　
Ｉ
Ｊ
ｄ
と
後
資
表
（
Ｑ
き
と
の
関
係

を
示
す
。
匹
が
直
線
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
投
資
に
対
す
る
報
酬
不
変

ま
た
は
規
模
の
利
益
が
な
い
場
合
で
あ
る
。
横
軸
で
現
在
の
消
費
量
を
示

し
、
縦
軸
で
次
年
度
に
利
用
で
き
る
資
本
量
を
示
す
。
も
し
あ
る
経
済
社

会
で
総
て
の
資
本
を
現
在
に
消
費
で
き
る
も
の
と
す
れ
ば
、
匹
は
極
大
の

可
能
な
消
費
量
を
示
す
と
と
も
に
、
資
本
資
産
の
現
在
量
を
示
す
で
あ
ろ

う
。
も
し
人
々
が
今
皿
量
を
消
費
す
る
に
止
め
る
と
す
れ
ば
、
資
本
量
は

匹
に
減
少
す
る
が
、
年
度
末
に
は
Ｏ
Ｃ
=
Ｏ
Ｈ
に
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
皿
は
資
本
量
匹
か
ら
の
年
々
の
所
得
で
あ
る
。
も
し
消
費
が
白
よ
り
も
少
な
け
れ
ば
、
次
年
度
当
初
の
資
本
量
は
、
本

年
当
初
の
も
の
よ
り
は
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
ー
経
済
社
会
は
所
得
を
貯
蓄
ま
た
は
消
費
す
る
。
も
し
消
費
が
白
よ
り
も
大
き
け

れ
ば
、
反
対
の
結
果
と
な
り
、
社
会
は
資
本
を
費
消
し
て
負
の
貯
蓄
ま
た
は
投
資
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

　
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｀
　
　
　
　
　
ｆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
　
　
　
　
　
　
Ｓ
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投
資
の
報
酬
不
変
と
い
う
仮
定
の
下
で
は
、
消
費
の
節
約
量
と
投
資
ま
た
は
資
本
へ
の
追
加
量
と
は
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
投
資

の
限
界
生
産
力
は
（
ｔ
ａ
ｎ
心
―
ご
、
す
な
わ
ち
（
こ
惣
Ｑ
Ｑ
）
－
１
=
Ｈ
Ｆ
／
Ｏ
Ｈ
°
そ
こ
で
投
資
の
限
界
生
産
力
は
、
消
費
が
Ｏ
の
場
合

に
資
本
量
が
増
大
す
る
割
合
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
判
る
。
第
１
図
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
社
会
の
人
々
は
現
在
の
消
費

を
い
と
し
、
次
年
度
の
初
に
匹
の
資
本
量
を
持
つ
よ
う
に
Ｉ
丿
一
を
投
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
最
高
の
無
差
別
曲
線
匹
に
達
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
正
常
的
な
場
合
の
例
示
で
あ
る
が
、
も
し
無
差
別
曲
線
に
が
力
占
で
匹
と
切
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
成
長
０
と
な
る
こ

と
が
判
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
切
点
で
は
、
人
々
は
全
所
得
心
を
消
費
し
て
、
経
済
的
厚
生
の
極
大
を
享
楽
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

資
本
の
費
消
は
、
切
点
を
Ｄ
と
Ｃ
と
の
間
と
す
る
こ
と
で
示
さ
れ
る
。

　
以
上
の
説
明
は
投
資
に
対
す
る
報
酬
の
逓
減
、
す
な
わ
ち
資
本
量
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
投
資
の
限
界
生
産
力
の
逓
減
す
る
場

合
に
応
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
２
図
で
は
、
現
在
の
投
下
資
本
量
は

皿
で
、
本
年
の
所
得
か
ら
の
投
資
は
皿
で
あ
る
と
す
る
と
、
一
年
間
に
資

本
量
は
匹
一
だ
け
増
大
し
て
匹
と
な
り
、
投
下
資
本
量
に
対
す
る
平
均
報
酬

率
は
、
（
Ｏ
Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｏ
-
ｌ
で
、
投
資
に
対
す
る
報
酬
率
は
、
（
Ｈ
Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｂ
）

！
１
と
な
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
平
均
報
酬
率
は
、
Ｅ
点
に
お
け
る
Ｅ
の
傾

斜
（
ｌ
1
）
で
示
さ
れ
る
投
資
の
限
界
生
産
力
の
平
均
よ
り
も
大
き
い
、
と

い
う
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
印
経
済
社
会
が
最
高
の
無
差
別
曲
線
を
実
現
し
て
い
る
時
に
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は
、
利
子
率
と
投
資
の
限
界
生
産
力
が
相
等
し
く
な
る
、
す
な
わ
ち
年
利
子
率
が
Ｅ
点
に
お
け
る
傾
斜
に
等
し
い
、
と
い
う
こ
と
を

示
し
、
ま
た
㈲
資
本
量
の
増
大
に
伴
っ
て
、
投
資
の
限
界
生
産
力
が
低
下
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
利
子
率
で
年
所
得
を
除
し
て
え
ら

れ
る
資
本
量
の
（
換
元
）
価
額
が
、
実
質
的
な
資
本
量
よ
り
も
常
に
大
き
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
白
一
　
資
本
と
所
得
が
同
質
的
で
、
消
費
可
能
物
か
ら
成
り
、
生
産
期
間
が
な
い
と
す
れ
ば
、
資
本
以
外
に
投
資
対
象
が
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
投
資
の
限
界
生
産
力
は
容
易
に
見
出
せ
る
。
所
得
（
ｙ
）
は
資
本
（
瓦
）
だ
け
の
関
数
で
あ
り
、
限
界
生
産
力
は
ｄ
Ｙ
ｌ
ｄ
Ｋ

で
あ
る
。

　
印
生
産
が
資
本
だ
け
に
依
存
せ
ず
、
他
の
生
産
要
素
と
結
合
し
て
行
わ
れ
る
と
し
、
Ｌ
を
第
二
の
生
産
要
素
と
す
れ
ば
、
｝
、
‥
Ｈ

へ
（
Ｋ
｡
　
Ｄ
と
な
り
、
投
資
の
限
界
生
産
力
は
偏
導
関
数
（
ｄ
Ｙ
ｌ
ｄ
Ｋ
）
と
し
て
示
さ
れ
る
。
そ
こ
で
生
産
関
数
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

た
だ
し
恥
ｖ
ｏ
’
ｓ
Ⅳ
｛
と
す
る
。

　
　
　
　
Ｙ
=
ｇ
（
Ｋ
。
　
Ｌ
Ｙ
＾
－

　
規
模
の
利
益
が
な
い
と
し
、
誉
乙
と
す
る
と
、
各
生
産
要
素
は
そ
の
限
界
生
産
量
を
受
取
り
、
各
要
素
に
対
す
る
支
払
は
総
生

産
高
と
等
し
く
な
る
。
す
な
わ
ち

　
　
　
　
ぬ
に
哨
十
聯
＝
哨

　
㈲
も
し
規
模
に
対
す
る
報
酬
逓
増
が
が
あ
り
、
↑
Ａ
Ｉ
Λ
に
と
し
、
各
生
産
要
素
が
そ
の
限
界
生
産
量
を
受
取
る
と
す
れ
ば
、
各
生

産
要
素
に
対
す
る
支
払
は
、
総
生
産
高
よ
り
も
大
き
く
な
る
。
す
な
わ
ら

　
　
　
　
聯
哨
十
聯
Ｖ
図
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こ
こ
で
限
界
生
産
力
に
よ
る
分
配
の
説
明
が
不
可
能
に
な
る
。
も
し
あ
る
要
素
が
そ
の
限
界
生
産
力
に
等
し
い
分
配
を
受
け
る
な

ら
ば
、
他
の
要
素
は
そ
れ
以
上
の
余
剰
を
受
領
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
総
生
産
高
の
分
配
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
田
　
可
変
要
素
Ｋ
（
例
え
ば
資
本
）
が
そ
の
限
界
生
産
高
を
受
取
る
な
ら
ば
、
固
定
要
素
Ｌ
（
例
え
ば
土
地
）
が
余
剰
を
獲
得
す
る
。

　
卵
　
可
変
要
素
Ｌ
（
例
え
ば
労
働
）
が
そ
の
限
界
生
産
高
を
受
取
る
と
す
れ
ば
、
他
の
可
変
要
素
Ｋ
（
例
え
ば
資
本
）
が
余
剰
を
獲
得

　
す
る
。

　
ｊ
　
邱
　
も
し
完
全
な
競
争
が
行
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
各
要
素
は
そ
の
限
界
的
な
物
量
生
産
高
に
比
例
し
て
、
生
産
高
の
配
分
が
行

　
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
各
単
位
の
稼
得
を
Ｇ
と
す
れ
ば
。

　
　
　
　
Ｋ
Ｇ
ｋ
十
卜
｛
ｙ
‥
Ｈ
｝
。

　
　
　
　
Ｑ
気
９
＝
心
七
三
ぺ
聯

　
紳
　
一
般
的
に
生
産
関
数
な
ら
び
に
生
産
高
の
、
各
生
産
要
素
へ
の
帰
属
の
説
明
と
し
て
は
、
コ
ッ
ブ
・
ド
ウ
グ
ラ
ス
関
数
が
知

ら
れ
て
い
る
・
す
な
わ
ち
彼
等
は
生
産
高
を
Ｐ
、
雇
用
労
働
量
を
Ｌ
、
資
本
を
Ｃ
と
し
て
、
一
‥
Ｈ
弓
６
；
と
仮
定
し
、
米
国
の
製

造
工
等
に
つ
い
て
、
最
小
自
乗
法
に
よ
る
計
算
か
ら
、
一
‥
Ｈ
↑
・
０
１

ｒ
０
.
７
６
／
-
０
.
２
５
と
い
う
関
係
を
得
た
。
す
な
わ
ち
労
働
を
一
％
増
せ

ば
、
生
産
高
は
〇
・
七
五
％
増
加
い
、
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
も
ま
た
二
倍
に
な
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
Ｌ
の
冪
数
た
と
Ｃ
の
冪
数
｛
－
々
と
の
和
が
１
、
ま
た
は
生
産
高

Ｐ
と
投
入
量
Ｌ
と
Ｃ
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
報
酬
不
変

の
仮
定
を
お
い
た
の
で
あ
る
。

－25－



　
後
に
ド
ウ
グ
ラ
ス
は
、
｀
）
‥
Ｈ
Ｓ
’
Ｑ
、
す
な
わ
ち
や
こ
壮
｛
と
し
て
計
算
し
た
。
こ
の
場
合
に
費
用
不
変
ま
た
は
報
酬
不
変
は
必

ず
し
も
支
配
的
で
は
な
い
。
一
般
的
に
Ｐ
=
Ａ
”
。
　
Ｂ
？
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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五
　
資
本
生
産
力
説
の
批
判

　
Ｂ
　
す
で
に
マ
ー
シ
ャ
ル
が
言
っ
た
よ
う
に
、
経
済
学
は
『
富
に
関
す
る
人
間
の
行
動
』
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
富
な
い

し
物
財
そ
の
も
の
を
研
究
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
資
本
生
産
力
説
は
、
資
本
の
物
量
理
論
な
い
し
物
理
理
論
で

あ
っ
て
、
資
本
の
経
済
理
論
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
物
理
学
に
恰
好
し
た
数
学
的
な
研
究
方
法
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
が
、
人
間
の
行
動
は
そ
の
心
理
に
発
し
動
き
定
る
も
の
で
あ
っ
て
、
数
学
的
な
測
定
に
は
妥
当
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
限
界
的
な
分
析
方
法
を
特
徴
と
す
る
効
用
学
説
が
、
効
用
測
定
の
不
可
能
な
こ
と
か
ら
、
そ
の
比
較
を
中
心
と
す
る
選
択
理
論
へ

と
転
化
発
展
し
て
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
人
々
の
価
値
判
断
の
客
観
的
な
表
示
で
あ
る
価
格
の
表
示
を
借
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り
な
け
れ
ば
、
完
全
な
表
現
決
定
が
行
わ
れ
が
た
い
の
で
あ
る
。

　
§
　
前
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
最
近
に
お
け
る
資
本
生
産
力
説
の
代
表
者
デ
ィ
ヴ
ィ
ー
は
『
資
本
と
は
、
た
と
い
個
々
の
資
本
資

産
が
使
い
古
さ
れ
、
異
っ
た
形
の
資
本
資
産
に
置
換
え
ら
れ
て
も
、
永
久
に
持
続
す
る
抽
象
的
な
生
産
力
の
元
本
、
と
見
な
す
こ
と

が
で
き
る
』
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
抽
象
的
な
価
値
を
意
識
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
お
よ
そ
力
は
そ
れ
自
体
抽
象
的
な
も
の
で
、
こ
れ
が
実
際
に
発
現
す
る
た
め
に
は
、
な
ん
ら
の
手
段
を
通
す
必
要
が
あ

る
。
こ
の
手
段
が
個
々
の
資
本
資
産
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
本
質
的
な
力
と
こ
れ
を
具
現
す
る
手
段
と
は
異
る

も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
貨
幣
の
本
質
と
な
る
購
買
力
と
、
そ
の
発
動
の
手
段
た
る
貨
幣
記
号
｛
Ｇ
ｅ
｝
ｌ
ｅ
’
ｃ
ｈ
ｅ
己
ま
た
は
貨
幣
個
片

　
｛
Ｇ
ｅ
｝
ｄ
・
ｔ
ぽ
ご
と
が
ヽ
別
物
で
あ
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
ろ
引
。

　
次
に
力
は
必
然
的
に
或
る
大
き
さ
を
持
ち
、
な
ん
ら
か
の
単
位
に
よ
っ
て
測
定
ま
た
は
計
算
さ
れ
る
。
例
え
ば
購
買
力
の
単
位
は

価
値
単
位
（
ｇ
ｅ
ユ
ｅ
－
ｎ
ｈ
ｅ
”
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
貨
幣
記
号
を
通
し
て
表
わ
さ
れ
た
大
き
さ
た
る
貨
幣
単
位
（
Ｇ
Ｑ
Ξ
ｅ
Ｆ
ｈ
ｌ
）
に
、
客

観
的
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
生
産
力
は
個
々
の
相
異
る
資
本
資
産
を
手
段
と
し
て
発
現
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
大
き
さ
を
測
定

ま
た
は
計
算
す
る
共
通
の
単
位
は
何
で
あ
る
か
。
個
々
の
資
本
資
産
は
特
定
さ
れ
た
異
質
的
な
も
の
で
あ
る
！

　
こ
の
説
に
よ
れ
ば
『
資
本
が
等
質
的
な
生
産
の
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
組
の
資
本
資
産
が
消
費
の
い
か
な
る
犠
牲
を
払

わ
ず
と
も
ヽ
他
の
一
組
の
資
本
資
産
に
変
形
で
き
る
と
い
う
こ
と
』
で
あ
り
、
ま
た
『
「
資
本
の
数
量
」
と
は
、
あ
る
特
定
の
時
点

に
「
現
存
」
す
る
物
量
的
な
大
き
さ
で
あ
る
』
と
す
れ
ば
、
異
種
異
質
の
特
定
し
た
一
組
の
資
本
資
産
が
、
他
の
特
定
の
異
種
異
質

の
資
本
資
産
に
変
形
さ
れ
得
、
こ
れ
ら
が
現
存
す
る
物
量
的
な
大
き
さ
に
綜
合
さ
れ
る
、
と
は
ど
ん
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ

　
哨
゜
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六
　
資
本
の
経
済
理
論
に
つ
い
て

　
０
　
お
よ
そ
経
済
学
は
、
諸
種
の
目
的
と
選
択
的
な
用
途
を
持
つ
稀
少
な
諸
手
段
と
の
間
の
、
選
択
関
係
し
た
が
っ
て
価
値
関
係

と
し
て
の
、
人
間
活
動
を
研
究
す
る
も
の
で
、
目
的
そ
れ
自
体
お
ょ
び
手
段
そ
れ
自
身
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
簡
単

に
、
諸
目
的
に
対
す
る
諸
手
段
の
不
足
ま
た
は
節
約
な
い
し
選
択
の
問
題
、
あ
る
い
は
そ
の
獲
得
に
労
費
な
い
し
犠
牲
を
必
要
と
す

る
諸
手
段
の
合
理
化
に
関
す
る
問
題
が
、
経
済
学
の
研
究
対
象
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
経
済
学
で
生
産
と
い
う
の
は
、
社
会
的
見
地
か
ら
考
え
ら
れ
た
富
の
造
出
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
富
を
形
成
す
る
『
財
貨
を
造

　
　
　
　
資
本
の
経
済
理
論
に
つ
い
て
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る
』
こ
と
を
意
味
し
、
物
を
造
る
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
財
ま
た
は
財
貨
な
い
し
富
と
は
、
人
類
生
活
の
諸
目
的
に
役

立
つ
節
約
す
べ
き
手
段
で
、
効
用
し
た
が
っ
て
価
値
を
持
つ
も
の
で
、
す
べ
て
の
物
が
財
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
総
て
の
財
が

物
で
あ
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
故
に
財
ま
た
は
財
貨
を
造
る
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
財
貨
の
本
性
で
あ
る
効
用
し
た
が
っ
て
価
値

を
創
造
し
、
ま
た
は
既
存
の
財
の
効
用
ま
た
は
価
値
を
増
加
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
財
ま
た
は
財
貨
の
生
産
は
、

人
類
の
知
識
技
能
に
俟
つ
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
故
に
生
産
過
程
は
、
一
面
に
お
い
て
物
質
の
物
理
的
な
い
し
化
学
的
な
変
化
に
よ
る
効
用
の
作
出
、
と
い
う
技
術
的
な
過
程

で
あ
る
と
と
も
に
、
造
出
さ
れ
た
効
用
に
基
づ
く
価
値
の
形
ぬ
、
と
い
う
経
済
的
な
過
程
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
資
本
生
産
力
説

は
、
生
産
の
技
術
的
過
程
を
重
要
視
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
物
量
理
論
な
い
し
物
理
理
論
で
あ
っ
て
、
経
済
理
論
で
な
い
こ

と
は
既
に
述
べ
た
。
経
済
理
論
は
効
用
の
作
出
と
い
う
技
術
的
過
程
を
通
し
て
、
経
済
価
値
が
如
何
に
ま
た
何
程
造
出
さ
れ
る
か
、

を
問
題
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
限
界
生
産
物
そ
れ
自
体
が
問
題
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
価
値
（
ぺ
ａ
｛
ｕ
ｅ
ｏ
ｆ
ｔ
ｈ
ｅ
Ｍ
ａ
「
呪
ｎ
ａ
１
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｄ
ｕ
ｃ
ｔ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
デ
ィ
ウ
ィ
ー
も
『
投
資
に
報
酬
逓
減
の
あ
る
時
に
は
、
た
と
い
資
本
と
消
費
さ
れ
な
い
所
得
と
が
、
共
通
の
物
質
で
あ
る

と
し
て
も
、
ニ
ュ
メ
レ
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
』
と
い
う
。
各
種
の
相
異
る
資
本
資
産
は
、
各
種
の
相
異
る
生
産
物
を
生
か
。
し
た
が

っ
て
我
々
は
各
種
の
資
本
資
産
の
数
量
や
、
一
の
資
本
資
産
と
質
を
異
に
す
る
生
産
物
と
を
比
較
し
ー
こ
れ
が
生
産
の
原
則
で
あ

る
ｌ
い
わ
ゆ
る
資
本
の
生
産
力
ま
た
は
投
資
の
限
界
生
産
力
を
表
示
す
る
に
は
、
共
通
計
算
単
位
（
Ｎ
ｕ
m
e
ｒ
ｌ
ｅ
）
な
い
し
貨
幣

　
（
Ｍ
ｏ
ｎ
Ｑ
ｙ
）
を
必
要
と
す
る
。
資
本
理
論
が
経
済
価
値
の
理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
論
理
の
当
然
で
あ
っ
て
自
明
の
理

で
あ
ろ
う
。
我
々
は
資
本
を
収
益
財
産
（
の
価
額
－
が
ｌ
ｕ
ｅ
ｓ
）
と
し
、
そ
の
（
限
界
）
生
産
物
の
価
値
と
を
比
較
し
て
、
資
本
の
生
産
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性
ま
た
は
投
資
の
（
限
界
）
生
産
性
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
こ
こ
に
一
言
附
加
す
べ
き
は
、
い
わ
ゆ
る
還
元
資
本
ま
た
は
擬
制
資
本
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
将
来
の
所
得
を
利
子
率
で
割
引

い
て
、
こ
れ
を
現
在
価
値
に
還
元
し
、
こ
れ
ら
を
綜
合
し
て
資
本
価
額
｛
ｃ
ａ
ｐ
”
ａ
｝
が
ｒ
ｅ
）
ま
た
は
資
本
量
の
価
額
（
Ｖ
ａ
ｌ
ｕ
ｅ
　
　
ｏ
ｆ

Ｃ
ａ
ｐ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ
　
Ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
ｋ
）
と
さ
れ
る
場
合
の
多
い
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
還
元
資
本
額
と
い
う
意
味
に
お
い
て
擬
制
資
本

　
（
Ｆ
ｉ
ｃ
ｔ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｕ
ｓ
ｃ
ａ
ｐ
｛
ｔ
ａ
｝
）
の
価
額
で
あ
り
、
我
々
の
言
う
収
益
財
産
の
価
額
と
は
異
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
収
益
の
還
元
価
額
で
あ

　
っ
て
、
収
益
財
産
の
価
額
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
○
　
資
本
の
問
題
は
、
生
産
力
と
い
う
技
術
問
題
を
中
心
と
す
る
経
済
価
値
の
形
成
過
程
の
問
題
で
あ
り
、
利
子
は
資
本
資
金

　
｛
Ｃ
Ｑ
Ｓ
ｔ
ａ
｝
ｙ
ｎ
ｄ
）
を
中
心
と
す
る
貨
幣
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
利
潤
と
利
子
は
、
生
産
費
を
中
心
と
す
る
正
常
価
格
と
、
そ
の
時

時
の
市
場
価
格
と
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。
た
だ
資
金
の
市
場
価
格
す
な
わ
ち
利
子
に
つ
い
て
は
、
誤
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
若
干
の
考
察
を
附
加
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
市
場
価
格
の
決
定
に
関
す
る
需
給
の
法
則
に
よ
れ
ば
、
あ
る
時
あ
る
市
場
に
お
け
る
あ
る
商
品
の
価
格
は
、
も
し
完
全
な
競
争
が

行
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
商
品
に
対
す
る
需
給
の
適
合
す
る
点
に
定
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
そ
の
数
式
的
表
現
は
、
価
格
（
ｐ
）
は
需
要
量
（
ｘ
）
と
供
給
量
（
ｙ
）
と
の
関
数
で
あ
っ
て
、
ｐ
^
Ｋ
ｘ
-
）
｡
　
ｐ
＝
'
^
'
（
３
'
）
と
し
て
示
す
の
が
、
マ

　
ー
シ
ャ
ル
以
来
の
慣
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
需
給
量
を
独
立
変
数
と
し
、
価
格
を
従
属
変
数
と
見
る
の
で
あ
る
。

　
　
と
こ
ろ
が
価
格
（
Ｐ
）
を
独
立
変
数
、
需
給
（
や
妬
）
を
従
属
変
数
と
し
て
、
｀
）
＝
｀
）
（
｀
）
ｙ
Ｓ
=
Ｓ
（
Ｐ
）
と
す
る
表
現
が
あ
る
。
例
え
ば
ワ
ル

　
ラ
ス
、
ア
ク
リ
イ
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
　
両
者
は
そ
の
意
味
を
異
に
し
、
因
果
関
係
が
逆
に
な
る
。
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市
場
価
格
の
変
動
に
関
す
る
需
給
の
法
則
に
よ
れ
ば
、
φ

供
給
に
は
何
等
の
変
化
も
な
い
の
に
、
も
し
需
要
が
増
減
す

る
な
ら
ば
、
市
場
価
格
は
そ
れ
に
つ
れ
て
、
或
は
騰
貴
し
或

は
下
落
す
る
（
第
３
図
参
照
）
。
㈲
需
要
に
は
何
等
の
変
化
も

な
い
の
に
、
も
し
供
給
が
増
減
す
る
な
ら
ば
、
市
場
価
格
は

そ
れ
に
伴
っ
て
、
或
は
下
落
し
或
は
騰
貴
す
る
、
と
い
う
の

で
あ
る
（
第
４
図
参
照
）
。

　
と
こ
ろ
が
あ
る
時
あ
る
市
場
で
あ
る
商
品
に
つ
い
て
、
一
定
の
価
格
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
価
格
の
下
に
取
引
さ
れ

る
需
給
量
が
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
需
要
が
増
加
（
需
要
曲
線
が
移
動
）
し
て
　
（
ｂ
５
、
↓
夕
旋
）
、
価
格
が
騰
貴
（
ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

↓
き
）
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
価
格
八
で
の
取
引
さ
れ
る
需
給
量
（
Ｑ
洽
）
は
相
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
供
給
量
も
増
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

（
Ｑ
４
↓
Ｑ
加
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
こ
の
意
味
に
お
け
る
供
給
量
の
増
加
は
、
価
格
変
動
の
原
因
で
は
な
く
し
て
、
実
に

そ
の
結
果
に
他
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
前
の
低
い
価
格
｛
｝
ぶ
）
で
は
潜
在
的
（
ｔ
ｏ
｛
ｅ
ｎ
｛
Ｅ
｝
で
あ
っ
た
も
の
が
、
価
格
騰
貴
に
よ
っ
て

現
実
化
（
ｙ
ｃ
ぼ
ａ
Ｆ
ｅ
）
（
同
じ
供
給
曲
線
上
を
移
動
）
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
。
す
な
わ
ち
弾
力
性
（
ｍ
ｒ
Ｅ
ｃ
－
ｔ
ｙ
）
の
問
題
で
は
な
く
し

て
、
伸
縮
性
（
コ
ｅ
ｉ
ｂ
Ｅ
’
ｙ
）
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
を
数
式
的
に
表
現
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
需
要
の
変
動
は
ｓ
＝
゛
ズ
屈
）
で
あ
る
が
、
供
給
の
変
動
は
ｋ
＝
ら
（
ｓ
）
で
あ
る
。
両
者

　
に
お
け
る
独
立
変
数
と
従
属
変
数
の
関
係
が
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
因
果
関
係
が
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
呻
　
さ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
『
貨
幣
を
所
有
す
る
者
が
、
貨
幣
に
対
す
る
流
動
的
な
支
配
力
を
手
離
す
こ
と
を
、
ど
の
程
度
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ま
で
欲
し
な
い
か
を
示
す
尺
度
』
は
利
子
率
で
あ
り
、
『
そ
れ
は
貨
幣
の
形
態
で
富
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
欲
求
を
ば
、
支
配
し
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∽

る
貨
幣
量
と
均
衡
さ
す
「
価
格
」
な
の
で
あ
る
。
』

　
　
『
ぃ
ま
、
取
引
的
動
機
お
よ
び
予
備
的
動
機
を
充
た
す
た
め
に
保
有
さ
れ
る
現
金
保
有
量
を
頷
と
し
、
投
機
的
動
機
を
充
た
す
た
め
に
保
有
さ

　
れ
る
量
を
池
と
し
よ
う
。
現
金
の
こ
れ
ら
二
つ
の
区
分
に
応
じ
て
、
我
々
は
次
に
二
つ
の
流
動
性
関
数
玩
お
よ
び
烏
を
も
つ
・
玩
は
主
と
し
て
所

　
得
水
準
に
依
存
し
、
他
方
烏
は
主
と
し
て
そ
の
時
々
の
利
子
率
と
期
待
状
態
と
の
関
係
に
依
存
す
る
。
か
く
て

　
　
　
　
　
M
目
=
M
i
＋
M
2
=
Ｌ
｡
（
ご
＋
か
（
こ

　
　
こ
の
式
に
お
い
て
八
は
、
所
得
ｙ
に
対
応
す
る
流
動
性
関
数
で
あ
っ
て
凪
を
決
定
し
、
ち
は
利
子
率
ｒ
の
流
動
性
関
数
で
て
っ
て
萌
を
決
定
す

　
る
。
』
（
Ｋ
ｅ
ｙ
ｎ
ｅ
ｓ
｡
Ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ａ
ｌ
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
々
｡
　
ｐ
.
　
１
９
９
-
２
０
０
・
）

　
そ
こ
で
第
二
の
流
動
性
関
係
瓦
は
、
利
子
率
（
ｒ
－
以
下
一
般
用
例
に
し
た
が
っ
て
・
ｚ
と
す
る
）
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
流
動

性
八
が
利
子
率
・
ｚ
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
利
子
率
・
ｚ
に
追
随
し
て
流
動
性
μ
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
よ
う
な
利
子
率
の
説
明
は
、
利
子
の
流
動
性
選
好
説
と
呼
ぶ
に
当
ら
な
い
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
ケ
イ
ン
ズ
は
『
「
保
蔵
」
白
目
ｒ
ｄ
‘
品
）
の
概
念
は
、
流
動
性
選
好
の
概
念
に
対
す
る
第
一
近
似
値
と
見
な
し
て
も
よ

い
。
も
と
よ
り
我
々
が
「
保
蔵
性
向
」
（
Ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
　
　
ｔ
ｏ
　
　
Ｈ
ｏ
ａ
ｒ
ｄ
）
を
も
っ
て
「
保
蔵
」
に
置
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
質
的
に

同
じ
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
‰
』
と
も
言
う
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
『
流
動
性
関
数
μ
を
保
蔵
性
向
と
見
て
も
よ
い
』
と
も
言
う
の
で

あ
る
。
『
け
だ
し
も
し
人
が
そ
の
貯
蓄
を
貨
幣
で
保
蔵
す
る
な
ら
ば
、
以
前
と
同
じ
貯
蓄
を
し
て
も
、
彼
は
何
等
の
利
子
を
も
得
な

い
か
ら
で
あ
る
。
』
す
な
わ
ち
ケ
イ
ン
ズ
に
お
い
て
保
蔵
白
ｏ
ａ
ｄ
｛
品
｝
は
現
金
の
保
有
｛
｝
｛
ｏ
回
品
｝
を
含
み
、
現
金
の
保
蔵
ま
た

は
保
有
を
犠
牲
に
す
る
た
め
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
『
価
格
』
、
す
な
わ
ち
利
子
率
に
関
す
る
人
々
の
考
慮
が
、
流
動
性
選
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好
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
利
子
率
に
従
っ
て
流
動
性
が
決
定
さ
れ
、
流
動
性
に
よ
っ
て
利
子
率
が
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
消
費
や
貯
蓄
（
非
消
費
）
を
決
定
す
る
も
の
は
所
得

で
あ
っ
て
、
消
費
や
貯
蓄
の
性
向
は
人
々
の
心
理
的
傾
向
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
の
利
子
論
は
’
　
M
=
Ｌ
｛
ご
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
マ
ー
シ
ャ
ル
の
旨
’
‥
＝
‥
砂
｝
、
に
帰
す
る
。

　
糾
　
新
古
典
学
派
の
貸
付
資
金
説
も
、
ま
た
同
様
の
過
誤
を
犯
す
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
こ
の
説
が
、
貯
蓄

（
Ｓ
）
お
よ
び
投
資
孚
）
を
ば
、
所
得
（
ｙ
）
お
よ
び
（
ま
た
は
）
利
子
率
孚
）
の
関
数
と
し
、
所
得
（
一
ｙ
）
を
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
、

切
（
ざ
ご
‥
‥
ら
（
グ
ヽ
）
と
す
る
限
り
、
利
子
率
・
ｚ
に
よ
っ
て
貯
蓄
と
投
資
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
貯
蓄
と
投
資

と
い
う
資
金
の
需
給
が
、
利
子
率
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
市
場
価
格
に
関
す
る
需
給
の
法
則
は
、
Ｐ
=
ａ
ｘ
）
　
；

ｐ
＝
‥
ふ
（
と
を
意
味
し
、
需
給
の
均
衡
（
｀
）
‥
日
切
）
が
均
衡
条
件
を
示
す
の
と
同
様
に
、
貸
付
資
金
説
は
切
＝
切
（
ご
゛
｀
＝
｀
（
ご
か

ら
、
ｓ
=
／
と
い
う
均
衡
条
件
を
示
す
・
ｚ
を
求
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
い
ま
や
通
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
的
均
衡
論
の
立
場
か
ら
は
、
流
動
性
選
好
説
が
ス
ト
ッ
ク
（
汐
ｏ
ｃ
ご
と
し

て
の
貨
幣
存
在
量
か
ら
、
利
子
率
の
決
定
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
に
対
し
て
、
貸
付
資
金
説
は
資
金
の
流
量
フ
ロ
ウ
（
コ
ミ
）
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

利
子
率
の
決
定
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
両
者
は
事
実
上
に
お
い
て
、
同
じ
こ
と
を
主
張
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
陶
　
要
す
る
に
我
々
は
、
資
本
を
収
益
財
産
の
価
額
と
観
、
生
産
過
程
を
価
値
の
増
殖
な
い
し
創
造
の
過
程
と
し
、
限
界
生
産
物

の
価
値
と
元
本
財
産
の
価
額
と
の
比
率
を
利
潤
率
（
乙
と
す
る
。
利
子
は
貨
幣
資
金
に
対
す
る
需
給
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
利
子
率

（
・
ｚ
）
は
資
金
貸
借
の
価
格
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
利
潤
率
と
利
子
率
の
均
等
（
ｉ

=
　
ｒ
）
が
そ
の
安
定
条
件
で
あ
り
、
均
衡
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成
立
の
た
め
の
必
要
か
つ
十
分
な
条
件
で
あ
る
、
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
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白
一
　
生
産
力
の
測
定
に
必
要
不
可
欠
な
元
本
と
果
実
、
す
な
わ
ち
資
本
資
産
と
生
産
物
も
ま
た
異
種
異
質
的
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を

共
通
単
位
に
換
元
で
き
る
よ
う
な
手
段
は
な
い
。
た
と
い
な
ん
ら
か
の
共
通
単
位
が
案
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
結
合
生
産

お
よ
び
結
合
生
産
物
に
つ
い
て
は
ー
と
れ
が
普
通
の
生
産
態
様
で
あ
る
ｌ
そ
の
計
算
が
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
仮
り
に
計
算
さ

れ
得
る
と
し
て
も
、
価
値
な
い
し
価
格
の
決
定
関
係
で
は
殆
ん
ど
意
味
が
な
い
い
。

　
こ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
チ
ュ
ル
ゴ
ー
以
後
い
か
に
多
く
の
植
物
学
的
な
い
し
動
物
学
的
な
比
論
｛
β
ｎ
ａ
｝
ｏ
ｇ
｛
ｅ
｝
や
寓
話

９
ａ
｛
ｒ
ｙ
Ｔ
巴
ｅ
｝
な
い
し
比
喩
（
吻
ａ
ｒ
ａ
応
ご
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
素
朴
な
例
と
し
て
は
樹

木
の
成
長
、
ク
ル
ー
ソ
ニ
ア
、
小
麦
の
成
長
、
果
樹
園
、
葡
萄
酒
の
醸
成
、
兎
の
自
然
繁
殖
な
ど
が
こ
れ
で
、
最
近
で
は
ロ
ビ
ン
ソ

ン
が
労
働
価
値
説
に
依
拠
し
て
、
精
密
な
合
成
消
費
財
（
回
ｇ
｛
ｄ
ｃ
ｏ
日
ｔ
ｏ
ｓ
ぽ
ｃ
ｏ
日
Ｓ
ｏ
回
ｙ
｝
を
仮
定
し
、
こ
れ
を
倣
う
人
々
は
パ

テ
や
ゼ
リ
ィ
物
質
を
仮
定
す
る
。
さ
ら
に
資
本
資
産
の
老
廃
化
（
ａ
召
ｅ
ｒ
Ｑ
ｎ
ｎ
ロ
ａ
｛
’
ｏ
ｎ
｝
の
た
め
の
原
価
償
却
に
つ
い
て
は
、
展
性

　
｛
Ｋ
ａ
｝
｝
ｅ
ａ
ｂ
｛
Ｆ
ｙ
｝
や
年
数
（
Ｖ
｛
ｎ
｛
ａ
ｇ
ｅ
｝
の
問
題
が
生
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
点
を
廻
っ
て
、
多
く
の
論
事
が
行
わ
れ
た
こ
と

は
、
人
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
偏
心

　
要
す
る
に
資
本
生
産
力
説
が
、
資
本
資
産
の
物
的
生
産
性
を
問
題
と
す
る
限
り
、
そ
れ
は
物
量
理
論
な
い
し
物
理
理
論
｛
ｔ
ｈ
ｙ
器
ｃ
ａ
｝

Ｔ
ｈ
Ｑ
ｏ
ｒ
ｙ
）
で
あ
っ
て
、
経
済
理
論
（
Ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｏ
ｌ
ｃ
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
々
）
で
は
な
い
。
多
く
の
仮
定
の
下
に
、
多
く
の
数
理
的
な
説
明
と
論
争
が

行
わ
れ
て
来
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
帰
す
と
こ
ろ
机
上
の
演
習
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
け
だ
し
前
提
ま
た
は
仮
定
の
非
現
実
性
を

省
察
せ
ず
、
方
法
論
の
吟
味
を
欠
く
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
資
本
の
経
済
理
論
を
要
求
す
る
。
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