
　
　
　
　
フ
ィ
ス
カ
リ
ス
ト
対
マ
ネ
ク
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
　
　
　
井
　
　
　
　
治

　
い
わ
ゆ
る
フ
ィ
ス
カ
リ
ス
ト
は
、
所
得
ｌ
支
出
の
理
論
を
支
持
し
、
経
済
の
安
定
と
成
長
の
た
め
に
は
、
主
と
し
て
政
府
の
課
税

と
支
出
に
依
存
す
る
、
と
主
張
す
る
人
々
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
と
は
、
貨
幣
数
量
説
を
支
持
し
、
貨
幣
の
供
給

に
対
す
る
中
央
発
券
銀
行
の
統
制
を
力
説
す
る
人
々
で
あ
る
。
こ
の
派
は
総
貨
幣
所
得
、
と
く
に
そ
の
種
々
の
変
動
率
の
第
一
次
的

な
決
定
要
因
は
貨
幣
で
あ
る
、
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
現
在
、
巨
視
経
済
的
な
総
需
要
と
の
関
連
か
ら
、
討
論
の
中
心

問
題
と
な
っ
て
い
る
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
『
も
し
人
が
Ｌ
｡
S
o
n
Q
y
d
o
a
n
ざ
∃
Q
t
{
Q
I
か
ら
m
o
n
e
y

m
a
t
t
e
r
sm
u
-

c
h
”
へ
、
そ
し
て
"
m
o
n
e
y

m
a
t
t
e
r
sm
o
s
t
”
か
ら
Ｊ
ぢ
に
Ｑ
y
a
l
o
n
e

m
a
t
t
e
r
s
”
ま
で
の
見
地
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
を
描
く
こ
と

が
で
き
る
な
ら
ば
、
合
衆
国
に
お
け
る
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
は
”
m
o
n
e
y

m
a
t
t
e
r
sm
o
s
t
”
と
”
m
o
n
e
y

a
l
o
n
e
m
a
t
t
e
r
s
"
―
ス
ペ
ク

ト
ラ
ム
の
右
端
ｌ
と
の
間
の
ど
こ
か
に
あ
る
。
』
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フ
ィ
ス
カ
リ
ス
ト
対
マ
ネ
タ
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
L
o
n
d
o
n
｡

1
6
7
9
｡
　
　
p
.

4
1
8
｡

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
フ
ィ
ス
カ
リ
ス
ト
と
ケ
イ
ン
ズ
理
論

　
局
知
の
よ
う
に
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
利
用
量
は
必
ず
し
も
完
全
利
用
の
水
準
に
達
す
る
も
の
で
は
な
い
。
経
済
社
会
が
発
展
す

る
な
ら
ば
、
生
産
高
し
た
が
っ
て
実
質
国
民
所
得
は
次
第
に
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
実
現
さ
す
た
め
に
は
、
そ
れ
に
相
応

ず
る
所
得
し
た
が
っ
て
購
買
力
の
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
。
し
か
し
人
々
の
消
費
性
向
の
増
大
す
る
割
合
は
、
所
得
増
加
の
割
合

よ
り
も
小
さ
い
。
い
わ
ゆ
る
限
界
消
費
性
向
の
値
は
正
で
あ
る
が
一
よ
り
も
小
さ
い
｛
｝
▽
Ｊ
Ｑ
こ
ぺ
▽
ｏ
）
。
そ
こ
で
可
能
な
国
民
所
得

の
増
加
額
と
、
可
能
な
消
費
の
増
加
額
と
の
差
額
を
、
埋
め
る
の
に
十
分
な
投
資
の
な
い
限
り
、
社
会
全
体
の
有
効
需
要
額
は
完
全

利
用
を
実
現
さ
す
の
に
不
十
分
で
、
こ
こ
に
非
自
発
的
な
失
業
が
発
生
す
る
。
従
っ
て
完
全
利
用
を
実
現
さ
す
た
め
に
は
、
国
家
が

経
済
政
策
に
よ
っ
て
、
有
効
需
要
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
所
有
の
不
均
等
や
所
得
の
不
平
等
を
補
整
し
て
、

国
民
の
消
費
性
向
を
増
大
さ
す
こ
と
も
有
用
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
が
重
要
視
し
た
の
は
投
資
の
増
加
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
投
資

の
増
加
策
し
て
彼
は
、
主
と
し
て
貨
幣
の
操
作
に
よ
る
利
子
率
の
低
下
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
で
不
分
で
あ
る
な
ら

ば
、
公
共
投
資
と
、
全
体
と
し
て
の
投
資
計
画
を
、
国
家
が
統
制
す
る
こ
と
の
必
要
も
説
い
た
。
す
な
わ
ち
低
金
利
政
策
（
M
l
y
o
「

c
h
e
B
p
M
o
n
e
y
P
o
l
i
c
y
」
お
よ
び
ｌ
も
し
こ
れ
が
不
十
分
で
あ
る
な
ら
ば
ｌ
政
府
の
赤
字
支
出
（
D
e
f
i
c
i
t

S
p
e
n
d
i
n
g
）
　

よ

り
広
義
の
貨
幣
金
融
政
策
ー
に
よ
っ
て
、
完
全
利
用
が
保
証
さ
れ
得
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
観
点
か
ら
見
た
ケ
イ
ン
ズ
『
一
般
理
論
』
の
一
特
徴
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
投
資
乗
数
理
論
（
T
r
o
r
y
o
コ
n
v
e
s
i
m
e
r
i
t

M
u
ｌ
-

居
Ｆ
ｒ
）
で
あ
る
。
す
な
お
ち
所
得
は
た
だ
単
に
消
費
支
出
か
ら
生
れ
る
だ
付
で
な
く
、
ま
た
投
資
支
出
か
ら
も
発
生
す
る
と
い
う
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例
え
ば
毎
期
の
追
加
投
資
を
一
〇
〇
円
と
し
、
限
界
消
費
性
向
を
○
・
五
と
す
れ
ば
、
そ
の
乗
数
効
果
は
表
で
示
し
た
よ
う
な
も
の
と
な
る
。

す
な
わ
ち
最
初
の
追
加
投
資
の
乗
数
効
果
を
最
後
ま
で
追
求
加
算
し
て
も
（
対
角
線
的
合
計
）
、
あ

る
期
に
お
け
る
そ
れ
以
前
の
各
期
の
乗
数
効
果
を
加
算
し
て
も
（
水
平
的
合
計
）
、
と
も
に
二
〇
〇
円

の
新
所
得
を
創
造
追
加
し
た
こ
と
に
な
る
。
（
湖
ぷ
o
o
x
i
r
a
：
５
-
=
＾
２
呂
）

　
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
追
加
投
資
が
継
続
す
る
な
ら
ば
、
国
民
所
得
は
比
較
的
に
速
く
新
水
準

に
到
達
す
る
。
こ
の
例
で
は
第
五
期
に
す
で
に
一
九
三
円
七
五
銭
と
な
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
二
〇
〇
円

の
窮
極
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
し
た
が
っ
て
も
し
追
加
投
資
が
停
止
す
る
な
ら
ば
、
国
民

所
得
は
比
較
的
に
速
く
旧
水
準
に
戻
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
積
極
的
ま
た
は
消
極
的
な
効
果
を

発
揮
す
る
に
必
要
と
さ
れ
る
時
間
は
、
乗
数
期
間
（
M
u
l
t
i
p
l
i
e
r
　
　
P
e
r
i
乱
）
す
な
わ
ち
逐
次
消
費

の
平
均
的
な
時
間
的
間
隔
に
依
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
乗
数
効
果
の
考
察
は
、
時
間
的
要
因
を
無
視

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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こ
れ
と
同
様
な
構
想
を
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
貨
幣
の
所
得
速
度
と
し
て
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
両
者
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
す
な
わ

　
ち
所
得
速
度
が
二
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
最
終
の
所
得
消
費
者
か
ら
、
他
の
最
終
消
費
者
ま
で
貨
幣
が
流
通
す
る
の
に
、
平
均
し
て
六
箇

　
月
か
ゝ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
期
間
を
所
得
期
間
（
I
n
c
o
m
e

P
e
r
i
乱
）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
投
資
乗
数
が
二
で
あ
る
と

　
い
う
こ
と
は
、
最
初
の
投
資
支
出
が
窮
極
に
お
い
て
（
一
年
で
は
な
く
）
、
そ
の
二
倍
（
ま
た
は
二
分
の
一
）
の
所
得
の
増
大
（
ま
た
は
縮
小
）

　
を
招
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
両
者
は
い
づ
れ
も
引
続
い
て
支
出
さ
れ
る
過
程
の
分
析
で
あ
り
、
乗
数
分
析
の
単
位
時
間
を
乗
数
期
間
と
す
れ
ば
、
所
得
期
間
と
乗

　
数
期
間
と
は
、
同
じ
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
人
々
は
原
則
と
し
て
、
所
得
を
受
取
る
前
に
こ
れ
を
支
出
し
え
な
い
の
で
あ
る

　
か
ら
、
乗
数
期
間
が
所
得
期
間
よ
り
も
短
い
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
乗
数
分
析
は
、
再
支
出
さ
れ
な
い
所
得
す
な
わ
ち
退
蔵

　
　
（
H
o
a
r
d
i
n
g
）
を
漏
失
と
す
る
が
、
所
得
速
度
分
析
で
は
こ
れ
を
速
度
の
低
下
、
し
た
が
っ
て
所
得
期
間
の
延
長
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
乗
数

　
期
間
は
、
一
般
的
に
所
得
期
間
よ
り
も
短
い
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
な
お
所
得
速
度
で
は
、
消
費
支
出
と
投
資
支
出
と
を
区
別
し
な
い
が
、
乗
数
分
析
は
定
義
に
よ
っ
て
投
資
支
出
を
除
外
し
、
消
費
支
出
だ
け
を

　
追
求
す
る
。
ま
た
前
者
は
流
通
貨
幣
総
量
の
平
か
か
な
所
得
速
度
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
新
し
く
創
造
な
い
し
活
動
化
さ
れ
た
貨
幣

　
の
効
果
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
い
え
ば
限
界
的
な
所
得
速
度
だ
け
を
考
究
さ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

　
う
・
（
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p
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）

　
さ
て
ケ
イ
ン
ズ
は
『
何
程
か
の
失
業
が
存
在
す
る
限
り
、
貨
幣
数
量
の
増
加
は
、
物
価
に
対
し
て
何
等
の
影
響
を
も
も
た
ら
さ
な

い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
貨
幣
数
量
の
増
加
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
る
有
効
需
要
の
総
て
の
増
加
に
正
比
例
し
て
、
雇
用
が
増
大
す
る
こ

－70－



と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
度
完
全
雇
用
に
到
達
す
る
や
否
や
、
そ
れ
以
後
に
有
効
需
要
の
増
加
に
正
比
例
し
て
増
加
す
る
も

の
は
、
労
賃
単
位
と
物
価
と
で
あ
ろ
う
』
（
p
.
2
9
5
）
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
ケ
イ
ン
ズ
は
『
銀
行
制
度
に
よ
る
信
用
創
造
は
、
「
な
ん
ら
真
実
の
貯
蓄
」
を
伴
わ
な
い
投
資
を
可
能
に
す
る
と
い
う
観
念
』
を

認
め
ず
、
こ
れ
を
『
錯
覚
』
（
白
a
{
o
己
で
あ
る
と
い
う
（
p
.
8
1
｡

8
2
）
の
で
あ
る
か
ら
、
追
加
投
資
の
資
金
が
信
用
創
造
に
よ
っ
て

賄
わ
れ
る
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
こ
で
物
価
に
影
響
し
な
い
投
資
資
金
は
、
遊
休
残
高
ま
た
は
退
蔵
貨
幣
の
動
員
、
例
え
ば
国
債
に

よ
る
こ
れ
ら
資
金
の
吸
収
と
流
動
化
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
も
し
貨
幣
の
増
発
な
い
し
信
用
創
造
に
依
存
す
る
な
ら
ば
、
い

わ
ゆ
る
デ
ィ
マ
ン
ド
・
イ
ン
フ
レ
と
な
り
、
物
価
の
勝
貴
は
必
至
的
不
可
避
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
）

　
し
か
し
政
府
の
膨
脹
政
策
は
雇
用
と
成
長
に
殆
ん
ど
役
立
た
な
い
で
、
消
費
財
産
業
や
小
売
配
給
業
者
の
利
潤
を
引
上
げ
る
に
止

ま
る
、
と
い
う
非
難
が
あ
る
。
け
だ
し
労
賃
水
準
の
上
昇
に
は
遅
れ
（
r
品
）
が
あ
り
、
上
昇
の
巾
が
物
価
騰
貴
率
に
及
ば
な
い
か

ら
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
ケ
イ
ン
ズ
自
身
の
次
の
よ
う
な
言
明
が
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
現
代
経
済
の
分
配
機
構
ま
た
は
社

会
制
度
の
根
本
問
題
で
あ
る
。

　
　
『
私
が
生
産
期
間
（
Ｐ
ａ
｛
o
d
o
f

P
r
o
d
u
c
t
i
o
昌
と
い
う
観
念
の
主
な
重
要
性
を
見
出
す
の
は
、
こ
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
も
し
あ
る
生

　
産
物
が
雇
用
の
最
大
の
弾
力
性
を
供
し
得
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
需
要
変
動
の
予
告
が
、
時
間
単
位
前
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
生
産
物
は
ｎ
の
生
産
期
間
を
も
つ
ｌ
私
は
あ
え
て
そ
う
言
い
た
い
。
全
体
と
し
て
見
た
消
費
財
が
、
こ
の
意
味
に
お
い
て

　
最
も
長
い
生
産
期
間
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
け
だ
し
各
生
産
過
程
の
う
ち
、
消
費
財
は
最
後
の
段
階
を
構
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う

　
し
て
も
し
有
効
需
要
の
増
加
に
対
す
る
最
初
の
刺
戟
が
、
消
費
の
増
加
か
ら
来
る
と
す
れ
ば
、
最
初
の
雇
用
の
弾
力
性
は
、
刺
戟
が
投
資
の
増
加

　
か
ら
来
る
場
合
と
比
べ
て
、
そ
の
窮
極
の
均
衡
水
準
よ
り
も
遥
か
に
低
い
程
度
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
に
、
も
し
増
加
し
た
需
要
が
、
雇
用

　
の
弾
力
性
の
比
較
的
に
低
い
生
産
物
に
向
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
り
大
き
な
割
合
が
、
企
業
者
の
所
得
を
増
加
さ
す
こ
と
に
な
っ
て
、
よ
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り
小
さ
な
割
合
し
か
労
賃
稼
得
者
や
、
他
の
主
要
な
費
用
要
因
の
所
得
を
、
増
加
さ
す
方
向
へ
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
企
業
者
が

　
そ
の
所
得
の
う
ち
か
ら
貯
蓄
す
る
部
分
は
、
労
賃
稼
得
者
の
そ
れ
と
比
べ
て
よ
り
大
き
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
支
出
に
対
す
る
反
動
は
、
い
く
ら
か

　
不
利
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
』
（
p
.
2
8
7
)

　
こ
う
し
た
消
費
財
価
格
の
騰
貴
は
、
労
賃
の
実
質
的
な
低
下
を
招
来
し
、
し
か
も
実
質
的
な
投
資
に
は
影
響
が
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
労
働
所
得
と
資
本
所
得
と
の
間
の
分
配
に
、
短
期
的
で
は
あ
る
が
有
害
な
結
果
を
も
た
ら
す
。
消
費
財
の
産
業
部
門
で
利
潤
や

値
上
げ
が
大
き
く
な
る
と
、
税
収
が
増
加
し
、
公
共
団
体
に
は
有
利
で
あ
り
、
こ
の
方
策
の
続
行
を
望
む
で
あ
ろ
う
。
（
公
共
投
資
が

消
費
財
に
む
け
ら
れ
な
い
場
合
ｌ
例
え
ば
軍
需
品
や
公
共
施
設
な
ど
ｌ
は
、
物
価
騰
貴
し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
レ
の
程
度
が
、
さ
ら
に

一
段
と
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
）
。

　
お
よ
そ
イ
ン
ラ
レ
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
者
は
国
家
だ
け
で
あ
る
。
何
故
か
と
い
え
ば
ま
ず
第
一
に
、
イ
ン
フ
レ
は
債
権
者
に

不
利
で
、
債
務
者
に
有
利
で
あ
り
、
国
家
は
現
代
経
済
社
会
に
お
け
る
最
大
の
債
務
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
所
得
税
の

累
進
税
率
が
名
目
所
得
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
て
お
り
、
名
目
的
な
貨
幣
所
得
の
増
加
は
、
高
い
累
進
税
率
を
賦
課
さ
れ
、
税
収
を
増

加
さ
す
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
物
価
騰
貴
の
割
合
に
応
じ
て
、
家
計
は
余
分
の
購
買
力
（
現
金
）
を
保
有
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
保
有
現
金
は
利
子
を
生
ま
な
い
。
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
レ
税
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
新
貨
幣
数
量
説

　
フ
リ
ー
ド
マ
ン
に
よ
れ
ば
『
シ
カ
ゴ
で
は
、
数
衆
説
が
ロ
述
伝
統
の
中
心
的
で
強
力
な
中
心
と
な
り
続
け
た
』
の
で
あ
る
が
、

『
そ
れ
は
目
o
g
y
d
o
a
∃
Q
t
t
a
と
主
張
す
る
理
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
て
、
経
済
活
動
に
お
け
る
短
期
的
な
動
き
の
ど
ん
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な
解
釈
も
、
も
し
そ
れ
が
貨
幣
的
な
変
針
と
反
動
と
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
も
し
そ
れ
が
何
故
に
人
々
が
、
現
存
貨
幣
の
特

定
名
目
数
量
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
か
を
、
説
明
せ
ず
に
残
し
て
お
く
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
重
大
な
誤
謬
に
陥
る
で
あ
ろ
う
』
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
　
ｌ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

う
も
の
で
あ
り
、
『
数
量
説
は
先
ず
第
一
に
、
貨
幣
に
対
す
る
需
要
の
理
論
で
あ
る
』
と
す
る
。

と
こ
ろ
が
貨
幣
に
対
す
る
需
要
か
ら
、
貨
幣
の
価
値
を
説
明
し
始
め
た
人
は
マ
ー
シ
ャ
ル
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

　
『
し
か
し
社
会
状
態
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
あ
る
社
会
に
お
い
て
は
各
階
層
の
人
々
が
、
相
互
に
通
貨
形
態
の
下
に
保
有
し
よ
う
と
す
る
資
源
の
一

定
量
が
あ
る
。
そ
し
て
今
他
の
事
情
に
変
化
な
し
と
す
れ
ば
、
通
貨
の
数
量
と
物
価
水
準
と
の
間
に
は
、
も
し
前
者
が
一
割
増
加
す
れ
ば
、
後
者
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も
ま
た
一
割
増
加
す
る
、
と
い
う
直
接
的
な
関
係
が
あ
る
。
も
っ
と
も
人
々
が
通
貨
の
形
で
保
有
し
よ
う
と
す
る
資
源
の
割
合
が
、
小
さ
く
な
る

　
に
従
っ
て
通
貨
の
価
値
は
下
落
す
る
。
言
い
か
え
る
と
一
定
量
の
通
貨
に
対
し
、
物
価
は
騰
貴
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
『
こ
の
よ
う
な
通
貨
の
数
量
と
、
物
価
の
一
般
的
水
準
と
の
関
係
は
、
た
え
ず
次
の
よ
う
な
も
の
の
変
動
に
従
っ
て
変
化
す
る
。
第
一
に
総
所
得

　
を
変
ず
る
人
口
お
よ
び
富
、
第
二
に
通
貨
の
代
り
に
他
の
支
払
手
数
を
代
用
さ
す
信
用
機
関
の
発
展
、
第
三
に
財
貨
が
そ
の
製
造
お
よ
び
取
引

　
の
過
程
に
必
要
と
す
る
手
数
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
の
・
ま
た
一
般
商
業
的
な
信
頼
と
活
動
と
に
よ
っ
て
一
時
的
に
も
影
響
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
・

　
交
通
と
生
産
お
よ
び
事
業
一
般
の
方
ミ
と
に
お
け
る
変
動
な
ど
、
こ
れ
で
あ
る
。
』
（
A
.

M
a
r
s
h
a
l
l
｡
　
　
M
o
n
e
y
｡
C
r
乱
{
{
g
d
C
o
自
n
e
r
c
e
｡

　
L
o
n
d
o
n

1
9
2
4
｡p
.4
5
｝

　
　
『
…
…
一
国
の
（
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
性
質
と
職
業
を
含
む
）
住
民
が
、
平
均
し
て
相
互
に
そ
の
財
産
の
五
〇
分
の
一
と
、
一
年
の
所
得
の
一
〇
分

　
の
一
と
の
、
常
時
的
購
買
力
を
所
有
す
る
こ
と
を
利
益
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
国
の
通
貨
の
総
価
値
は
、
こ
の
頓
と
等
し
く
な
る
傾
向
が
あ

　
る
…
…
け
だ
し
そ
の
割
合
の
時
に
、
す
べ
て
の
人
が
彼
の
所
持
し
よ
う
と
す
る
常
時
的
購
買
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

　
こ
の
所
持
し
よ
う
と
す
る
額
は
、
な
お
こ
れ
以
上
の
支
配
力
を
持
つ
こ
と
か
ら
生
ず
る
諸
種
の
利
益
と
、
そ
の
財
産
の
内
の
よ
り
多
額
を
、
彼
等

　
に
直
接
の
収
入
ま
た
は
他
の
利
益
を
も
も
た
ら
さ
な
い
形
に
投
ず
る
不
利
益
と
を
、
比
較
し
て
後
に
定
ま
る
も
の
で
あ
る
。
』
（
i
d
･
｡

p
.
4
4
）

　
い
ま
通
貨
の
総
量
を
Ｍ
、
一
年
の
所
得
を
Υ
、
資
産
の
総
価
額
を
且
、
貨
幣
形
態
で
保
持
し
よ
う
と
す
る
所
得
の
割
合
ｌ
ケ
イ

ン
ズ
に
よ
れ
ば
流
動
性
選
好
―
か
’
″
、
貨
幣
形
態
で
保
持
し
よ
う
と
す
る
資
産
の
割
合
を
が
と
す
れ
ば
、
マ
ｌ
シ
ャ
ル
の
主
張
は

次
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
M
=
ｋ
Ｙ
十
ｋ
’
Ａ

そ
し
て
彼
の
例
示
で
は
、
砂
＝
‥
ぐ
｛
ｏ
こ
、
＝
↑
ぶ
０
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
物
価
水
準
を
タ
、
生
産
高
を
り
と
す
九
ば
、
ぺ
＝
吻
Ｑ
と
な
り
、
≒
＝
々
ぺ
ｏ
７
々
Ｉ
Ｑ
と
、
ヶ
イ
ン
ズ
の
い
う
貨
幣
散
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量
説
、
す
な
わ
ち
哨
‥
気
心
‥
日
縦
‘
、
。
（
？
Ｑ
Ｓ
）
と
か
ら
、
図
‥
日
↑
ふ
と
な
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
に
お
け
る
貨
幣
の
流
通
速
度
Ｖ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

そ
の
所
得
速
度
を
意
味
し
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
｀
）
り
‥
日
知
’
芯
に
お
け
る
流
通
速
度
Ｖ
、
す
な
わ
ち
そ
の
取
引
速
度
と
は
異
る
。

　
さ
て
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
富
の
概
念
を
拡
大
し
て
、
人
類
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
所
得
の
根
源
と
解
し
、
貨
幣
に
対
す
る
需
要
を
ば
全

体
の
富
と
、
こ
れ
と
選
択
的
な
形
で
の
富
の
保
有
か
ら
生
ず
る
予
想
貨
幣
所
得
の
流
れ
と
結
合
さ
し
、
一
連
の
数
学
的
簡
単
化
に
よ

っ
て
、
観
察
し
が
た
い
変
数
の
近
似
値
、
と
く
に
重
要
な
人
的
富
の
表
示
を
、
非
人
的
な
富
と
人
的
な
富
と
の
割
合
に
よ
っ
て
表
わ

し
、
経
済
的
な
諸
仮
定
を
簡
単
化
し
、
変
数
を
整
理
し
て
、
彼
は
貨
幣
に
対
す
る
需
要
が
物
価
水
準
・
債
券
お
よ
び
株
券
の
収
入
、

物
価
水
準
の
変
動
割
合
・
所
得
・
人
的
お
よ
び
非
人
的
な
富
の
割
合
・
趣
味
嗜
好
の
変
化
な
ど
に
依
存
す
る
と
い
う
。
最
後
に
同
次

性
の
仮
定
に
よ
っ
て
、
実
質
残
高
へ
の
需
要
は
、
た
だ
実
質
変
数
に
依
存
す
る
だ
け
で
あ
る
と
し
、
同
じ
変
数
に
依
存
す
る
速
度
関

数
に
お
き
か
え
ら
れ
る
と
し
た
。
こ
れ
を
数
式
的
に
示
す
と

た
だ
し
Ｍ
は
貨
幣
量
、
Ｐ
は
消
費
者
物
価
指
数
、
ｙ
は
実
質
所
得
、
ｗ
は
非
人
的
富
の
部
分
す
な
わ
ち
財
産
か
ら
の
所
得
、
ら
は
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貨
幣
か
ら
の
予
想
収
入
、
４
は
債
券
か
ら
の
予
想
収
入
、
ら
は
株
券
か
ら
の
予
想
収
入
お
よ
び
価
格
変
動
か
ら
の
収
入
、
1
/
p
－

d
P
/
d
t
は
財
貨
価
格
の
予
想
変
動
割
合
、
ｕ
は
所
得
以
外
の
貨
幣
用
役
に
影
響
す
る
す
べ
て
の
変
数
で
あ
る
。

　
後
に
『
貨
幣
の
流
通
速
度
の
長
期
的
お
よ
び
循
環
的
な
動
き
を
、
調
和
さ
そ
う
と
す
る
前
の
試
み
は
、
所
得
以
外
の
変
数
例
え
ば

利
子
率
ま
た
は
物
価
の
変
動
率
、
と
い
う
変
数
に
集
中
し
た
』
点
を
修
正
し
て
、
国
民
所
得
お
よ
び
物
価
水
準
に
替
え
て
、
恒
久
所

得
（
r
e
r
m
a
n
e
n
t
I
n
c
o
n
e
）
お
よ
び
恒
久
物
価
（
r
e
r
m
a
n
e
n
t

P
r
i
c
e
s
）
と
し
た
。
い
ま
恒
久
所
得
を
Ｔ
と
し
、
？
を
恒
久
物
価
と

す
れ
ば
、
前
式
は
、
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と
な
り
、
ケ
ム
ブ
リ
ッ
ヂ
学
派
の
数
量
説
、

　
　
｝
、
＝
〔
｛
、
（
　
）
〕
縦

と
同
様
な
も
の
と
な
る
。
『
こ
の
形
に
お
い
て
方
程
式
は
、
普
通
の
数
量
説
の
形
に
な
る
。
た
だ
し
Ｖ
は
所
得
速
度
で
あ
る
。
』

　
　
『
数
量
説
論
者
は
、
貨
幣
に
対
す
る
需
要
が
高
度
に
安
定
的
で
あ
る
、
と
い
う
実
験
的
な
仮
定
を
受
容
れ
る
ー
こ
れ
と
選
択
的
な
解
決
関
係
と

　
し
て
提
示
さ
れ
る
消
費
関
数
の
よ
う
な
関
数
よ
り
も
、
一
層
の
安
定
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
…
…
数
量
説
論
者
は
、
貨
幣
の
流
通
速
度
が
年
代

　
に
亘
つ
て
、
数
字
的
に
不
変
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
必
要
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
一
般
に
そ
う
意
味
し
な
い
。
星
彼
が
予
期
す
る
安

　
定
性
は
、
需
要
さ
れ
た
貨
幣
の
数
量
と
、
そ
れ
を
決
定
す
る
変
数
と
の
間
に
お
け
る
関
数
関
係
の
内
に
あ
る
。
』
（
だ
［
｡
　
　
　
t
r
i
e
d
m
a
n
.
T
h
e

Q
u
-

　
a
n
t
i
t
y
T
r
Q
o
r
y
o
f
　
M
o
n
e
y
l
A
R
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
｡

o
p
.
c
i
t
.
｡
p
.
　
1
6
）

　
こ
う
い
っ
た
見
地
か
ら
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
、
一
八
七
〇
～
一
九
五
四
年
間
の
実
証
的
研
究
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
し
て
い

る
。

　
　
（
一
）
貨
幣
量
・
物
価
水
準
・
貨
幣
所
得
・
全
般
的
な
経
済
活
動
の
間
に
は
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
長
期
的
に
は
極

め
て
安
定
し
て
い
る
。

　
　
（
二
）
こ
れ
ら
の
諸
変
数
の
中
で
、
貨
幣
量
の
変
動
は
、
時
間
的
に
他
の
変
数
よ
り
も
先
行
す
る
。

　
　
（
三
）
貨
幣
制
度
や
貨
幣
政
策
が
、
経
済
活
動
に
お
け
る
始
動
的
な
原
因
と
な
る
。

　
　
（
四
）
短
期
的
に
は
貨
幣
量
・
所
得
水
準
・
物
価
水
準
の
因
果
作
用
は
、
ほ
ぼ
対
等
で
あ
る
。

　
そ
し
て
貨
幣
に
対
す
る
需
要
に
影
響
す
る
も
の
は
、
（
一
）
社
会
全
体
の
富
と
そ
の
分
配
、
（
二
）
利
子
率
、
（
三
）
物
的
資
産

の
予
想
価
格
、
（
四
）
貨
幣
自
体
の
予
想
収
益
率
、
な
ど
で
あ
る
と
す
る
。

－77－



　
な
お
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
財
政
的
な
追
加
投
資
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
投
資
乗
数
の
理
論
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
て

い
る
。

　
　
（
一
）
赤
字
支
出
が
一
回
だ
け
の
場
合
は
、
す
ぐ
に
元
に
戻
る
。
そ
の
実
証
的
研
究
に
ょ
れ
ば
、
貨
幣
数
量
説
的
で
、
一
〇
〇
ド

ル
の
支
出
増
加
は
、
一
〇
〇
ド
ル
の
所
得
増
加
に
止
る
ょ
う
で
あ
る
。
（
前
に
表
示
し
た
設
例
で
は
、
限
界
消
費
性
向
を
〇
・
五
と
し
て

も
、
第
五
期
に
は
ほ
ぼ
最
終
結
果
に
到
達
す
る
。
し
か
も
乗
数
期
間
は
一
般
的
に
、
所
得
期
間
ょ
り
も
短
い
と
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
）

　
　
（
二
）
貨
幣
数
量
説
に
ょ
れ
ば
、
人
々
が
保
有
す
る
貨
幣
量
は
、
利
子
率
と
関
係
が
な
い
（
≒
‥
‥
‥
冷
ご
。
し
た
が
っ
て
公
的
な
支

出
増
加
を
相
殺
す
る
の
に
十
分
な
、
私
的
な
支
出
が
減
少
す
る
ょ
う
に
、
利
子
率
が
上
昇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
な

け
れ
ば
拡
張
は
な
い
。
す
な
わ
ち
公
的
な
支
出
の
増
加
が
、
私
的
な
支
出
の
減
少
に
等
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
（
す
な
わ
ち
消
費
者
の
消
費
性
向
が
強
固
で
、
投
資
者
が
費
用
を
無
視
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
）

　
次
に
何
に
支
出
す
る
か
。
例
え
ば
（
一
）
公
園
の
維
持
費
を
政
府
が
支
出
し
、
入
園
料
を
無
料
と
す
れ
ば
、
消
費
者
の
消
費
性
向

の
如
何
と
関
係
な
く
、
そ
れ
は
貯
蓄
に
向
い
や
す
い
。
こ
れ
は
収
支
の
相
殺
に
す
ぎ
な
い
。
（
二
）
政
府
支
出
が
道
路
の
建
設
に
む

け
ら
れ
、
も
し
政
府
が
建
設
し
な
け
れ
ば
、
民
間
で
行
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
ま
た
公
私
収
支
の
相
殺
に
す
ぎ
な
い
。
ト

ラ
ッ
ク
の
修
理
や
タ
イ
ヤ
の
摩
損
が
減
少
す
る
と
す
れ
ば
、
開
放
さ
れ
た
資
金
は
、
よ
り
緊
急
度
の
少
い
投
資
に
む
け
ら
れ
、
政
府
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投
資
が
民
問
投
資
を
超
過
す
る
純
部
分
だ
け
が
、
い
わ
ゆ
る
乗
数
物
巣
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
資
金
の
調
達
に
関
連
し
て
、
（
一
）
財
政
政
策
と
金
融
政
策
を
区
別
す
る
た
め
に
、
借
入
金
に
よ
る
と
し
よ
う
。
（
紙
幣

増
刷
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
政
府
支
出
を
追
加
し
な
く
と
も
可
能
で
あ
る
！
）
こ
の
場
合
に
は
、
民
間
支
出
の
政
府
へ
の
振
替
で
あ
る
か
ら
、

通
貨
の
総
量
に
は
変
化
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
貨
幣
と
証
券
と
を
区
別
し
な
い
ト
ラ
ッ
プ
の
場
合
に
は
、
乗
数
効
果
は
可
能
で

あ
ろ
う
。
（
し
か
し
ト
ラ
ッ
プ
が
存
在
す
る
か
否
か
に
は
、
そ
れ
自
体
に
問
題
が
あ
る
。
）
し
か
も
遊
休
残
高
で
証
券
（
国
債
）
を
購
入
さ
す

た
め
に
は
、
そ
の
利
子
率
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
れ
は
借
入
に
よ
る
（
投
資
）
支
出
に
影
響
す
る
。
し
た
が
っ
て
投
資
の

限
界
効
率
が
、
利
子
に
つ
い
て
完
全
に
非
弾
力
的
で
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
支
出
に
固
執
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
公
共
投
資
は
、
投
資
を
誘
発
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
乗
数
効
果
が
な
い
。
し
か
も
公
共
投
資
の
増
加
に
よ
る
需
要
の
増

加
が
、
人
的
な
ら
び
に
物
的
な
遊
休
資
源
に
よ
っ
て
、
賄
わ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
り
、
ま
た
誘
発
投
資
は
需
要
の
増

加
と
、
そ
の
永
続
性
に
対
す
る
見
込
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
終
り
に
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
、
ケ
イ
ン
ズ
が
誘
発
投
資
を
考
慮
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
誘
発
投
資
は
需
要
の
増
加
を
前
提
と
す

る
が
、
需
要
の
増
加
は
所
得
の
増
加
が
前
提
と
な
る
。
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
三
　
消
費
性
向
ま
た
は
消
費
関
数

一
、
絶
対
的
所
得
仮
説
（
A
h
s
o
l
u
t
e
I
n
c
o
m
e
H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
）

周
知
の
よ
う
に
ケ
イ
ン
ズ
は
、
国
民
所
得
の
決
定
に
お
け
る
所
得
ｌ
支
出
理
論
で
、
消
費
性
向
ま
た
は
消
費
関
数
を
根
基
的
な
原
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因
と
し
た
。
す
な
わ
ち
消
費
な
い
し
貯
蓄
が
、
経
常
的
な
可
処
分
所
得
に
よ
っ
て
定
ま
る
、
と
い
う
い
わ
ゆ
る
絶
対
的
所
得
仮
説
に

依
存
し
た
。
（
も
っ
と
も
彼
は
消
費
支
出
と
、
用
役
の
消
費
と
い
う
純
消
費
と
を
区
別
し
て
い
な
い
が
。
）

　
　
『
人
間
の
性
質
に
関
す
る
我
々
の
知
識
か
ら
し
て
、
先
験
的
に
も
ま
た
経
験
の
詳
し
い
事
実
に
照
し
て
み
て
も
、
と
も
に
大
き
な
確
実
性
を
も
っ

　
て
、
我
々
が
依
存
し
う
る
基
本
的
な
心
理
法
則
は
、
人
々
が
通
例
そ
し
て
平
均
的
に
、
そ
の
所
得
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
所
得
が
増
加
す

　
る
ほ
ど
多
く
で
は
な
い
が
、
そ
の
消
費
を
増
加
さ
す
傾
向
が
あ
る
…
…
す
な
わ
ち
d
ﾐ
d
M
（
限
界
消
費
性
向
）
は
、
正
で
あ
る
が
、
一
よ
り
も
小

　
さ
い
。
』
（
？
呂
）

　
ケ
イ
ン
ズ
の
純
粋
に
理
論
的
な
消
費
性
向
ま
た
は
消
費
関
数
の
理
論
は
、
そ
の
仮
定
を
検
討
す
る
多
く
の
実
証
的
労
作
を
生
ん

だ
。
そ
の
多
く
は
時
系
列
資
料
に
基
づ
い
て
、
時
間
的
な
消
費
と
可
処
分
所
得
と
の
関
係
値
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
家
計

全
体
の
可
処
分
所
得
の
変
動
に
対
す
る
消
費
支
出
の
反
応
を
、
追
跡
す
る
総
消
費
関
数
の
検
討
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
は
大
体
に
お

い
て
、
ケ
イ
ン
ズ
仮
説
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
限
界
消
費
性
向
は
、
正
で
あ
る
が
一
よ
り
は
小
さ
く
（
｛
▽
４
Ｑ
へ

恥
ｉ
▽
ｏ
｝
、
し
た
が
っ
て
限
界
消
費
性
向
は
平
均
消
費
性
向
よ
り
も
小
さ
い
（
Ｍ
Ｐ
Ｃ
Λ
μ
吻
Ｑ
）
。
け
だ
し
Ｑ
＝
Ｑ
十
ぶ
、
に
お
い
て
、

ａ
∇
ｏ
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
限
界
消
費
性
向
が
、
平
均
消
費
性
向
よ
り
も
小
さ
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
長
期
的
に
見
れ
ば
、
限
界
消
費
性

向
が
零
に
接
近
し
（
M
P
C
↓
0
）
、
平
均
消
費
性
向
（
司
Ｉ
）
は
所
得
が
増
大
す
る
に
従
っ
て
縮
小
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
こ

れ
が
二
九
四
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
、
い
わ
ゆ
る
長
期
停
滞
論
（
S
e
c
u
l
a
r

S
t
a
g
n
a
t
i
o
n
T
h
e
s
i
s
）
が
唱
道
さ
れ
た
理
由
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
｝
、
＝
Ｑ
十
Ｉ
＋
Ｇ
ま
た
は
Ｑ
へ
｝
、
+
１
１
Ｙ
十
Ｇ
／
Ｙ
=
ｌ
が
、
国
民
所
得
Υ
の
均
衡
的
な
成
長
の
条
件
で
あ
り
、
そ
し
て
も

し
四
い
が
経
済
の
成
長
と
と
も
に
増
大
す
る
、
と
仮
定
し
う
る
何
等
の
理
由
も
な
い
な
ら
ば
、
Ｔ
の
増
大
に
応
じ
た
完
全
利
用
下
の
有
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効
需
要
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
に
の
減
少
を
補
償
す
る
た
め
に
、
に
が
拡
大
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
言
い

か
え
る
と
、
政
府
支
出
が
国
民
所
得
よ
り
も
、
よ
り
速
く
よ
り
大
き
く
増
大
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
経
済
は
停
滞
す
る
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
こ
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
経
済
に
つ
い
て
、
悲
観
的
な
予
測
が
行
わ
れ
て
い
た
。
人
々
は
戦
時
中
に
、
そ

の
実
質
的
な
所
得
に
相
当
著
し
い
増
加
を
見
た
が
、
配
給
割
当
制
の
た
め
に
消
費
の
節
約
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
そ
の
非
消
費
す
な

わ
ち
貯
蓄
を
、
国
債
と
い
う
流
動
資
産
の
形
で
保
有
し
て
い
た
。
戦
争
の
終
結
と
と
も
に
、
配
給
割
当
制
が
解
か
れ
る
と
、
消
費

水
準
と
比
べ
た
過
剰
な
保
有
を
放
出
し
て
、
こ
れ
を
消
費
の
増
加
に
む
け
た
。
（
す
な
わ
ち
消
費
関
数
の
上
方
へ
の
移
動
で
あ
る
。
）
価
格

の
統
制
が
な
く
な
る
と
と
も
に
、
一
般
物
価
水
準
も
著
し
く
上
昇
し
た
。
こ
う
し
て
所
得
水
準
を
一
定
と
す
れ
ば
、
消
費
は
資
産

（
A
s
s
e
t
s
）
ま
た
は
富
（
w
e
a
l
t
h
）
の
関
数
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
用
役
の
消
費
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

純
消
費
（
P
u
r
e
c
o
~
ﾛ
日
l
o
昌
の
観
念
が
生
れ
た
。

　
一
八
六
九
～
一
九
三
八
年
間
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
国
民
生
産
高
を
研
究
し
た
ク
ズ
ネ
ッ
ツ
は
、
（
一
）
長
期
的
か
つ
平
均
的
に

見
て
、
平
均
消
費
性
向
（
C
I
Y

o
r
.A
P
C
）
は
何
等
の
低
下
傾
向
を
も
示
さ
ず
、
従
っ
て
長
期
的
趨
勢
に
添
っ
た
限
界
消
費
性
向

は
、
平
均
消
費
性
向
に
等
し
い
（
A
P
C
＝
知
弓
Ｑ
）
。
（
二
）
短
期
平
均
消
費
性
向
が
長
期
平
均
消
費
性
向
よ
り
も
低
い
時
期
は
好
況

で
あ
り
、
反
対
に
短
期
の
平
均
消
費
性
向
が
、
長
期
の
そ
れ
よ
り
も
高
い
時
期
は
、
経
済
的
な
不
況
期
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
を
示

し
た
。
す
な
わ
ち
国
民
所
得
の
消
費
割
合
は
、
長
期
に
亘
っ
て
増
加
す
る
が
、
低
下
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
貯
蓄
率
は
所
得
と
と
も
に
著
し
く
上
昇
し
、
高
額
所
得
階
層
の
家
族
は
低
額
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
消
費
割
合
が
著
し
く
減
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少
し
て
い
る
。
平
均
消
費
性
向
（
ミ
）
、
）
は
長
期
で
は
比
較
的
に
不
変
で
あ
る
が
、
一
定
の
期
間
に
つ
い
て
見
る
と
、
所
得
の
増
加

と
と
も
に
減
小
し
て
い
る
。
所
得
別
の
家
族
群
の
あ
る
時
点
に
お
け
る
消
費
支
出
の
割
合
は
、
そ
の
時
々
の
所
得
と
相
関
関
係
を
も

っ
て
お
り
、
消
費
関
数
の
形
は
ケ
イ
ン
ズ
の
元
の
仮
定
と
合
致
す
る
。
そ
れ
故
に
経
済
の
成
長
な
い
し
国
民
所
得
の
増
加
と
と
も

に
、
所
得
の
貯
蓄
（
非
消
費
）
部
分
は
、
時
日
の
経
過
と
と
も
に
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
着
目
し
た
も
の
が
、
相

対
的
所
得
仮
説
で
あ
る
。

　
二
、
相
対
的
所
得
仮
説
（
R
e
l
a
t
i
v
eI
n
c
o
m
e
　
1
:
1
:
[
y
p
o
t
h
e
s
i
s
］

　
前
項
で
述
べ
た
よ
う
な
明
ら
か
に
相
容
れ
な
い
事
象
の
調
和
と
解
明
は
、
デ
ュ
ー
セ
ン
ベ
リ
イ
の
名
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
る
、

い
わ
ゆ
る
相
対
的
所
得
仮
説
で
あ
る
。
彼
は
絶
対
的
所
得
仮
説
の
根
本
的
な
仮
定
を
斥
け
て
（
一
）
個
人
の
消
費
行
動
は
相
互
依
存

の
関
係
に
あ
っ
て
、
独
立
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
（
二
）
消
費
比
率
は
不
可
逆
的
で
あ
っ
て
、
可
逆
的
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち

消
費
者
の
支
出
に
お
け
る
変
動
は
、
所
得
増
加
の
結
果
と
し
て
起
る
場
合
と
、
所
得
減
少
の
結
果
と
し
て
起
る
場
合
と
は
異
る
。
い

わ
ば
倹
よ
り
奢
に
入
る
は
易
く
、
奢
よ
り
倹
に
入
る
は
難
し
と
い
う
、
東
洋
的
預
言
に
基
づ
い
て
い
る
。
従
っ
て
所
得
ｌ
消
費
の
比

率
よ
り
は
、
む
し
ろ
所
得
ｌ
貯
蓄
の
比
率
に
注
目
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
仮
説
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
貯
蓄
さ
れ
る
所
得
部
分
は
、
所
得
分
配
に
お
け
る
そ
の
家
計
の
位
置
と
と

も
に
上
昇
す
る
。
平
均
以
上
に
あ
る
家
計
は
、
平
均
消
費
性
向
以
下
の
割
合
で
支
出
す
る
。
け
だ
し
同
輩
と
同
等
の
消
費
水
準
を
維
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持
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
所
得
の
よ
り
少
い
部
分
の
支
出
で
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
平
均
以
下
に
あ
る
人
々
は
、
比

較
的
に
高
い
割
合
の
消
費
支
出
を
す
る
。
こ
れ
は
横
断
的
な
資
料
と
一
致
す
る
。
第
二
に
、
も
し
あ
る
個
人
が
相
当
な
期
間
に
亘

り
、
同
等
の
相
対
的
な
所
得
階
層
に
止
ま
る
、
す
な
わ
ち
総
て
の
所
得
が
長
期
的
趨
勢
に
従
っ
て
、
正
比
例
的
に
上
昇
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
絶
対
的
な
所
得
増
加
と
と
も
に
、
同
じ
割
合
の
消
費
を
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
個
人
が
同
等
の
相
対
的
な
所
得
階

層
に
止
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
人
の
長
期
的
な
可
処
分
所
得
の
上
昇
は
、
同
じ
割
合
の
消
費
の
増
加
と
い
う
結
果
と
な
る
。
も
ち

ろ
ん
あ
る
家
族
は
、
時
日
の
経
過
と
と
も
に
、
そ
の
相
対
的
な
所
得
階
層
が
変
動
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
変
動
は
総
計
で
は

相
殺
さ
れ
、
長
期
的
な
平
均
的
な
性
向
は
変
化
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
相
対
的
所
得
仮
説
は
、
横
断
的
な
ら
び
に
短
期
的
な
時
系
列

資
料
と
、
長
期
的
な
時
系
列
資
料
と
の
間
の
、
明
ら
か
な
不
調
和
を
解
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
相
対
的
所
得
仮
説
の
第
二
の
基
本
的
仮
定
、
す
な
わ
ち
時
間
的
な
消
費
性
向
の
不
可
逆
性
は
、
景
気
の
変
動
を
通
し
た
短
期
的
な

消
費
の
変
動
を
示
し
て
い
る
。
家
計
は
往
年
の
良
き
年
に
よ
っ
て
習
慣
と
予
想
を
形
成
し
、
不
況
の
際
に
所
得
加
代
少
ｌ
て
も
、
消

費
の
切
詰
め
は
行
い
が
た
く
怠
り
が
ち
で
あ
り
、
た
と
い
倹
約
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
程
度
は

小
さ
い
。
す
な
わ
ち
奢
の
習
慣
は
倹
に
戻
り
が
た
い
。
可
処
分
所
得
の
減
退
は
消
費
性
向
を
高

め
て
、
過
去
の
大
き
い
消
費
割
合
を
維
持
さ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
い
ま
短
期
消
費
性
向
を
Ｑ
・
Ｇ
と
し
、
長
期
の
そ
れ
を
び
と
す
れ
ば
、
所
得
が
心
か
ら
匹
へ

と
増
大
す
る
と
、
消
費
性
向
は
経
常
所
得
の
増
加
に
強
く
反
応
し
、
限
界
消
費
性
向
は
著
し
い

上
昇
を
示
し
、
短
期
消
費
性
向
は
Ｑ
か
ら
Ｑ
へ
と
移
動
す
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
所
得
が
玖

か
ら
玖
へ
低
下
す
る
と
、
人
々
の
消
費
は
元
の
Ｍ
に
は
戻
ら
ず
、
ぜ
と
な
る
に
止
ま
る
で
あ
ろ
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う
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る
『
歯
止
め
効
果
』
（
R
a
t
c
h
e
tE
f
f
e
c
t
）
が
こ
れ
で
あ
る

　
前
の
最
高
所
得
を
一
定
と
す
れ
ば
、
短
期
的
に
は
消
費
関
数
は
図
で
示
し
た
短
期
消
費
関
数
（
び
）
と
同
じ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

時
日
の
経
過
と
と
も
に
、
成
長
経
済
で
は
Υ
は
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
短
期
消
費
関
数
が
Ｑ
か
ら
Ｑ
へ
と
、
移
動
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
し
て
所
得
が
低
下
し
て
も
、
消
費
関
数
は
元
の
水
準
に
戻
ら
ず
、
ｙ
と
な
る
こ
と
を
示
す
。
び
は
Υ
の
上
昇
に
応

じ
て
上
方
に
移
動
さ
し
て
歯
止
め
を
し
、
Υ
の
低
下
に
応
じ
て
元
の
水
準
に
戻
る
の
を
防
止
す
る
。

　
し
か
し
時
日
を
通
じ
て
Υ
が
確
実
に
増
大
し
て
ゆ
く
と
す
れ
ば
、
長
期
消
費
関
数
（
び
）
に
添
っ
た
諸
点
だ
け
が
観
察
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
も
し
実
質
的
な
可
処
分
所
得
の
増
加
が
、
長
期
的
平
均
か
ら
外
れ
る
な
ら
ば
、
び
か
ら
は
ず
れ
た
諸
点
が
実
際
に
見
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
不
況
の
時
期
に
は
可
処
分
所
得
が
、
前
の
最
高
水
準
よ
り
も
低
く
、
消
費
は
経
常
所
得
の
割
合
と
し
て
は
高
く
、
反

対
に
好
況
時
に
は
Υ
が
長
期
平
均
よ
り
は
急
速
に
延
び
、
経
常
所
得
に
対
す
る
消
費
の
割
合
は
、
長
期
平
均
よ
り
も
低
い
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
が
観
察
し
た
消
費
の
循
環
的
変
動
と
一
致
す
る
。
こ
れ
を
数
式
的
に
示
せ
ば
、
Ｓ
を
貯
蓄
と
し
て
次
の
よ
う

に
な
る
。

　
と
の
よ
う
に
相
対
的
所
得
仮
説
は
、
短
期
的
な
時
系
列
に
よ
る
消
費
性
向
な
い
し
消
費
関
数
と
、
長
期
的
な
そ
れ
と
の
間
の
矛
盾

を
調
和
し
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
な
お
」
般
的
な
承
認
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
け
だ
し
完
全
利
用
所
得
の
全
体
的
な
水
準

が
、
こ
の
仮
説
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
常
に
必
ず
し
も
消
費
の
比
例
的
な
増
加
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
（
こ
の
点
は
前

項
で
述
べ
た
（
２
）
と
同
様
で
あ
る
。
）
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な
お
デ
ュ
セ
ン
べ
リ
イ
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
同
様
な
仮
説
が
モ
デ
ィ
リ
ア
ニ
イ
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
づ
ご
。
こ
れ
は
習
慣
仮
説

（
H
a
b
i
tP
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
　
H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
）
と
も
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
、
次
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
い
ま
社
会
の
人
々
の
消
費
水
準
の
加
重
平
均
を
角
、
個
人
的
所
得
を
ｎ
、
そ
の
消
費
を
ら
と
す
れ
ば
、
消
費
性
向
な
い
し
消
費
関
数
は
、
次
の

よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
三
、
恒
久
所
得
仮
説
（
P
e
r
m
a
n
e
n
tI
n
c
o
m
e
H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
)

　
こ
の
説
は
消
費
支
出
の
決
定
要
因
と
し
て
、
経
常
所
得
を
用
い
る
こ
と
を
不
満
と
し
、
消
費
者
の
活
動
を
観
察
す
る
と
、
合
理
的

な
消
費
者
は
、
そ
の
生
涯
を
通
し
て
の
最
適
な
消
費
型
へ
と
、
一
生
の
稼
得
の
流
れ
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
大
の
効
用
を

得
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
仮
定
か
ら
出
発
す
る
。
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
個
人
の
所
得
が
、
恒
久
的
な
も
の
と
過
渡
的
な
も
の
と
に
分
け

ら
れ
、
前
者
は
少
く
と
も
将
来
の
数
年
に
及
ぶ
期
間
に
受
領
す
る
と
、
合
理
的
に
予
想
さ
れ
る
所
得
で
あ
り
、
後
者
は
予
期
ま
た
は

予
想
し
な
い
所
得
の
増
減
と
い
う
、
過
渡
的
臨
時
的
な
要
因
か
ら
成
立
つ
が
、
こ
れ
ら
過
渡
的
な
要
因
に
よ
る
所
得
の
増
減
は
、
長
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期
的
に
は
相
殺
さ
れ
る
。
従
っ
て
恒
久
消
費
は
恒
久
所
得
に
比
例
七
犯
（
ｐ
＝
ぶ
？
０
Ｍ
″
＝
ｐ
へ
ご
）
。
貯
蓄
は
過
渡
的
な
要
因

に
よ
る
所
得
の
増
減
に
従
っ
て
増
減
す
る
。
い
ま
変
動
所
得
を
杓
と
す
れ
ば
、

　
こ
の
よ
う
に
し
て
恒
久
所
得
仮
説
は
、
景
気
変
動
下
の
所
得
変
動
を
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
家
計
は
、
所
得
の
年
々
の
変
動
を
割

引
き
、
各
変
動
の
一
部
だ
け
を
予
想
恒
久
所
得
に
適
合
さ
し
、
更
に
消
費
を
こ
れ
に
適
合
さ
す
の
で
あ
る
。
過
渡
的
所
得
が
正
に
大

き
く
変
動
す
る
家
計
は
、
そ
の
消
費
率
を
比
較
的
に
小
さ
く
、
変
動
の
小
さ
い
家
計
は
比
較
的
に
多
く
消
費
し
、
短
期
消
費
関
数
は

横
断
的
に
Ｃ
=
ａ
十
ｈ
Ｙ
と
し
て
示
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
線
形
で
非
比
例
的
な
消
費
関
数
と
な
る
。
従
っ
て
高
所
得
階

層
で
は
、
そ
の
消
費
資
源
の
過
大
評
価
と
な
り
、
低
所
得
階
層
で
は
過
小
評
価
と
な
る
。
け
だ
し
臨
時
所
得
は
、
耐
久
消
費
財
の
購

入
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
用
役
の
い
わ
ゆ
る
純
消
費
が
統
く
か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
、
恒
久
所
得
仮
説
に
よ
っ
て
、
そ
の
貨
幣
数
量
説
を
叙
述
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
貨
幣
に
対
す
る
需
要
は
広
義
の
富
ー
所
得
と
消
費
用
役
の
あ
ら
ゆ
る
資
源
を
含
む
ー
か
ら
の
予
想
収
入
で
あ
る
恒
久
所
得

に
依
存
し
、
こ
れ
は
比
較
的
に
変
化
の
少
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
変
動
も
少
く
安
定
的
で
あ
る
と
す
る
。

　
恒
久
所
得
仮
説
が
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
妥
当
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
少
く
と
も

実
証
的
な
検
討
ぱ
与
え
ら
れ
て
い
る
。
人
々
は
将
来
の
所
得
の
予
想
に
基
づ
い
て
、
そ
の
消
費
ｌ
貯
蓄
の
決
定
を
実
行
し
て
い
る
も
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の
と
、
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
四
　
フ
ィ
ス
カ
リ
ス
ト
対
マ
ネ
タ
リ
ス
ト

　
初
に
述
べ
た
よ
う
に
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
、
貨
幣
供
給
量
の
増
加
率
が
国
民
所
得
上
昇
の
主
要
な
ｌ
実
際
上
は
唯
一
の
ｌ
決
定

要
因
で
あ
っ
た
と
し
、
イ
ン
フ
レ
や
デ
フ
レ
は
誤
っ
た
貨
幣
量
の
変
動
に
基
づ
く
か
ら
、
短
期
的
な
経
済
活
動
に
影
響
す
る
も
の

は
、
貨
幣
政
策
で
あ
る
と
す
る
。
従
っ
て
財
政
政
策
の
国
民
所
得
に
対
す
る
効
果
は
乏
し
く
、
た
だ
そ
の
構
成
と
利
子
率
を
変
動
さ

す
に
止
る
と
す
る
。

　
実
際
上
に
お
け
る
両
者
対
立
の
根
本
問
題
は
、
フ
ィ
ス
カ
リ
ス
ト
が
実
物
経
済
、
す
な
わ
ち
財
貨
や
用
役
に
対
す
る
支
出
は
著
し

く
不
安
定
で
、
貨
幣
政
策
は
こ
れ
と
殆
ん
ど
関
係
が
な
い
と
と
も
に
、
ま
た
殆
ん
ど
統
制
力
を
持
た
な
い
と
す
る
に
反
し
て
、
マ
ネ

タ
リ
ス
ト
は
実
物
経
済
が
本
来
か
な
り
安
定
的
で
、
貨
幣
的
展
開
に
よ
っ
て
不
安
定
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
賢
明
な
貨
幣
政

策
で
出
来
る
限
り
統
制
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
貨
幣
の
供
給
に
お
け
る
変
動
が
、
い
か
に
し
て
ま
た
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い
か
な
る
時
間
内
に
経
済
に
影
響
す
る
か
、
そ
し
て
い
か
に
運
営
さ
る
べ
き
か
、
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
い
な
い
。
た
だ
フ

リ
ー
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
―
）

マ
ン
が
流
通
貨
幣
（
広
義
す
な
わ
ち
貨
幣
代
用
物

－
n
e
a
r
-
m
o
n
e
y
―
を
含
む
）
の
適
応
量
を
、
年
率
四
％
の
増
加
に
止
め
る
べ
き
だ
、
と

い
う
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
u
　
m
o
n
e
y

d
o
e
s

m
a
t
t
e
r
　
a
n
d

m
a
t
t
e
r
s

v
e
r
y

m
u
c
h
｡
貨
幣
量
に
お
け
る
変
動
は
、
重
要
で
広
汎
な
予
見
的
効
果
を
持
つ
。
生
産
高
と
比

　
べ
た
貨
幣
量
に
お
け
る
長
期
的
な
変
動
は
、
物
価
の
世
紀
的
な
動
き
を
決
定
す
る
。
短
期
に
お
け
る
著
し
い
貨
幣
量
の
膨
脹
は
、
物
価
に
お
け
る

　
随
伴
的
な
イ
ン
フ
レ
の
、
主
要
な
大
体
の
根
源
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
短
期
に
お
け
る
著
し
い
貨
幣
量
の
収
縮
は
、
は
げ
し
い
経
済
的
収
縮
の
主

　
要
な
要
因
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
貨
幣
量
に
お
け
る
循
環
的
な
変
動
は
、
普
通
の
緩
か
な
景
気
変
動
に
お
い
て
、
実
に
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る

　
で
あ
ろ
う
。
』
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「
…
…
ｙ
」
の
論
文
で
我
々
が
慎
重
に
自
粛
し
て
来
た
所
得
支
出
の
簡
単
な
解
釈
は
、
合
衆
国
で
の
六
〇
年
間
の
経
験
に
照
し
て
、
安
定
的
な
実
際

　
上
の
関
係
の
叙
述
と
し
て
、
始
ん
ど
完
全
に
無
用
で
あ
る
…
…
一
ボ
さ
れ
た
証
明
に
よ
っ
て
貨
幣
量
は
、
自
生
的
な
支
出
よ
り
も
、
所
得
に
お
け
る

　
動
き
を
解
釈
す
る
上
で
、
は
る
か
に
大
き
い
重
要
性
を
も
つ
こ
と
に
疑
は
な
い
。
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第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
の
前
半
は
m
o
n
e
y
d
o
e
s

n
o
t
　
m
a
t
t
e
r
”
と
い
う
時

期
で
あ
っ
た
。
六
四
年
の
個
人
所
得
税
の
減
税
で
、
六
五
年
に
か
け
て
の
繁
栄
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ス
カ
リ
ス
ト
は
財
政
政
策
が
重
要

な
独
立
的
な
効
果
を
も
っ
た
と
し
た
が
、
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
こ
れ
を
信
せ
ず
、
六
七
年
の
前
半
に
は
貨
幣
供
給
量
の
著
し
い
減
少
か
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ら
、
貨
幣
所
得
の
増
加
率
に
激
し
い
減
少
の
あ
る
こ
と
を
予
言
し
、
フ
ィ
ス
カ
リ
ス
ト
は
主
と
し
て
借
入
に
よ
る
実
質
的
な
政
府
支

出
の
急
激
な
増
大
に
よ
っ
て
、
実
質
所
得
が
な
お
著
し
く
増
大
す
る
と
予
言
し
た
。
事
実
は
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
の
見
解
の
正
当
性
を
示

し
、
そ
の
主
張
を
魅
力
的
な
も
の
と
し
た
。
一
九
六
八
年
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
『
私
は
、
予
算
の
状
態
そ
れ
自
身
は
、
名
目
的
所
得
や

デ
フ
レ
ま
た
は
景
気
変
動
の
過
程
に
、
な
ん
ら
重
要
な
効
果
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
私
の
意
見
の
重
要
な
点
に
達
し
た
』

と
書
い
た
。
し
か
し
大
統
領
の
経
済
顧
問
会
の
議
長
で
あ
っ
た
オ
カ
ン
は
、
一
九
六
四
ｌ
五
年
の
繁
栄
が
、
前
の
期
間
に
お
け
る
貨

幣
的
膨
脹
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
に
は
疑
問
が
あ
り
、
減
税
に
よ
る
歳
入
減
少
が
、
政
府
の
借
入
れ
増
加
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
、
貨
幣
的
膨
脹
の
原
因
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
、
総
貨
幣
所
得
の
変
動
が
主
と
し
て
貨
幣
量
に
依
存
す
る
ー
そ
れ
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
貨
幣

数
量
説
的
で
あ
る
ー
と
す
る
が
、
そ
の
論
理
と
実
証
か
ら
、
こ
の
結
論
を
導
く
に
は
不
十
分
で
あ
り
、
こ
の
点
を
廻
っ
て
多
く
の

論
争
が
行
わ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
貨
幣
の
数
量
は
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
で
も
重
要
な
変
数
と
さ
れ
て
い
た
が
、
第
二
次
世

界
大
戦
後
に
多
く
の
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
、
こ
れ
を
無
視
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
戦
後
の
五
〇
―
六
〇
年
代
の
フ
ィ
ス
カ
リ
ス
ト
の

モ
デ
ル
に
、
財
政
赤
字
が
い
か
に
賄
わ
れ
る
か
、
と
い
う
点
に
殆
ん
ど
論
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
貨
幣
量

と
総
需
要
と
の
関
係
や
、
乗
数
と
加
速
の
モ
デ
ル
に
貨
幣
の
供
給
を
導
入
せ
ず
、
ま
た
は
あ
る
利
子
率
の
下
に
お
け
る
そ
の
無
限
の
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弾
力
性
を
仮
定
す
る
、
な
ど
の
諸
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
今
日
で
は
フ
ィ
ス
カ
リ
ス
ト
の
中
で
、
財
政
政
策
だ
け
を
重
視
し
て
、
貨
幣
政
策
を
無
視
す
る
人
は
な
い
。
た
だ
マ
ネ
タ
リ
ス
ト

だ
け
が
、
貨
幣
政
策
の
主
導
性
を
力
説
す
る
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
経
済
の
統
制
の
た
め
に
で
は
な
く
、
経
済
の
需
要
に
応
じ
て

貨
幣
量
を
調
節
し
、
誤
っ
た
目
標
と
指
標
に
依
存
し
た
と
し
、
貨
幣
の
供
給
が
外
生
的
に
統
制
さ
れ
た
変
数
で
は
な
く
、
経
済
的
な

条
件
や
金
融
市
場
の
指
標
に
従
っ
た
内
生
的
な
変
数
、
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
貨
幣
と
所
得
と
の
関
連
の
実
証
は
、
大
部

分
こ
の
よ
う
な
貨
幣
当
局
の
反
応
を
示
す
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
は
貨
幣
当
局
の
行
動
が
、
国
民
所
得
変
動
の
原
因
と
言
い
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
統
計
的
な
検
証
は
貨
幣
ｌ
所
得
の
関
達
で
、
貨
幣
が
何
等
か
の
意
味
で
『
外
生
的
』
で
あ
っ
た
か
否
か
を
、
決
定
し

よ
う
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
因
果
関
係
は
必
ず
し
も
一
方
的
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
貨

幣
政
策
は
窮
極
的
に
は
全
く
有
力
で
あ
る
が
、
そ
の
効
果
発
現
の
遅
れ
は
長
い
の
で
あ
る
。

　
な
お
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
に
よ
る
実
証
は
、
簡
略
化
さ
れ
た
方
程
式
に
よ
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
も
し
我
々
が
経
済
を
方
程
式
の
複

雑
な
連
鎖
ー
投
資
や
貨
幣
な
ら
び
に
借
入
金
に
対
す
る
需
要
、
消
費
等
々
の
関
数
ｌ
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
経

済
の
構
造
的
モ
デ
ル
を
、
内
生
的
な
変
数
と
し
て
解
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
体
系
を
解
い
て
、
始
め
て
内
生
的
変
数

を
、
す
べ
て
の
外
生
的
変
数
の
関
数
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
宵
=
／
（
３
'
）
と
す
る
な
ら
ば
、
ｙ
は
真
に
外
生
的
な
変
数

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
）

　
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
、
い
わ
ゆ
る
内
生
的
変
数
に
関
す
る
線
形
方
程
式
を
挙
げ
て
、
こ
れ
を
簡
略
化
さ
れ
た
方
程
式
と
い
う
の
で
あ

る
が
、
そ
の
形
式
と
内
容
ー
各
変
数
と
遅
れ
の
構
造
―
は
、
な
ん
ら
か
の
構
造
的
モ
デ
ル
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
従

っ
て
事
象
の
解
明
と
予
想
に
は
不
便
で
あ
る
。
そ
の
言
う
よ
う
な
結
果
を
生
ず
る
た
め
に
、
貨
幣
が
ど
の
よ
う
に
直
接
的
な
い
し
間
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接
的
に
介
入
す
る
か
が
、
正
確
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
貨
幣
が
い
か
に
し
て
経
済
に
影
響
す
る
か
、
と
い
う
理
論
と
そ
の
実
証
の
た
め
に
は
、
貨
幣
に
対
す
る
需
要
方
程
式
か
、
ま
た
は

貨
幣
量
の
変
動
が
、
投
資
需
要
や
消
費
需
要
等
々
に
影
響
す
る
関
係
を
示
す
と
こ
ろ
の
、
複
雑
な
一
連
の
方
程
式
を
必
要
と
す
る
。

フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
い
う
貨
幣
数
量
説
、
す
な
わ
ち
貨
幣
に
対
す
る
需
要
方
程
式
に
つ
い
て
見
る
と
、
利
子
率
は
独
立
変
数
と
さ
れ
て

お
り
、
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
の
中
に
は
、
利
子
率
が
実
際
上
に
重
要
性
を
持
た
な
い
、
と
仮
定
す
る
人
も
あ
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ

う
か
。
貨
幣
の
流
通
速
度
と
く
に
所
得
速
度
は
、
利
子
率
と
無
関
係
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
貨
幣
に
対
す
る
需
要
が
、
所
得
だ
け
で
決

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
以
外
の
も
の
が
貨
幣
の
供
給
に
お
け
る
変
動
を
吸
収
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
は
、
ケ
イ
ン
ズ
流
の
所
得
―
支
出
モ
デ
ル
に
お
け
る
多
元
方
程
式
よ
り
も
、
比
較
的
に
簡
略
化
さ
れ
た
方
程
式

で
、
貨
幣
的
諸
力
を
強
調
す
る
こ
と
が
、
経
済
的
予
言
者
と
し
て
一
層
有
力
で
あ
る
と
す
る
。
も
と
よ
り
簡
単
明
瞭
を
第
一
と
す
る

が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
、
前
提
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
―
五
一
、
七
、
ニ
八
稿
―
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