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郎

　
一
　
本
稿
の
問
題

　
二
　
古
典
派
的
起
債
原
則
論
抬
頭
の
背
景
と
古
典
派
的
財
政
観

　
三
　
ス
ミ
ス
の
起
債
原
則
論

　
四
　
リ
カ
ー
ド
ー
の
起
債
原
則
論

　
五
　
リ
カ
ー
ド
ー
起
債
原
則
論
の
時
代
的
背
景

　
　
　
　
　
　
一
　
本
稿
の
問
題

　
古
典
派
経
済
学
に
も
と
づ
く
起
債
原
則
論
は
起
債
原
則
論
の
発
展
史
上
最
初
の
タ
イ
プ
を
形
成
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
本
稿
で

は
と
く
に
生
成
期
古
典
派
経
済
学
に
お
け
る
そ
れ
の
概
要
と
特
色
と
を
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
場
合
、
古
典
派
的
起
債
原
則
論
に

つ
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
古
典
派
経
済
学
者
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
を
そ
の
多
様
性
に
お
い
て
み
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の

一
様
性
に
、
換
言
す
れ
ば
ひ
と
つ
の
類
型
と
し
て
の
古
典
派
的
起
債
原
則
論
を
え
が
き
出
す
こ
と
に
重
点
を
お
き
た
い
と
お
も
う
。

　
　
　
生
成
期
古
典
派
経
済
学
に
お
け
る
起
債
原
則
論
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ま
ず
、
起
債
原
則
論
と
は
何
か
に
つ
い
て
予
備
的
に
定
義
し
て
お
く
。
起
債
原
則
論
と
は
、
い
か
な
る
場
合
に
、
い
か
な
る
目
的
で
、

い
か
な
る
金
額
を
、
い
か
な
る
金
融
的
条
件
の
下
に
起
債
し
て
よ
い
の
か
(
d
ぽ
{
a
}
、
あ
る
い
は
起
債
す
べ
き
な
の
か
9
1
1
1
s
s
e
n
)

の
原
則
に
か
ん
す
る
学
説
で
あ
る
。
起
債
の
た
め
の
妥
当
な
る
、
な
い
し
正
当
な
る
前
提
条
件
と
遂
行
条
件
と
を
原
理
的
に
検
討
す

る
学
説
で
あ
る
、
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
二
　
古
典
派
的
起
債
原
則
論
抬
頭
の
背
景
と
古
典
派
的
財
政
観

　
起
債
原
則
論
の
発
展
史
上
最
初
の
タ
イ
プ
を
形
成
し
た
古
典
派
の
起
債
原
則
論
が
誕
生
す
べ
き
背
景
に
つ
い
て
み
る
こ
と
は
、
そ

も
そ
も
経
済
学
説
や
財
政
学
説
の
う
え
で
、
起
債
原
則
論
が
い
か
な
る
歴
史
的
・
社
会
的
任
務
を
ひ
っ
さ
げ
て
登
場
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
起
債
原
則
論
抬
頭
の
歴
史
的
背
景
を
や
や
一
般
化
し
た
形
で
展
望
す
る
こ
と

か
ら
は
じ
め
よ
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
近
世
初
頭
の
諸
国
家
に
お
い
て
、
戦
争
そ
の
他
の
社
会
的
・
政
治
的
・
経
済
的
大
困
難
が
発
生
し
た
と
き
、
そ
の

支
配
者
た
ち
は
緊
急
事
態
の
克
服
の
た
め
に
巨
額
に
わ
た
る
経
費
を
即
割
に
調
達
す
る
必
要
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
か
か
る

局
面
に
際
会
し
た
支
配
者
た
ち
は
、
一
般
に
そ
の
困
難
が
ひ
と
り
支
配
者
の
浮
沈
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
国
民
全

般
の
安
危
に
も
か
か
わ
る
公
共
的
困
難
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
困
難
が
経
済
的
・
合
理
的
考
慮
を
こ
え
た
重
大
か
つ
緊
急
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
国
民
一
般
な
い
し
国
民
中
の
有
力
者
た
ち
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
。
つ
い
で
支
配
者
た
ち
は
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め

に
必
要
な
経
費
の
調
達
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
課
税
な
ど
と
な
ら
ん
で
起
債
を
採
用
す
る
こ
と
を
、
い
わ
ば
恣
意
的
に
決
定
し
よ
う

と
す
る
こ
と
が
お
お
か
っ
た
。
臨
時
に
生
じ
た
巨
額
に
わ
た
る
支
出
増
加
の
必
要
と
い
う
財
政
的
圧
力
に
た
い
し
、
支
配
者
た
ち
は
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君
主
的
・
国
家
的
・
国
家
経
済
的
利
害
を
中
心
に
起
債
に
よ
る
充
足
を
決
断
す
る
こ
と
が
よ
く
お
こ
な
わ
れ
た
、
と
い
っ
て
よ
か
ろ

　
か
か
る
状
況
下
に
お
い
て
起
債
原
則
論
は
、
ま
ず
国
民
的
・
市
民
社
会
的
・
国
民
経
済
的
利
害
を
中
心
に
す
え
た
、
い
わ
ゆ
る
経

済
的
合
理
性
に
も
と
づ
く
起
債
の
妥
当
性
の
基
準
を
つ
く
る
。
こ
れ
に
ょ
っ
て
支
配
者
の
恣
意
的
起
債
へ
の
歯
止
め
に
理
論
的
根
拠

を
提
供
す
る
役
割
を
担
っ
て
登
場
す
る
は
ず
で
あ
る
。
起
債
原
則
論
は
支
配
者
の
恣
意
的
起
債
要
求
に
た
い
し
、
こ
れ
を
経
済
学

的
・
財
政
学
的
・
金
融
論
的
合
理
性
の
基
準
に
服
せ
し
め
よ
う
と
し
て
生
誕
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
起
債
原
則
論
が
か
か
る
歴
史
的
・
社
会
的
任
務
を
担
っ
て
歴
史
の
舞
台
に
登
場
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
事
情
、
あ
る
い
は

登
場
し
え
た
背
景
に
は
、
そ
れ
相
応
の
社
会
の
近
代
化
が
前
提
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な

い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
論
理
的
に
考
察
す
る
と
、
ま
ず
公
共
債
務
を
お
こ
す
こ
と
の
可
能
性
と
現
実
性
と
が
と
う
ぜ
ん
大
前
提
と

な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
公
共
債
務
の
存
在
と
発
展
の
た
め
に
は
あ
ら
か
じ
め
公
信
用
、
な
い
し
国
家
信
用
の
成
立
を
み
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
公
信
用
の
成
立
と
生
成
、
公
債
の
成
立
と
発
展
、
起
債
原
則
論
の
登
場
と
い
う
一
連
の
諸
事

実
は
近
代
的
な
社
会
・
経
済
関
係
の
成
立
と
生
成
と
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
。

　
経
済
的
に
は
国
家
が
そ
の
信
用
を
利
用
で
き
る
程
度
に
貨
幣
経
済
的
発
展
を
み
て
い
る
資
本
主
義
経
済
体
制
の
存
存
が
そ
の
前
提
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と
な
る
。

　
行
政
的
に
は
、
名
望
家
行
政
が
漸
く
終
り
を
つ
げ
、
次
第
に
職
業
的
官
僚
の
行
政
に
移
り
つ
つ
あ
る
段
階
に
ま
で
成
熟
し
て
い
る

必
要
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
段
階
で
は
近
代
国
家
に
内
在
す
る
行
政
の
量
的
・
質
的
増
大
な
い
し
上
昇
、
し
た
が
っ
て
国
家
経
費
の

不
断
の
増
大
の
傾
向
（
い
わ
ゆ
る
ヮ
ー
グ
ナ
ー
法
則
）
に
つ
い
て
は
未
だ
充
分
意
識
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
問
わ
れ
な
い
。

　
財
政
的
に
は
ー
財
政
的
条
件
に
つ
い
て
は
後
に
Ｉ
層
く
わ
し
く
論
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
ー
予
算
（
な
い
し
財
政
）
の
統
一
的
運
営

と
、
そ
れ
を
支
え
る
た
め
の
、
全
経
常
支
出
を
充
足
す
る
に
た
る
経
常
収
入
体
系
と
し
て
の
租
税
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
前
述
し
た
公
共
行
政
の
状
況
か
ら
し
て
、
財
政
運
営
に
関
し
て
は
ふ
つ
う
は
租
税
の
増
徴
に
よ
っ
て
充
足
し
う
る
程

度
の
国
家
活
動
の
増
大
な
い
し
経
費
膨
脹
の
み
が
予
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
は
近
代
的
公
債
制
度
成
立
の
た
め
の
一
般
的
諸
条
件
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
い
か
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
特
定
の
歴
史
的
・
社
会
的
任
務
を
担
う
起
債
原
則
論
の
登
場
に
は
こ
れ
だ
け
の
条
件
の
実
現
の
み
で
は
不
充
分
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
は
と
く
に
次
の
ょ
う
な
諸
条
件
の
整
備
に
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

　
政
治
的
、
社
会
的
に
は
支
配
者
（
王
侯
）
に
た
い
し
て
、
被
支
配
者
層
（
市
民
な
い
し
国
民
）
が
自
己
の
利
害
を
あ
る
程
度
自
由
に

表
明
し
う
る
程
度
に
社
会
や
政
治
の
構
造
が
近
代
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
学
問
的
に
は
国
民
や
市
民
の
利
害
を
中
心
に
す
え
た
経
済
学
説
が
成
立
し
、
こ
れ
が
支
配
的
学
説
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
諸
条
件
を
充
足
し
て
、
は
じ
め
て
既
述
の
よ
う
な
任
務
を
担
い
う
る
起
債
原
則
論
が
登
場
し
う
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
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か
か
る
諸
条
件
を
充
足
し
た
上
で
、
し
か
も
起
債
原
則
論
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
を
果
す
こ
と
を
意
図
し
て
起
債
原
則
論
を
正
面
か

ら
と
り
あ
げ
た
経
済
学
説
史
上
の
最
初
の
も
の
は
、
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
に
も
と
づ
く
起
債
原
則
論
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
が
何
よ
り
も
ま
ず
国
民
、
市
民
社
会
な
い
し
は
国
民
経
済
の
利
害
を
代
表
す
る
最
初
の
経

済
学
と
し
て
生
誕
し
た
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
き
わ
め
て
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
十
八
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
は
漸
や
く
産
業
革
命
が
は
じ
ま
ろ
う
と
す
る
時
で
あ
っ
た
。
し
か
し
行
政
側
面
で
の
近
代
化
な
い
し

官
僚
行
政
化
は
他
の
西
欧
諸
国
と
く
ら
べ
て
よ
り
進
展
し
て
い
た
ほ
ど
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
た
と
え
ば
窓
税
T
r

T
a
x

o
n

W
i
n
d
o
w
s

i
n

H
o
u
s
e
s
　
（
　
一
六
九
五
年
に
は
じ
め
て
施
行
）
な
ど
の
税
務
行
政
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
職
業

的
専
門
官
僚
に
よ
る
行
政
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
(
1
)
A
.

H
o
p
e
-
J
o
n
e
s
｡
I
n
c
o
m
e
T
a
F
t
r
N
a
p
o
l
e
o
n
i
c

W
a
r
s
｡
c
a
m
b
r
i
d
g
e
｡

1
9
3
9
｡
p
p
.
1
2
-
1
7
.
拙
稿
、
イ
ギ
リ
ス
所
得

　
　
　
　
　
税
の
先
駆
的
諸
税
に
つ
い
て
、
一
橋
論
叢
、
第
三
五
巻
、
一
号
、
昭
和
三
十
一
年
所
収
、
参
照
。

　
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
支
配
者
た
る
国
王
と
、
被
支
配
者
層
た
る
国
民
と
の
利
害
の
対
立
が
市
民
革
命
を
う
み
、
こ
れ
を
通
し
て

国
家
と
は
対
立
す
る
国
民
の
た
め
の
社
会
、
す
な
わ
ち
、
市
民
社
会
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
国
王
な
い
し
国
家

の
経
済
的
利
害
を
代
表
す
る
財
政
と
、
国
民
な
い
し
市
民
社
会
の
経
済
的
利
害
を
代
表
す
る
市
場
経
済
な
い
し
国
民
経
済
と
は
一
応

相
互
に
対
立
す
る
存
在
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
産
業
革
命
が
は
じ
ま
り
、
や
が
て
自
由
資
本
主
義
が
さ
か
ん
に
な
ろ
う
と
す
る
趨
勢
を
も
直
観
し
た
古
典
派
経
済
学
者
た
ち
は
、

こ
の
よ
う
な
環
境
の
内
か
ら
国
民
の
側
、
市
民
社
会
の
側
に
た
っ
て
経
済
を
考
察
す
る
学
問
と
し
て
の
経
済
学
を
誕
生
さ
せ
た
。
国

民
経
済
的
・
市
場
経
済
的
利
害
を
中
心
に
す
え
た
経
済
学
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
定
立
さ
れ
た
諸
原
理
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は
、
国
民
経
済
の
対
立
者
と
考
え
ら
れ
る
国
家
の
経
済
（
財
政
）
を
も
こ
れ
に
服
せ
し
む
べ
き
原
理
だ
と
か
れ
ら
は
考
え
た
。
か
れ
ら

は
原
則
的
に
は
個
々
人
の
自
由
な
る
経
済
活
動
の
総
体
が
、
国
民
経
済
の
調
和
あ
る
自
然
の
秩
序
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、

こ
の
体
制
下
で
国
民
経
済
が
最
高
度
の
生
産
性
を
保
持
す
る
も
の
で
も
あ
る
、
と
考
え
た
。

　
古
典
派
経
済
学
者
に
と
っ
て
は
、
国
家
と
そ
の
活
動
と
は
そ
れ
が
国
民
経
済
を
維
持
、
存
続
さ
せ
る
た
め
の
有
用
な
活
動
を
な
す

限
り
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
し
、
ま
た
そ
れ
は
か
か
る
有
用
な
活
動
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
国
家
活

動
そ
の
も
の
は
毫
も
国
民
経
済
の
生
産
性
を
高
め
る
も
の
で
は
な
い
。
国
家
活
動
に
と
も
な
っ
て
な
さ
れ
る
経
費
支
出
は
そ
の
効
果

に
お
い
て
生
産
性
を
も
た
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
支
出
を
可
能
に
す
る
国
家
収
入
は
、
国
民
経
済
か
ら
公

共
部
門
へ
の
資
源
の
と
り
去
り
で
あ
る
限
り
、
経
済
の
自
然
秩
序
、
し
た
が
っ
て
資
源
の
最
適
配
分
の
状
態
を
撹
乱
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
国
民
経
済
的
生
産
性
を
ひ
く
め
る
も
の
と
観
念
さ
れ
た
。

　
か
く
て
自
由
資
本
主
義
的
国
民
経
済
の
利
害
を
中
心
に
す
え
た
古
典
派
経
済
学
は
、
財
政
に
た
い
し
安
あ
が
り
の
政
府
c
r
召

G
o
v
Q
日
日
a
t
と
均
衡
財
政
の
原
則
に
服
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
財
政
部
門
の
規
模
の
量
的
拡
大
は
、
そ
の
分
だ
け
資
源
の
最
適

配
分
を
ゆ
が
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
国
民
経
済
の
最
高
の
生
産
性
を
引
き
下
げ
る
効
果
を
も
つ
。
財
政
規
模
は
小
な
る
ほ
ど
よ
い
の

だ
。
他
方
、
国
民
経
済
過
程
の
混
乱
を
最
少
に
す
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
国
民
経
済
に
お
よ
ぼ
す
作
用
に
お
い
て
質
的
に
も
っ
と
も

中
立
的
な
財
政
運
営
は
、
均
衡
財
政
の
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　
古
典
派
の
経
済
学
説
は
ス
ミ
ス
の
「
国
富
論
」
、
一
七
七
六
年
に
は
じ
ま
り
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
「
経
済
学
原
理
」
、
一
八
四
八
年

で
集
大
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
ひ
と
く
ち
に
古
典
派
経
済
学
説
と
い
っ
て
も
、
お
よ
そ
四
分
の
三
世
紀
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
属
す
る
経
済
学
者
そ
れ
ぞ
れ
に
学
説
的
個
性
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
れ
ら
の
学
説
に
種
々
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
ち
が
い
が
あ
る
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の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
れ
ら
は
上
述
し
た
基
本
的
観
念
を
基
礎
に
財
政
を
考
察
し
た
点
に
お
い
て
共
通
の
も
の
を
も
っ

て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
生
成
期
古
典
派
経
済
学
者
た
ち
の
起
債
原
則
論
に
つ
い
て
も
、

古
典
派
経
済
学
者
た
ち
の
財
政
の
基
本
認
識
に
同
一
性
が
み
と
め
ら
れ
る
以
上
、
内
容
的
に
は
か
れ
ら
が
ほ
ぼ
お
な
じ
よ
う
な
起
債

原
則
を
う
ち
た
て
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
ま
た
想
像
に
か
た
く
な
い
。

　
　
　
　
　
　
三
　
ス
ミ
ス
の
起
債
原
則
論

　
公
債
に
つ
い
て
比
較
的
く
わ
し
く
ふ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
者
と
し
て
は
、
す
く
な
く
と
も
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
ー
、
パ

ー
ネ
ル
、
マ
カ
ロ
ッ
ク
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
名
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
も
古
典
派
的
起
債
原
則
論
に
か
ん
し
て
は
、
か

れ
ら
の
う
ち
、
と
く
に
古
典
学
派
の
創
始
者
で
あ
る
ス
ミ
ス
と
、
そ
の
大
成
者
で
あ
る
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
原
則
論
を
中
心
に
考
察
す

る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
古
典
派
的
起
債
原
則
論
の
唯
一
の
典
型
を
し
め
せ
と
言
わ
れ
る
な
ら
ば
筆
者
は
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の

そ
れ
を
推
し
た
い
。
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
起
債
原
則
論
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
ず
る
予
定
な
の
で
、
そ
の
理
由
は
別
に
あ
き
ら
か

に
す
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
彼
の
所
説
の
内
容
に
は
論
及
せ
ず
に
す
ま
せ
た
い
。
本
稿
を
生
成
期
古
典
派
経
済
学
に
お
け
る
起
債

原
則
論
と
名
づ
け
た
所
以
の
ひ
と
つ
も
こ
こ
に
あ
る
。

　
古
典
派
的
財
政
論
な
い
し
は
公
債
論
の
典
型
と
し
て
は
普
通
ス
ミ
ス
の
学
説
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
ス
ミ
ス
自
身
が
経
済
学
の
創
設
者
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
。

　
第
二
に
、
彼
が
自
由
資
本
主
義
の
立
場
を
も
っ
と
も
明
確
に
し
つ
つ
財
政
を
論
じ
た
学
者
で
あ
る
こ
と
。

　
第
三
に
、
ス
ミ
ス
が
公
債
に
つ
い
て
か
な
り
詳
細
に
論
じ
て
い
る
こ
と
。
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第
四
に
は
、
彼
の
経
済
学
説
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
財
政
学
説
、
と
く
に
公
債
学
説
に
か
ん
し
て
も
ま
た
、
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス

古
典
派
経
済
学
者
の
み
な
ら
ず
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
経
済
学
者
た
ち
の
財
政
論

や
公
債
論
の
源
流
を
も
形
成
し
て
い
る
こ
と
。

　
な
ど
の
理
由
か
ら
こ
れ
は
き
わ
め
て
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
と
り
あ
え
ず
、
ス
ミ
ス
の
起
債
原
則
論
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
紹

介
し
て
お
き
た
い
。

　
ス
ミ
ス
の
起
債
原
則
論
は
一
七
七
六
年
発
行
の
「
国
富
論
」
(
A
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m
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n
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h
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.
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松
川
七
郎
訳
、
諸
国
民
の
富
、
二
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四

十
四
年
）
に
も
っ
と
も
く
わ
し
く
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
ス
ミ
ス
は
、
彼
以
後
の
古
典
派
経
済
学
者
た
ち
と
お
な
じ
く
起
債
原
則
の
問
題
を
、
臨
時
経
費
の
調
達
に
あ
た
り
、
こ
れ
が
財
源

と
し
て
租
税
を
え
ら
ぶ
か
、
あ
る
い
は
公
債
を
え
ら
ぶ
か
と
い
う
形
で
展
開
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
こ
で
み
ら
れ
る
ス
ミ
ス
の
租

税
観
お
よ
び
公
債
観
は
、
そ
の
後
の
古
典
派
経
済
学
者
た
ち
の
そ
れ
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
な
っ
た
。

　
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
財
源
調
達
を
租
税
に
も
と
め
る
か
、
あ
る
い
は
公
債
に
も
と
め
る
か
と
い
う
問
題
は
、
租
税
お
よ
び
公
債
の

本
質
お
よ
び
そ
の
国
民
経
済
的
作
用
の
相
違
を
基
礎
に
論
ぜ
ら
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
租
税
な
い
し
公
債
と
い

う
形
態
で
資
金
が
国
民
経
済
か
ら
と
り
た
て
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
と
り
た
て
の
形
態
の
ち
が
い
が
ど
の
よ
う
に
相
違
し
た
国

民
経
済
的
作
用
を
も
つ
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
い
で
こ
れ
ら
資
金
が
公
共
部
門
か
ら
経
費
の
形
で
支
出
さ
れ
た
場
合
の
国
民

経
済
的
作
用
の
相
違
を
も
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
ス
ミ
ス
は
臨
時
経
費
の
支
出
の
充
足
を
当
回
の
課
題
に
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
租
税
収
入
な
い
し
公
債
収
入
が
経
費
と
な
っ
て
支
出
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
の
国
民
経
済
的
作
用
の
相
違
は
一
応
な
い
も
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の
と
考
え
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
ス
ミ
ス
は
両
形
態
に
よ
る
公
共
部
門
へ
の
資
金
と
り
た
て
の
国
民
経
済
的
作
用
の
相
違
の
根
拠
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
と
り
た

て
る
資
金
の
種
類
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
に
も
と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
調
達
財
源
を
租
税
に
も
と
め
る
と
き
に
は
、
国
民
経
済

的
に
み
て
一
部
は
資
本
、
大
部
分
は
消
費
と
な
る
べ
き
部
分
が
税
源
と
な
る
、
と
ス
ミ
ス
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
課
税

は
「
…
…
疑
い
も
な
く
新
し
い
資
本
の
さ
ら
に
い
っ
そ
う
の
蓄
積
を
多
か
れ
す
く
な
か
れ
阻
止
す
る
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
は

現
存
す
る
資
本
を
破
壊
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
。
課
税
に
よ
る
調
達
は
「
私
人
た
ち
の
収
入
の
一
定
部
分
が
あ
る
種
の
不
生
産
的
労

働
の
扶
養
か
ら
他
の
種
の
そ
れ
の
扶
養
へ
転
用
さ
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
」
（
い
ず
れ
も
キ
ャ
ナ
ン
版
、
（
二
）
四
一
〇
、
四
一
一
ぺ
ー

ジ
、
松
川
訳
、
（
二
）
、
一
、
三
三
六
ペ
ー
ジ
』
、
と
。

　
起
債
は
国
民
経
済
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
追
加
信
用
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。
む
し
ろ
起
債
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
に

よ
っ
て
年
々
の
生
産
物
の
一
定
部
分
が
、
資
本
と
し
て
の
機
能
を
は
た
す
も
の
か
ら
収
入
と
し
て
の
機
能
を
は
た
す
も
の
に
転
用
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
起
債
は
新
資
本
の
蓄
積
を
わ
ず
か
し
か
阻
害
し
な
い
。
し
か
し
現
存
資
本
を
お
お
い
に
破
壊
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
起
債
す
る
こ
と
は
「
…
…
以
前
か
ら
生
産
的
労
働
を
扶
養
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
年
々
の
生
産
物
の
若

干
部
分
を
、
不
生
産
的
労
働
の
扶
養
の
た
め
に
悪
用
す
る
こ
と
」
（
キ
ャ
ナ
ン
版
、
（
二
）
、
四
二
ペ
ー
ジ
、
松
川
訳
、
（
二
）
、
一
、
三
三
七
ペ
ー

ジ
）
に
な
る
と
ス
ミ
ス
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
ス
ミ
ス
は
課
税
と
起
債
と
の
国
民
経
済
的
作
用
の
主
要
相
違
点
を
、
一
方
は
不
生
産
的
労
働
維
持
に
あ
て
ら
れ
る
資
金
を
他
の
お

な
じ
く
不
生
産
的
労
働
維
持
の
た
め
に
使
い
、
他
方
は
生
産
的
に
使
用
中
の
資
金
を
不
生
産
的
使
用
へ
と
悪
用
す
る
点
に
も
と
め
て

い
る
。
そ
の
結
果
ス
ミ
ス
は
、
公
債
は
国
民
経
済
に
た
い
し
て
は
破
滅
的
な
作
用
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
に
い
た
っ
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た
。

　
か
か
る
公
債
観
な
い
し
租
税
観
は
基
本
的
に
は
ス
ミ
ス
以
後
の
古
典
派
径
済
学
者
た
ち
の
公
債
論
に
う
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。

　
ス
ミ
ス
公
債
学
説
は
既
述
の
よ
う
に
古
典
派
公
債
学
説
の
典
型
で
あ
り
源
流
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
と

起
債
原
則
学
説
に
か
ん
す
る
限
り
、
ス
ミ
ス
の
そ
れ
を
古
典
派
的
起
債
原
則
学
説
の
唯
一
の
典
型
と
し
て
紹
介
す
る
の
は
あ
ま
り
適

切
で
は
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
、
ス
ミ
ス
自
身
の
起
債
原
則
論
へ
の
対
処
の
し
か
た
が
あ
げ
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。

　
ス
ミ
ス
自
身
そ
の
公
債
論
に
お
い
て
起
債
す
べ
き
、
あ
る
い
は
起
債
し
て
も
よ
い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
国
民
経
済
的
に
（
あ
る
い

は
経
済
理
論
的
に
）
正
面
か
ら
議
論
す
る
こ
と
を
試
み
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
起
債
を
主
と
し
て
そ
の
可
能
性
な
い
し
は
確
実

性
の
側
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
力
を
そ
そ
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
ス
ミ
ス
に
ょ
れ
ば
、
戦
争
の
よ
う
な
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
処
理
の
た
め
に
巨
額
の
臨
時
的
経
費
の
即
刻
の
調
達
が

必
須
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
い
わ
ば
経
済
的
合
理
性
へ
の
考
慮
を
こ
え
て
の
調
達
が
不
可
避
と
な
っ
た
と
き
、
は
じ
め
て
起
債
の

問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
「
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
政
府
は
そ
の
経
費
の
増
大
に
比
例
し

て
収
入
を
増
徴
す
る
こ
と
を
い
や
が
る
し
、
ま
た
そ
の
能
力
も
な
い
。
そ
れ
を
い
や
が
る
と
い
う
の
は
、
政
府
が
国
民
の
怒
り
を
買

う
の
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
国
民
は
ひ
じ
ょ
う
に
巨
額
な
増
税
が
突
如
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
、
ま
も
な
く
戦
争
を
嫌
悪
す

る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
能
力
が
な
い
と
い
う
の
は
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
租
税
が
必
要
な
収
入
を
十
分
に
生
み
だ

せ
る
か
を
よ
く
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
キ
ャ
ナ
ン
版
、
（
二
）
、
四
〇
五
ぺ
ー
ジ
、
松
川
訳
、
（
二
）
、
一
、
三
二
七
、
一
、
三
二
八
ペ
ー
ジ
）
。
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ま
た
平
時
に
お
い
て
臨
時
的
経
費
調
達
の
必
要
が
お
こ
る
と
、
政
府
は
新
鋭
を
賦
課
し
た
り
、
既
存
の
租
税
の
税
率
を
上
昇
さ
せ

た
り
し
て
増
収
を
は
か
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
し
ば
し
ば
減
債
基
金
か
ら
の
借
入
に
た
よ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ば
現
実
に
は
減

債
基
金
の
悪
用
が
お
こ
な
わ
れ
る
可
能
性
と
確
実
性
と
が
増
大
し
た
と
ス
ミ
ス
は
い
う
の
で
あ
る
。

　
起
債
に
た
い
す
る
ス
ミ
ス
の
か
か
る
態
度
は
、
完
成
期
の
古
典
学
派
に
そ
の
萌
芽
が
み
と
め
ら
れ
、
そ
れ
以
降
の
起
債
原
則
学
説

で
支
配
的
と
な
っ
た
、
持
定
経
費
と
か
か
わ
ら
し
め
て
起
債
の
可
否
な
い
し
適
否
を
国
民
経
済
的
合
理
性
の
観
点
か
ら
判
断
す
る
、

い
わ
ゆ
る
目
的
関
連
的
入
用
充
足
論
D
i
e

o
b
j
e
k
t
b
e
z
o
g
e
n
e
D
e
c
k
u
n
g
s
l
e
h
r
e
以
前
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ス

ミ
ス
の
よ
う
な
態
度
は
起
債
原
則
に
課
せ
ら
れ
た
既
述
の
よ
う
な
歴
史
的
・
社
会
的
任
務
と
正
面
か
ら
取
組
も
う
と
す
る
も
の
で
は

な
い
。
起
債
に
た
い
す
る
か
か
る
態
度
を
も
強
い
て
起
債
原
則
論
の
一
タ
イ
プ
と
み
な
し
て
よ
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
政

治
心
理
的
・
徴
税
技
術
的
起
債
原
則
と
名
づ
け
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
臨
時
に
巨
額
の
入
用
充
足
の
必
要
が
生
じ
た

と
き
、
そ
の
増
加
負
担
を
増
税
な
い
し
新
鋭
創
設
に
よ
っ
て
調
達
す
る
こ
と
が
、
政
治
心
理
的
に
徴
税
技
術
的
に
不
可
能
で
あ
る
と

き
に
の
み
起
債
が
ゆ
る
さ
れ
る
と
い
う
原
則
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
か
か
る
タ
イ
プ
の
起
債
原
則
論
こ
そ
が
、
生
成
期
古
典
派
経
済
学
に
お
け
る
起
債
原
則
論
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
後
に

あ
き
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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ス
ミ
ス
の
起
債
原
則
学
説
が
古
典
派
的
起
債
原
則
論
の
典
型
た
り
え
な
か
っ
た
第
二
の
理
由
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
財
政
的
状

況
が
、
ス
ミ
ス
を
し
て
今
日
わ
れ
わ
れ
が
起
債
原
則
論
に
期
待
し
て
い
る
よ
う
な
歴
史
的
・
社
会
的
課
題
に
た
ち
む
か
わ
し
め
え
な

か
っ
た
点
に
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

　
ス
ミ
ス
の
み
た
と
お
り
、
た
し
か
に
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
は
す
で
に
、
公
債
が
必
要
と
な
る
要
因
を
つ
く
り
だ
し
、
か
つ
公
債
発
行

を
可
能
に
さ
せ
る
条
件
を
も
そ
な
え
た
商
業
国
と
な
っ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
本
稿
で
考
え
る
よ
う
な
意
味
に
お
け
る

起
債
原
則
を
論
ず
べ
き
財
政
制
度
的
背
景
は
、
い
ま
だ
こ
の
時
代
に
は
充
分
と
と
の
っ
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
国
富
論
の
叙
述
の
背
景
と
な
っ
た
時
代
は
、
い
う
ま
で
も
な
Ｖ
そ
の
発
刊
年
で
あ
る
一
七
七
六
年
以
前
で
あ
る
。
当
時
の
財
政
制

度
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
財
政
制
度
と
し
て
観
念
し
て
い
る
も
の
と
は
か
な
り
の
程
度
相
違
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
近
代
的
財
政
制
度
の
ひ
と
つ
の
基
本
的
特
徴
は
、
統
一
国
庫
制
度
に
裏
付
け
ら
れ
た
統
一
的
予
算
の
も
と
に
お
け
る
財
政
の
一
元

的
・
弾
力
的
運
営
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
に
は
い
ま
だ
こ
れ
は
日
の
目
を
み
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
十
八
世

紀
末
ち
か
く
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
ピ
ッ
ト
の
財
政
改
革
を
も
っ
て
、
は
じ
め
て
こ
れ
は
お
お
い
な
る
前
進
を
み
た
。
国
富
論
の
刊
行

は
い
わ
ば
こ
の
改
革
の
前
夜
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
も
っ
と
も
「
十
七
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
市
民
革
命
を
通
じ
て
、
ま
ず
国
王
の
財
産
や
特
権
に
も
と
づ
く
収
入
で
王
国
の
財
政
の
大
部

分
を
ま
か
な
う
事
態
は
、
漸
次
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
王
侯
の
私
家
計
と
し
て
の
王
室
費
の
制
度
が
確
立
さ
れ
た
。

…
…
し
か
も
こ
れ
と
公
約
経
費
で
あ
る
国
家
経
費
と
を
峻
別
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
」
。
か
く
て
十
八
世
紀
に
入
る
と
イ

ギ
リ
ス
で
は
国
家
の
公
的
支
出
の
大
部
分
が
租
税
収
入
に
ょ
っ
て
充
足
さ
れ
る
事
態
が
漸
次
定
着
さ
れ
つ
っ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
は
い
え
、
当
時
は
、
個
々
の
支
出
項
目
に
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
に
見
合
う
特
定
の
充
当
財
源
（
主
と
し
て
特
定
租
税
収
入
）
が
割
当

て
ら
れ
、
こ
れ
ら
個
々
の
財
政
収
支
項
目
を
総
計
し
た
も
の
が
予
算
（
な
い
し
財
政
）
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
予
算
は
個

々
の
支
出
と
個
々
の
租
税
と
の
E
x
c
h
e
q
u
e
r

S
y
s
t
e
m
か
ら
成
立
し
て
お
り
、
財
政
運
営
は
い
わ
ゆ
る
目
的
金
庫
制
Z
w
e
c
k
k
a
s
-

s
e
n
s
y
s
t
e
m
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
財
政
学
上
の
用
語
で
い
え
ば
当
時
の
予
算
（
財
政
）
は
い
わ
ゆ
る
基
金

経
済
哨
呂
胎
w
ぼ
s
c
h
a
f
t
で
あ
っ
た
。

　
　
（
１
）
　
　
　

M
a
x

W
e
b
e
r
｡
W
i
r
t
s
c
h
a
t
t
s
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
｡

3
.
A
u
f
l
.
｡B
e
r
l
i
n1
9
5
8
｡S
.
2
4
5
｡

　
こ
こ
で
は
特
定
の
租
税
収
入
は
特
定
の
支
出
目
的
の
存
続
す
る
か
ぎ
り
必
要
と
な
る
。
特
定
経
費
の
支
出
期
間
が
当
該
租
税
の
存

続
期
間
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
租
税
は
形
式
的
に
は
臨
時
税
で
あ
る
。
た
だ
諸
経
常
的
目
的
達
成
の
た
め

の
支
出
を
ま
か
な
っ
て
い
る
租
税
の
み
が
実
質
的
に
は
経
常
税
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ス
ミ
ス
も
い
う
よ
う
に
こ
れ
ら
経
常
（
租
税
）

収
入
一
杯
ま
で
を
経
常
的
に
支
出
し
て
し
ま
う
の
が
当
時
の
財
政
運
営
上
の
慣
行
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
ひ
と
た
び
巨
額
に
わ
た
る
臨
時
的
経
費
支
出
の
必
要
が
お
こ
る
と
、
こ
れ
を
充
足
す
べ
き
収
入
手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
　
一

債
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
い
わ
ば
あ
た
ら
し
い
特
定
租
税
の
何
年
分
か
の
先
借
り
で
あ
っ
た
。
と
う
ぜ
ん
、
先
借
分
の
元
利
償

還
が
完
了
す
る
ま
で
当
該
租
税
の
存
続
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
財
政
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
諸
租
税
は
通
常
そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
バ
ラ
に
孤
立
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
租
税
収

の
合
計
を
租
税
制
度
全
般
か
ら
の
収
入
と
し
て
統
一
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
な
い
。
今
日
の
意
味
に
お
け
る
（
経
常
収
入
と
し
て
の
）

租
税
制
度
と
い
う
観
念
の
背
景
は
い
ま
だ
整
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
税
収
一
般
と
支
出
一
般
と
が
見
合
う
形
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で
の
財
政
運
営
は
全
く
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
し
て
や
全
財
政
支
出
マ
イ
ナ
ス
全
租
税
収
入
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
べ
き
一
収
入

手
段
と
し
て
の
起
債
は
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
の
だ
。

　
か
か
る
財
政
制
度
の
も
と
に
お
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
た
に
出
現
し
た
臨
時
的
経
費
支
出
の
財
源
の
捻
出
を
契
機
と
し
て
起

債
の
原
則
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
展
開
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
た
と
え
そ
れ
が
で
き
た
と
し

て
も
、
統
一
国
庫
制
度
に
裏
付
け
ら
れ
た
統
一
的
予
算
制
度
の
も
と
に
一
元
的
に
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
、
近
代
的
財
政
制
度
下
に

お
け
る
起
債
原
則
論
と
は
、
そ
の
性
格
や
意
義
に
お
い
て
若
干
ち
が
う
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
四
　
リ
カ
ー
ド
ー
の
起
債
原
則
論

　
ス
ミ
ス
の
ほ
か
、
も
う
一
人
生
成
期
古
典
派
経
済
学
者
の
起
債
原
則
論
に
つ
い
て
論
ず
る
と
す
れ
ば
当
然
デ
ビ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド

ー
の
そ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
リ
カ
ー
ド
ー
は
ス
ミ
ス
と
な
ら
ん
で
生
成
期
古
典
派
経
済
学
の
代
表
者
で
あ
り
、
し
か

も
公
債
に
つ
い
て
比
較
的
詳
細
に
論
じ
た
経
済
学
者
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
彼
の
公
債
学
説
は
断
片
的
な
形
で
は
彼
の
全
集
全
十
巻
の
随
所
に
み
ら
れ
る
。
と
く
に
諸
経
済
学
者
た
ち
と
の
往
復
書
簡
が
収
録

さ
れ
て
い
る
第
六
巻
な
い
し
第
九
巻
、
と
り
わ
け
第
八
巻
（
一
八
丁
九
年
よ
り
一
八
二
一
年
六
月
ま
で
）
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
体
系
的
な
形
で
公
債
学
説
を
展
開
し
て
い
る
の
は
主
と
し
て
「
経
済
学
お
よ
び
課
税
の
原
理
」
（
初
版
、
一
八
一
七
年
）
ｏ
ｎ
　
ｔ
ｈ
ｅ

P
r
i
n
c
i
p
l
e
so
f

P
o
l
i
t
i
c
a
lE
c
o
n
o
m
y

a
n
d
T
a
x
a
t
i
o
n
｡

L
o
n
d
o
n
｡

1
8
1
7
｡
第
一
七
章
、
お
よ
び
「
公
債
制
度
論
」
一
八
二
〇
年
吻
μ
？

d
F
咬
S
y
s
t
e
m
｡

1
8
2
0
｡

i
n
:

E
n
c
y
c
l
o
p
a
e
d
i
a

B
r
i
t
a
n
n
i
c
a
｡
で
あ
る
。
前
者
は
リ
カ
ー
ド
ー
全
集
(
P
.

S
r
a
ff
a

a
n
d

M
.

H
.

D
o
b
ダ

T
h
e

W
o
r
k
s

a
n
d

C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
eo
f

D
a
v
i
d

R
i
c
a
r
d
o
｡
C
a
m
b
r
i
d
g
e
｡

1
9
5
1
-
5
5
.
日
本
版
、
リ
カ
ー
ド
ウ
全
集
、
雄
松
堂
、
昭
和
四
十

－116 －



四
年
―
）
、
第
一
巻
、
後
者
は
第
回
答
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
ス
ミ
ス
の
主
著
と
リ
カ
ー
ド
ー
の
前
述
二
著
作
の
公
刊
の
間
に
は
お
よ
そ
四
〇
年
あ
ま
り
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
こ
の
四
〇
年

間
は
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
・
経
済
状
態
に
絶
大
な
る
変
化
を
あ
た
え
た
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
起
債
原
則
に
も
っ
と
も
関

連
ぶ
か
い
事
項
の
み
を
あ
げ
て
み
ょ
う
。

　
そ
の
第
一
は
、
十
九
世
紀
の
は
じ
め
に
は
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
の
財
政
運
営
が
か
な
り
の
程
度
近
代
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
統
一
国
庫
制
度
を
基
底
に
し
た
統
一
予
算
制
度
に
も
と
づ
く
財
政
の
近
代
的
・
統
一
的
運
営
が
漸
や
く
緒
に
つ
き
は
じ
め
た

の
が
こ
の
時
期
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　
そ
の
第
二
は
、
巨
費
を
投
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ー
し
た
が
っ
て
巨
額
の
公
債
発
行
を
経
験
す
る
に
い
た
っ
た
ー
ナ
ポ
レ
オ

ン
戦
争
の
遂
行
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
両
事
項
が
リ
カ
ー
ド
ー
の
起
債
原
則
論
に
た
い
し
て
も
つ
べ
き
意
味
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
リ
カ
ー
ド
ー
の
公
債
学
説
は
、
起
債
原
則
論
に
か
ん
す
る
限
り
ス
ミ
ス
の
そ
れ
と
大
差
の
な
い
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ

う
。
た
だ
し
、
リ
カ
ー
ド
ー
は
租
税
お
よ
び
公
債
の
国
民
経
済
に
お
よ
ぼ
す
悪
作
用
に
つ
い
て
、
ス
ミ
ス
よ
り
一
層
徹
底
し
て
批
判

的
で
あ
る
。
彼
は
租
税
の
不
生
産
的
機
能
を
強
調
し
て
い
う
、
「
…
…
租
税
で
生
産
を
減
退
さ
せ
る
傾
向
を
も
た
な
い
も
の
は
な
い
、

…
…
租
税
は
生
産
に
た
い
す
る
ひ
と
つ
の
障
害
で
あ
る
…
…
」
（
全
集
、
（
八
）
、
一
五
四
ペ
ー
ジ
、
日
本
版
、
（
八
）
、
一
七
四
ぺ
ー
ジ
）
、
と
。
国

民
経
済
に
お
け
る
す
べ
て
の
資
金
は
資
本
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
課
税
は
生
産
的
産
業
か
ら
資
金
を
と
り
、
不
生
産
的
労

働
者
の
維
持
の
た
め
に
こ
れ
を
支
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
全
集
、
（
一
）
、
二
四
五
ペ
ー
ジ
、
日
本
版
、
（
一
）
、
二
八
二
ペ
ー
ジ
）
。
　
こ

の
意
味
で
は
租
税
は
公
債
と
全
く
お
な
じ
国
民
経
済
的
悪
作
用
を
も
つ
、
と
リ
カ
ー
ド
ー
は
考
え
て
い
る
。
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以
上
の
租
税
額
と
公
債
観
と
の
う
え
に
た
っ
て
、
リ
カ
ー
ド
ー
も
ま
た
起
債
原
則
論
を
経
費
増
大
分
の
調
達
（
実
例
と
し
て
は
臨
時

費
と
し
て
の
戦
費
調
達
の
み
を
あ
げ
て
い
る
）
を
租
税
に
よ
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
公
債
に
よ
る
べ
き
か
と
い
う
財
源
選
択
論
の
形
で
展

開
し
た
の
で
あ
る
（
全
集
、
（
四
）
、
一
八
五
ペ
ー
ジ
以
下
、
日
本
版
、
（
四
）
、
二
二
六
ペ
ー
ジ
以
下
）
。

　
こ
の
場
合
リ
カ
ー
ド
ー
は
租
税
に
よ
る
調
達
を
も
っ
て
最
善
の
も
の
と
結
論
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
三
つ
の
点
で
公
債
に

よ
る
経
費
調
達
の
方
が
租
税
に
よ
る
調
達
ょ
り
も
、
か
い
悪
る
い
国
民
経
済
的
作
用
を
も
つ
と
リ
カ
ー
ド
ー
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
公
債
調
達
の
方
が
租
税
調
達
よ
り
も
、
よ
り
少
し
し
か
節
約
を
促
進
さ
せ
な
い
点
、
し
た
が
っ
て
よ
り
少
し
し
か
資
本

蓄
積
に
向
か
わ
せ
な
い
点
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
一
国
の
産
業
に
お
ょ
ぼ
す
悪
作
用
の
期
間
が
、
租
税
調
達
に
よ
る
場
合
に
は
当
該
経
費
支
出
の
必
要
な
期
間
に
限
定
さ

れ
る
が
、
公
債
に
よ
る
場
合
に
は
そ
れ
を
こ
え
て
、
さ
ら
に
当
該
公
債
の
元
利
払
い
の
す
む
ま
で
の
期
間
に
わ
た
っ
て
つ
づ
く
点
で

あ
る
。

　
第
三
は
、
戦
費
全
額
を
租
税
調
達
に
よ
れ
ば
国
民
は
な
る
べ
く
無
益
な
戦
争
の
勃
発
を
さ
け
、
な
い
し
は
な
る
べ
く
早
く
既
に
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
戦
争
を
終
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
点
で
あ
る
。

　
彼
は
公
債
へ
の
憎
悪
を
む
き
だ
し
に
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
す
な
わ
ち
、
公
債
は
「
国
民
を
悩
ま
す
た
め
に
発
明
さ
れ
た
、
も

っ
と
も
恐
る
べ
き
責
め
道
具
の
一
つ
」
で
あ
り
、
「
…
…
公
債
制
度
と
い
う
業
務
を
廃
止
す
る
こ
と
が
、
わ
が
制
度
に
と
っ
て
永
遠

の
偉
大
な
改
善
と
な
る
で
あ
ろ
う
…
…
」
（
全
集
、
（
四
）
、
一
九
〇
、
一
九
七
ぺ
ー
ジ
、
日
本
版
、
（
四
）
、
二
三
一
、
二
三
九
ぺ
ー
ジ
）
、
と
。

　
か
く
て
、
リ
カ
ー
・
ド
ー
に
と
っ
て
は
起
債
が
不
可
避
と
な
る
ケ
ー
ス
ー
強
い
て
い
え
ば
前
述
し
た
政
治
心
理
的
・
徴
税
技
術
的

起
債
原
則
論
が
定
立
さ
れ
る
ケ
ー
ス
ー

さ
え
も
お
こ
り
え
な
い
。
リ
カ
ー
ド
ー
は
い
う
、
「
…
…
戦
争
が
お
こ
っ
た
場
合
に
は
、
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…
…
戦
争
の
費
用
は
そ
の
よ
う
な
支
出
に
等
し
い
租
税
で
年
々
ま
か
な
っ
て
ゆ
く
以
外
に
手
は
な
い
…
…
」
（
全
集
、
（
八
）
、
一
四
七
ペ
ー

ジ
ー
、
日
本
版
、
（
八
）
、
一
六
七
ペ
ー
ジ
）
、
と
。
借
入
に
は
終
止
符
が
う
た
れ
る
べ
き
だ
と
彼
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
リ
カ
ー
ド
ー
は
本
来
的
な
意
味
で
の
起
債
原
則
論
、
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
場
合
に
起
債
し
て
も
よ
い
か
、
あ
る
い

は
起
債
す
べ
き
か
に
関
す
る
原
則
に
つ
い
て
は
全
く
考
察
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
起
債
原
則
論
を
も
ふ
く
む
公
債
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ス
ミ
ス
よ
り
も
一
層
強
烈
な
公
債
敵
視
性
K
r
e
d
i
t
f
e
i
n
d
l
i
c
h
k
e
i
t
が
リ

カ
ー
ド
ー
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
F
r
i
t
z

K
a
r
l
M
a
n
n
｡
S
t
e
u
e
r
p
o
l
i
t
i
s
c
h
e

I
d
e
a
l
e
｡J
e
n
a1
9
3
7
｡S
.
2
0
5f
f
｡

　
　
　
　
　
　
五
　
リ
カ
ー
ド
ー
起
債
原
則
論
の
時
代
的
背
景

　
既
述
の
よ
う
に
リ
カ
ー
ド
ー
の
時
代
に
は
す
で
に
統
一
国
庫
制
度
を
根
底
に
し
た
統
一
的
予
算
に
も
と
づ
く
財
政
運
営
の
慣
行
が

緒
に
つ
き
は
じ
め
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
リ
カ
ー
ド
ー
の
起
債
原
則
と
ス
ミ
ス
の
そ
れ
と
の
比
較
を
考
え
る
場
合
、
第
一
に
考
慮
す

べ
き
条
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
リ
カ
ー
ド
ー
に
あ
っ
て
は
今
日
的
意
味
に
お
け
る
起
債
原
則
論
が
何
ら
か
の
形
で
展
開
さ
れ
る
こ

と
も
当
然
予
想
さ
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
全
然
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
は
リ
カ
ー
ド
ー
自
身

の
経
済
観
と
か
外
的
環
境
と
か
、
い
ろ
い
ろ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
う
ち
も
っ
と
も
重
要
な
要
因
の
ひ
と

つ
は
ス
ミ
ス
時
代
と
は
異
な
る
既
述
の
第
二
の
条
件
、
す
な
わ
ち
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
遂
行
の
た
め
の
経
費
の
急
膨
脹
、
お
よ
び
こ

れ
に
と
も
な
り
起
債
の
増
加
、
公
債
累
積
へ
の
恐
怖
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
１
）
　
こ
れ
は
十
八
世
紀
後
半
の
ピ
ッ
ト
の
財
政
改
革
に
負
う
と
こ
ろ
が
お
お
き
い
。
「
…
…
財
政
の
統
合
を
大
い
に
促
進
せ
し
め
た
の
は
、
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ピ
ッ
ト
の
業
績
で
あ
っ
た
。
゜
゜
゛
゛
゛
゛
ピ
ッ
ト
は
全
会
計
年
度
計
画
ー
一
方
に
お
け
る
す
べ
て
の
省
の
歳
出
予
算
案
と
、
他
方
に
お
け
る
、

　
　
　
　
　
そ
れ
を
ま
か
な
う
に
必
要
な
歳
入
予
算
総
額
ー
を
統
合
的
な
」
本
の
形
式
で
議
会
に
提
出
す
る
と
い
う
慣
行
を
取
り
入
れ
た
か
ら
で

　
　
　
　
　
あ
る
。
ピ
ッ
ト
は
ま
た
全
省
の
勘
定
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
へ
最
終
的
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
合
的
な
会
計
制
度
の
基
礎
を
す
え

　
　
　
　
　
た
。
歳
出
予
算
お
よ
び
歳
入
変
更
の
予
算
案
が
、
各
々
一
本
の
法
律
と
な
る
と
い
う
現
代
の
慣
行
は
、
本
来
、
ピ
ッ
ト
の
改
革
か
ら
の

　
　
　
　
　
発
展
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
(
U
.
K
.

I
.
1
.
一
.
i
c
k
s
｡

P
u
b
l
i
c
F
i
n
a
n
c
e
｡
2
.

e
d
.
｡
L
o
n
d
o
n
｡

1
9
5
5
｡
p
.
4
8
.
U
･
K
･
ヒ
ッ
ク
ス
著
、
巽
・

　
　
　
　
　
肥
後
訳
、
新
版
、
財
政
学
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
三
十
七
年
、
五
一
ペ
ー
ジ
）
。

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
遂
行
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
が
必
要
と
し
た
巨
額
に
の
ぼ
る
戦
費
は
、
そ
の
調
達
の
た
め
に
財
政
運
営
上
の
措
置

の
諸
変
更
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
こ
れ
は
漸
く
慣
習
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
統
一
的
財
政
運
営
下
で
の
起
債
の
原
則
に
つ
い
て
考
え
さ

せ
る
ほ
ど
の
余
裕
を
古
典
派
経
済
学
者
た
ち
に
あ
た
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
直
前
の
一
七
九
一
年
－
九
二
年
の
粗
国
家
支
出
を
基
準
と
す
る
と
、
一
八
〇
一
年
－
○
二
年
に
は
約
三
・
五
五

倍
と
な
り
、
一
八
一
四
－
一
五
年
に
は
約
六
・
一
六
倍
に
ま
で
達
し
た
。
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
か
ら
十
九
世
紀
の
半
ば
こ
ろ
ま
で

に
お
い
て
は
、
年
経
費
は
絶
対
額
で
一
八
一
四
ー
一
五
年
の
水
準
は
も
ち
ろ
ん
、
一
八
○
一
－
○
二
年
の
水
準
さ
え
も
こ
え
る
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
期
の
財
政
規
模
の
急
激
な
膨
脹
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
が
想
像
で
き

急
激
か
つ
強
度
の
財
政
規
模
の
拡
大
は
当
然
あ
ら
ゆ
る
増
税
措
置
を
と
ら
し
め
る
に
い
た
っ
た
。
一
七
九
九
年
に
は
じ
ま
る
所
得
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税
の
創
設
と
増
徴
と
は
こ
の
時
期
に
お
け
る
も
っ
と
も
著
名
な
増
税
政
策
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
な
お
、
絶
対
額
の
点
か
ら

も
、
国
家
収
入
構
成
上
の
比
率
の
う
え
か
ら
も
、
借
入
収
入
の
増
大
な
い
し
上
昇
を
招
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
純
国
家
収
入
に
お
け
る
国
債
依
存
度
は
一
七
九
二
年
に
は
三
一
％
で
あ
っ
た
が
、
漸
増
し
て
一
七
九
七
年
に
は
七
一
・
二
％
に
ま

で
到
達
し
た
。
以
後
十
八
世
紀
末
ま
で
の
三
年
間
は
お
お
よ
そ
六
〇
％
弱
、
一
八
○
一
年
に
は
六
五
・
三
％
を
し
め
し
た
。
こ
の
時

期
以
降
一
八
一
五
年
ま
で
は
お
お
よ
そ
四
〇
％
台
、
な
い
し
五
〇
％
台
を
ゆ
き
き
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
や
む
を
え
な
い

理
由
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
時
期
の
財
政
収
入
構
成
の
不
健
全
性
は
世
人
の
注
目
を
惹
く
に
充
分
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。

　
　
（
１
）
　
E
.

L
.

H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
｡

T
h
e

N
a
t
i
o
n
a
l
D
e
b
t
｡L
o
n
d
o
n
｡1
9
3
0
｡p
p
.1
2
1
｡1
2
4
｡

　
一
七
九
三
年
に
は
約
二
・
四
五
億
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
国
債
残
高
は
、
一
八
〇
二
年
に
は
そ
の
約
二
・
一
倍
の
五
・
二
三
億
ポ
ン
ド

に
ま
で
増
加
し
た
。
さ
ら
に
こ
れ
は
一
八
一
五
年
に
い
た
る
や
一
七
九
三
年
当
時
の
お
よ
そ
三
・
四
倍
の
八
・
三
四
億
ポ
ン
ド
に
累

積
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
残
高
は
大
雑
把
に
み
て
、
こ
の
時
期
以
降
第
一
次
大
戦
勃
発
ま
で
の
お
よ
そ
一
世
紀
間
に
お
け
る

最
高
額
を
し
め
す
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
一
五
年
前
後
の
国
民
所
得
は
四
億
ポ
ン
ド
程
度
と
見
積
ら
れ
て
い
る
の
で
、
当
時
の
国
債

残
高
は
国
民
所
得
の
約
二
倍
に
も
当
る
と
推
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
約
百
年
後
の
一
九
一
三
年
に
は
国
民
所
得
は
約
二
三
億
ポ
ン

ド
に
上
昇
し
、
一
八
一
五
年
こ
ろ
の
約
五
・
五
倍
位
と
な
っ
た
。
し
か
し
国
債
残
高
は
逆
に
約
六
・
五
六
億
ポ
ン
ド
ヘ
と
減
少
し
た

の
で
あ
る
。
国
債
の
対
国
民
所
得
負
担
率
は
こ
の
一
世
紀
間
に
お
よ
そ
従
前
の
七
分
の
一
位
に
減
じ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
　
（
１
）
　
ハ
ー
ル
グ
リ
ー
ブ
ス
、
前
掲
書
、
二
九
一
、
二
九
二
ペ
ー
ジ
、
ピ
ー
コ
ッ
ク
・
ヮ
イ
ズ
マ
ン
、
前
掲
書
、
三
七
ぺ
ー
ジ
。

　
か
つ
て
ス
ミ
ス
の
僚
友
デ
ビ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
が
国
債
累
積
の
恐
怖
を
「
…
…
国
民
が
公
信
用
を
滅
ぼ
す
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
公
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信
用
が
国
民
を
滅
ぼ
す
か
の
二
者
択
一
…
…
」
と
予
言
し
た
と
き
、
国
債
残
高
は
お
よ
そ
七
千
五
百
万
ポ
ン
ド
（
一
七
四
八
年
）
な
い

し
約
七
千
七
百
万
ポ
ン
ド
（
一
七
五
七
年
）
程
度
で
あ
っ
た
。
国
民
経
済
に
た
い
す
る
公
債
の
破
滅
的
作
用
を
警
告
し
た
ス
ミ
ス
の

　
「
国
富
論
」
（
一
七
七
六
年
）
発
行
の
年
に
は
、
そ
れ
は
一
・
三
億
ポ
ン
ド
に
達
し
て
い
た
。
し
か
し
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
終
結
期
の
一

八
一
五
年
に
は
八
・
三
四
億
ポ
ン
ド
ヘ
と
激
増
し
て
い
る
。
半
世
紀
あ
ま
り
前
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
時
代
の
十
倍
以
上
、
一
世
代
あ
ま
り

前
の
ス
ミ
ス
の
時
代
と
く
ら
べ
て
も
な
お
六
・
五
倍
と
い
う
数
値
を
し
め
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
国
債
費
負
担
の
過
重
も
ま
た
お
ど
ろ
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
元
来
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
債
費
の
総
国
家
経
費
中
に
し

め
る
割
合
は
高
率
の
も
の
で
あ
っ
た
。
一
七
七
五
年
、
四
八
％
、
一
七
九
二
年
、
五
一
％
、
一
八
一
七
年
、
五
四
％
、
一
八
二
六
年
、

五
七
％
、
と
い
う
具
合
で
札
付
。
し
か
し
そ
の
絶
対
額
を
考
え
る
と
き
（
た
と
え
ば
一
八
一
五
年
、
一
八
一
七
年
と
も
三
・
一
四
億
ポ
ン
ド
）
、

こ
れ
は
国
民
所
得
の
七
な
い
し
ハ
％
位
を
も
し
め
る
巨
額
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
一
八
一
八
年
以
降
か
ら
一
八
二
〇
年
代
に
お
け

る
年
々
の
物
価
下
落
は
か
な
り
急
激
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
分
だ
け
国
債
費
負
担
は
実
質
的
に
加
重
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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基
本
的
に
は
ヒ
ュ
ー
ム
、
ス
ミ
ス
に
追
随
し
て
公
債
敵
視
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
リ
カ
ー
ド
ー
を
頂
点
と
す
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争

時
代
の
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
既
述
の
諸
数
値
は
ま
こ
と
に
お
そ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
、
い
か
な
る
場
合
に
起
債
し
て
よ
い
か
、
あ
る
い
は
起
債
す
べ
き
か
と
い
う
起
債
原
則
論
の
定
立
は
、
も

は
や
公
債
問
題
の
う
ち
で
は
重
要
課
題
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
よ
う
。

　
リ
カ
ー
ド
ー
自
身
、
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
補
巻
と
し
て
の
公
債
制
度
の
項
目
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
こ

れ
を
財
源
選
択
論
か
ら
は
じ
ま
る
実
際
的
な
公
債
論
に
修
正
す
る
よ
う
す
す
め
た
マ
カ
ロ
ッ
ク
に
た
い
し
遠
慮
の
態
度
を
と
っ
て
い

る
（
全
集
、
（
八
）
、
二
心
、
一
三
七
、
一
三
八
、
一
四
一
ペ
ー
ジ
、
日
本
版
、
（
八
）
、
一
四
四
、
一
四
五
、
一
五
六
、
一
六
○
ペ
ー
ジ
）
。
か
か
る
態

度
は
単
に
リ
カ
ー
ド
ー
の
み
な
ら
ず
、
同
時
代
の
古
典
派
経
済
学
者
た
ち
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
反
リ
カ
ー
ド
ー
派
の
頭
目
マ

ル
サ
ス
さ
え
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
財
政
の
意
義
、
す
な
わ
ち
、
不
生
産
的
労
働
者
の
存
在
と
活
動
と
が
社
会
的
に
有

用
な
機
能
を
果
す
と
と
も
に
、
有
効
需
要
の
創
出
に
よ
る
国
富
の
増
進
に
も
有
効
な
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
も
な
お
起

債
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
論
じ
て
い
な
い
。

す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
時
代
に
累
積
さ
れ
て
し
ま
っ
た
巨
額
の
国
債
を
い
か
に
処
置
す
べ
き
か
が
、
国
の
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安
危
に
か
か
わ
る
大
問
題
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
現
実
的
地
盤
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
治
家
た
ち
の
問
題
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
古
典
派
経
済
学
者
に
と
っ
て
も
そ
の
公
債
論
の
主
要
な
関
心
事
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
減
債
基
金

S
i
n
k
i
n
g

F
u
n
d
を
め
ぐ
る
諸
論
議
が
世
上
か
ま
び
す
し
か
っ
た
の
も
、
こ
れ
に
関
連
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
国
債
の
減
少
な
い
し
消
滅
に
つ
い
て
の
リ
カ
ー
ド
ー
の
提
案
は
資
本
課
税
に
よ
っ
て
こ
れ
を
一
挙
に
消
滅
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
他
方
論
敵
マ
ル
サ
ス
は
国
債
の
減
少
と
そ
れ
に
と
も
な
う
課
税
の
廃
止
と
が
必
ず
し
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
国
富
の
増
大
、
労
働
者

雇
用
の
増
大
に
つ
な
が
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
な
お
過
大
な
国
債
累
積
の
も
つ
国
民
経
済
の
維
持
、
発
展
に
お
よ
ぼ
す
危
険
を
指

摘
し
て
い
る
。
国
債
累
積
の
漸
減
お
よ
び
将
来
の
そ
れ
の
増
大
の
阻
止
を
こ
そ
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
四
八
二
ー
四

八
五
ぺ
ー
ジ
、
邦
訳
、
（
下
）
、
三
四
八
ｌ
三
五
一
ペ
ー
ジ
）
。

　
古
典
派
経
済
学
に
お
け
る
減
債
中
心
の
公
債
論
は
お
お
よ
そ
一
八
三
〇
年
代
ま
で
つ
づ
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
歴
史
的
・
社
会
的

任
務
を
担
っ
た
起
債
原
則
論
の
問
題
に
は
じ
め
て
正
面
か
ら
と
り
組
ん
だ
古
典
派
経
済
学
者
の
業
績
の
出
現
は
、
一
八
四
〇
年
代
以

降
の
い
わ
ゆ
る
完
成
期
古
典
派
経
済
学
（
と
く
に
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
）
の
公
債
学
説
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
彼
は
ス
ミ
ス
的
公
債
観
の
う
え
に
た
つ
。
「
か
く
て
公
債
は
そ
れ
に
応
募
し
た
資
本
の
実
額
だ
け
国
富
を
減
少
さ
せ
る
。
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
失
わ
れ
た
資
本
が
生
産
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
生
じ
た
で
あ
ろ
う
新
資
本
の
蓄
積
額
だ
け
の
国
富
を
ち
減
少
さ
せ
た

の
で
あ
る
」
（
前
掲
書
、
二
七
二
ぺ
ー
ジ
）
。
パ
ー
ネ
ル
に
と
っ
て
も
ま
た
公
債
は
発
行
さ
れ
な
い
事
が
二
番
よ
い
。
平
時
に
お
け
る
税

制
改
革
な
ど
か
ら
生
ず
る
余
裕
を
も
っ
て
戦
争
遂
行
上
の
経
費
を
も
戦
時
税
で
支
弁
し
う
る
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
が
肝
要
で
あ
る
と

彼
は
考
え
た
。
臨
時
戦
費
調
達
に
つ
い
て
の
リ
カ
ー
ド
ー
的
財
源
選
択
準
則
は
、
こ
の
時
期
以
降
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
お
い
て
さ
え
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イ
ギ
リ
ス
で
は
異
常
な
努
力
を
払
っ
て
、
政
治
家
た
ち
が
そ
の
実
現
に
つ
と
め
る
べ
き
準
則
と
な
っ
た
（
マ
ン
、
前
掲
書
、
二
〇
八
ぺ

ー
ジ
、
参
照
）
。

　
し
た
が
っ
て
、
起
債
の
原
則
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
は
パ
ー
ネ
ル
に
と
っ
て
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
国
債
累
積
額
を
い
か

に
し
て
減
少
さ
せ
る
か
の
方
が
公
債
に
関
す
る
彼
の
主
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
の
だ
。
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