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第
一
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
二
一
～
二
三
年
に
亘
る
独
逸
の
超
イ
ン
フ
レ
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
ア
ー
ヴ
イ
ン
ダ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ

ー
が
『
貨
幣
錯
覚
』
を
説
い
て
、
世
人
に
警
告
を
発
し
た
の
は
一
九
二
四
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
警
告
は
一
部
学
者
の
注
目
す
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
が
、
多
〈
の
人
々
に
は
等
閑
視
さ
れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
い
わ
ゆ
る
ク
リ
イ
ピ
ン
グ
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の

警
報
を
最
初
に
発
し
た
の
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は
英
国
の
週
刊
経
済
誌
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
は
理
論
的
な
い

し
実
証
的
な
研
究
や
論
議
の
発
表
は
著
し
く
活
発
と
な
っ
た
が
、
な
お
そ
の
終
熄
へ
の
実
践
的
な
努
力
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
は
一
方
で
は
無
責
任
な
当
座
逃
れ
の
政
策
当
局
が
、
総
花
的
な
人
気
取
り
対
策
に
始
終
し
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
が
、
甘

言
は
俚
耳
に
入
り
や
す
く
良
薬
は
口
に
苦
し
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
易
き
に
就
き
や
す
い
と
い
う
人
々
の
性
向
に
も
依
存
す
る
。
し

か
し
他
方
に
お
い
て
イ
ソ
フ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ス
ト
の
理
論
的
な
指
導
が
、
与
っ
て
大
い
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
恰
も
百
二
十
年
前
に
発
表
さ
れ
た
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
思
想
が
、
今
な
お
一
部
の
人
々
に
よ
っ
て
、
そ
の
個
人
的
な
い
し

階
級
的
な
利
害
関
係
か
ら
信
奉
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
こ
に
イ
ソ
フ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ス
ト
の
思
想
を
考
察
し
吟

　
　
　
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ス
ト
の
錯
覚
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味
し
よ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
貨
幣
錯
覚

　
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
今
な
お
学
者
間
に
一
定
し
た
説
明
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
異
常
な
物
価
騰
貴
な
い
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

貨
幣
の
購
買
力
の
低
下
を
指
称
す
る
点
で
は
、
多
く
の
意
見
が
一
致
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
異
常
な
物
価
騰
貴
と
い
う
以
上
、

物
価
騰
貴
の
程
度
と
速
度
と
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
人
々
の
現
在
価
値
と
将
来
価
値
と
の
選
好
度
が
、
利
子
率
と
し

て
客
観
的
に
表
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
利
子
率
を
超
え
る
物
価
騰
貴
を
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
思
う
。
例
え
ば

年
利
五
分
の
経
済
社
会
に
お
い
て
、
一
年
間
に
五
分
を
超
え
る
物
価
水
準
の
上
昇
は
イ
ン
フ
レ
で
あ
り
、
日
歩
二
銭
の
場
合
は
一
日

に
一
万
分
の
二
を
超
え
る
物
価
水
準
の
騰
貴
を
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
で
あ
る
。
固
よ
り
物
価
水
準
上
昇
の
程
度
と
速
度

の
更
に
大
き
い
も
の
が
あ
り
、
こ
の
た
め
に
い
わ
ゆ
る
ロ
ケ
ツ
テ
ィ
ン
グ
な
い
し
ギ
ャ
ロ
ッ
ピ
ン
グ
・
イ
ン
フ
レ
と
、
ト
ロ
ッ
テ
ィ

ン
グ
な
い
し
ク
リ
イ
ピ
ン
グ
・
イ
ン
フ
レ
と
が
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
私
は
前
者
を
幾
何
級
数
的
な
物
価
騰
貴
を
意
味
す
る

－２－



急
性
的
な
イ
ン
フ
レ
、
後
者
を
算
術
級
数
的
な
物
価
騰
貴
を
意
味
す
る
慢
性
的
な
イ
ン
フ
レ
、
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
信
じ

て
い
る
。

　
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
特
徴
は
異
常
な
物
価
騰
貴
、
従
っ
て
異
常
な
貨
幣
の
価
値
の
下
落
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
二
つ
の
方
面
に
表

現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
は
流
通
す
る
貨
幣
数
量
の
増
加
よ
り
も
、
物
価
騰
貴
の
傾
向
か
大
き
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、
他
は
物
価
騰

貴
が
流
通
貨
幣
数
量
の
増
加
に
先
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
詳
し
く
い
え
ば
、
す
で
に
匯
々
貨
倍
数
量
の
膨
脹
が
あ
り
、
将
来
も
ま
た

引
続
い
て
そ
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
情
況
の
下
で
は
、
貨
幣
を
所
持
す
る
額
が
多
け
れ
ば
多
い
程
、
ま
た
そ
の
保
有
時
間
が

長
け
れ
ば
長
い
程
、
そ
の
受
け
る
損
失
も
亦
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
人
々
は
こ
の
損
失
を
免
れ
よ
う
と
し
て
、
手
許
現
金

を
極
度
に
縮
小
し
、
貨
幣
を
商
品
化
し
よ
う
と
し
て
、
商
品
の
市
場
存
在
量
は
売
手
と
買
手
の
双
方
の
事
情
か
ら
欠
乏
す
る
。
い
わ

ゆ
る
買
溜
め
と
売
措
し
み
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
心
理
的
で
な
い
イ
ン
フ
レ
は
な
い
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
慢
性
的
な
イ
ン
フ
レ
の
下
で
は
、
物
価
水
準
上
昇
の
程
度
が
激
烈
で
な
い
た
め
に
、
多
く
の
人
々
は
イ
ン
フ
レ
を
意
識
し
な
が
ら

こ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
せ
ず
、
そ
れ
だ
け
に
そ
の
禍
害
は
強
大
で
な
い
で
思
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
さ
て
、
も
し
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
ば
上
に
述
べ
た
よ
う
な
物
価
騰
貴
の
経
済
過
程
と
解
す
る
な
ら
ば
、
物
価
の
上
昇
と
歩
調
を

あ
わ
し
て
増
大
し
な
い
よ
う
な
所
得
を
も
つ
階
層
の
人
々
例
え
ば
労
賃
・
給
料
・
俸
給
な
ど
の
所
得
者
や
、
地
主
や
家
主
そ
の
他

の
利
子
生
活
者
な
ど
が
、
消
費
を
切
り
つ
め
て
節
約
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
貨
幣
的
な
強
制
貯
蓄
の
現
象
が
現
わ
れ
る
こ
と

は
、
公
私
を
通
ず
る
信
用
創
造
ま
た
は
追
加
信
用
を
認
め
る
限
り
、
何
人
に
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
我
国
の
公
務
員

の
俸
給
は
、
毎
年
四
月
を
基
準
と
し
た
人
事
院
の
勧
告
が
、
数
箇
月
遅
れ
て
実
施
さ
れ
る
の
が
通
例
で
、
ま
た
勧
告
が
一
〇
〇
％
実

現
さ
れ
た
の
は
例
外
で
あ
っ
た
。

－３　－



　
こ
れ
に
対
し
て
も
し
企
業
者
が
イ
ン
ン
レ
を
歓
迎
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
貨
幣
錯
覚
に
よ
る
以
外
の
何
物
で
も
な

い
。
例
え
ば
或
る
商
品
を
千
円
で
仕
入
れ
た
商
人
が
、
こ
れ
を
千
五
百
円
で
売
り
、
五
百
円
の
利
益
を
得
た
と
し
て
も
、
も
し
こ
の

売
却
が
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
物
価
騰
貴
の
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
次
回
に
こ
れ
と
同
じ
商
品
を
仕
入
れ
る
の
に
千
五
百

円
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
五
百
円
の
収
益
は
名
目
的
な
も
の
で
、
い
わ
ば
帳
簿
上
の
利
益
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る

　
『
紙
上
の
利
潤
』
（
Ｐ
ａ
ｐ
ｅ
ｒ
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｆ
ｉ
ｔ
）
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
利
潤
ま
た
は
利
益
は
、
イ
ン
フ
レ
の
進
行
過
程
に
お
い
て
、

更
新
費
ま
た
は
減
価
償
却
費
に
つ
い
て
起
こ
る
。
古
い
土
地
や
建
物
お
よ
び
工
場
や
機
械
な
ど
は
帳
簿
価
格
が
低
く
、
同
じ
割
合
の

減
価
償
却
を
行
え
ば
、
古
い
企
業
の
収
益
は
大
き
く
な
る
に
反
し
て
、
新
し
い
会
社
の
利
潤
は
償
却
費
に
吸
収
さ
れ
て
小
さ
く
な
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
更
新
に
際
し
て
は
イ
ン
フ
レ
の
た
め
に
、
全
額
の
償
却
積
立
金
も
更
新
費
に
足
り
な
い
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ

う
な
利
益
ま
た
は
利
潤
も
課
税
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
ケ
イ
ン
ズ
や
ビ
バ
リ
ツ
ヂ
の
主
張
に
添
っ
て
各
国
は
、
財
政
政
策
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
完
全

雇
用
政
策
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
し
か
も
労
働
者
は
貨
幣
労
賃
に
は
強
い
関
心
を
も
つ
け
れ
ど
も
、
『
物
価
騰
貴
の
結
果
と
し

て
、
害
質
労
賃
が
徐
徐
に
自
動
的
に
引
下
げ
ら
れ
る
場
合
』
に
は
比
較
的
に
抗
争
が
少
な
い
、
と
い
う
労
働
者
蔑
視
の
上
に
立
つ
イ

ン
フ
レ
思
想
に
災
さ
れ
て
、
一
九
五
〇
年
代
は
ク
リ
イ
ピ
ン
ダ
・
イ
ン
フ
レ
の
時
代
と
呼
ば
れ
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
い
る
と
、
さ

ら
に
経
済
成
長
の
促
進
を
は
か
る
目
的
か
ら
、
再
び
各
国
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
多
く
の
人
々
の
消
費
節
約
が
可
能
で
あ
り
ま
た
望
ま
し
い
時
に
、
し
か
も
こ
の
節
約
が

財
政
措
置
で
達
成
の
不
可
能
な
場
合
に
、
労
賃
と
物
価
の
悪
循
環
が
常
に
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
あ
る
程
度
の
正
当

性
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
わ
ば
そ
れ
は
一
種
の
必
要
悪
（
N
e
c
e
s
s
a
r
y

E
v
i
l
）
で
あ
る
。
イ
ン
フ
レ
は
所
得
や
財
産
の
課
徴

－４－



な
い
し
没
収
を
意
味
し
、
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
も
の
は
国
家
だ
け
で
あ
る
｡
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
完
全
雇
用
や
経
済
成
長

の
た
め
に
、
人
々
の
貨
幣
的
な
強
制
貯
蓄
の
犠
牲
に
お
い
て
、
各
国
で
イ
ン
フ
レ
政
策
が
採
ら
れ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

は
専
ら
民
主
政
治
の
左
翼
化
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
民
主
政
治
は
多
数
決
の
政
治
で
あ
る
、
政
権
の
坐
に
つ
く
者
は
、
多
数
を

獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
フ
レ
は
右
翼
的
で
独
裁
的
な
政
策
と
さ
れ
、
非
民
主
的
な
政
治
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
け
だ
し
デ

フ
レ
は
少
数
の
投
票
者
に
大
き
く
影
響
す
る
が
、
イ
ン
フ
レ
は
多
数
の
投
票
者
に
比
較
的
小
さ
い
影
響
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
、
と

思
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
大
衆
の
収
入
を
引
上
げ
、
補
助
金
や
助
成
金
を
与
え
て
、
そ
の
社
会
的
地
位
を
向
上
さ
す
こ
と

は
、
す
べ
て
の
人
の
貨
幣
所
得
を
切
下
げ
る
こ
と
よ
り
も
、
受
け
い
れ
ら
れ
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
（
い
づ
れ
の
場
合
で
も
関
係
者

の
実
質
所
得
か
ら
見
れ
ば
、
結
極
は
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
）
。
し
か
も
課
税
に
よ
る
貨
幣
所
得
の
切
下
げ
は
、
国
民
や
国
会

の
賛
同
が
え
が
た
く
、
安
易
な
借
入
れ
や
公
債
政
策
に
陥
り
や
す
い
か
ら
で
あ
り
、
例
え
ば
第
一
次
大
戦
中
の
英
国
の
よ
う
に
、
不

換
政
府
紙
幣
の
発
行
は
そ
の
最
も
容
易
な
方
法
だ
か
ら
で
あ
り
、
貨
幣
の
供
給
量
が
『
単
な
る
筆
先
で
』
（
b
y

a

m
e
r
e
　
　
　
s
t
r
o
k
e

o
f

t
h
e
p
e
n
）
自
由
に
容
易
に
増
加
さ
れ
う
る
管
理
通
貨
制
度
も
亦
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
。
（
例
え
ば
わ
が
日
本
銀
行
券
の
発

行
限
度
は
、
最
近
十
年
間
に
約
三
・
五
倍
と
な
り
、
昭
和
三
八
年
以
降
は
年
々
約
一
五
％
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
）

－５－



　
経
済
学
史
上
で
最
初
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ス
ト
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
経
済
学
の
創
始
者
と
い
わ
れ
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ

ス
と
同
郷
の
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
ジ
ョ
ン
・
ロ
ウ
（
J
o
h
n

o
u
J
e
a
n
L
a
w
,
　
　
　
１
６
７
１
-
１
７
２
９
）
で
あ
ろ
う
。
彼
の
提
案
は
紙
幣
と
信
用

証
券
の
発
行
に
よ
っ
て
、
一
国
の
富
裕
を
招
来
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
十
五
世
に
招
か
れ
て

創
設
し
た
B
a
n
q
u
e

G
e
n
e
r
a
l
e
と
M
i
s
s
i
s
s
i
p
p
i
C
i
e
.
と
が
、
非
常
な
株
式
イ
ン
フ
レ
景
気
を
醸
成
し
、
英
国
で
は
言
わ
ゆ
る

s
o
u
t
h
S
e
a

B
u
b
b
l
e
s
と
な
り
、
彼
は
異
常
な
分
限
者
と
な
っ
た
（
１
７
１
７
-
２
０
）
の
で
あ
る
が
、
僅
か
に
三
年
、
そ
の
破
綻
と
共
に

起
こ
っ
た
一
七
一
九
年
の
恐
慌
に
よ
っ
て
一
敗
地
に
塗
れ
、
極
度
の
窮
乏
の
裡
に
ヴ
ェ
ニ
ス
で
死
ん
だ
劇
的
な
生
涯
は
、
経
済
史
上

に
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
で
あ

る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
現
代
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ス
ト
と
し
て
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
大
き
な

影
響
を
与
え
た
二
人
の
学
者
、
す
な
わ
ち
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
お
よ
び
ケ
イ
ン
ズ
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
止
め
る
。

　
　
な
お
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
の
後
継
者
と
し
て
、
ま
た
ケ
イ
ン
ズ
の
先
駆
者
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
『
ハ
ー
ン
文
献
』
を
生
ん
だ
ハ
ー
ン
の
所
説
を
検

　
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
後
に
至
っ
て
こ
れ
を
『
若
気
の
罪
』
（
a
s
i
n
o
f
m
y
y
o
u
t
h
）
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
こ
と
に
し
た
。

－６　－



　
Ｏ
　
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
（
J
o
s
e
p
h
A
.
S
c
h
u
m
p
e
t
e
r
｡
　
　
　
１
８
８
３
-
１
９
５
０
｡
）

　
シ
ュ
ム
。
ペ
ー
タ
ー
は
、
信
用
を
ば
『
本
質
的
に
は
企
業
者
に
譲
渡
す
る
目
的
か
ら
の
購
買
力
の
創
造
』
で
あ
る
と
し
、
信
用
は

　
『
財
貨
吸
引
の
挺
子
と
な
る
』
と
い
う
。
そ
し
て
『
企
業
者
は
自
分
の
得
た
信
用
よ
り
も
、
ま
た
は
彼
が
直
接
間
接
に
奪
取
し
た
財

貨
の
価
額
よ
り
も
、
よ
り
大
き
な
価
額
を
も
つ
商
品
に
よ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
財
貨
の
流
れ
を
豊
富
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
か
く
て
貨

幣
と
財
貨
と
の
二
つ
の
流
れ
の
間
の
並
行
関
係
は
、
単
な
る
恢
復
以
上
に
恢
復
さ
れ
、
信
用
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
単
な
る
排
除
以

上
に
排
除
さ
れ
、
そ
の
物
価
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、
単
な
る
補
償
以
上
に
補
償
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
も
は
や
信
用
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
は
一
般
的
に
存
在
し
な
な
い
Ｉ
否
、
む
し
ろ
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
Ｉ
た
だ
購
買
力
の
出
現
と
、
こ
れ
に
従
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

す
る
商
品
の
出
現
と
が
同
時
的
で
な
い
た
め
に
、
一
時
的
に
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
外
観
が
生
ま
れ
る
に
す
ぎ
ぬ
』
と
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
受
信
者
で
あ
る
企
業
者
は
、
そ
の
借
受
け
た
購
買
力
が
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
転
貸
に
よ
る
も
の

で
あ
る
か
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
が
更
に
広
い
範
囲
に
亘
っ
て
起
こ
る
な
ら
ば
、
物
価
騰
貴
が
発
生
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ

が
漸
次
に
経
済
社
会
に
波
及
す
る
で
あ
ろ
う
。
労
賃
・
俸
給
・
地
代
・
家
賃
。
利
子
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
定
額
所
得
者
は
、
従
来
と
同

額
の
名
目
所
得
を
受
け
る
に
止
ま
る
か
ら
、
そ
の
消
費
需
要
は
縮
小
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
結
果
と
し
て
国
民
所
得
の
分
配
に
変

動
が
起
こ
り
、
消
費
財
へ
の
需
要
は
制
限
さ
れ
、
生
産
財
へ
の
需
要
は
拡
大
す
る
。
か
く
て
信
用
創
造
の
前
提
と
な
っ
た
自
発
的
な

－　７－



貯
蓄
が
強
制
的
な
貯
蓄
と
な
り
、
こ
こ
に
そ
の
反
動
が
不
可
避
的
必
至
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
追
加
信
用
の
創
設
が
、
生

産
的
効
果
を
発
揮
す
る
の
は
、
人
的
な
ら
び
に
物
的
な
遊
休
資
源
の
存
在
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
不
完
全
な
雇
用
と
利
用

の
下
に
お
い
て
だ
け
で
あ
っ
て
、
完
全
な
雇
用
と
利
用
の
下
に
お
い
て
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

　
な
お
こ
の
主
張
は
、
ま
ず
第
一
に
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
い
う
『
懐
姙
期
間
』
（
P
e
r
i
o
d
o
f
G
e
s
t
a
t
i
o
n
）
、
す
な
わ
ち
建
設
期
間
を
忘

れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
所
得
を
生
み
出
す
が
商
品
を
生
産
せ
ず
、
サ
ー
ビ
ス
を
生
み
出
し
て
も
評
価
不
可
能
な
追
加
信
用
に
よ

る
投
資
丿
特
に
公
共
投
資
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
に
労
賃
を
含
め
た
価
格
の
下
方
硬
直
性
を
考
慮
せ
ず
、
い
わ
ゆ
る
経

済
の
エ
ン
ツ
ロ
ピ
イ
（
E
n
t
r
o
p
y
）
、
す
な
わ
ち
経
済
過
程
の
逆
行
不
可
能
の
原
理
を
認
め
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
㈹
　
ケ
イ
ン
ズ
（
J
o
h
n

M
a
y
n
a
r
d
K
e
y
n
e
s
,
　
　
　
１
８
８
３
-
１
９
４
６
）

　
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
諭
』
の
体
系
は
極
め
て
簡
素
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
独
立
変
数
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
消
費
性
向
と
資
本
の

限
界
効
率
お
よ
び
利
子
率
の
三
つ
で
、
労
賃
単
位
と
貨
幣
量
が
与
え
ら
れ
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
従
属
変
数
た
る
生
産
高
と
雇
用
量

が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
田
（
貨
幣
量
）
と
流
動
性
選
好
が
利
子
率
を
決
定
し
、
㈲
利
子
率
と
資
本
の
限
界
効

－８－



率
が
投
資
水
準
を
決
定
し
、
㈲
投
資
水
準
と
限
界
消
費
性
向
が
（
投
資
乗
数
を
通
し
て
）
所
得
・
生
産
高
ま
た
は
実
質
国
民
所
得
お

よ
び
雇
用
量
を
決
定
す
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
雇
用
量
ま
た
は
所
得
は
、
生
産
物
に
関
す
る
総
需
要
と
総
供
給
の
均
衡

点
で
決
定
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
有
効
需
要
と
は
此
点
に
お
け
る
総
需
要
の
こ
と
で
あ
る
。
需
要
表
は
生
産
物
の
総
需
要
Ｄ
と
、
雇
用
量

Ｎ
と
の
函
数
関
係
Ｄ
＝
ｆ
（
Ｎ
）
を
、
供
給
表
は
総
供
給
Ｚ
と
、
雇
用
量
Ｎ
と
の
函
数
関
係
Ｎ
ｎ
ふ
（
Ｎ
）
を
示
す
。
雇
用
量
と
生
産
高

が
増
加
す
れ
ば
、
生
産
物
の
総
需
要
も
総
供
給
も
増
加
す
る
か
ら
、
Ｄ
お
よ
び
Ｚ
は
共
に
雇
用
量
Ｎ
の
増
加
函
数
で
あ
る
。
し
か
し

生
産
要
素
の
価
値
を
不
変
と
す
れ
ば
、
短
期
に
お
い
て
は
資
本
設
備
を
一
定
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
雇
用
量
な
い
し
所
得

は
主
と
し
て
総
需
要
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
雇
用
量
は
必
ず
し
も
完
全
雇
用
の
水
準
に
達
す
る
も
の
で
は
な
い
。
け
だ
し
彼
は
『
生
産
は
そ
れ
自
ら
の

敗
路
を
開
拓
す
る
』
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
セ
イ
の
販
路
法
則
（
L
o
i

d
e
sD
a
b
呂
c
h
^
s
―
J
.

B
.
S
a
y
）
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
経

済
が
成
長
し
発
展
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
産
高
ま
た
は
実
質
国
民
所
得
が
次
第
に
増
大
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
実
現
さ
す
た
め
に
は
、
そ
れ
に
相
応
ず
る
有
効
需
要
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
増
加
し
た
生
産
物
が
消
費
さ
れ

る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
れ
に
相
応
ず
る
購
買
力
、
従
っ
て
所
得
の
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
し
か
し
人
々
の
消
費
性
向
が
増
大

す
る
割
合
は
、
所
得
増
加
の
割
合
よ
り
も
小
さ
い
。
す
な
わ
ち
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

（
１
＞
八
ベ
ー
＞
０
）
。
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
、
補
償
す
る
の
に
十
分
な
投
資

の
な
い
限
り
、
経
済
社
会
全
体
の
有
効
需
要
は
、
完
全
雇
用
を
実
現
さ
す
に
は
不
十
分
で
、
こ
こ
に
非
自
発
的
な
失
業
が
発
生
す

る
。
従
っ
て
完
全
雇
用
を
実
現
さ
す
た
め
に
は
、
国
家
の
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
特
に

－９－



重
視
し
た
の
は
投
資
の
増
加
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
投
資
の
増
加
策
と
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
十
分
で
あ
る
な
ら
ば
、
公
共
投
資
と
全
体
と
し
て
の
投
資
計
画
を
ば
、
国
家
が
統
制
す

る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
低
金
利
政
策
（
E
a
s
y

o
r
C
h
e
a
p
M
o
n
e
y

P
o
l
i
c
y
）
お
よ
び
Ｉ
も
し
こ
れ
が
不
十
分
で
あ
る

な
ら
ば
ー
’
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
Ｉ
Ｉ
に
よ
っ
て
完
全
雇
用
は
保
証
さ
れ
得

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
ケ
イ
ン
ズ
は
『
事
実
上
、
貨
幣
労
賃
契
約
を
低
い
水
準
に
改
訂
し
よ
う
と
す
る
雇
用
者
達
の
運
動
は
、
物
価
騰
貴
の
結
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

と
し
て
実
質
労
賃
が
、
徐
々
に
そ
う
し
て
自
動
的
に
引
下
げ
ら
れ
る
場
合
よ
り
も
、
は
る
か
に
強
く
抗
争
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
』
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、
『
物
価
騰
貴
の
結
果
と
し
て
、
実
質
労
賃
が
徐
々
に
自
動
的
に
引
下
げ
ら
れ
る
場
合
』
す
な
わ
ち
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
ば
、
理
想
型
と
し
て
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
呻
　
生
産
の
目
的
に
利
用
さ
れ
る
追
加
信
用
は
、
創
造
さ
れ
た
購
買
力
が
何
れ
生
産
の
増
加
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
到
底
長
く
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
作
用
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
シ
ュ
ム
ぺ
ー
タ
ー
や
ケ
イ
ン
ズ
そ
の
他
の
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ニ
ス
ト
の
見
解
は
、
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
誤
謬
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思

う
。

　
㈹
　
価
格
騰
貴
の
た
め
に
従
来
の
生
産
者
か
ら
奪
取
さ
れ
る
生
産
力
は
、
購
買
力
の
創
造
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
『
財
貨
の
流
れ
が
豊
富
に
な
る
』
と
い
う
こ
と
は
、
正
常
的
な
生
産
以
上
の
も
の
、
す
な
わ
ち
少
な
く

と
も
費
用
を
補
償
す
る
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
だ
け
、
認
め
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
生
産
の
た
め
の
費
用
が
補
償
さ
れ
る

―10―



と
い
う
過
程
に
お
い
て
は
、
追
加
的
な
購
買
力
の
一
円
と
雖
も
『
補
償
』
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
新
た
に
創
造
さ
れ
た
購
買
力
と
、
豊
富
に
な
る
生
産
物
と
が
、
数
量
的
に
補
償
さ
れ
る
た
め
に
は
、
異
常
な
利
得
す
な
わ
ち

少
な
く
と
も
一
〇
〇
％
の
利
得
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
異
常
な
利
得
は
、
極
め
て
常
な
異
常
の
場
合
を
除
き
、
普
通

の
生
産
拡
張
で
は
到
底
期
待
さ
れ
得
べ
く
も
な
い
。

　
卯
　
新
た
に
創
造
さ
れ
た
購
買
力
が
、
価
格
を
騰
貴
さ
す
作
用
は
、
実
際
に
広
大
な
販
路
を
持
つ
よ
う
な
財
貨
に
よ
っ
て
の
み
、

補
償
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
追
加
信
用
の
創
設
は
生
産
設
備
に
投
下
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
利
用
だ
け
が
市
場
に
現

わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
㈲
　
反
対
に
購
買
手
段
で
あ
る
貨
幣
に
つ
い
て
は
、
そ
の
流
通
速
度
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
新
た
に
創
造

さ
れ
た
購
買
力
も
、
支
払
習
慣
に
順
応
し
て
、
従
来
か
ら
の
貨
幣
数
量
と
同
じ
速
度
で
流
通
す
る
、
と
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
新
た
に
創
造
さ
れ
た
貨
幣
の
数
量
は
、
或
る
期
間
内
は
数
倍
の
購
買
力
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
財
貨
へ
の
需

要
は
著
し
く
強
烈
に
増
大
し
、
最
初
に
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
た
と
こ
ろ
と
は
異
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
増
大
す

る
害
要
を
補
償
で
き
る
財
貨
の
数
量
は
、
従
っ
て
直
ち
に
数
倍
の
生
産
費
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
生
産
力
の
増
大
が
、
何
処
か
ら
如
何
に
し
て
発
生
す
る
か
。
シ
ュ
ム
ぺ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
恐
ら
く
最
初
い

わ
ゆ
る
『
有
能
な
企
業
者
』
（
E
n
e
r
g
i
s
c
h
e
rU
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
）
に
よ
っ
て
企
画
さ
れ
実
施
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
に
彼
は
明

ら
か
に
模
倣
と
追
随
に
よ
っ
て
、
そ
の
創
意
工
夫
が
一
般
化
し
普
遍
化
す
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

利
子
は
殆
ん
ど
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
る
大
き
さ
に
分
散
す
る
だ
け
で
な
く
、
多
数
の
模
倣
な
ら
び
に
追
随
的
な
競
争
者
の
出
現

は
、
価
格
を
低
下
さ
し
て
利
潤
を
皆
無
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
追
加
信
用
の
創
造
に
よ
っ
て
、
無
か
ら
有
を
生
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む
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
錯
覚
の
経
済
理
論

　
ケ
イ
ン
ズ
は
そ
の
著
『
雇
用
・
利
子
お
よ
び
貨
幣
の
一
般
理
論
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
『
古
典
学
派
理
論
が
想
定
し
て
い
る
状
態

は
、
い
く
つ
か
の
可
能
な
均
衡
状
態
の
あ
る
一
つ
の
場
合
に
す
ぎ
な
い
だ
け
で
な
く
、
古
典
派
理
論
の
想
定
す
る
特
殊
の
場
合
な
る

も
の
の
性
質
は
、
我
々
が
現
に
生
活
し
て
い
る
経
済
社
会
の
特
徴
と
は
異
っ
て
い
る
。
従
っ
て
も
し
我
々
が
、
そ
の
教
え
る
と
こ
ろ

を
経
験
の
事
実
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
を
誤
り
困
惑
さ
す
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
』
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

そ
の
い
わ
ゆ
る
『
我
々
が
現
に
生
活
し
て
い
る
経
済
社
会
』
な
い
し
『
経
験
の
事
実
』
な
る
も
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
大
不

況
す
な
わ
ち
一
九
三
〇
年
代
の
異
常
な
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
や
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
の
所
説
－
お
よ
び
彼
を
祖
述
し
彼
に
追
随
す
る
人
々
の
所
諭
－
は
逆
方
向
へ
の
誤
謬
、
す

な
わ
ち
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ス
ト
の
錯
覚
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
雇
用
理
論
の
錯
覚

　
ケ
イ
ン
ズ
は
『
同
質
で
相
互
に
代
替
的
な
』
未
利
用
ま
た
は
遊
休
す
る
資
源
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
『
失
業
が
存
在
す
る
限
り
、

雇
用
は
貨
幣
の
数
量
と
同
じ
割
合
で
変
動
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
完
全
雇
用
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
物
価
は
貨
幣
の
数
量
と
同
じ

割
合
で
変
動
す
る
で
あ
ろ
う
』
（
ｐ
・
２
９
６
）
と
い
う
。
そ
れ
故
に
貨
幣
量
の
増
加
に
よ
っ
て
低
金
利
を
招
来
し
、
投
資
の
拡
大
に
よ
る

雇
用
の
増
加
は
、
『
物
価
騰
貴
の
結
果
と
し
て
、
実
質
労
賃
が
徐
々
に
か
つ
自
動
的
に
低
下
さ
れ
る
場
合
』
（
ｐ
・
２
６
４
）
、
す
な
わ
ち
労
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資
の
双
方
に
貨
幣
錯
覚
の
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

　
し
か
し
既
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
述
べ
た
よ
う
に
、
労
賃
は
貨
幣
で
労
働
者
に
支
払
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

真
実
の
収
入
は
他
の
総
て
の
人
々
と
同
様
に
、
貨
幣
で
は
な
く
貨
幣
の
価
値
で
、
す
な
わ
ち
金
属
個
片
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
も
の
か
ら
成
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
両
世
界
大
戦
で
の
イ
ン
フ
レ
を
経
験
し
た
各
国
の
労
働
者
、
殊
に
労
働
組

合
の
指
導
者
達
が
、
実
質
労
賃
の
低
下
に
つ
い
て
無
関
心
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
労
働
者
生
計
費
指
数
や
消
費
者
物
価
指
数

の
上
昇
を
理
由
と
し
て
の
、
賃
上
げ
の
交
渉
や
ス
ト
ラ
イ
キ
の
発
生
は
、
は
た
し
て
何
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
構
造

イ
ン
フ
レ
、
す
な
わ
ち
あ
る
企
業
ま
た
は
産
業
で
賃
上
げ
が
行
な
わ
れ
る
と
、
同
種
の
企
業
ま
た
は
産
業
で
も
、
生
産
性
の
上
昇
が

な
い
に
拘
ら
ず
賃
上
げ
が
行
わ
れ
、
こ
れ
が
物
価
騰
貴
を
招
来
す
る
と
、
殆
ん
ど
生
産
性
に
変
化
の
な
い
第
三
次
産
業
、
特
に
サ
ー

ビ
ス
業
に
お
い
て
、
生
活
費
の
上
昇
を
理
由
に
賃
上
げ
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
は
た
し
て
何
に
基
づ
く
で
あ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
投
資
の
拡
大
は
、
一
方
に
お
い
て
労
働
不
足
を
招
来
し
て
、
賃
上
げ
の
口
実
と
実
勢
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
他
方

に
お
い
て
利
潤
の
増
加
を
予
想
さ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
配
分
に
参
与
し
よ
う
と
す
る
賃
上
げ
運
動
が
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
雇
用
者
の
側
に
お
け
る
投
資
の
拡
大
は
、
利
潤
増
加
の
予
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
利
潤
が
真
実
で
あ
り
、
実

現
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
架
空
的
名
目
的
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
『
紙
上
の
利
潤
』
で
な
い
こ
と
を
前
提
と
す

る
。
従
っ
て
も
し
利
潤
増
加
の
予
想
が
貨
幣
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
な
ら
ば
、
企
業
者
は
投
資
を
拡
大
し
雇
用
を
促
進

す
る
こ
と
を
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
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㈹
　
低
金
利
政
策
の
錯
覚

　
貨
幣
の
数
量
を
増
加
し
て
金
利
の
低
下
を
招
来
し
、
投
資
を
拡
大
し
て
生
産
を
増
加
す
る
と
と
も
に
、
完
全
雇
用
を
実
現
し
よ
う

と
す
る
い
わ
ゆ
る
低
金
利
政
策
も
亦
、
貨
幣
錯
覚
を
前
提
と
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
金
利
の
引
下
げ
は
確
か
に
生
産

を
容
易
に
し
、
投
資
を
刺
激
し
て
雇
用
を
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
一
時
的
な
も
の
に
限
ら
れ
る
。
低
金
利
は
利
潤

の
増
大
を
意
味
し
、
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
労
働
階
級
の
羨
望
を
促
し
、
利
潤
の
配
分
に
参
与
し
よ
う
と
す
る
賃
上
げ
運
動
を

惹
起
こ
し
、
労
働
が
低
金
利
に
よ
る
増
加
利
潤
の
一
部
を
吸
収
す
る
限
り
、
投
資
は
差
控
え
ら
れ
て
雇
用
は
増
大
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
高
価
な
労
働
は
よ
り
安
価
な
資
本
に
代
置
さ
れ
、
企
業
者
は
よ
り
資
本
主
義
的
な
、
よ
り
労
働
節
約
的
な
生
産
方
法
を
採
用
す

る
よ
う
に
な
り
、
完
全
雇
用
達
成
の
目
標
と
背
馳
す
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
一
層
大
き
な
資
金
需
要
従
っ
て
更
に
一
段
と
進
ん
だ
金

利
の
引
下
げ
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
わ
ゆ
る
利
子
ト
ラ
で
プ
の
近
く
ま
で
引
下
げ
ら
れ
た
金
利
は
、
も
は
や
こ
れ
以

下
に
は
引
下
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
な
お
こ
こ
で
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
雇
用
促
進
の
た
め
の
投
資
の
拡
大
、
投
資
拡
大
の
た
め
の
低
金
利
、
低
金
利
を
招
来
す

る
た
め
の
貨
幣
量
の
増
加
が
、
ケ
イ
ン
ズ
体
系
に
お
い
て
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
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
』
（
O
p
t
i
c
a
l
I
l
l
u
s
i
o
n
）
で
あ
る
と
い
う
（
ｐ
・
８
１
，
８
２
）
。
こ
れ
は
彼
が
流
動
性
選
好
と
い
う
貨
幣
に
対
す
る
需
要
だ
け
に
よ
っ
て
、

利
子
が
決
定
さ
れ
る
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
局
に
よ
る
貨
幣
の
供
給
量
の
一
定
と
い
う
前
提
か
ら
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
従
来
い
さ
さ
か
等
閑
視
さ
看
過
さ
れ
、
ポ
ス
ト
・
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
も
あ
ま
り
注
意
せ
ず
、
殆
ん
ど
言
及
さ
れ
て

い
な
い
点
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
営
利
企
業
と
し
て
の
一
般
普
通
商
業
銀
行
で
の
、
信
用
創
造
な
い
し
追
加
信
用
を
認
め
な
い
と
す
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れ
ば
、
貨
幣
当
局
に
よ
る
紙
幣
の
印
刷
発
行
以
外
に
、
貨
幣
量
を
増
加
す
る
方
法
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
イ
ン
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
の
過
程
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
も
は
や
何
人
に
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
匈
　
赤
字
支
出
政
策
の
錯
覚

　
こ
の
政
策
は
一
九
三
〇
年
代
の
世
界
大
不
況
の
際
に
展
開
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
第
二
次
不
況
の
経
済
理
論
に
基
づ
い
て
、
民
間
企

業
が
極
度
の
先
行
き
不
安
に
陥
り
、
生
産
設
備
拡
充
の
投
資
を
怠
る
だ
け
で
な
く
、
か
え
っ
て
事
業
の
縮
小
整
備
を
企
て
て
不
況
を

更
に
深
刻
化
す
る
よ
う
な
時
期
に
お
い
て
は
、
国
家
は
そ
の
信
用
を
利
用
し
て
公
共
投
資
な
い
し
失
業
救
済
事
業
を
敢
行
し
、
も
っ

て
景
気
回
復
の
『
誘
い
水
』
（
P
u
m
p
-
P
r
i
m
i
n
g
）
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
思
想
は
相
当
に
古
く
、
国
家
は
不
況
時
に
投
資
を
集
中
し
、
好
況
時
に
は
投
資
を
抑
制
せ
よ
、
と
い
う
補
整
的
予
算
政
策

（
C
o
m
p
e
n
s
a
t
o
r
y

B
u
d
g
e
tP
o
l
i
c
y
）
か
ら
、
国
家
公
共
団
体
は
課
税
と
支
出
・
借
入
と
貸
付
・
購
入
と
販
売
な
ど
の
方
法
を
通
し
て

所
得
の
再
分
配
を
行
な
い
、
人
的
な
ら
び
に
物
的
な
資
源
の
完
全
な
利
用
に
よ
っ
て
、
経
済
の
安
定
的
な
発
展
を
計
る
な
ら
ば
、
総

需
要
が
確
保
さ
れ
る
か
ら
、
財
政
の
均
衡
は
自
ら
成
立
す
る
と
い
う
機
能
財
政
（
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l

F
i
n
a
n
c
e
）
の
主
張
と
な
り
、
更
に
進

ん
で
こ
の
よ
う
な
方
策
に
よ
っ
て
、
完
全
な
雇
用
を
維
持
し
な
が
ら
、
国
民
経
済
の
安
定
的
な
成
長
を
計
ろ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る

フ
ィ
ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
イ
の
立
場
へ
と
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
赤
字
支
出
政
策
も
亦
、
特
殊
な
意
味
に
お
い
て
錯
覚
的
で
あ
る
。
け
だ
し
こ
の
政
策
が
所
期
す
る
目
標
な
い

し
効
果
は
、
た
だ
国
民
が
予
算
操
作
の
性
質
と
影
響
に
つ
い
て
、
無
知
で
あ
る
時
に
だ
け
又
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
発
揮
さ
れ
る
に

止
ま
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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国
家
の
投
資
能
力
お
よ
び
こ
の
目
的
の
為
の
借
入
と
貸
付
は
ー
特
に
私
企
業
が
こ
れ
を
敢
え
て
行
わ
な
い
時
期
に
お
け
る
Ｉ
Ｉ

超
自
然
的
な
力
や
性
質
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
私
企
業
の
場
合
と
異
っ
て
国
家
が
、
赤
字
を
国
民
に
配
分
し
て
負
担

さ
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
財
政
の
赤
字
が
初
め
は
国
民
か
ら
借
入
れ
ら
れ
、
租
税
と
し

て
課
徴
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
債
務
は
依
然
と
し
て
国
民
の
負
担
と
な
り
、
国
債
の
累
積
が
無
制
限
に
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、

少
く
と
も
何
時
か
そ
の
利
子
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
公
共
投
資
の
積
極
面
を
見
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
発
生
す
る
債
務
と
い

う
消
極
面
を
考
慮
し
な
い
見
解
は
、
恰
も
人
々
の
手
中
に
あ
る
戦
時
国
債
の
累
積
を
ば
、
社
会
の
富
の
増
加
と
考
え
た
り
、
資
産
は

帳
簿
の
借
方
へ
記
入
す
る
が
、
負
債
は
貸
方
に
記
入
し
な
い
企
業
と
同
様
、
一
面
的
近
視
的
な
考
察
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
実

業
家
と
く
に
投
資
家
は
よ
く
此
間
の
事
情
を
知
悉
し
て
お
り
、
国
債
の
累
積
に
対
す
る
彼
等
の
態
度
、
す
な
わ
ち
租
税
の
重
課
に
よ

る
利
廻
り
の
減
少
懸
念
か
ら
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
結
極
に
お
い
て
企
業
は
、
補
償
的
な
反
動
に
よ
っ
て
こ
れ
に
対
処
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
公
共
投
資
の
増
加
に
対
応
し
て
、

私
的
投
資
は
一
般
に
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
将
来
に
お
け
る
租
税
の
課
徴
な
い
し
重
課
が
、
現
在
に
お
い
て
費
用
と
し
て
加
算
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
私
的
投
資
は
不
利
と
な
り
停
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
固
よ
り
赤
字
支
出
政
策
の
効
果
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
『
誘
い
水
』
効
果
、
す
な
わ
ち
暫
時
の
間
お
よ

び
一
定
の
条
件
の
下
に
お
い
て
だ
け
、
不
況
を
抑
制
し
雇
用
を
促
進
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
赤
字
債
務
の
償
還
の
時
期
に
好
況
が
醸

成
さ
れ
、
元
利
金
支
払
の
た
め
の
租
税
負
担
が
、
殆
ん
ど
問
題
と
な
ら
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
条
件

は
常
に
必
ず
し
も
充
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
特
殊
の
事
情
の
下
に
お
い
て
だ
け
、
ま
た
た
だ
限
ら
れ
た
期
間
に
つ
い
て
だ

け
、
実
現
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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な
お
こ
こ
で
我
々
の
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
国
債
の
性
質
が
特
に
戦
時
に
お
い
て
誤
解
さ
れ
、
国
民
の
錯
覚
の
上
に
成
立
つ
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
国
債
に
つ
い
て
は
、
国
民
が
同
時
に
債
務
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
債
権
者
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
累

積
は
少
し
も
意
に
介
す
る
必
要
が
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
で
は
前
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
国
債
の
累
積
は
社
会
の
富
の
増
加
で
あ
る

と
説
か
れ
る
。
し
か
し
債
権
者
で
あ
る
国
民
と
、
債
務
者
で
あ
る
国
民
と
は
、
人
を
異
に
し
時
を
異
に
す
る
。
債
務
は
結
極
に
お
い

て
稼
得
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
民
の
負
担
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
租
税
と
国
債
の
間
に
何
等
の
差

異
も
な
い
の
で
あ
る
。
我
国
の
戦
時
国
債
が
、
戦
他
の
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
殆
ん
ど
解
消
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
戦
時
国
債
を
所

持
し
て
い
た
国
民
が
、
い
わ
ゆ
る
貨
幣
的
な
強
制
貯
蓄
に
よ
っ
て
負
担
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
租
税
と
い
う

権
力
的
な
強
制
貯
蓄
に
よ
っ
て
課
徴
さ
れ
た
の
と
同
様
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
も
の
は
、

国
家
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
思
う
）
。

　
糾
　
平
価
切
下
げ
の
錯
覚

　
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
ケ
イ
ン
ズ
を
最
も
明
確
に
浮
彫
し
た
も
の
は
、
彼
の
主
張
し
た
い
わ
ゆ
る
選
択
安
定
説
、

（
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e

S
t
a
b
i
l
i
t
y

T
h
e
o
r
y
）
す
な
わ
ち
一
国
の
国
内
経
済
と
対
外
経
済
と
の
、
い
づ
れ
か
の
安
定
を
選
択
す
べ
き
で
あ
る
な

ら
ば
、
国
内
経
済
の
安
定
の
た
め
に
金
本
位
を
離
脱
し
、
そ
の
貨
幣
単
位
の
金
平
価
を
切
下
げ
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
通
貨
価
値
の
切
下
げ
は
対
外
貿
易
に
依
存
す
る
諸
国
に
お
い
て
、
輸
入
品
の
供
給
価
格
と
輸
出
品
の
需
要
価
格
と
を
引
上
げ
て
、

国
内
に
お
け
る
物
価
水
準
の
上
昇
を
可
能
と
す
る
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
そ
の
直
接
的
な
結
果
は
、
硬
直
化
し
て
過
当
に
引
上
げ
ら
れ

た
費
用
水
準
を
ば
、
国
内
的
お
よ
び
国
際
的
な
諸
物
価
と
比
べ
て
、
低
廉
に
し
堪
え
う
る
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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し
か
し
平
価
の
切
下
げ
は
、
た
だ
そ
の
反
動
の
現
わ
れ
な
い
期
間
の
内
だ
け
で
、
所
期
の
効
果
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
緊
急
措
置
は
た
だ
一
度
だ
け
、
そ
し
て
特
殊
な
事
態
の
下
に
お
い
て
の
み
、
適
用
さ
れ
得
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で

　
『
一
般
的
』
に
は
利
用
さ
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
費
用
水
準
が
物
価
水
準
に
適
応
し
て
上
昇
し
、
生
産
の
便
益
は
消
去
さ

れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
一
大
三
〇
年
代
の
平
価
切
下
げ
競
争
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
外
国
貿
易
上
の
一
時
的
な
利
益
を

目
指
し
て
、
諸
外
国
も
亦
よ
り
一
層
の
平
価
切
下
げ
又
は
関
税
の
引
上
げ
を
す
る
懸
念
が
あ
る
。
世
界
市
場
の
諸
物
価
は
、
金
価
格

と
し
て
は
下
落
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
一
つ
の
関
心
事
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
国
内
の
費
用
水
準
で
は
上
昇
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ケ
イ
ン
ズ
を
生
ん
だ
英
国
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
四
九
年
、
一
九
五
八
年
、
一
九
六
七
年
と
、
正
確
に
光
年
目
毎
に
平

価
を
切
下
げ
て
い
る
事
実
は
、
は
た
し
て
何
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
平
価
の
切
下
げ
が
、
こ
こ
数
年
来
ブ
ラ
ジ
ル
の
年
中

行
事
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
は
た
し
て
何
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
な
お
近
時
は
平
価
切
下
げ
の
錯
覚
が
、
平
価
非
切
下
げ
の
錯
覚
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
置
替
え
ら
れ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
現
象

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
各
国
で
国
内
イ
ン
フ
レ
の
停
止
に
努
力
し
な
く
と
も
、
窮
極
的
に
は
平
価
切
下
げ
は
避
け
ら
れ
る
、
と
い
う
錯

覚
が
こ
れ
で
あ
る
。
完
全
雇
用
と
賃
上
げ
を
要
求
す
る
労
働
者
達
は
、
保
証
し
が
た
い
外
国
為
替
相
場
が
、
長
く
維
持
さ
れ
う
る
と

の
錯
覚
を
抱
い
て
い
る
。
平
価
の
切
下
げ
は
、
た
と
い
そ
れ
が
国
内
の
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
て
も
、
な
お
あ
り
え
な

い
と
思
っ
て
い
る
。
い
わ
ん
や
費
用
構
造
か
ら
強
制
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
こ
ろ
の
、
た
だ
貿
易
上
の
利
益
の
た
め
の
、
言
わ
ば

　
『
予
妨
的
』
な
平
価
切
下
げ
は
、
な
お
さ
ら
あ
り
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
種
の
平
価
切
下
げ
こ
そ
が
、
正
に
ブ
レ
ト
ン
・
ウ

　
ッ
ヅ
の
主
題
と
な
っ
た
も
の
と
信
ず
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
我
々
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
国
際
通
貨
基
金
（
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

Ｍ
ｏ
ｎ
ｅ
ｔ
ａ
ｒ
ｙ
　
Ｆ
ｕ
乱
－
Ｉ
.
　
Ｍ
.
　
Ｆ
.
）
は
、
更
に
目
的
と
手
段
と
を
混
同
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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こ
こ
で
一
言
附
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
『
平
価
切
下
げ
の
錯
覚
』
論
議
は
、
も
ち
ろ
ん
一
国
だ

け
の
貨
幣
単
位
の
金
平
価
切
下
げ
に
限
ら
れ
る
も
の
で
、
国
際
的
な
金
の
貨
幣
価
格
の
切
上
げ
に
つ
い
て
の
論
議
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
一
オ
ン
ス
三
五
ド
ル
と
い
う
金
の
貨
幣
価
格
は
、
一
九
三
四
年
の
米
国
に
お
け
る
ド
ル
の
金
平
価
切
下
げ

の
際
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
後
の
各
国
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
の
結
果
、
諸
物
価
は
騰
貴
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
金
の
貨

幣
価
格
は
諸
物
価
と
比
べ
て
相
対
的
に
低
く
固
持
さ
れ
て
い
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
で
に
貨
幣
の
価
値
に
関
す
る
金

属
学
派
と
、
名
目
学
派
の
論
争
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
金
の
価
値
が
貨
幣
の
価
値
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に

貨
幣
の
価
値
が
金
の
価
値
を
決
定
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
金
の
貨
幣
価
格
は
不
当
に
低
く
維
持
さ
れ
て
来
た
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
従
っ
て
そ
の
価
格
改
訂
、
す
な
わ
ち
金
の
貨
幣
価
格
の
切
上
げ
は
、
当
面
の
国
際
的
な
貨
幣
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
国
際
的

な
流
動
性
の
不
足
と
い
う
問
題
は
、
一
方
に
お
い
て
国
際
貿
易
に
お
け
る
価
額
－
価
格
と
数
量
―
の
増
大
に
原
因
す
る
の
で
あ

る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
た
と
い
言
わ
ゆ
る
金
の
ブ
ー
メ
ラ
ン
作
用
を
認
め
る
と
し
て
も
、
金
の
貨
幣
価
格
が
不
当
に
低
い
、
と
い

う
点
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
関
す
る
考
察
は
、
こ
れ
を
他
の
機
会
に
試
み
た
い
。

　
要
す
る
に
、
完
全
雇
用
と
物
価
の
安
定
と
国
際
収
支
の
均
衡
は
、
い
わ
ゆ
る
『
魔
術
的
三
角
』
（
Ｍ
ａ
ｇ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
Ｄ
ｒ
ｅ
ｉ
ｅ
ｃ
ｋ
ｅ
）
関
係
で

そ
の
い
づ
れ
を
頂
点
と
す
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
私
が
、
国
際
通
貨
基
金
は
手
段
と
目
的
と
を
混
同
し
て
い
る
、

と
い
う
理
由
も
亦
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
独
逸
連
銀
総
裁
ブ
レ
ッ
シ
ン
グ
氏
が
、
国
際
収
支
の
均
衡
に
よ
る
物
価
の
安

定
が
、
よ
り
よ
く
完
全
雇
用
を
実
現
し
、
よ
り
大
き
い
経
済
成
長
を
所
期
し
得
る
所
以
で
あ
る
と
し
、
始
終
こ
の
主
張
を
繰
返
し
、

そ
の
実
現
に
努
力
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
私
は
驚
異
と
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
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