
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
へ
の
晩
鐘
〔
続
〕

終
油
の
秘
蹟
」
の
例
え
が
活
き
る
『
一
般
理
論
』
刊
行
60
周
年
の
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
の
現
状

米

倉

茂

は
じ
め
に
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マ
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迷
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日
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②

公
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歩
合
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資
本
移
動
の
タ
ー
ム
も
知
ら
な
い
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者

51

③

ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
を
知
ら
ず
に
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
を
回
顧
す
る
米
国
の
学
者
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Ⅵ．

ケ
イ
ン
ズ
に
「
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チ
ス
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い
き
」
の
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印
を
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し
て
し
ま
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た
日
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Ｐ
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編
集
委
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付
録：

マ
ー
シ
ャ
ル
研
究
家
（
永
澤
越
郎
）
の
誤
訳
の
露
天
掘

｜『
貨
幣
・
信
用
・
貿
易
』
の
第
四
章
（S

T
O
C
K
 
E
X
C
H
A
N
G
E

）
に
関
し

80

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

①

第
一
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

｜
国
債
、
社
債
は
株
な
の
か
？

81

②

第
二
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

｜“a
g
a
in
”

の
意
味
を
取
り
違
え
、“h

a
lf”

大
半
）
が
理
解
で
き
な
い“h

a
lf”

生
半
可
）

な
訳
｜
永
澤
へ
証
券
用
語
初
級
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
誘
い
（
１
）

84

③

第
三
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

｜
株
取
引
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
区
別
は
？

｜
永
澤
へ
証
券
用
語
初
級
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
誘
い
（
２
）

89

④

第
四
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

｜
神
の
摂
理“eco

n
o
m
y
”

に
背
い
た
永
澤

｜
永
澤
へ
証
券
用
語
初
級
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
誘
い
（
３
）

99

⑤

第
五
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

｜
迷
走
、
脱
線
す
る
永
澤
鉄
道

⑥

第
六
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

｜
有
終
の
美
を
飾
れ
な
い
迷
訳

は
じ
め
に

二
〇
〇
六
年
は
ケ
イ
ン
ズ
の
『
雇
用
・
利
子
・
お
よ
び
貨
幣
の
一
般
理
論
』
が
発
刊
さ
れ
て
七
○
周
年
、
死
後
六
〇
周
年
の
年
で
あ
っ

た
。
筆
者
は
そ
れ
を
意
識
し
つ
つ
日
本
で
は
忘
却
の
彼
方
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
ケ
イ
ン
ズ
の
驚
く
べ
き
実
像
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、

拙
著
を
出
し
て
み
た
（『
落
日
の
肖
像
｜
ケ
イ
ン
ズ
』
イ
プ
シ
ロ
ン
出
版
企
画
）。
他
方
、
旧
来
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
者
も
ケ
イ
ン
ズ
研
究

の
特
集
を
出
し
て
い
た
（『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
２
０
０
６
年
２
・
３
月
号
の
「
特
集
２
●
ケ
イ
ン
ズ
『
一
般
理
論
』
刊
行
70
周
年
」）。
率

直
に
言
っ
て
そ
れ
ら
の
内
容
に
は
問
題
が
多
い
。『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』の
重
要
な
も
の
も
読
ん
だ
気
配
も
な
い
。
そ
れ
で
い
て
ケ
イ
ン
ズ
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を
語
る
。
彼
ら
は
ケ
イ
ン
ズ
総
体
で
は
な
く
、『
一
般
理
論
』の
ケ
イ
ン
ズ
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
下
手
な
弁
解
を
用
意
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
の
生
き
て
い
た
当
時
の
英
国
政
府
に
は
そ
れ
は
通
用
し
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
第
二
次
大
戦
終
了
後
の
英
国
の

経
済
政
策
の
舵
取
り
を
英
国
政
府
か
ら
託
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
に
英
国
主
席
と
し
て
出
席
し
た
の

で
あ
る
。『
一
般
理
論
』
の
著
者
の
ケ
イ
ン
ズ
の
総
需
要
管
理
政
策
の
現
実
的
適
用
の
た
め
で
あ
る
。

『
一
般
理
論
』を
語
る
た
め
に
は
そ
の
現
実
的
応
用
に
ケ
イ
ン
ズ
が
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
決
定
的
時
期
の
研
究
が
当
然
な
さ
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
そ
れ
を
全
て
放
棄
し

て
今
日
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
ネ
ル
ソ
ン
を
語
る
に
は
、
ト
ラ
フ
ァ
ル
ガ
の
海
戦
は
欠
か
せ
な
い
。
こ
れ
を
欠
く
と
ネ
ル
ソ
ン
の
話
は

で
き
な
い
。
そ
れ
を
改
め
て
確
認
さ
せ
て
く
れ
た
の
が
二
〇
〇
六
年
の
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
の
ケ
イ
ン
ズ
特
集
で
あ
る
。
今
回
は
こ
れ

ら
を
材
料
に
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
混
迷
が
生
じ
た
学
問
的
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。

．

ケ
イ
ン
ズ
特
集
を
出
し
た
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
解
説
の
問
題
点

は
じ
め
に
」
に
お
い
て
紹
介
し
た
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
で
は
間
宮
陽
介
、
伊
東
光
晴
、
伊
藤
宣
広
の
三
人
が
ケ
イ
ン
ズ
を
解
説
し
て

い
る
。
い
ず
れ
も
「
名
だ
た
る
」
ケ
イ
ン
ズ
研
究
者
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
中
身
は
か
な
り
お
ぼ
つ
か
な
い
。

間
宮
陽
介
の
場
合

ま
ず
間
宮
陽
介
か
ら
始
め
る
。
間
宮
は
「『
一
般
理
論
』
の
余
白
｜
ケ
イ
ン
ズ
を
生
か
す
途
」
な
る
、
一
見
、
気
の
利
い
た
タ
イ
ト
ル

の
論

を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
の
本
体
よ
り
も
、
そ
の
余
白
、
す
な
わ
ち
、「
こ
れ
ま
で
無
視

さ
れ
て
き
た
そ
の
余
白
に
こ
そ
、
ケ
イ
ン
ズ
を
生
か
す
途
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
37
頁
）
そ
う
だ
。
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間
宮
は
武
満
徹
の
『
音
楽
の
余
白
か
ら
』
か
ら
想
を
得
た
の
だ
ろ
う
か
？

武
満
の
場
合
は
「
言
葉
の
神
秘
的
な
暗
号
」
に
敏
で
あ
っ

た
が
、
間
宮
の
場
合
は
「
余
白
」
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
「
言
葉
の
神
秘
的
な
暗
号
」
を
ケ
イ
ン
ズ
・
コ
ー
ド
と
し
て
意
識
し
て
い
た
の

か
ど
う
か
？

即
断
は
控
え
る
が
、
そ
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
を
読
み
取
る
に
は
か
な
り
の
想
像
力
を
必
要

と
す
る
。

実
際
、
ケ
イ
ン
ズ
が
奮
闘
し
た
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
に
前
後
し
て
暗
号
が
英
米
間
を
飛
び
交
う
。
歴
史
上
の
大
舞
台
に
お
け
る
ケ

イ
ン
ズ
の
コ
ー
ド
・
ネ
ー
ム
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
ら
れ
た
名
演
を
満
喫
す
る
た
め
に
は
暗
号
の
注
釈
が
欠
か
せ
な

⑴い
。
し
か
し
間
宮
は
こ

の
点
に
ふ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
達
成
度
を
尺
度
す
る
格
好
の
材
料
と
い
え
よ
う
。

と
も
か
く
も
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
の
間
宮
も
ず
い
ぶ
ん
大
胆
な
こ
と
を
言
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
。「
ケ
イ
ン
ズ
を
生
か
す
途
」に
つ

い
て
は
『
一
般
理
論
』
の
本
体
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
「
余
白
」
に
活
路
を
見
出
そ
う
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
間
宮
が
そ
の
「
余
白
」

にso
m
eth

in
g

を
読
み
取
れ
る
能
力
が
あ
る
の
か
否
か
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の
「
余
白
」
の
か
な
た
先
に
広
が

る
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
の
言
動
を
『
一
般
理
論
』
体
系
と
対
照
さ
せ
る
学
問
的
作
業
を
意
識
さ
せ
る
叙
述
も
皆
無
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の

『
一
般
理
論
』を
ケ
イ
ン
ズ
が
生
き
て
い
た
英
国
経
済
、
あ
る
い
は
英
国
を
取
り
巻
く
世
界
情
勢
と
の
関
連
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る

視
点
を
欠
い
た
、『
一
般
理
論
』
の
解
題
に
終
わ
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
無
理
も
な
い
。
間
宮
は
晩
年
の
ケ
イ
ン
ズ
の
落
暉
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
ケ
イ
ン
ズ
の
思
想
を
語
る
。
こ

れ
が
社
会
思
想
家
の
間
宮
の
す
ご
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

間
宮
は
ケ
イ
ン
ズ
の
重
要
な
点
を
見
違
え
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
で
同
性
愛
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
好
奇
の

目
を
離
れ
、
一
つ
の
客
観
的
事
実
と
し
て
人
々
に
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

日
本
経
済
新
聞
、
２
０
０
６
年
10
月
22
日
、「
半
歩

遅
れ
の
読
書
術
」
そ
う
で
あ
る
。
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
大
一
番
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
｜
英
米
金
融
協
議
（
一
九
四
四
年
夏
｜
四

五
年
冬
）
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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一
つ
の
客
観
的
事
実
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

も
ち
ろ
ん
、「『
一
般
理
論
』
の
余
白
」
に
も
想
定
さ
れ
て

い
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
の
間
宮
の
「
好
奇
の
目
」
に
も
と
ま
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
た
し
て
「
ケ
イ
ン
ズ
を
生
か
す
途
」
の
展
望
を

見
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

間
宮
に
は
さ
ら
に
「
半
歩
遅
れ
の
読
書
術
」
を
磨
く
必
要
が
あ
る
よ
う
だ
。

ケ
イ
ン
ズ
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
読
み
違
え
、
そ
の
不
始
末
の
打
開
に
奔
走
し
、
さ
ら
に
次
年
の
冬
に
は
本
国
政
府
か
ら
実
質
解
任
さ
れ

る
よ
う
な
対
米
交
渉
術
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
事
実
は
一
体
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
間
宮
に
と
っ
て
は
ケ
イ
ン
ズ
が
「
同
性
愛
者
」
で

あ
っ
た
こ
と
が
関
心
の
的
に
過
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
の
晩
年
に
お
け
る
国
際
通
貨
構
想
の
顚
末
に
関
し
て
は
「
余
白
」
に

も
な
い
し
、「
好
奇
の
目
」
か
ら
も
離
れ
て
い
る
。

間
宮
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
設
立
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
役
割
を
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
」
で
あ
る
と
で
も
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
？

た
し
か

に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
誤
解
釈
自
体
は
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
」
か
も
し
れ
な
い
。
英
国
政
府
、
あ
る
い
は
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
に
と
っ
て

は
隠
蔽
し
て
お
く
べ
き
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
隠
蔽
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
「
同
性
愛
者
」
云
々
レ
ベ
ル
の
話
で
は
な
い
。
む

し
ろ
英
国
経
済
の
将
来
を
左
右
す
る
重
大
な
事
件
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
知
れ
れ
ば
英
国
の
通
貨
外
交
交
渉
力
の

券
に
も
か

か
わ
る
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
間
宮
の
い
う
、「
思
想
家
の
私
的
文
書
」
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
ケ
イ
ン
ズ
思
想
を
語
る
間
宮
で
あ
る
が
、
次
に
引
用
す
る
、
一
九
七
六
年
の
時
点
に
お
け
る
、
ケ
イ
ン
ズ
に
関
す
る
モ

グ
リ
ッ
ジ
の
指
摘
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
側
の
見
解
に
つ
い
て
の
自
分
の
前
提
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
時
、
彼
は
立
場

を
速
や
か
に
変
更
し
、
そ
の
た
め
に
彼
の
新
し
い
現
状
認
識
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
大
蔵
省
と
内
閣
を
説
得
す
る
の
に
そ
の
後
大

き
な
困
難
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
（

M
o
g
g
rid
g
e >

（
訳
）
四
二
頁
）

一
九
四
五
年
の
米
国
と
の
金
融
交
渉
に
関
し
、
ケ
イ
ン
ズ
は
正
義
と
い
う
名
の
も
と
に
、
自
身
の
説
得
力
に
よ
っ
て
、
英
国
は
戦
後
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世
界
の
平
時
へ
の
移
行
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
要
す
る
多
大
の
援
助
を
米
国
か
ら
引
き
出
せ
る
と
期
待
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
関
し
、

モ
グ
リ
ッ
ジ
は
婉
曲
的
な
が
ら
、
ケ
イ
ン
ズ
の
超
楽
観
的
態
度
を
批
判
し
て
い
る
。

こ
の
引
用
で
特
に
重
要
な
の
は
、「
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
側
の
見
解
に
つ
い
て
の
自
分
の
前
提
が
誤
っ
て
い
た

こ
と
を
知
っ
た
時
、
彼
は
立
場
を
速
や
か
に
変
更
」
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
の
解
読
は
ケ
イ
ン
ズ
の
思
想
を
語
る
間
宮
な

ど
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
に
は
理
解
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
平
易
に
解
題
し
て
お
く
。

ケ
イ
ン
ズ
は
一
九
四
四
年
夏
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
最
終
段
階
で
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
草
案
に
関
し
特
に
問
題
を
見
出
し
て
い
な

か
っ
た
。
問
題
と
な
る
第
８
条
に
つ
い
て
、
彼
の
思
惑
通
り
、
英
国
が
国
際
収
支
危
機
に
陥
り
、
し
か
も
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
資
金
援
助
を
受

け
る
権
利
を
喪
失
し
て
い
る
時
は
経
常
国
際
取
引
に
為
替
管
理
を
し
て
も
よ
い
と
条
文
化
さ
れ
た
と
判
断
し
た
。
こ
の
解
釈
の
正
反
対

が
実
際
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
条
文
で
あ
る
。
米
国
の
主
張
す
る
と
お
り
、
同
条
の
文
面
で
は
、
英
国
が
国
際
収
支
危
機
に
陥
り
、
し
か
も
Ｉ
Ｍ

Ｆ
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
る
権
利
を
喪
失
し
て
い
て
も
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
承
認
な
し
に
は
為
替
管
理
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
な
っ
て
い
る
。

か
く
て
ケ
イ
ン
ズ
は
、「
ア
メ
リ
カ
側
の
見
解
に
つ
い
て
の
自
分
の
前
提
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
」の
で
あ
り
、
し
か
も
、「
彼

は
立
場
を
速
や
か
に
変
更
し
」、
従
来
の
為
替
管
理
論
か
ら
為
替
自
由
化
論
へ
自
ら
の
立
場
を
変
身
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
君
子
豹
変
と

い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
し
か
し
こ
れ
も
大
変
な
判
断
ミ
ス
で
あ
っ
た
。

ケ
イ
ン
ズ
が
「
大
蔵
省
と
内
閣
を
説
得
す
る
の
に
そ
の
後
大
き
な
困
難
を
経
験
し
た
」
と
い
う
の
も
そ
の
点
を
さ
す
。
ケ
イ
ン
ズ
が

一
九
四
四
年
夏
の
時
点
の
為
替
管
理
主
義
か
ら
四
五
年
秋
・
冬
の
対
米
交
渉
に
お
け
る
為
替
自
由
化
論
に
大
き
く
急
旋
回
し
て
英
国
政

府
を
狼
狽
さ
せ
た
経
緯
を
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
遠
ま
わ
し
に
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
（
後
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」）。
残
念
な
が
ら
間

宮
な
ど
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
そ
の
よ
う
な
高
等
な
理
解
を
求
め
る
に
は
荷
が
重
過
ぎ
る
よ
う
だ
。
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伊
東
光
晴
の
例

そ
れ
を
再
確
認
す
べ
く
、
伊
東
光
晴
の
中
身
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。
周
知
の
と
お
り
、
伊
東
は
日
本
で
は
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
泰
斗
と

し
て
祭
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
が
、
今
回
の
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
に
お
け
る
タ
イ
ト
ル
は
「
ケ
イ
ン
ズ
研
究
50
年
｜
今
問
わ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』
に
は
言
及
し
つ
つ
（
実
は
読
ん
で
い
な
い
）、「
ケ
イ
ン
ズ

研
究
を
理
論
中
心
か
ら
脱
却
し
て
、
社
会
思
想
史
の
水
準
」
に
「
高
め
る
こ
と
」（『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
四
○
頁
）
が
重
要
だ
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、
伊
東
が
云
々
す
る
そ
れ
は
実
際
に
は
十
九
世
紀
末
か
ら
二
○
世
紀
初
期
に
か
け
た
ケ
イ
ン
ズ
の
そ
れ
に
す
ぎ
ず
、
ケ
イ

ン
ズ
の
人
生
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
な
す
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
前
後
に
は
何
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
伊
東
は
『
一
般
理
論
』
の
実
際

的
応
用
が
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
で
あ
る
と
力
説
し
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
が
。

お
そ
ら
く
筆
者
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
批
判
の
内
容
が
伊
東
の
耳
に
も
漏
れ
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
あ
れ
ほ
ど
、
戦
後
通
貨
体
制

と
ケ
イ
ン
ズ
経
済
体
系
の
関
連
を
論
じ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
今
回
の
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
で
は
そ
の
関
連
に
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
。

自
分
の
ボ
ロ
が
曝
け
出
さ
れ
る
の
を
本
能
的
に
知
覚
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
伊
東
が
ケ
イ
ン
ズ
に
関
す
る
肝
心
な
こ
と
を
理
解
し
て
い
な

い
こ
と
は
以
左
の
伊
東
自
身
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
紹
介
を
読
め
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

ケ
イ
ン
ズ
は
現
実
を
解
釈
し
、
説
明
す
る
に
す
ぎ
な
い
単
な
る
経
済
学
者
で
は
な
か
っ
た
。
社
会
的
、
経
済
的
与
件
が
変
化
し
、

経
済
シ
ス
テ
ム
が
そ
れ
に
即
応
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
が
社
会
的
文
脈
に
合
わ
な
く
な
っ
た
と
人
々
が
意
識

し
だ
し
た
と
き
、
こ
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
改
変
の
道
を
示
し
た
と
い
う
意
味
で
、
経
済
そ
の
も
の
を
変
え
る
本
来
の
経
済
学
者
で

あ
っ
た
（

伊
東
光
晴
編

二
一
頁
）

こ
の
よ
う
な
叙
述
は
特
に
ケ
イ
ン
ズ
を
読
ま
な
い
で
も
書
け
る
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
ワ
ー
プ
ロ
の
定
型
文
に
で
も
収
め
て
お
く
の

が
適
当
な
記
述
で
あ
る
。
伊
東
は
ケ
イ
ン
ズ
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
の
で
、
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
を
次
の
と
お
り
何
の
迷
い
も
な
く
空
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想
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
を
知
っ
て
い
れ
ば
と
て
も
か
け
な
い
話
で
あ
る
。

国
際
社
会
の
中
で
衰
え
ゆ
く
イ
ギ
リ
ス
の
道
を
切
り
開
こ
う
と
努
力
し
、
そ
の
た
め
の
政
策
を
模
索
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
戦

後
の
経
済
体
制
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
の
利
害
を
追
及
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
対
米
交
渉
の
疲
労
の
中
に
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た

（
同
、
四
七
頁
）

こ
の
よ
う
に
ケ
イ
ン
ズ
を
評
価
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
戦
後
通
貨
体
制
の
構
築
に
お
い
て
ケ
イ
ン
ズ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
米
国
と

戦
っ
た
の
か
、
伊
東
は
当
然
に
も
知
悉
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
が
「
イ
ギ
リ
ス
の
利
害
」
に
反
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら

な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
対
米
交
渉
の
失
態
で
実
質
解
任
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
伊
東
は
そ
の
理
由
も
し
ら
な
い
。
伊
東
の
場
合
、
ケ

イ
ン
ズ
が
英
米
金
融
交
渉
で
ど
の
よ
う
な
軌
跡
を
た
ど
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
扱
っ
た
は
ず
の『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』、
あ
る
い
は
こ
れ
を
活

用
し
た
文
献
を
渉
猟
す
る
こ
と
も
な
い
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
時
期
に
何
も
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

よ
う
な
弊
害
は
伊
東
に
か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
で
な
い
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
全
体
が
抱
え
る
通
弊
で
あ
る
。

伊
藤
宣
広
の
場
合

で
は
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
の
最
後
の
ケ
イ
ン
ズ
解
題
者
を
取
り
上
げ
て
お
く
。
伊
藤
宣
広
に
よ
る
「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
中
の
ケ

イ
ン
ズ
」
の
解
題
で
あ
る
。
そ
の
中
身
が
実
に
ふ
る
っ
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
研
究
に
関
す
る
基
本
文
献
を
読
ん
で
い
な
い
、
あ
る
い
は

ケ
イ
ン
ズ
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
ケ
イ
ン
ズ
学
者
か
ら
し
か
学
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
は
次
の
引
用
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

ケ
イ
ン
ズ
の
書
い
た
も
の
は
書
簡
・
未
公
刊
草
稿
類
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
現
在
、
も
は
や

ケ
イ
ン
ズ
に
つ
い
て
何
か
新
し
い
こ
と
を
言
う
こ
と
は
至
難
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
（『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
四
四
頁
）
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こ
こ
で
引
用
し
た
前
半
は
全
て
ウ
ソ
で
あ
る
。
そ
し
て
後
半
は
伊
東
な
ど
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
が
、

ま
と
も
な
学
者
に
は
無
縁
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
「
ケ
イ
ン
ズ
の
書
い
た
も
の
は
書
簡
・
未
公
刊
草
稿
類
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら

検
討
を
加
え
ら
れ
た
」
と
い
う
の
は
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
な
ど
英
国
の
研
究
に
は
あ
る
程
度
当
て
は
ま
る
面
が
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て

は
全
く
妥
当
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
モ
グ
リ
ッ
ジ
（
１
９
９
２
）、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
（
２
０
０
０
）
の
『
ケ

イ
ン
ズ
伝
』
さ
え
ま
と
も
に
読
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

何
も
読
ま
な
い
で
大
き
な
事
を
書
く
。
こ
の
悪
し
き
伝
統
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
当
然
、
伊
藤
は
伊
東
と
太
い
線
で
つ
な
が
っ
て

い
る
。
伊
藤
が
京
都
で
一
体
何
を
勉
強
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
指
導
教
官
が
誰
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
詮
索
し
て
み
た
く
な
る
ほ
ど
面
白

い
記
述
に
な
っ
て
い
る
の
が
伊
藤
の
解
説
で
あ
る
。

伊
藤
は
一
九
七
七
生
ま
れ
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
の
時
点
で
三
〇
歳
に
も
な
ら
な
い
の
に
、
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
全
般
的
状
況
を
知
悉

し
て
い
る
よ
う
な
語
り
口
で
あ
る
。
し
か
も
末
尾
が
ふ
る
っ
て
い
る
。「
現
実
に
応
え
る
た
め
の
経
済
理
論
、
こ
の
実
践
精
神
こ
そ
は
ケ

ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
り
、
マ
ー
シ
ャ
ル
以
来
、
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」（
同
、
四
七
頁
）

と
い
う
。

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の
晩
節
に
お
け
る
英
米
金
融
交
渉
に
お
い
て
「
実
践
精
神
」
は
ど
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
た
の
か
問
題

に
さ
れ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
「
実
践
精
神
」
が
「
マ
ー
シ
ャ
ル
以
来
、
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
変
わ
ら
な
い
も
の
」
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
８
条
を
め
ぐ
る
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
を
中
心
と
し
て
ケ
イ
ン
ズ
が
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
定
作
成
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
た
か
、
そ
の
「
実
践
精
神
」
と
や
ら
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

紙
面
の
制
約
も
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
若
い
伊
藤
を
論
難
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
伊
藤
の
新
作
（『
現
代
経
済
学
の
誕
生
｜
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
系
譜
』
中
公
新
書
、
二
〇
〇
六
年
四
月
）
に
お
い
て
『
経
済

セ
ミ
ナ
ー
』
以
上
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
検
証
し
て
み
る
。
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伊
藤
が
今
回
の
新
書
を
出
し
た
理
由
に
、「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
」
を
総
体
的
に
再
評
価
し
よ
う
す
る
問
題
意
識
が
あ
る
（

伊
藤

八
頁
）。
特
に
「
マ
ー
シ
ャ
ル
と
ケ
イ
ン
ズ
と
の
間
に
あ
る
空
白
」
を
埋
め
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
輝
か
し
い
業
績
」

が
ピ
グ
ー
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
等
の
「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
重
要
人
物
を
忘
却
の
淵
（
ふ
ち
）
に
追
い
込
む
と
い
う
負
の
遺
産
を
生
ん

だ
」（
同
）
状
況
を
是
正
す
る
た
め
だ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
自
体
は
す
ば
ら
し
い
問
題
意
識
だ
ろ
う
。

で
は
伊
藤
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
を
正
当
に
処
理
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

不
可
解
な
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
し
て
い
な
い
。

特
に
「
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
輝
か
し
い
業
績
」
の
た
め
に
「
忘
却
の
淵
」
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
重
要
な
人
物
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る

は
ず
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
決
定
的
な
業
績
の
時
期
に
つ
い
て
伊
藤
は
一
切
ふ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
自
体
も
実
に
不
思
議
な
扱
い
で
あ
る
。

理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
全
体
像
を
全
然
、
提
示
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
新
書
の
腰
帯
に
は
、「
マ
ー
シ
ャ
ル
と
ケ
イ
ン
ズ
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
る
『
空
白
』
を
精
緻
に
補
完
」
と
な
っ
て
い
る
。

付
け
る
腰
帯
を
間
違
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
腰
帯
に
巻
か
れ
て
い
る
中
身
も
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
、
ロ
バ
ー

ト
ソ
ン
に
関
す
る
「
理
論
的
・
思
想
的
営
み
の
軌
跡
」（
腰
帯
）
を
「
補
完
」
し
「
空
白
」
の
内
示
を
伊
藤
に
解
説
し
て
み
る
。

第
一
の
決
定
的
時
期
は
『
一
般
理
論
』
の
草
稿
を
め
ぐ
る
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
で
あ
り
、
第
二
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会

議
で
合
意
さ
れ
た
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
め
ぐ
る
二
人
の
論
争
で
あ
る
。
第
一
の
場
合
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
『
一
般
理
論
』
の
こ
と
を
「
お
ま

じ
な
い
」（m

u
m
b
o ju

m
b
o

）
と
呼
び
、
第
二
の
場
合
、
ケ
イ
ン
ズ
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
理
解
を
「
皮
下
の
ダ
ニ
」
と
形
容
し
た
こ
と
に
象

徴
さ
れ
る
と
お
り
、
両
者
は
激
し
く
干
戈
を
交
え
、
第
一
の
場
合
は
引
き
分
け
、
第
二
の
場
合
は
ケ
イ
ン
ズ
の
完
敗
に
終
わ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
重
要
な
二
点
に
関
し
伊
藤
は
何
も
触
れ
も
し
な
い
。
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
と
お
り
、
伊
藤
こ
そ
が
ロ
バ
ー
ト

ソ
ン
を
「
忘
却
の
淵
」
に
追
い
や
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
証
拠
を
挙
げ
て
お
こ
う
。「
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
現
代
で
こ
そ
、
存
在
す
ら
忘
れ
ら
れ
た
『
過
去
の
人
』
で
あ
る
が
、
１
９
３
６
年

の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
創
立
３
０
０
周
年
記
念
式
典
で
名
誉
学
位
を
授
与
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
は
世
界
的
名
声
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を
博
し
た
大
学
者
で
あ
っ
た
」（

伊
藤

九
六
頁
）
と
し
て
い
る
が
、
伊
藤
は
戦
後
の
話
に
は
何
も
触
れ
な
い
。
戦
中
の
件
も
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
大
学
経
済
学
教
授
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
戦
後
も
名
声
を
博
し
、
一
九
四
八
｜
五
〇

年
に
は
王
立
経
済
協
会
会
長
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
伊
藤
の
眼
中
に
な
い
。

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
人
と
な
り
を
語
る
場
合
、
決
し
て
忘
れ
ら
れ
て
な
ら
な
い
隠
さ
れ
た
決
定
的
な
逸
話
が
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は

Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
作
成
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
失
態
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
か
ら
不
当
な
る
非
難
を
受
け
た
こ
と
も
公
開
す
る
こ
と

な
く
真
実
を
「
墓
場
ま
で
」
も
っ
て
い
く
と
決
意
し
た
潔
い
人
間
な
の
で
あ
る
。
非
は
ケ
イ
ン
ズ
に
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
失
態
を
招

い
た
こ
と
に
自
分
も
一
部
責
任
が
あ
る
と
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ケ
イ
ン
ズ
の
取
り
巻
き
を
し
て
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
を
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
に
お
い
て
孤
立
に
追
い
や
っ
た
契
機
と
な
っ
た（
拙
著
、
一
五
三
頁
）。
と
こ
ろ
が
伊
藤
は
こ
の
よ
う
な
逸
話
の
か
け
ら
さ
え
紹

介
し
て
い
な
い
。
重
ね
て
指
摘
す
る
。
伊
藤
こ
そ
が
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
を
「
忘
却
の
淵
」
に
置
き
去
り
に
し
て
い
る
。

⑴

拙
稿
、「
Ｊ
Ｍ
Ｋ
コ
ー
ド
の
謎

｜
ケ
イ
ン
ズ
の
通
貨
外
交
の
手
腕
」
外
国
為
替
貿
易
研
究
会
『
国
際
金
融
』
一
一
七
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
十
月

．

京
都
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
実
態

｜
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
の
三
位
一
体
的
継
承

伊
藤
が
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
肝
心
な
点
を
知
ら
な
い
の
は
無
理
も
な
い
。
師
匠
の
根
井
雅
弘（
京
都
大
学
）、
そ
し
て
そ
の
師
匠
に
あ
た

る
菱
山
泉
も
二
〇
〇
六
年
の
時
点
で
も
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
肝
腎
の
点
を
何
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

特
に
こ
っ
け
い
な
の
が
菱
山
泉
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
理
解
に
お
い
て
菱
山
の
泉
は
枯
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
ロ
バ
ー

ト
ソ
ン
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
第
二
次
大
戦
後
は
、
ミ
ー
ド
と
と
も
に
ケ
イ
ン
ズ
を
助
け
て
、
戦
後
の
国
際
経
済
機
構
の
樹
立
に
参
画
し

た
」（

菱
山

一
六
二
頁
）
と
書
い
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
菱
山
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
戦
時
中
・
戦
後
の
経
歴
を
知
ら
な
い
こ
と
を
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自
白
し
て
し
ま
っ
た
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
最
中
の
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
緊
密
な
仲
は
そ
の
終
了
直
後
か
ら
急
速
に
冷

え
き
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

菱
山
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
研
究
家
を
自
認
す
る
人
の
は
ず
で
あ
る
。
戦
後
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
業
績
の
一
端
く
ら
い
紹
介
で
き
て
も

よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
九
四
八
年
三
月
初
旬
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
ポ
ン
ド
切
下
げ
の
是
非
に
関
し
、
そ
れ
は
困
難
で
嫌
悪
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
英
国
は
欧
州
通
貨
の
統
制
の
と
れ
た
切
下
げ
を
取
り
計
ら
う
よ
う
主
導
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
総
裁
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
を
非
常
に
高
く
買
っ
て
お
り
、
一
九
四
八
年
夏
、
総
裁
の
経
済
顧
問
と
し
て
採
用
し
よ
う
と

す
る
こ
と
に
非
常
に
熱
心
で
あ
っ
た
が
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
数
ヶ
月
、
躊
躇
し
た
後
、
彼
の
仕
事
の
人
生
の
残
り
を
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大

学
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
過
ご
す
こ
と
を
選
ん
だ
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
断
ら
れ
た
総
裁
は
代
わ
り
の
人
材
を
ど
う
見
つ
け
出
す

の
か
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
助
言
を
求
め
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
（

F
fo
rd
e >
p
.282,

383

）。

こ
れ
こ
そ
、
伊
藤
が
協
調
し
て
い
る
は
ず
の
「
マ
ー
シ
ャ
ル
以
来
、
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
変
わ
ら
な
い
」
と
こ
ろ
の
「
実
践
精
神
」

を
例
証
す
る
格
好
の
題
材
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
菱
山
、
伊
藤
は
こ
れ
に
全
く
言
及
で
き
な
い
。

「
忘
却
の
淵
」
に
追
い
や
ら
れ
た
流
動
性
選
好
説

し
か
し
、
伊
藤
に
右
の
よ
う
な
こ
と
を
求
め
る
の
は
酷
な
話
で
あ
る
。
師
匠
の
師
匠
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
伊
藤
は
経
済

学
初
等
レ
ベ
ル
の
話
も
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
れ
は
流
動
性
選
好
説
へ
の
解
題
の
個
所
に
如
実
で
あ
る
。
伊
藤
は
そ
も
そ
も
ケ
イ
ン
ズ
の

“a
n
im
a
l sp

irits”

を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
自
己
暴
露
し
て
い
る
。
そ
れ
を
示
す
個
所
を
三
つ
、
引
用
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
第
一：

証
券
市
場
に
お
け
る
「
弱
気
筋
（b

ea
r

）」
と
は
将
来
、
利
子
率
が
上
昇
し
債
権
価
格
が
下
落
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
、
債
権
よ

り
も
貨
幣
を
保
有
す
る
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。「
強
気
筋
（b

u
ll

）」
と
は
そ
の
逆
で
、
将
来
利
子
率
が
下
落
し
債
権
価
格
が
騰
貴
す
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る
と
予
想
し
、
貨
幣
を
借
り
入
れ
て
債
権
を
保
有
す
る
人
々
の
こ
と
を
指
す
（

伊
藤

二
〇
〇
頁
、
傍
点
は
米
倉
が
付
す
）

こ
れ
を
読
ん
で
怪
訝
の
眼
を
落
と
さ
な
い
読
者
が
い
る
と
す
る
と
大
学
で
経
済
学
の
単
位
は
取
れ
な
い
。
引
用
さ
れ
て
い
る「
債
権
」

は
「
債
券
」
の
勘
違
い
の
は
ず
で
あ

⑴る
。

伊
藤
の
今
回
の
中
公
新
書
の
二
〇
〇
頁
で
「
債
権
」
は
何
と
四
個
所
、
二
〇
一
頁
で
は
さ
ら
に
六
個
所
出
て
い
る
。
こ
れ
が
「
債
券
」

の
「
誤
植
」
で
あ
る
こ
と
に
気
も
つ
か
な
い
非
常
に
杜
撰
な
校
正
を
し
た
の
が
伊
藤
、
お
よ
び
中
公
新
書
の
編
集
者
で
あ
る
。

実
は
右
の
指
摘
は
序
の
口
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
驚
く
べ
き
初
歩
的
誤
認
に
満
ち
満
ち
て
い
る
の
が
伊
藤
の
記
述
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
伊
藤
の
場
合
、
株
式
の
現
金
取
引
と
信
用
取
引
の
区
別
が
さ
っ
ぱ
り
で
き
な
い
。
そ
れ
は
第
二
の
問
題
点
で
紹
介
す
る
マ
ー
シ
ャ

ル
の
著
書
の
珍
訳
で
も
露
呈
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
伊
東
が“b

ea
r”

、“b
u
ll”

の
意
味
も
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お

く
（
こ
の
珍
訳
は
大
変
な
事
態
に
発
展
す
る
｜
後
述
）。

“b
ea
r”

、“b
u
ll”

の
用
語
は
実
は
複
雑
な
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
を
単
に
、「
弱
気
筋
」、「
強
気
筋
」と
訳
す
と
ま
っ
た
く
意
味
が
は
ず

れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
な
る
。
こ
の
こ
と
に
伊
藤
は
全
然
、
気
が
つ
か
な
い
。
生
物
学
的
に
も
、
熊
や
牛
に
は
た
く
さ
ん
の
種
類
が

い
る
は
ず
の
こ
と
を
伊
藤
も
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
株
式
市
場
で
買
手
が
売
手
よ
り
も
多
く
、
価
格
が
上
昇
基
調
に
あ
る
場
合
、“b

u
ll m

a
rk
et”

と
呼
ぶ
慣
わ
し
が
あ
り
、

こ
の
場
合
は
「
強
気
」
の
意
味
も
ふ
さ
わ
し
い
。
逆
に
、
株
式
市
場
で
売
手
が
買
手
よ
り
も
多
く
、
価
格
が
低
下
基
調
に
あ
る
場
合
、

“b
ea
r m

a
rk
et”

と
言
い
、
こ
の
場
合
は
「
弱
気
」
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
投
機
家
の
場
合
の

“b
u
ll”

、“b
ea
r”

に
は
「
弱
気
」
な
者
は
登
場
し
な
い
。
登
場
す
る
と
す
れ
ば
投
機
自
体
成
立
た
な

い
。
投
機
家
は
ケ
イ
ン
ズ
言
う
と
こ
ろ
の
、“a

n
im
a
l sp

irits”

そ
の
も
の
で
あ
り
、
自
身
の
読
み
に
「
強
気
」
が
な
け
れ
ば
投
機
ポ

ジ
シ
ョ
ン
は
と
て
も
組
め
な
い
。
伊
藤
は
一
体
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

も
ち
ろ
ん
先
に
見
た
よ
う
に
知
り
え
な
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い
。「
債
権
」
と
「
債
券
」
の
区
別
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
回
、
筆
者
の
指
摘
を
受
け
る
と
、
伊
藤
は
次
の
自
身
の
記
述
に
震
撼

す
る
は
ず
で
あ
る
。

第
二
の
引
用：

ケ
イ
ン
ズ
は
金
融
筋
の
事
情
に
精
通
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
当
時
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
経
済
学
者
に
等
し
く
共
通
す
る
特
徴

で
あ
っ
た
。
マ
ー
シ
ャ
ル
の
著
作
中
に
は
証
券
市
場
に
お
け
る
弱
気
・
強
気
筋
の
分
析
が
見
ら
れ
る
（

伊
藤

一
九
八
頁
、
傍
点

部
分
は
引
用
者
が
付
す
）

た
し
か
に
ケ
イ
ン
ズ
の
い
わ
ゆ
る
、“a

n
im
a
l sp

irits”

の
と
お
り
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
は
金
融
取
引
に
通
じ
、
そ
れ
に
熱
心
な

者
も
い
た
よ
う
だ
。
彼
ら
は
自
身
の
判
断
に
自
信
が
あ
る
。
だ
か
ら“a

n
im
a
l sp

irits”

に
駆
ら
れ
投
機
に
の
め
り
込
む
。
だ
か
ら
ベ

ア
、
ブ
ル
い
ず
れ
も
投
機
と
い
う
点
で
は
「
強
気
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
伊
藤
は
気
づ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

結
局
、
伊
藤
は
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
金
融
取
引
の
説
明
を
何
も
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
伊
藤
の
よ
う
な
不
案
内
を
よ

り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
株
の
信
用
取
引
の
概
要
を
確
認
し
て
お
く
（
日
本
の
例
で
）。
便
宜
上
、
ブ
ル
の
例
で
説
明
す
る
。

金
を
借
り
て
株
を
買
い
、
そ
の
株
の
市
場
価
格
が
購
入
価
格
プ
ラ
ス
金
利
コ
ス
ト
、
さ
ら
に
株
式
売
買
手
数
料
を
超
え
れ
ば
、
そ
の

株
を
売
り
、
金
利
を
支
払
い
、
売
買
差
益
を
利
益
と
し
て
得
ら
れ
る
。
少
な
い
資
金
で
多
く
の
株
取
引
が
可
能
と
な
る
。
予
測
ど
お
り
、

買
っ
た
株
が
上
が
れ
ば
大
も
う
け
す
る
が
、
逆
に
買
っ
た
株
が
下
が
る
と
大
損
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
信
用
取
引
で
株
を
買
っ
た
人
は
信
用
取
引
で
借
り
た
資
金
に
見
合
う
よ
う
、
担
保
（
委
託
保
証
金
）
を
証
券
会
社
へ
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
証
拠
金
と
し
て
提
出
す
る
の
は
現
金
で
も
有
価
証
券
で
も
よ
い
。
最
悪
な
の
は
株
価
が
下
が
り
、
金
利
が
上
が
る

時
で
あ
る
。
信
用
取
引
で
買
っ
た
銘
柄
が
下
落
し
、
一
定
以
上
の
損
失
が
出
る
と
、
担
保
を
追
加
的
に
拠
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
追
証
」
で
あ
る
。
特
に
信
用
取
引
の
清
算
日
に
金
利
が
上
が
る
と
大
変
で
あ
る
。
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委
託
保
証
金
か
ら
信
用
で
購
入
し
た
銘
柄
の
評
価
損
を
差
し
引
い
た
残
り
の
金
額
が
、
最
初
の
約
定
代
金
の
二
〇
％
を
割
り
込
む
と

追
証
が
生
じ
る
。
そ
の
場
合
に
は
現
金
や
有
価
証
券
を
追
加
提
供
し
て
二
〇
％
に
ま
で
回
復
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
金
利
が
上

昇
し
て
い
る
時
、
手
元
に
現
金
が
な
い
と
追
加
的
に
金
を
借
り
て
追
証
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
金
利
コ
ス
ト
の
上
昇

を
意
味
す
る
。
追
証
が
生
じ
る
時
は
相
場
全
体
が
下
落
し
て
お
り
、
追
証
に
差
し
出
す
保
有
有
価
証
券
（
株
、
債
券
）
も
評
価
価
格
が

下
が
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
追
証
の
確
保
は
か
な
り
困
難
に
な
る
。
追
証
の
追
加
負
担
に
耐
え
切
れ
ず
、
担
保
の
株
を
処
分
す
る
人
も

出
て
く
る
の
で
、
相
場
は
ま
す
ま
す
下
が
り
、
保
有
有
価
証
券
で
追
証
を
確
保
す
る
の
は
き
つ
く
な
る
。
そ
し
て
金
利
が
上
昇
し
て
い

る
の
で
追
証
の
た
め
の
現
金
確
保
も
困
難
に
な
る
。

追
証
の
発
生
経
過
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
、
具
体
的
に
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
あ
る
銘
柄
を
一
千
万
円
分
、
信
用
買
い
し
三
〇
〇

万
円
を
委
託
証
拠
金
と
し
て
入
れ
て
お
く
。
こ
の
購
入
し
た
株
が
値
下
が
り
し
て
時
価
が
八
〇
〇
万
円
分
に
な
る
と
、
委
託
証
拠
金
か

ら
評
価
損
分
を
引
い
た
金
額
は
百
万
円
で
、
約
定
代
金
の
一
〇
％
と
な
る
。
委
託
証
拠
金
を
借
入
れ
金
一
千
万
円
の
二
〇
％
に
戻
す
た

め
に
投
資
家
は
百
万
円
を
追
加
担
保
と
し
て
証
券
会
社
に
差
し
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
百
万
円
を
ど
の
よ
う
に
し
て
確
保
す
る
の
か
？

金
利
が
上
が
っ
て
い
る
場
合
、
百
万
円
を
追
加
借
り
す
る
コ
ス
ト
が
上
昇
す

る
。
そ
の
他
の
株
式
を
保
有
し
て
い
る
場
合
は
そ
れ
を
追
証
資
金
に
当
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
株
式
自
体
も
株
式
市
場
の

軟
調
を
受
け
て
評
価
価
値
が
下
が
っ
て
お
り
追
証
を
確
保
す
る
の
は
き
つ
く
な
る
。

こ
う
な
る
と
弱
気
に
な
っ
た
人
、
あ
る
い
は
追
証
負
担
が
き
つ
く
な
る
人
は
損
失
覚
悟
で
保
有
株
を
売
却
す
る
可
能
性
が
高
い
。
金

利
が
将
来
上
が
れ
ば
借
入
れ
負
担
は
増
す
し
、
保
有
す
る
株
も
全
般
に
下
が
る
の
で
追
証
確
保
は
難
し
く
、
さ
ら
に
追
証
の
額
が
膨
ら

む
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
証
券
取
引
の
場
合
、
追
証
は
発
生
し
た
日
の
翌
々
日
の
正
午
ま
で
に
差
し
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
追
証
が
発
生
す
る
水

準
に
ま
で
相
場
が
下
が
る
場
合
、
投
資
家
は
追
証
確
保
の
た
め
に
損
失
覚
悟
で
手
持
ち
の
株
を
売
る
こ
と
に
な
る
。
追
証
が
発
生
し
た
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日
の
朝
、
株
価
が
急
落
す
る
こ
と
が
多
い
の
に
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
追
証
が
発
生
し
て
も
ブ
ル
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
維
持
す
る
人
は
い
る
。
追
証
用
の
現
金
、
有
価
証
券
を
豊
富
に
保
有
し
て

い
る
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
強
気
に
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
保
持
す
る
人
は
相
場
が
回
復
し
、
信
用
に
よ
る
購
買
価
格
よ
り
も
市
場
価
格
が

十
分
に
上
回
る
時
ま
で
持
ち
こ
た
え
ら
れ
る
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
常
識
的
に
言
っ
て
そ
の
よ
う
な
人
は
少
数
派
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
信
用
取
引
と
は
少
な
い
資
金
で
多
く
の
株
を
取
引
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
現
金
が
豊
富
な
人
は
一
般
的
に

は
現
物
取
引
で
す
ま
す
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
株
の
信
用
取
引
の
概
略
は
確
認
し
た
。“b

ea
r”

と
は
相
場
が
下
落
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
信
用
取
引
を
行
う
人
の
こ
と
で
あ

り
、“b

u
ll”

は
相
場
の
上
昇
に
賭
け
て
信
用
取
引
を
行
う
人
の
こ
と
で
あ
る
。
両
者
い
ず
れ
も
「
弱
気
」
ど
こ
ろ
か
「
強
気
」
の
人
な

の
で
あ
る
。
自
分
の
相
場
の
読
み
に
自
信
が
あ
る
か
ら
こ
そ
投
機
に
賭
け
る
。

伊
藤
は
証
券
会
社
へ
行
っ
て
、
ブ
ル
・
ベ
ア
型
フ
ァ
ン
ド
と
い
う
金
融
商
品
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
入
手
し
読
ん
で
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
の
フ
ァ
ン
ド
は
相
場
上
昇
期
待
の
場
合
は
ブ
ル
・
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
買
い
、
下
落
期
待
の
場
合
は
ベ
ア
・
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
買

う
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
相
場
の
上
昇
ば
か
り
か
相
場
の
下
落
の
場
合
に
も
利
益
を
出
せ
る
フ
ァ
ン
ド
と
い
う
の
が
そ
の
金
融

商
品
の
う
た
い
文
句
の
は
ず
で
あ
る
。

伊
藤
に
そ
こ
ま
で
足
を
運
ば
せ
る
の
も
気
の
毒
で
あ
る
。
大
学
の
図
書
館
に
あ
る
文
献
を
ひ
も
解
け
ば
す
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

と
り
あ
え
ず“b
u
ll”

、“b
ea
r”

の
金
融
用
語
を
よ
り
簡
単
に
解
説
し
て
い
る
本
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

“b
u
ll” ：

投
機
家
の
こ
と
で
あ
り
、
価
格
が
上
昇
す
る
と
予
想
し
て
株
を
買
う
が
、
買
っ
た
時
点
に
は
株
購
入
代
金
を
支
払
う
つ
も

り
は
な
く
、
将
来
そ
の
株
を
買
い
値
よ
り
も
高
く
売
っ
て
決
済
を
済
ま
せ
利
益
を
出
そ
う
と
す
る
投
機
家
の
こ
と

“b
ea
r” ：

投
機
家
の
こ
と
で
あ
り
、
価
格
が
下
落
す
る
と
予
想
し
て
株
を
売
る
が
、
売
っ
た
時
点
に
は
受
け
渡
す
株
は
保
有
し
て

お
ら
ず
、
将
来
、
そ
の
株
を
売
っ
た
価
格
よ
り
も
安
く
買
い
戻
し
て
利
益
を
出
し
て
決
済
す
る
投
機
家
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こ
の
引
用
はF

.E
.
P
erry

,
T
h
e E

lem
en
ts of B

an
kin

g
(2n

d ed
. )
M
eth

eu
n
,
L
o
n
d
o
n
,
1977,

p
.388

か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
こ
の
本
は
英
国
銀
行
協
会
推
薦
と
な
っ
て
お
り
、
英
国
で
は
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

実
に
簡
単
な
定
義
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
伊
藤
は“b

u
ll”

、“b
ea
r”

に
関
し
て
奇
々
怪
々
な
解
説
を
し
て
し
ま
っ
た
。
も
う
一
度
、
伊

藤
の
該
当
個
所
を
引
い
て
お
こ
う
。

証
券
市
場
に
お
け
る
「
弱
気
筋
（b

ea
r

）」
と
は
将
来
、
利
子
率
が
上
昇
し
債
権
価
格
が
下
落
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
、
債
権
よ

り
も
貨
幣
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。「
強
気
筋
（b

u
ll

）」
と
は
そ
の
逆
で
、
将
来
利
子
率
が
下
落
し
債
権
価
格

が
騰
貴
す
る
と
予
想
し
、
貨
幣
を
借
り
入
れ
て
債
権
を
保
有
す
る
人
々
の
こ
と
を
指
す
（
傍
点
は
引
用
者
が
付
す
）

一
目
で
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
英
国
銀
行
協
会
推
薦
の
解
題
本
と
伊
藤
の
解
題
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
伊
藤
の
間
違

い
で
あ
る
。“b

ea
r”

を
「
弱
気
筋
」
と
訳
す
る
と
、
株
の
下
げ
を
期
待
し
て
投
機
を
組
む
強
気
の
姿
勢
が
訳
出
で
き
な
く
な
る
。
ま
た

“b
ea
r”

の
こ
と
を
、「
利
子
率
が
上
昇
し
債
権
価
格
が
下
落
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
、
債
権
よ
り
も
貨
幣
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
人
々

の
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
し
ま
う
と
、
経
済
学
者
失
格
と
な
る
こ
と
を
自
覚
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
伊
藤
に
経
済
学
博
士
号
を
授
与

し
て
し
ま
っ
た
京
都
大
学
（
大
学
院
）
で
は
ま
さ
か
こ
ん
な
こ
と
ま
で
も
知
ら
ず
に
大
学
院
生
を
指
導
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

余
談
に
な
る
が
伊
藤
の
博
士
号
請
求
論
文
を
読
ん
だ
京
都
大
学
経
済
学
研
究
科
の
教
授
は
い
っ
た
い
誰
な
の
か
、
あ
る
い
は
ど
う
い

う
審
査
結
果
を
出
し
て
い
る
の
か
興
味
津
々
で
あ
る
。

さ
て
本
題
に
戻
る
と
す
る
。“b

ea
r”

は
株
を
空
売
り
し
て
い
る
の
で
株
を
買
い
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
人
の
こ
と
で
あ
る
。「
債

権
よ
り
も
貨
幣
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
」
ど
こ
ろ
か
、
株
（
伊
藤
は
こ
れ
を
「
債
権
」
と
誤
解
）
を
買
い
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
し
て
彼
の
相
場
の
読
み
が
当
た
れ
ば
空
売
り
価
格
と
買
い
戻
し
価
格
の
差
が
プ
ラ
ス
、
読
み
が
外
れ
れ
ば
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
。

“b
ea
r”

の
投
機
家
は
保
有
選
好
が
「
貨
幣
」
か
、「
債
権
」
か
を
問
題
に
す
る
の
で
な
い
。
空
売
り
価
格
と
買
い
戻
し
価
格
の
差
が
プ
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ラ
ス
か
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
か
を
問
題
に
す
る
。

し
か
も
致
命
的
な
こ
と
に
伊
藤
は
株
式
取
引
を
「
債
権
」
の
取
引
と
し
て
い
る
。
株
は
債
権
に
は
な
り
得
な
い
。
株
式
を
発
行
す
る

側
か
ら
す
れ
ば
債
務
で
な
く
、
自
己
資
本
で
あ
る
。
株
式
を
保
有
す
る
側
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
は
「
債
権
」
で
は
な
い
。
会
社
が
発
行

す
る
社
債
（
債
券
）
を
保
有
す
る
人
が
会
社
に
対
す
る
「
債
権
」
者
で
あ
る
。
発
行
企
業
に
と
っ
て
株
が
債
務
で
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
株
を
保
有
す
る
人
は
当
該
会
社
の
債
権
者
に
な
る
は
ず
が
な
い
。
出
資
者
と
な
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
伊
藤
の
場
合
は
株
、
債
券
、

債
権
、
債
務
の
区
別
も
つ
か
な
い
。
こ
れ
で
流
動
性
選
好
を
説
明
す
る
と
い
う
。
伊
藤
も
な
か
な
か
の
兵
で
あ
る
。

伊
藤
の“b

u
ll”

解
題
も
同
様
に
間
違
っ
て
い
る
。
伊
藤
に
よ
る
と“b

u
ll”

と
は
「
将
来
利
子
率
が
下
落
し
債
権
価
格
が
騰
貴
す
る

と
予
想
し
、
貨
幣
を
借
り
入
れ
て
債
権
を
保
有
す
る
人
々
」
だ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
伊
藤
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
株
を
「
債

権
」
と
す
る
初
歩
的
誤
り
は
議
論
以
前
の
話
と
し
て
、“b

u
ll”

は
「
債
権
」
を
保
有
し
た
ま
ま
で
は
利
益
を
出
せ
な
い
こ
と
を
。
信
用

買
い
し
た
ら
反
対
の
売
り
決
済
し
な
け
れ
ば
「
貨
幣
」
を
得
ら
れ
な
い
。“b

u
ll”

は

“b
ea
r”

の
人
と
同
様
に
短
期
に
貨
幣
を
回
収
し

た
い
の
で
あ
っ
て
、「
債
権
」
を
保
有
し
た
い
と

え
て
い
る
わ
け
で
な
い
。

伊
藤
の
解
説
に
反
し
、“b
u
ll”

、“b
ea
r”

は
い
ず
れ
も
初
発
取
引
を
反
対
取
引
で
決
済
し
て
貨
幣
利
殖
す
る
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も

短
期
の
取
引
に
よ
っ
て
、
多
く
の
「
貨
幣
」
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
投
機
家
で
あ
る
。
極
端
に
言
え
ば
、“b

u
ll”

、“b
ea
r”

に
と
っ
て

は
伊
藤
の
言
う
「
債
権
」
の
中
身
は
ど
う
で
も
よ
く
、
貨
幣
利
殖
手
段
と
し
て
非
常
に
便
利
だ
か
ら
株
を
信
用
取
引
す
る
の
で
あ
る
。

株
の
保
有
自
体
は
目
的
で
な
い
。
そ
の
原
理
は
商
品
先
物
取
引
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
取
引
を
す
る
人
は
石
油
、
食
料
を
手
に
し
よ
う

と
は
思
わ
な
い
。
初
発
取
引
を
反
対
取
引
で
完
結
し
て
差
金
の
正
負
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。

伊
藤
が
株
取
引
の
こ
と
を「
債
権
」取
引
と
混
同
し
た
こ
と
を
示
す
格
好
の
証
拠
を
提
示
し
よ
う
。
先
に
引
用
し
た
、“b

u
ll”

、“b
ea
r”

に
関
す
る
伊
藤
記
述
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
直
続
し
て
マ
ー
シ
ャ
ル
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
株
の
信
用
取
引
（“b

u
ll”

、“b
ea
r”

）
が
株
価
に

及
ぼ
す
効
果
を
説
明
し
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
マ
ー
シ
ャ
ル
は
「
債
権
価
格
」
の
こ
と
は
一
言
も
書
い
て
い
な
い
。
株
価
と
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株
信
用
取
引
の
関
係
が
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に“b

u
ll”

、“b
ea
r”

に
つ
い
て
は
伊
藤
も
驚
愕
す
べ
き
こ
と
に
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
伊
藤

と
は
正
反
対
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
先
に
拙
稿
が
解
説
し
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

し
か
し
伊
藤
は
そ
れ
に
気
が
つ
か
な
い
。
ま
っ
た
く
デ
タ
ラ
メ
な
訳
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は“b

u
ll”

、“b
ea
r”

の
本
来
の
意
味

も
つ
か
み
損
ね
て
い
る
し
、
マ
ー
シ
ャ
ル
が
一
体
何
を
言
い
た
い
の
か
何
も
理
解
し
て
い
な
い
。

確
認
す
べ
き
は“b

u
ll”

、“b
ea
r”

い
ず
れ
も
「
強
気
」
の
投
機
家
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
は
株
の
現
物
取
引
で
な
く
信
用
取
引
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
伊
藤
に
は
こ
の
区
別
が
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
。
そ
れ
は
伊
藤
自
身
の
訳
出
（
？
）
に
よ
る
マ
ー
シ
ャ
ル
引
用
を
見

れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
先
ず
、
そ
こ
を
引
い
て
お
く
。

第
三
の
引
用：

市
場
に
お
け
る
価
格
の
変
動
は
、
主
と
し
て
、
市
場
に
お
け
る
強
気
と
弱
気
の
相
対
的
な
強
さ
と
熱
心
さ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
る
。
安
定
的
な
投
資
家
の
手
中
に
あ
る
株
式
は
、
こ
の
芝
居
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
な
い
し
は
ま
っ
た
く
出
番
を
も
た
な
い
。

決
済
日
が
来
た
時
に
、
株
式
を
引
き
渡
す
気
に
な
っ
て
い
る
尻
軽
な
株
式
の
量
が
、
強
気
の
も
の
が
持
ち
越
そ
う
と
す
る
量
に
比

べ
て
少
な
い
な
ら
ば
、
価
格
は
強
含
み
に
な
る
。
逆
の
場
合
は
弱
含
み
に
な
る
（

伊
藤

二
〇
〇
頁
、
特
に
下
線
部
分
が
誤
訳
。

原
文
は

M
a
rsh

a
ll >

p
.258

）。

こ
れ
で
著
者
の
伊
藤
が
い
っ
た
い
何
を
言
い
た
い
の
か
、
読
者
は
正
直
の
と
こ
ろ
、
理
解
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
訳
し
て
い
る
は

ず
の
伊
藤
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
特
に
「
尻
軽
な
株
式
」
と
は
ど
ん
な
種
類
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？

伊
藤
な
ら
で
は
の
訳
で
あ
る

が
、
こ
の
「
尻
軽
」
な
行
為
は
重
大
な
意
味
を
持
つ
（
後
述
）。

実
は
伊
藤
は
も
っ
と
基
本
的
な
こ
と
さ
え
不
明
な
の
で
あ
る
。
こ
の
マ
ー
シ
ャ
ル
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
関
し
、
現
物
株
取
引
の
話
を
し

て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
株
信
用
取
引
の
話
を
し
て
い
る
の
か
区
別
が
つ
か
な
い
の
で
あ

⑵る
。
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⑴

筆
者
は
伊
藤
に
「
債
権
」
は
「
債
券
」
の
誤
植
で
は
な
い
の
か
と
質
し
た
が
、
伊
藤
は
誤
植
で
は
な
い
と
明
言
し
た
。
二
○
○
六
年
六
月
十
七
日
、

九
州
大
学
に
お
け
る
進
化
経
済
学
九
州
部
会
（
第
三
八
回
）
の
こ
と
。
そ
の
場
に
は
九
州
大
学
の
磯
谷
明
徳
助
教
授
、
福
岡
大
学
の
山
崎
芳
裕
教
授
（
伊

藤
の
著
書
へ
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
）、
西
洋
（
九
州
大
学
院
生
）、
他
十
名
程
度
の
研
究
者
が
居
合
わ
せ
て
い
た
。

⑵

こ
の
点
に
関
し
筆
者
は
注
⑴
と
同
じ
場
で
質
し
て
み
た
が
、
も
ち
ろ
ん
伊
藤
は
何
も
返
答
で
き
な
か
っ
た
。

．

マ
ー
シ
ャ
ル
の
誤
訳
を
丸
写
し
し
な
が
ら
自
訳
の
体
裁
を
と
っ
た
若
手
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家

マ
ー
シ
ャ
ル
が
現
物
株
取
引
と
株
信
用
取
引
の
人
の
行
動
の
差
異
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
伊
藤
が
理
解
で
き
な
い
の
に
は
大
き
な
わ

け
が
あ
る
。
実
は
伊
藤
は
学
者
の
道
を
外
れ
る
大
変
な
こ
と
を
し
て
い
る
。
そ
れ
が
ば
れ
な
い
と
い
う
安
易
な
前
提
の
も
と
に
。

こ
れ
に
若
干
、
注
釈
し
て
お
こ
う
。
先
ほ
ど
伊
藤
に
よ
る
マ
ー
シ
ャ
ル
訳
は
デ
タ
ラ
メ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
と
こ
ろ
が
正
確

に
い
え
ば
、
そ
の
非
難
は
必
ず
し
も
的
を
射
て
い
な
い
。
そ
の
心
は
伊
藤
が
マ
ー
シ
ャ
ル
を
原
文
で
読
ん
で
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
自

分
で
は
訳
し
て
い
な
い
点
に
あ
る（
ご
て
い
ね
い
に
も
伊
藤
は
原
文
の
頁
を
記
載
）。
有
体
に
言
え
ば
、
伊
藤
は
マ
ー
シ
ャ
ル
の
原
文
も

参
照
す
る
こ
と
な
く
他
人
の
訳
本
を
引
き
写
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
訳
本
が
ま
っ
た
く
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
。

そ
れ
は
無
理
も
な
い
。
伊
藤
は
訳
本
自
体
の
日
本
語
が
お
か
し
い
こ
と
に
も
気
づ
か
な
い
。

こ
の
点
を
よ
り
直
裁
に
説
明
し
て
み
よ
う
。
伊
藤
は
永
澤
越
郎
に
よ
る
マ
ー
シ
ャ
ル
訳
（『
貨
幣
信
用
貿
易
』
岩
波
ブ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
五
年
二
月
第
二
刷
、
三
五
頁
）
を
典
拠
表
示
す
る
こ
と
な
く
丸
写
し
し
、
あ
た
か
も
自
分
が
訳
し
た
か
の
体
裁
を

と
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
致
命
的
な
こ
と
に
永
澤
の
訳
が
ま
っ
た
く
デ
タ
ラ
メ
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
。
訳
文
だ
け
み
て
訳

文
に
出
て
い
る
原
典
の
頁
だ
け
を
記
載
し
、
訳
文
の
頁
は
記
載
し
な
か
っ
た
。
無
断
引
用
の
見
事
な
出
来
映
え
で
あ
る
。
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．

疑
惑
の
境
目
」、「
迷
い
の
境
界
」
を
さ
ま
よ
え
る
マ
ー
シ
ャ
ル
翻
訳
者
の
登
場

さ
て
こ
の
よ
う
な
行
為
に
関
し
自
分
に
も
思
い
当
た
る
節
の
あ
る
読
者
に
は
心
臓
の
凍
る
話
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
伊
藤
が

誤
訳
に
何
も
気
づ
か
ず
無
自
覚
に
丸
写
し
し
た
永
澤
の
訳
文
を
ま
と
も
な
日
本
文
に
改
訳
し
て
お
く
（
原
文
も
掲
載
）。

海
の
近
く
の
河
口
の
瀬
に
あ
る
石
を
め
く
る
と
ミ
ミ
ズ
、
ゴ
カ
イ
が
張
り
付
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ギ
ラ
ギ
ラ
輝
く
太
陽
の
き
つ
い

光
に
曝
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
安
泰
で
あ
る
。し
か
し
石
が
め
く
ら
れ
灼
熱
を
食
ら
う
と
ゴ
カ
イ
は
ど
う
な
る
。こ
の
よ
う
な
た
と
え
に
ピ
ッ

タ
リ
あ
て
は
ま
る
の
が
永
澤
の
訳
文
で
あ
る
。

こ
こ
で
永
澤
に
は
卒
爾
な
が
ら
、
実
に
あ
り
が
た
い
ニ
ッ
ク
・
ネ
ー
ム
を
贈
呈
し
た
い
。「
疑
惑
の
境
目
」
の
人
と
い
う
別
称
で
あ

る
。
あ
る
い
は
そ
れ
が
迷
惑
と
い
う
の
な
ら
ば
、「
迷
い
の
境
界
」
の
人
と
し
て
も
よ
い
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
伊
藤
は
こ
の
「
疑
惑
の

境
目
」、「
迷
い
の
境
界
」
の
人
の
訳
を
、「
疑
惑
」
も
「
迷
い
」
も
な
く
、
一
知
半
解
に
丸
写
し
、
し
か
も
あ
た
か
も
自
身
で
訳
出
し
た

か
の
体
裁
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
（
前
節
の
「
第
三
の
引
用
」
の
箇
所
）。

と
な
る
と
「
疑
惑
の
目
」
は
伊
藤
自
身
の
行
為
に
も
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
行
為
の
意
味
を
探
る
楽
し
み
は
後
回
し
と

し
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
永
澤
訳
に
飛
び
出
す
「
疑
惑
の
境
目
」、「
迷
い
の
境
界
」
の
心
を
説
明
し
よ
う
。
そ
の
前
提
と
し
て
マ
ー

シ
ャ
ル
の
該
当
個
所
に
関
し
て
筆
者
は
意
味
の
通
る
訳
を
提
示
し
て
お
く
（
原
文
も
添
付
）。

市
場
に
お
け
る
株
価
の
変
動
は
、
主
に
株
価
の
上
昇
に
賭
け
る
投
機
家
（
ブ
ル
）
と
株
価
の
下
落
に
賭
け
る
投
機
家
（
ベ
ア
）
の

投
機
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
力
関
係
と
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
取
組
み
の
姿
勢
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
株
の
現
金
取
引
を
行
う
堅
実
な
投

資
家
の
手
中
に
あ
る
株
式
は
株
式
市
場
の
舞
台
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
即
座
に
は
効
果
は
及
ぼ
さ
な
い
。
株
の
信
用

取
引
の
決
済
日
が
来
た
時
に
、
株
の
上
昇
に
賭
け
る
ブ
ル
の
中
で
、
受
け
渡
し
さ
れ
放
出
さ
れ
る
株
の
額
の
方
が
、
次
の
決
済
日

に
ま
で
持
ち
抱
え
ら
れ
る
株
の
額
よ
り
も
少
な
い
場
合
、
株
価
は
強
含
み
に
な
る
。
逆
の
場
合
は
弱
含
み
に
な
る（

flu
ctu

a
tio
n
s
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a
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a
ll >

p
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前
節
に
紹
介
し
た
永
澤
訳
（
伊
藤
が
丸
写
し
し
た
箇
所
）
と
こ
の
節
に
あ
る
小
生
の
拙
訳
を
比
べ
て
み
て
読
者
は
ど
う
思
う
だ
ろ
う
。

我
田
引
水
で
は
な
い
が
、
拙
訳
の
方
が
は
る
か
に
理
解
し
や
す
い
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
尻
軽
な
株
式
」
は
訳
出
さ
れ
な
い
。

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
拙
訳
の
提
示
以
前
に
永
澤
の
訳（
伊
藤
が
丸
写
し
し
た
箇
所
）の
杜
撰
さ
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
が
、
実
は
マ
ー

シ
ャ
ル
は
直
続
す
る
文
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
金
利
引
上
げ
が
株
の
信
用
取
引
を
媒
介
に
し
て
ど
の
よ
う
に
株
価
全
般
に

決
定
的
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
永
澤
は
こ
こ
で
も
と
ん
で
も
な
い
訳
し
か
で
き
な
い
。
そ
こ
で
出
て
く
る
の
が
先
に
紹
介
し
て
お
い
た
、
世
に
も
不
思
議

な
珍
訳
の
「
疑
惑
の
境
目
」（o
n th

e m
a
rg
in o

f d
o
u
b
t

）
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
他
の
個
所
で
は
同
じ
原
文
が
「
迷

い
の
境
界
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
永
澤
の
英
語
読
解
力
に
関
し
、「
疑
惑
の
境
目
」、「
迷
い
の
境
界
」
の
嫌
疑
が
ま
す
ま
す
膨

ら
ん
で
く
る
。
読
者
の
な
か
に
は
、
以
前
、
筆
者
が
紹
介
し
た
「
イ
チ
ジ
ク
の
葉
」
誤
訳
事
件
の
こ
と
を
思
い
出
す
人
も
い
る
だ
ろ
う

（

米
倉
２
０
０
５

一
〇
三
｜
四
頁
）。
今
回
は
イ
チ
ジ
ク
の
葉
が
迷
い
迷
っ
て
「
迷
い
の
境
界
」
に
飛
び
込
ん
で
い
る
。

お
そ
ら
く
伊
藤
は
永
澤
訳
の
マ
ー
シ
ャ
ル
を
読
ん
で
も
何
の
こ
と
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
も
し
理
解
で
き
て
い
る
と
す
れ

ば
自
身
が
典
拠
な
く
丸
写
し
し
た
永
澤
訳
の
部
分
で
ブ
ル
、
ベ
ア
の
内
容
に
理
解
が
及
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
株
式
取
引
と
景
気
変

動
の
関
係
が
何
も
分
か
ら
な
い
。
ブ
ル
ブ
ル
し
て
自
身
の
理
解
力
が
ベ
ア
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
は
訳
出
さ
れ
た
個
所
に

引
き
続
く
部
分
で
次
の
様
に
解
説
し
て
い
る
。
正
確
を
期
す
た
め
に
そ
こ
を
全
文
訳
出
し
て
み
る
。
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ブ
ル
と
ベ
ア
の
な
か
に
は
、
決
算
日
に
精
算
す
る
か
、
そ
れ
と
も
次
の
決
算
日
に
ま
で
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
持
ち
抱
え
る
か
ど
う
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
金
不
足
が
懸
念
さ
れ
る
者
が
必
ず
出
て
く
る
。
そ
し
て
、
ブ
ル
、
ベ
ア
の
い
ず
れ
も
金
利
（
手
形
割
引
率
）

に
注
視
す
る
。
も
し
、
証
券
担
保
貸
出
金
の
余
裕
が
狭
ま
れ
ば
、
そ
し
て
決
算
持
越
を
す
る
際
の
金
利
が
上
昇
気
味
に
な
る
と
、

ブ
ル
の
中
に
も
金
利
上
昇
を
回
避
す
べ
く
、
清
算
す
る
者
も
出
て
く
る
。
そ
れ
で
初
発
の
買
い
値
に
比
べ
清
算
時
の
売
り
価
格
が

低
い
場
合
に
は
差
金
を
支
払
い
、
価
格
が
高
い
場
合
は
差
金
を
受
け
取
る
。
そ
し
て
証
券
担
保
貸
出
の
需
要
は
止
む
だ
ろ
う
。

一
方
、
ベ
ア
の
な
か
に
は
こ
の
傾
向
を
予
想
し
、
株
価
は
彼
ら
に
有
利
に
下
落
し
続
け
る
と
い
う
期
待
を
募
ら
せ
、
決
算
日
に

清
算
す
る
か
わ
り
に
次
の
決
算
日
ま
で
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
持
ち
抱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
売
り
を
維
持
し
続
け
た
が
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
動
き
自
体
は
小
さ
な
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ゆ
る
い
雪
に
覆
わ
れ
た
急
な
丘
の
斜
面
を
石
こ
ろ
が
転
ぶ
よ
う
な
効

果
を
引
き
起
こ
し
勝
ち
に
な
る（
わ
ず
か
の
空
売
り
が
引
き
金
と
な
っ
て
株
価
の
全
面
安
を
引
き
起
こ
す
こ
と
｜
訳
者
解
題
）。
石

こ
ろ
に
少
々
、
雪
が
つ
き
、
雪
だ
る
ま
と
な
っ
て
さ
ら
に
雪
が
つ
く
。
そ
し
て
最
後
に
は
こ
れ
が
異
常
な
状
況
に
お
か
れ
る
と
雪

崩
に
な
る
よ
う
に
、
株
価
が
急
落
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
以
前
に
証
拠
金
不
足
の
恐
れ
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
さ
細
な
こ
と

に
も
反
応
し
が
ち
に
な
っ
て
い
る
、
ブ
ル
の
中
の
わ
ず
か
の
数
の
人
々
が
清
算
を
選
択
し
て
生
じ
る
株
価
の
些
細
な
下
落
も
、
そ

の
他
の
人
々
の
判
断
に
作
用
し
株
価
の
下
落
は
増
幅
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
も
し
、
よ
り
に
よ
っ
て
市
場
が
神
経
過
敏
に
な

り
狼
狽
し
た
状
況
に
な
っ
た
場
合
、
金
利
（
手
形
割
引
率
）
が
わ
ず
か
に
上
が
る
と
い
う
だ
け
で
雪
崩
の
よ
う
な
株
価
の
急
落
、

あ
る
い
は
パ
ニ
ッ
ク
を
引
起
こ
す
原
因
に
な
る
の
で
あ
る
（

M
a
rsh

a
ll >

p
p
.258 -9

）

さ
て
同
じ
個
所
を
永
澤
は
ど
う
訳
出
し
て
い
る
の
か
確
認
し
て
み
よ
う
。
い
よ
い
よ
「
迷
い
の
境
界
」
と
「
疑
惑
の
境
目
」
の
登
場

で
あ
る
。
筆
者
の
解
説
と
あ
わ
せ
て
読
む
と
読
者
は
抱
腹
絶
倒
す
る
は
ず
で
あ
る
（
下
線
部
分
が
特
に
ひ
ど
い
誤
り
。
他
の
部
分
も
日

本
語
と
し
て
不
明
。
原
文
は
省
略
）。
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強
気
の
も
の
と
弱
気
の
も
の
の
う
ち
若
干
の
も
の
は
、
継
続
す
る
か
否
か
迷
い
の
境
界
に
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

れ
ら
の
人
々
は
と
も
に
割
引
率
に
注
目
す
る
で
あ
ろ
う
。
ロ
ン
バ
ー
ド
街
貸
付
資
金
の
自
由
な
余
剰
が
少
く
、
持
越
し
費
用
が
高

率
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
少
数
の
強
気
の
も
の
が
手
じ
ま
い
を
し
て
、
高
い
率
を
避
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
買
っ
た
時

よ
り
も
価
格
が
低
い
か
高
い
か
に
応
じ
て
、
差
額
を
支
払
う
か
受
け
取
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
の
需
要
は
終
了
す
る
で
あ
ろ

う
。
他
方
に
お
い
て
、
少
数
の
弱
気
の
も
の
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
予
測
し
て
、
価
格
は
彼
ら
に
有
利
に
動
く
と
い
う
希
望
を
強

め
、
彼
ら
の
売
り
を
現
在
の
決
済
日
だ
け
に
と
ど
め
ず
、
次
期
の
決
済
日
に
も
つ
づ
け
る
気
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
締
ま

り
の
な
い
雪
で
覆
わ
れ
た
急
な
斜
面
を
落
下
す
る
石
の
よ
う
に
作
用
し
勝
ち
で
あ
る
。
石
に
は
少
量
の
雪
が
付
着
し
、
雪
塊
は
さ

ら
に
雪
を
集
め
て
、
最
後
に
は
大
き
な
動
き
に
な
り
、
例
外
的
な
条
件
の
下
で
は
雪
崩
に
な
る
。
同
様
に
し
て
、
疑
惑
の
境
目
に

あ
っ
て
、
小
さ
な
原
因
に
よ
っ
て
も
影
響
を
与
え
て
拡
大
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
市
場
が
神
経
質
で
、
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
状
態
に
た

ま
た
ま
あ
る
と
す
る
と
、
割
引
率
の
小
幅
の
上
昇
の
よ
う
な
小
さ
な
原
因
で
も
、
株
式
取
引
所
に
雪
崩
を
、
す
な
わ
ち
恐
慌
を
引

き
起
こ
す
き
っ
か
け
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
（
永
澤
訳
、
三
五
頁
）

下
線
部
分
は
完
全
な
誤
訳
で
あ
る
。
他
の
個
所
も
マ
ー
シ
ャ
ル
が
何
を
書
い
て
い
る
の
か
、
永
澤
が
さ
っ
ぱ
り
理
解
し
て
い
な
い
こ

と
は
拙
訳
と
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
下
線
部
分
の
中
で
も
究
め
つ
け
は
「
疑
惑
の
境
目
」（o

n
 
th
e

 
m
a
rg
in o

f d
o
u
b
t,
p
.259

）
で
あ
る
。
こ
の
同
じ
原
文
（o

n th
e m

a
rg
in o

f d
o
u
b
t

）
が
同
一
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
（p

. 258

）
に
記
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
何
と
「
迷
い
の
境
界
」
と
な
っ
て
い
る
。

原
文
の
同
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
（p

p
. 258-9

）
に
あ
る“o

n th
e m

a
rg
in o

f d
o
u
b
t”

が
最
初
は
「
迷
い
の
境
界
」、
次
は
「
疑
惑
の
境

目
」
と
い
ず
れ
も
誤
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
な
っ
た
理
由
は
簡
単
に
突
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
証
拠
金
（m

a
rg
in

）
の
意
味
が
分

か
っ
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
株
の
信
用
取
引
の
基
本
も
知
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
永
澤
に“b

ea
rs”

、“b
u
lls”

の
意
味
の
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理
解
を
求
め
る
の
も
酷
な
話
で
あ
る
。

株
の
信
用
取
引
を
理
解
し
な
い
永
澤
へ
の
学
問
上
の
追
証
請
求

か
く
し
て
永
澤
は
学
問
上
、
追
証
（m

a
rg
in ca

ll

）
を
か
け
ら
れ
る
羽
目
に
な
る
。
ま
さ
に
そ
の
学
問
的
資
質
が
「
疑
惑
の
境
目
」

に
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
清
算
を
強
制
さ
れ
る
場
合
、
一
体
、
学
問
上
の
証
拠
金
不
足
を
埋
め
合
わ
せ
で
き
る
学
問
上
の
資
産
が
あ
る

の
か
も
「
疑
惑
の
境
目
」
に
あ
る
よ
う
だ
。

ま
ず
翻
訳
者
の
基
本
の
道
を
外
れ
て
い
る
。
同
じ
言
葉
（o

n th
e m

a
rg
in o

f d
o
u
b
t

）
が
同
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
ま
っ
た
く
違
う
日

本
語
に
化
け
て
い
る
。
し
か
も
い
ず
れ
の
場
合
も
原
文
の
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
。

こ
こ
で
筆
者
は
ど
う
し
て
も
永
澤
の
深
層
心
理
を
覗
い
て
み
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
て
し
ま
う
。
永
澤
は
自
分
で
も
マ
ー
シ
ャ
ル
が
何

を
書
い
て
い
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
わ
か
っ
て
い
る
と
思
う
と
そ
れ
は
精
神
病
理
学
の
領
域
の
こ
と
に
な

ろ
う
。
読
ん
で
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
学
者
の
虚
栄
心
、

上
心
が
決
し
て
許
さ
な
い
。
マ
ー
シ
ャ
ル
研
究
家
の
体
面
は

保
ち
た
い
。
だ
か
ら
同
じ
言
葉
に
二
つ
の
ま
っ
た
く
異
な
る
訳
を
付
し
て
お
く
。
ど
っ
ち
か
一
つ
正
し
け
れ
ば
保
険
を
か
け
た
こ
と
に

な
る
。
ま
さ
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
的
気
分
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
悲
し
い
こ
と
に
両
方
と
も
外
れ
て
い
る
。

永
澤
は
自
分
の
訳
出
の
能
力
が
「
迷
い
の
境
界
」、
あ
る
い
は
「
疑
惑
の
境
目
」
に
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
自
覚
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ

う
す
れ
ば
自
ず
と
解
決
策
は
見
え
て
く
る
。“m

a
rg
in
”

、“o
f d
o
u
b
t”

を
辞
書
で
別
々
に
引
け
ば
す
む
こ
と
で
あ
る
。

不
可
思
議
な
こ
と
に
永
澤
は
件
の
翻
訳
本
の
第
一
分
冊
（
一
二
六
頁
）
で
は“m

a
rg
in
”

を
「
証
拠
金
」
と
し
て
訳
出
し
て
い
る
。

し
か
も
そ
こ
は
「
第
４
章

株
式
取
引
所
」
の
章
な
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
第
一
分
冊
、
第
二
分
冊
を
同
一
人
物
が
訳
し
て
い
た
の
か

ど
う
か
さ
え
も
「
疑
惑
の
境
目
」
の
「
迷
い
の
境
界
」
に
さ
し
か
か
る
こ
と
と
な
る
。

永
澤
と
は
不
思
議
な
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
ヶ
所
に
同
一
人
物
が
同
時
に
出
現
す
る
現
象
で
あ
る
。
ま
さ
に
幽
体
離

日本のケインズ学への晩鐘〔続〕

47



脱
、
あ
る
い
は
離
魂
体
（D

o
p
p
elg
a
en
g
er

）
を
彷
彿
さ
せ
ら
れ
る
。
同
一
著
書
の
第
一
、
第
二
分
冊
で
同
じ“m

a
rg
in
”

が
出
て
い

る
の
に
日
本
語
の
意
味
が
ま
っ
た
く
違
う
。
し
か
も
第
二
分
冊
自
体
の
同
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
も
ま
っ
た
く
異
な
る
日
本
語
に
訳
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
で
は
永
澤
の
ど
ち
ら
が
本
物
で
ど
ち
ら
が
影
法
師
で
あ
る
か
不
明
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
「
疑
惑
の
境
目
」
の
役
者

の
本
領
発
揮
だ
ろ
う
。

こ
と
も
あ
ろ
う
に
伊
藤
は
こ
の
よ
う
な
永
澤
の
デ
タ
ラ
メ
な
訳
に
全
面
依
拠
し（
典
拠
を
示
さ
ず
丸
写
し
）、
自
分
自
身
が
訳
出
し
た

か
の
よ
う
な
体
裁
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
。
大
変
な
こ
と
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
永
澤
が
悪
い
の
か
、
そ
れ
と
も
伊
藤
の
自
己
責
任
な
の

か
？

ま
と
も
な
学
者
な
ら
問
う
ま
で
も
な
い
。
筆
者
の
い
わ
ゆ
る
、「
イ
チ
ジ
ク
の
葉
」物
語
は
旧
訳
聖
書
レ
ベ
ル
ど
こ
ろ
か
新
訳
聖

書
レ
ベ
ル
で
も
登
場
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
だ
（

米
倉
２
０
０
５

一
〇
三
｜
四
頁
）。

さ
ら
に
面
白
い
事
実
を
指
摘
す
る
。
永
澤
は
自
訳
を
読
み
直
し
て
も
何
も
間
違
い
に
気
づ
か
な
い
の
で
あ
る
。
永
澤
の
訳
本
は
一
九

八
五
年
六
月
が
第
一
刷
、
一
九
九
五
年
二
月
が
第
二
刷
で
あ
る
。
そ
の
訳
本
の
第
一
、
第
二
分
冊
の
双
方
に
正
誤
表
を
付
し
、
実
に
二

十
二
個
所
が
訂
正
個
所
と
な
っ
て
い
る
が
、
今
回
の
拙
稿
で
指
摘
し
た
誤
訳
は
正
誤
表
に
は
全
く
登
場
し
て
い
な
い

こ
こ
で
ハ
ッ
キ
リ
し
た
こ
と
。
永
澤
は
自
分
の
記
述
を
わ
か
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
読
者
が
わ
か
る
は
ず
が
な
い
。
そ
の
訳
書
は
十

年
の
間
に
二
刷
り
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
日
本
は
と
ん
だ
マ
ー
シ
ャ
ル
研
究
家
を
輩
出
し
た
も
の
だ
。
そ
れ
を
鮮
明
に
証
明
す
べ
く
今

回
の
拙
稿
の
付
録
に
は
永
澤
訳
の
ひ
ど
さ
を
一
覧
紹
介
し
て
お
く
。

こ
れ
ま
で
の
紹
介
に
お
い
て
伊
藤
は
充
分
に
蕩

の
感
を
賞
味
し
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
あ
た
り
で
黙
示
録
の
垂
訓
を
終
え
て
鋒

鋩
を
お
さ
め
る
時
と
し
た
い
。
と
は
い
え
伊
藤
を
指
導
し
た
と
思
わ
れ
る
京
都
に
潜
む
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
の
こ
と
を
思
う
と
、
騎
虎

の
勢
い
に
ま
か
せ
ど
う
し
て
も
寝
刃
を
合
わ
せ
た
く
な
る
。
永
澤
以
外
の
「
疑
惑
の
境
目
」
に
蠢
く
多
く
の
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
の
笠

の
台
が
吹
っ
飛
ぶ
話
は
ま
だ
ま
だ
続
く
。
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．

日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
へ
の
ケ
イ
ン
ズ
・
セ
ミ
ナ
ー
初
級
入
門
コ
ー
ス
へ
の
誘
い

｜
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
へ
の
「
終
油
の
秘
蹟
」

落
語
に
は
「
地
獄
八
景
亡
者
戯
」
の
話
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
学
者
の
世
界
に
も
「
疑
惑
の
境
目
」、「
迷
い
の
境
界
」
が
あ
る
こ
と

は
前
節
で
確
認
し
て
お
い
た
。
既
成
の
権
威
の
壁
を
破
壊
す
る
と
城
内
に
は
と
ん
で
も
な
い
も
の
が
出
現
す
る
。
そ
こ
に
は
お
も
ち
ゃ

箱
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
世
界
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
次
の
よ
う
な
小
項
目
で
明
ら
か
に
し
て
み
る
。

①

戦
後
通
貨
構
想
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
軌
跡
を
語
れ
な
い
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者

②

公
定
歩
合
、
資
本
移
動
の
タ
ー
ム
も
知
ら
な
い
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者

③

ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
を
知
ら
ず
に
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
を
回
顧
す
る
米
国
の
学
者

①

戦
後
通
貨
構
想
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
軌
跡
を
語
れ
な
い
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者

終
油
の
秘
蹟
」
は
ケ
イ
ン
ズ
の
悪
い
冗
談
話
で
あ
っ
た
（
拙
著
、
九
九
｜
一
〇
〇
頁
）。
こ
れ
を
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
応
用
し

て
み
よ
う
と
い
う
の
が
こ
の
節
の
課
題
で
あ
る
。

伊
東
光
晴
編

（
１
９
９
３
年
）
の
第
Ⅳ
部
の
「
１

国
際
通
貨
制
度
と
ケ
イ
ン
ズ
」
の
と
こ
ろ
は
浅
野
栄
一
の
担
当
で
あ
る
が
実

に
杜
撰
な
解
題
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
案
と
ケ
イ
ン
ズ
案
の
対
立
の
教
科
書
的
紹
介
は
あ
っ
て
も
一
九
四
四
年
七
月
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
作
成
、

特
に
第
８
条
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
英
米
で
激
し
い
議
論
が
交
さ
れ
た
こ
と
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い（
同
、
四
〇
四
頁
）。
ケ
イ
ン
ズ
・

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
に
も
ふ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
が
「
国
際
通
貨
制
度
と
ケ
イ
ン
ズ
」
の
解
説
の
内
実
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
浅
野
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
資
金
供
給
能
力
が
低
い
こ
と
、
特
に
戦
後
直
後
の
ド
ル
不
足
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
識
で
き
て
い
る
。

し
か
し
ド
ル
不
足
は
生
じ
な
い
と
楽
観
的
予
想
を
し
て
い
た
の
は
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
っ
た
こ
と
は
紹
介
し
て
い
な
い
（
同
、
三
一
〇
頁
）。
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経
済
史
の
大
家
で
あ
る
ポ
ラ
ー
ド
は
戦
後
の
ド
ル
不
足
は
短
命
に
終
わ
る
と
主
張
し
た
の
は
ほ
と
ん
ど
ケ
イ
ン
ズ
だ
け
だ
っ
た
と
冷
や

か
し
て
い
る
こ
と
を
浅
野
に
教
え
て
お
こ
う
。

さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
浅
野
は
Ｓ
Ｄ
Ｒ
の
創
出
を
も
っ
て
「
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
は
、
は
じ
め
ケ
イ
ン
ズ
に
背
を
向
け
て
歩
み
だ
し
た

が
、
崩
壊
の
危
機
に
直
面
し
て
、
今
や
ケ
イ
ン
ズ
に
向
か
っ
て
歩
み
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
」（
同
、
三
一
三
頁
）と

解
題
し
て
し
ま
っ
た
。
た
し
か
に
Ｓ
Ｄ
Ｒ
は
ケ
イ
ン
ズ
案
に
通
じ
る
面
も
あ
る
が
、
こ
れ
が
現
在
の
国
際
通
貨
体
制
に
お
い
て
ほ
と
ん

ど
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
は
常
識
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
現
状
を
英
国
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
が
知
っ
た
ら
ど
う
す
る
だ
ろ
う
。
す
ぐ
後
に
紹
介
す
る
と
お
り
、
プ
レ
ス
ネ
ル
は
ブ
レ
ト

ン
ウ
ッ
ズ
回
顧
五
十
周
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
米
国
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
の
無
知
ぶ
り
を
鋭
く
解
説
し
て
い
た
。
英
国
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン

は
米
国
の
そ
れ
を
「
俗
流
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
」
と
呼
ん
で
い
る
そ
う
で
あ
る
。
す
る
と
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
水
準
の
低
い
日
本
の
ケ

イ
ン
ズ
研
究
家
の
こ
と
を
「
超
俗
流
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
」
と
定
義
し
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
（
同
、
三
一
五
頁
）。

一
衣
帯
水
と
い
う
べ
き
な
の
か
、
ひ
ど
い
解
説
を
す
る
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
日
本
の
東
に
と
ど
ま
ら
ず
西
に
も
蔓
延
し
て
い
る
。
そ
れ

は
京
都
の
学
派
の
例
に
も
端
的
に
示
さ
れ
た
。
東
京
大
学
、
一
橋
大
学
の
学
派
の
研
究
も
劣
る
と
も
勝
ら
な
い
。
す
で
に
Ⅱ
節
で
指
摘

の
と
お
り
、
菱
山
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
前
後
の
ケ
イ
ン
ズ
の
行
動
を
知
ら
な
い
。
建
前
上
、
菱
山
は
、「
母
国
な
ら
び
に
世
界
に
捧
げ
ら

れ
た
公
共
的
な
仕
事
｜
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
協
定
、
ケ
イ
ン
ズ
・
プ
ラ
ン
、
対
米
借
款
の
問
題
な
ど
｜
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
よ
う
な
経
済

学
者
の
晩
年
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
」（

菱
山

二
一
三
頁
）
と
主
張
す
る
が
、
何
も
知
ら
な
い
ま
ま
に
居
丈
高
な
解
説
を
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。

菱
山
に
よ
る
と
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
経
済
理
論
は
「
思

の
お
も
ち
ゃ
」
で
な
く
、「
実
際
的
な
仕
事
に
対
す
る
理
論
的
機
関
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、「
ケ
イ
ン
ズ
に
こ
そ
ぴ
っ
た
り
と
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
」

菱
山

二
一
四
頁
）。
な

ぜ
な
ら
、
ケ
イ
ン
ズ
こ
そ
、「
ひ
と
な
み
以
上
の
現
実
感
覚
を
も
ち
、
す
る
ど
い
嗅
覚
を
は
た
ら
か
せ
て
現
実
の
経
済
問
題
に
膚
接
し
よ
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う
と
し
た
」（
同
右
）
か
ら
だ
そ
う
だ
。
菱
山
は
「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
協
定
、
ケ
イ
ン
ズ
・
プ
ラ
ン
、
対
米
借
款
の
問
題
な
ど
｜
は
、

ケ
イ
ン
ズ
の
よ
う
な
経
済
学
者
の
晩
年
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
」（
同
、
二
一
四
頁
）と
書
い
て
い
る
。
晩
節
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
連

続
的
失
態
を
知
っ
て
お
れ
ば
と
て
も
書
け
な
い
話
で
あ
る
。
ま
さ
か
ケ
イ
ン
ズ
が
失
態
を
犯
し
た
こ
と
を
承
知
の
上
で
、「
晩
年
を
飾
る

に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
こ
そ
ケ
イ
ン
ズ
に
対
す
る
非
情
極
ま
り
な
い
仕
打
ち
だ
ろ
う
。

菱
山
は
自
身
の
言
葉
に
戦
慄
す
べ
き
で
あ
る
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
者
の
経
済
理
論
は
「
思

の
お
も
ち
ゃ
」
で
な
く
、「
実
際
的
な
仕

事
に
対
す
る
理
論
的
機
関
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
喝
破
し
た
自
身
の
ケ
イ
ン
ズ
解
題
こ
そ
が
、
ケ
イ
ン
ズ
自
身
の
晩
節
の
苦
悩
を

共
有
、
解
題
で
き
な
い
、「
思

の
お
も
ち
ゃ
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
杜
撰
な
ケ
イ
ン
ズ
解
題
に
終
止
し
て
い
る
菱
山
。
し
か
し
、
こ
れ
を
「
学
問
的
継
承
」
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
美
し
き

師
弟
愛
を
発
揮
し
て
い
る
の
が
根
井
雅
弘
で
あ
り
、
菱
山
の
著
書
を
提
灯
書
評
し
て
や
ま
な
い
。
根
井
は
菱
山
の
件
の
書
を
評
し
て
、

「
全
体
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
菱
山
教
授
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
論
理
の
展
開
で
あ
る
。
と
き
に
は
、
鋭
利
な
刃
物
を
思
わ
せ
る
こ
と

も
あ
る
」（
同
、
二
七
八
頁
）
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
筆
者
も
「
鋭
利
な
刃
物
」
で
根
井
の
問
題
点
を
切
開
し
て
み
よ
う
。

②

公
定
歩
合
、
資
本
移
動
の
タ
ー
ム
も
知
ら
な
い
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者

菱
山
を
師
と
仰
ぐ
は
ず
の
根
井
の
ケ
イ
ン
ズ
理
解
も
非
常
に
お
ぼ
つ
か
な
い
。
刊
行
年
度
別
に
根
井
の
著
作
を
眺
望
し
、
そ
の
お
ぼ

つ
か
な
さ
を
読
者
へ
し
っ
か
り
と
提
示
し
て
お
く
。
菱
山
の
あ
や
ふ
や
な
理
解
が
根
井
に
拡
大
再
生
産
さ
れ
て
い
る
経
緯
を
読
者
に
知

ら
し
め
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
も
一
衣
帯
水
と
い
う
べ
き
か
？

根
井
は
一
九
八
九
年
の
著
作
（『
ケ
イ
ン
ズ
か
ら
現
代
へ

｜
20
世
紀
経
済
学
の
系
譜
』
日
本
評
論
社
）
に
お
い
て
、「
我
々
は
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
ケ
イ
ン
ズ
思
想
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
」、「
ケ
イ
ン
ズ
を
正
し
く
理
解
し
さ
え
し
て
い
れ
ば
、
彼
に
対

す
る
的
外
れ
の
批
判
は
避
け
得
た
は
ず
で
あ
る
」（

根
井
１
９
８
９

二
三
六
頁
）。
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さ
て
こ
こ
ま
で
大
見
得
を
切
っ
た
根
井
。
さ
ぞ
か
し
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ケ
イ
ン
ズ
思
想
」
に
造
詣
が
深
い
は
ず
だ
。
な
る
ほ
ど
根
井

は
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
論
争
を
紹
介
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
ケ
イ
ン
ズ
と

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
手
紙
の
や
り
と
り
を
読
み
な
が
ら
、
両
者
が
お
互
い
に
相
手
の
良
さ
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
の
を
残
念
に
思
っ
た
こ

と
が
あ
る
」、「
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
の
関
係
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
興
味
の
あ
る
研
究
テ
ー
マ
と
な
り
う
る
と
思
う
」（
同
、
88

頁
）
と
い
う
。

し
か
し
根
井
が
念
頭
に
お
く
二
人
の
論
争
と
は
一
九
三
○
年
代
の
も
の
で
あ
り
、
一
九
四
○
年
代
の
論
争
の
話
で
な
い
。「
ケ
イ
ン
ズ

と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
の
関
係
」
は
「
そ
れ
だ
け
で
も
興
味
の
あ
る
研
究
テ
ー
マ
と
な
り
う
る
と
思
う
」
と
語
っ
た
の
は
根
井
自
身
だ
っ

た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
一
九
四
○
年
代
の
論
争
も
「
興
味
あ
る
研
究
テ
ー
マ
」
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
案
の
定
、
そ
れ
に
は
全
く

言
及
し
な
い
。
根
井
は
戦
後
通
貨
構
想
形
成
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
役
割
を
知
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
教
科
書
的
解
説
レ
ベ
ル
の
知
識
は

持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
研
究
者
と
し
て
の
レ
ベ
ル
の
そ
れ
は
見
出
せ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
浅
い
理
解
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
根
井
が
、
同
書
の「
補
章

ケ
イ
ン
ズ
批
判
に
誤
り
は
な
か
っ
た
か
」（
同
、
二

三
四
頁
）
で
大
上
段
に
構
え
て
く
れ
る
。
当
然
そ
の
中
身
も
噴
飯
も
の
で
あ
る
。

ケ
イ
ン
ズ
の
思
想
を
財
政
主
義
と
し
て
捉
え
て
い
る
研
究
者
も
す
く
な
く
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
解
釈
は
ケ
イ
ン
ズ
原
点
の

思
想
を
歪
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ケ
イ
ン
ズ
は
終
生
、
貨
幣
管
理
の
問
題
と
情
熱
的
に
取
り
組
ん
だ
人
で
あ
り
、

そ
れ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
政
策
の
内
容
に
つ
い
て
誤
っ
た
固
定
観
念
を
持
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
同
、
二
三
四

頁
）

こ
れ
か
ら
す
る
か
ぎ
り
、
根
井
は
巷
の
ケ
イ
ン
ズ
批
判
者
を
論
駁
す
る
の
に
十
分
ケ
イ
ン
ズ
関
連
の
文
献
を
読
み
込
ん
で
い
る
は
ず

で
あ
る
。
根
井
は
「
ケ
イ
ン
ズ
は
終
生
、
貨
幣
管
理
の
問
題
と
情
熱
的
に
取
り
組
ん
だ
人
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
ケ
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イ
ン
ズ
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
い
か
に
誤
解
し
、
そ
の
後
始
末
に
汲
々
と
し
た
の
か
、
こ
れ
が
根
井
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
協
定
こ
そ
、「
貨
幣
管
理
の
問
題
」の
最
た
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
根
井
は
そ
こ
に
関
連
す
る
問
題
は
言
及
で
き
な
い
。
そ
れ
こ

そ
、「
そ
れ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
政
策
の
内
容
に
つ
い
て
誤
っ
た
固
定
観
念
を
持
っ
て
し
ま
う
」
は
ず
な
の
に
。

こ
こ
に
図
ら
ず
も
根
井
は
自
白
し
て
し
ま
っ
た
。「
誤
っ
た
固
定
観
念
」
に
取
り
つ
か
れ
た
の
は
根
井
自
身
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
。

昨
年
公
刊
し
た
拙
著
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
に
関
す
る
処
理
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
失
態
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
躍
起

と
な
っ
て
い
た
の
が
ハ
ロ
ッ
ド
で
あ
っ
た
こ
と
を
一
体
、
根
井
は
ど
こ
で
解
説
し
て
く
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
（
後
に
取
り
挙
げ
る
著
作

に
も
皆
無
）。
そ
う
い
う
学
問
的
手
続
き
も
踏
ま
え
な
い
ま
ま
に
、「
ケ
イ
ン
ズ
批
判
に
誤
り
は
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
名
の
「
補
章
」

を
設
定
す
る
蛮
勇
を
ふ
る
う
。

そ
こ
ま
で
大
胆
な
行
為
に
及
ぶ
ま
え
に
、
根
井
は
虚
心
坦
懐
に
ケ
イ
ン
ズ
を
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
原
文
で
ケ
イ
ン
ズ
を

読
む
学
問
的
能
力
が
自
身
に
備
わ
っ
て
い
る
の
か
？

そ
れ
を
根
井
は
検
証
し
直
す
必
要
が
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
根
井
は
自
身
の「
ケ

イ
ン
ズ
翻
訳
（
解
釈
）
に
誤
り
は
な
か
っ
た
か
」
と
自
問
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
無
理
な
話
で
あ
る
。
根
井
は
実
は
公
定
歩
合
（
バ
ン
ク
・
レ
ー
ト
）、
あ
る
い
は
資
本
逃
避
の
タ
ー
ム
さ
え
知
ら
な
い
。
こ
れ

で
は
資
本
移
動
統
制
を
唱
え
た
ケ
イ
ン
ズ
を
正
し
く
理
解
で
き
る
は
ず
は
な
い
。

こ
こ
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
原
文
（
簡
単
な
記
述
）
さ
え
も
根
井
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
例
を
示
し
て
み
よ
う
。
一
九
四
四
年
五
月
二
十

三
日
、
英
国
議
会
上
院
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
演
説
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
内
経
済
を
対
外
経
済
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
と

い
う
主
張
に
な
っ
て
い
る
（
拙
著
の
第
４
章
４
節
で
す
で
に
紹
介
）。
根
井
の
場
合
、
典
拠
先
が
ケ
イ
ン
ズ
全
集
の
「
27
巻
」
と
な
っ
て

い
る
が
26
巻
の
誤
記
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
も
根
井
の
訳
を
三
つ
に
分
け
て（

、

、

と
す
る
）、
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
て
お

く
（
同
、
二
三
六
｜
七
頁
）。

こ
れ
を
読
む
と
読
者
は
根
井
が
一
体
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
景
気
循
環
論
を
学
ん
だ
の
か
、
あ
る
い
は
ケ
イ
ン
ズ
の
資
本
移
動
規
制
論
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の
内
容
を
理
解
で
き
て
い
た
の
か
強
い
疑
問
を
抱
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

戦
前
の
幾
年
も
の
経
験
は
、
我
々
の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
を
幾
つ
か
の
確
固
た
る
結
論
へ
と
導
き
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
若
干
の

人
々
は
遅
ま
き
な
が
ら
そ
こ
へ
導
か
れ
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
特
に
、
三
つ
の
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
議
論
に
大
い
に

関
連
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

我
々
は
、
将
来
、
ポ
ン
ド
の
対
外
的
価
値
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
国
内
政
策
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
そ
の
国
内
価
値
に

一
致
さ
せ
る
よ
う
に
、
そ
の
正
反
対
に
は
し
な
い
と
決
意
し
て
い
ま
す
。

の
下
線
部
分
は
次
の
よ
う
に
ま
と
も
な
日
本
語
に
直
し
て
お
く
。

将
来
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
為
替
相
場
は
わ
れ
わ
れ
の
国
内
の
諸
政
策
に
対
応
し
て
打
ち
出
さ
れ
る
国
内
価
値
に
即
応
さ
せ
る
べ
き

で
あ
り
、
国
内
価
値
に
対
応
し
な
い
為
替
相
場
は
と
ら
な
い
と
い
う
決
意
で
あ
り
ま

⑴す

第
二
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
国
際
資
本
移
動
の
盛
衰
、
あ
る
い
は
ホ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
の
飛
躍
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
国
内

の
利
子
率
の
統
制
を
保
持
し
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
目
標
に
か
な
う
よ
う
に
で
き
る
だ
け
低
い
水
準
に
据
え
置
く
こ
と
を
意

図
し
て
い
ま
す

も
次
の
よ
う
に
、
日
本
語
ら
し
く
直
し
て
お
く
。

第
二
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
国
内
利
子
率
の
制
御
を
保
持
す
る
つ
も
り
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
流
出
入
す
る
国
際
資
本
、
あ
る
い
は
ホ
ッ

ト
・
マ
ネ
ー
の
逃
避
に
撹
乱
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
国
内
の
利
子
率
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
目
標
に
か
な
う
よ
う
で
き
る
だ
け
低
く
し
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て
お
き
ま
す

根
井
の
訳
で
は
、“th

e eb
b a

n
d flo

w
 
o
f in

tern
a
tio
n
a
l ca

p
ita
l m

o
v
em
en
ts flig

h
ts o

r h
o
t m

o
n
ey
”

が
完
全
に
誤
訳
と

な
っ
て
い
る
。“th

e eb
b a

n
d flo

w
”

は
潮
の
干
満
か
ら
転
じ
て
流
出
入
、
あ
る
い
は
増
減
と
い
う
意
味
に
な
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は

自
由
党
の
夏
季
研
修
に
お
い
て
、“T

h
e E

b
b a

n
d F

lo
w
 
o
f U

n
em
p
lo
y
m
en
t”

の
講
義
を
行
い
、
後
に
小
冊
子
と
し
て
刊
行
し
て

い
る
こ
と
を
根
井
は
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
根
井
は
修
士
論
文
で
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
景
気
循
環
論
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
小
冊
子
を
根
井
は
よ
も
や
、「
失
業
の
盛
衰
」
と
訳
さ
な
い
だ
ろ
う
。“flig

h
ts”

も
「
飛
躍
」
と
訳
さ
れ
た
の
で
は
た
ま
ら

な
い
。
ど
う
し
て
も
ホ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
が
飛
び
跳
ね
る
撹
乱
的
効
果
を
伝
え
た
い
の
な
ら
、「
跳
梁
」、「
跋
扈
」が
い
い
だ
ろ
う
が
、
も
っ

と
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
資
本
の
「
逃
避
」
と
な
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
く
ら
い
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

第
三
は
、
わ
れ
わ
れ
は
国
内
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
回
避
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
の
、
海
外
か
ら
の
影
響
に
左
右
さ
れ

て
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
失
業
の
増
大
を
通
じ
て
作
用

す
る
銀
行
貸
出
利
率
と
信
用
収
縮
の
手
段
を
、
わ
れ
わ
れ
の
国
内
経
済
を
対
外
的
要
因
に
適
合
さ
せ
る
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と

を
誓
っ
て
放
棄
す
る
の
で
す

も
下
線
部
分
は
間
違
い
だ
ら
け
で
あ
り
、
次
の
様
に
訂
正
す
る
と
意
味
が
伝
わ
る
。

第
三
は
、
わ
れ
わ
れ
は
国
内
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
回
避
す
る
つ
も
り
で
あ
り
、
し
か
も
、
外
界
の
影
響
の
意
の
ま
ま
に
な
っ

て
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
発
生
す
る
こ
と
は
さ
せ
ま
せ
ん
。
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
国
内
経
済
を
無
理
矢
理
に
対
外
的
要
因

に
即
応
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
さ
せ
ま
せ
ん
。
失
業
を
増
加
さ
せ
る
作
用
を
発
揮
す
る
公
定
歩
合
と
か
信
用
収
縮
と
い
う
手
段
を
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使
う
の
を
誓
っ
て
放
棄
す
る
の
で
す

“B
a
n
k ra

te”

が
公
定
歩
合
で
あ
る
こ
と
を
根
井
は
知
ら
な
い
か
ら
、「
銀
行
貸
出
利
率
」
と
し
て
直
訳
し
て
し
ま
う
。
こ
の
タ
ー
ム

が
文
の
途
中
で
も
大
文
字
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
足
り
な
い
。
ま
た
公
定
歩
合
が
バ
ン
ク
・
レ
ー
ト
と
通
称
さ
れ
る
こ
と
も

知
ら
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
や
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
景
気
変
動
論
を
理
解
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
非
常
に
お
ぼ
つ
か
な
い
と
指
摘
し
た
所
以
で

あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
根
井
が
い
か
に
和
訳
の
セ
ン
ス
が
な
い
か
、
確
認
す
べ
く

の
原
文
を
引
い
て
お
く
。

T
h
ird
ly
,
w
h
ilst w

e in
ten

d to p
rev

en
t in

fla
tio
n a

t h
o
m
e,
w
e w

ill n
o
t a
ccep

t d
efla

tio
n a

t th
e d

icta
te o

f th
e

 
in
flu
en
ces fro

m
 
o
u
tsid

e.
In o

th
er w

o
rd
s,
w
e a

b
ju
re th

e in
stru

m
en
ts o

f B
a
n
k ra

te a
n
d cred

it co
n
tra
ctio

n
 

o
p
era

tin
g th

ro
u
g
h th

e in
crea

se o
f u
n
em
p
lo
y
m
en
t a
s a m

ea
n
s o

f fo
rcin

g o
u
r d

o
m
estic eco

n
o
m
y in

to lin
e

 
w
ith ex

tern
a
l fa

cto
rs.

以
上
の
経
緯
か
ら
い
え
ば
、
根
井
は
ケ
イ
ン
ズ
を
解
題
す
る
ま
え
に
基
本
的
な
素
養
を
積
む
べ
き
だ
っ
た
。
根
井
は
一
九
六
二
年
生

ま
れ
で
あ
る
。
こ
の
人
が
一
九
九
○
年
に
『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』（
日
本
経
済
新
聞
社
）
を
上
梓
し
て
い
る
。
三
十
歳
に
も
な
ら
な
い
う

ち
に
『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』
を
語
っ
た
。
後
世
お
そ
る
べ
し
。
前
年
の
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
理
解
も
相
当
危
う
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
。

歴
史
は
常
に
茶
番
を
持
っ
て
繰
り
返
す
。
伊
藤
宣
広
も
三
十
歳
に
も
な
ら
な
い
の
に
中
公
新
書
を
書
い
た
。
後
世
お
そ
る
べ
し
の
再
現

版
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
根
井
の
件
を
『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』
な
ら
ぬ
、「
根
井
の
悲
劇
」
と
し
て
以
下
、
解
説
し
て
お
く
。
日
本
の

ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
程
度
を
示
す
「
悲
劇
」
の
一
端
と
し
て
。

『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』を
刊
行
し
た
一
九
九
○
年
の
時
点
に
お
い
て
さ
え
、
根
井
は
一
九
八
○
年
代
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
ケ
イ
ン
ズ
全
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集
第
26
巻
に
書
か
れ
て
い
る
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
を
何
も
紹
介
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
先
に
み
た
と
お
り
、
第
26
巻
の
一

部
か
ら
の
根
井
の
和
訳
も
杜
撰
の
一
言
の
代
物
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
同
じ
第
26
巻
に
収
録
さ
れ
て
あ
る
二
人
の
覚
書
を
理
解
で
き

る
と
み
る
の
は
奇
跡
を
期
待
す
る
に
等
し
い
。
実
際
、
こ
の
巻
の
翻
訳
は
誤
訳
だ
ら
け
で
あ
っ
た
。

根
井
は
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
を
丹
念
に
追
っ
た
プ
レ
ス
ネ
ル
を
読
ん
だ
気
配
も
な
い
し
、
ゴ
ー
ル
ド
も
知
ら
な
い
。
ケ
イ
ン

ズ
全
集
の
う
ち
、
一
九
八
○
年
前
後
出
版
の
巻
こ
そ
が
ケ
イ
ン
ズ
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」（
モ
グ
リ
ッ
ジ
）
を
描
い
た
も
の
で
あ

り
、
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
を
語
る
格
好
の
素
材
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』
で
は
全
然
、
言
及
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
根
井
は
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
の
内
容
を
語
れ
な
い
。『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』
の
タ
イ
ト
ル
を
裏
切
り
、
晩
節
の
ケ
イ

ン
ズ
の
悲
劇
も
知
ら
な
い
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
な
ら
ば
、
こ
れ
を
「
根
井
の
悲
劇
」、
あ
る
い
は
「『
根
井
の
悲
劇
』
に
関
す
る
覚
書
」
と

し
、
そ
の
中
身
を
「
常
識
語
で
書
か
れ
な
か
っ
た
エ
ッ
セ
イ
」
と
し
て
紹
介
す
る
だ
ろ
う
（
拙
著
、
八
五
頁
の
表
を
参
照
）。
ロ
バ
ー
ト

ソ
ン
は
脚
本
家
、
役
者
と
し
て
も
優
秀
で
あ
り
、
鋭
い
警
句
を
ケ
イ
ン
ズ
に
連
発
し
た
人
で
あ
る
。
根
井
は
こ
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
を
修

士
論
文
の
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
根
井
は
戦
後
通
貨
構
想
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
を
何

も
紹
介
し
て
い
な
い
。

こ
の
根
井
の
『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』
は
一
九
九
○
年
に
出
版
さ
れ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
論
争
の
全
容
を
明
ら
か
に
し

た
の
は
一
九
八
○
年
の
ケ
イ
ン
ズ
全
集
第
26
巻
で
あ
り
、
こ
の
論
争
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
法
制
局
長
を
経
験
し
た
ゴ
ー
ル
ド
が
注
目
し
た
の
は
一

九
八
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
十
年
た
っ
て
も
こ
れ
ら
一
連
の
経
緯
を
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
根
井
は
全
然
把
握
で
き
な
い
。

根
井
的
論
理
で
い
え
ば
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
、
ゴ
ー
ル
ド
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
批
判
こ
そ
が
貨
幣
管
理
に
関
す
る
「
ケ
イ
ン
ズ
政
策
の
内
容

に
つ
い
て
誤
っ
た
固
定
観
念
を
持
っ
て
し
ま
う
」
最
適
な
例
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
二
人
、
ケ
イ
ン
ズ
を
こ
け
に
し
ま
く
っ
て
い
る
。

ケ
イ
ン
ズ
に
対
す
る
誤
解
を
正
そ
う
と
す
る
は
ず
の
根
井
は
ケ
イ
ン
ズ
に
代
わ
り
こ
れ
ら
を
反
批
判
す
べ
き
だ
ろ
う
。

も
は
や
明
ら
か
だ
ろ
う
。
根
井
は
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
を
知
ら
ず
に
、『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』を
書
い
た
人
物
だ
っ
た
こ
と
が
。
こ
れ
こ

日本のケインズ学への晩鐘〔続〕

57



そ
最
高
の
「
悲
劇
」
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
根
井
が
引
用
し
て
い
る
ハ
イ
エ
ク
を
紹
介
し
て
お
く
。
ハ
イ
エ
ク
は
ケ
イ
ン
ズ
を
厳
し
く
批

判
し
て
い
る
。

彼
が
経
済
学
に
振
り
あ
て
た
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
割
合
が
い
か
に
小
さ
か
っ
た
か
を

え
る
と
、
経
済
学
に
対
す
る
彼
の
影
響

と
、
彼
が
主
と
し
て
経
済
学
者
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
事
実
と
は
、
不
思
議
で
も
あ
る
し
、
悲
劇
的
で
も
あ
る（

根
井

１
９
９
０

八
九
頁
か
ら
の
引
用
）

こ
の
ハ
イ
エ
ク
の
批
評
は
戦
後
通
貨
体
制
の
構
築
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
を
解
題
す
る
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
も
あ
て
は
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
ハ
イ
エ
ク
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
、
特
に
根
井
の
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
解
説
本
を
読
ん
だ
と
し
た
ら
、
次
の
よ
う
に
パ
ロ

デ
ィ
化
し
た
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
『
致
命
的
思
い
あ
が
り
』
で
あ
る
。

根
井
が
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
の
解
題
に
振
り
あ
て
た
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
割
合
が
い
か
に
少
な
か
っ
た
か
を

え
る
と
、

そ
し
て
、
ま
た
、
そ
の
構
想
に
お
い
て
ケ
イ
ン
ズ
が
大
き
な
過
ち
に
陥
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を

え
る

と
、
根
井
が
ケ
イ
ン
ズ
学
者
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
、
不
思
議
で
も
あ
る
し
、
悲
劇
的
で
も
あ
る

悲
劇
は
続
く
。
根
井
は
一
九
九
五
年
の
時
点
で
も
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
を
つ
か
め
て
い
な
い（『
現
代
イ
ギ
リ
ス
経
済
学
の
群
像
｜
正
統

か
ら
異
端
へ
』日
本
評
論
社
）。
そ
こ
で
は
、
根
井
は
ハ
ロ
ッ
ド
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
伝
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
像
へ
異
議
を
唱
え
て
い
る
研

究
者
と
し
て
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
著
書
（H

opes B
etrayed

,
1883

1920,
1983

）
を
挙
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
モ
グ
リ
ッ
ジ
も
プ

レ
ス
ネ
ル
も
ド
ー
メ
ル
も
登
場
し
な
い
。
金
言
を
忘
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
ゴ
ー
ル
ド
も
根
井
の
悲
喜
劇
の
舞
台
に
は
登
場
し
な
い
。
ハ

ロ
ッ
ド
的
な
記
述
で
は
問
題
が
あ
る
と
す
る
の
が
バ
ロ
ー
で
あ
り
、
プ
レ
ス
ネ
ル
で
あ
り
、
さ
ら
に
モ
グ
リ
ッ
ジ
で
あ
る
。
モ
グ
リ
ッ
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ジ
こ
そ
が
ケ
イ
ン
ズ
全
集
の
編
集
責
任
者
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
そ
の
人
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』（
１
９
９
２
）
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な

い
。こ

の
意
味
で
ま
さ
に
根
井
こ
そ
が
ケ
イ
ン
ズ
研
究
者
と
し
て
、「
正
統
か
ら
異
端
へ
」と
脱
線
し
続
け
て
い
る
。
根
井
こ
そ
が
現
代
版

の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
の
主
役
に
ふ
さ
わ
し
い
。
ち
な
み
に
根
井
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
悲
喜
劇
物
に
造
詣
が
深
く
、
自
著
に

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
よ
く
引
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
根
井
は
忘
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
世
界
で
は
悲
劇
的
な

も
の
と
喜
劇
的
な
も
の
は
交
互
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
著
で
悲
劇
の
役
を
演
じ
る
の
が
自
分
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。

先
に
根
井
が
誤
訳
し
た
英
文
で
も
引
用
し
て
お
い
た
ケ
イ
ン
ズ
の
一
九
四
四
年
五
月
二
十
三
日
の
議
会
上
院
に
お
け
る
演
説
は
通
貨

政
策
に
お
け
る
英
国
主
権
が
対
外
関
係
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
、
英
国
の
通
貨
主
権
の
保
持
を
力
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
の
総
需
要
管
理
の

え
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の

え
こ
そ
が
『
一
般
理
論
』
の
な
か
に
反
映
さ
れ
て
お

り
、
ケ
イ
ン
ズ
は
国
際
通
貨
協
定
そ
れ
自
身
を
目
的
と
せ
ず
、
拡
張
経
済
政
策
に
対
す
る
潜
在
的

と
み
て
い
た
。『
一
般
理
論
』に

詳
し
い
は
ず
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
根
井
は
こ
の
よ
う
な
解
説
を
ど
こ
で
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
一
般
理
論
』
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
場
合
、
戦
後
の
通
貨
シ
ス
テ
ム
は
英
国
の
国
内
政
策
を
制
約
し
て
は
な
ら
な

い
、
特
に
、
金
本
位
制
に
類
似
す
る
も
の
は
ど
う
や
っ
て
で
も
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
為
替
管
理
は
必
要
悪
ど
こ
ろ
か
、

好
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う

え
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
資
本
取
引
へ
の
為
替
管
理
は
戦
後
経
済
シ
ス
テ
ム
の
永
遠
な
る
特
長

で
あ
る
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
（

D
a
m
>
p
.76

）。

だ
か
ら
こ
そ
Ｉ
Ｍ
Ｆ
第
８
条
に
為
替
管
理
的
要
素
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
し
か
し
こ
れ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
そ
の
も
の
の
理

念
に
反
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
ケ
イ
ン
ズ
は
第
８
条
に
お
い
て
英
国
の
通
貨
主
権
を
放
棄
す
る
羽
目
と
な
り
、
こ
れ
を
ロ
バ
ー
ト

ソ
ン
に
指
摘
さ
れ
周
章
狼
狽
し
た
。
国
家
主
権
維
持
が
前
提
と
な
る
は
ず
の
『
一
般
理
論
』
の
著
者
が
国
家
主
権
を
放
棄
す
る
項
目
の

あ
る
条
文
に
署
名
し
た
か
ら
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
経
緯
を
菱
山
、
根
井
は
ど
こ
ま
で
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
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ろ
う
。
こ
こ
で
や
や
唐
突
な
が
ら
、『
徒
然
草
』
を
引
用
し
て
お
く
。

あ
だ
し
野
の
露
消
ゆ
る
時
な
く
、
鳥
部
山
の
煙
立
ち
入
ら
で
の
み
住
み
果
て
る
習
ひ
な
ら
ば
、
い
か
に
も
の
の
あ
わ
れ
な
か
ら
ん
。

世
は
定
め
亡
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ

あ
だ
し
野
」、「
鳥
部
山
」と
い
え
ば
、
菱
山
、
根
井
、
伊
東
、
伊
藤
も
地
理
的
に
親
近
感
を
覚
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
ケ

イ
ン
ズ
研
究
の
成
果
の
行
き
着
く
先
を
予
兆
さ
せ
る
、「
あ
だ
し
」
な
話
で
あ
る
。

不
幸
に
も
こ
の
不
安
は
現
在
も
適
中
し
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
ケ
イ
ン
ズ
解
題
の
混
迷
は
一
向
に
是
正
さ
れ
る

気
配
は
な
く
二
一
世
紀
の
現
在
（
二
〇
〇
七
年
）
も
続
い
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
好
例
は
浅
野
栄
一
の
ケ
イ
ン
ズ
解
題
で
あ
る
。

浅
野
は
一
九
九
六
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
著
作
を
翻
訳
し
て
い
る
（R

.
S
k
id
elsk

y
,
K
ey
n
es,

O
x
fo
rd U

n
i-

v
ersity P

ress,
1996

、
浅
野
栄
一
訳
、『
ケ
イ
ン
ズ
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）。
そ
こ
で
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
重
要
な
点
を
指
摘

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
に
お
け
る
「
閉
鎖
経
済
」
モ
デ
ル
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
像
を

察
し
て
い
る
人
は
、

彼
の
職
業
活
動
の
大
半
を
通
じ
て
関
っ
て
い
た
問
題
が
英
国
の
対
米
関
係
（
対
英
関
係
に
お
い
て

衡
を
失
す
る
ほ
ど
に
米
国
の
債
権

国
の
立
場
が
強
ま
っ
た
こ
と
）
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
（
同
、（
訳
）
一
七
四
｜
五
頁
）。

こ
の
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
重
大
な
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、浅
野
は
戦
後
通
貨
体
制
の
構
築
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
晩
節
の
行
動（
対

米
金
融
交
渉
）
の
経
緯
に
関
し
何
ら
言
及
で
き
な
い
。
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
一
九
九
二
年
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
第
二
巻
は
一
九
四
○
年

代
半
ば
の
英
米
通
貨
交
渉
に
ふ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
著
書
は
７
５
０
頁
ほ
ど
の
大
著
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
一
九
三
○

年
代
の
「
ケ
イ
ン
ズ
」
政
策
に
関
す
る
記
述
は
特
に
な
い
。
悲
し
い
か
な
、
浅
野
は
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
が
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
第
二
巻
の

時
点
で
は
一
九
四
四
｜
四
五
年
の
英
米
通
貨
交
渉
の
経
緯
を
詳
し
く
書
い
て
い
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
。
無
論
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は

二
○
○
○
年
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
第
三
巻
の
大
著
に
お
い
て
こ
の
経
緯
を
詳
述
す
る
（
も
ち
ろ
ん
浅
野
は
内
容
を
読
む
力
な
し
）。
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さ
ら
に
言
え
ば
浅
野
は
一
九
九
二
年
の
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
を
実
質
上
、
読
ん
で
い
な
い
。
読
ん
で
い
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ

の
晩
節
の
行
動
は
知
覚
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
人
間
の
虚
栄
心
の
は
か
な
さ
だ
ろ
う
か
、
二
○
○
一
年
一
月
の
時
点
に
「
先
に
進
む
人

の
た
め
の
読
書
案
内
」（
同
、
訳
者
解
題
、
二
五
三
頁
）と
称
し
て
、
ケ
イ
ン
ズ
伝
に
は
そ
の
時
点
ま
で
に
四
つ
の
も
の
が
あ
る
と
紹
介

し
て
い
る
。
ハ
ロ
ッ
ド
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
等
で
あ
る
。
自
身
が
「
先
に
（
読
み
）
進
む
」
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
一
般

の
読
者
に
水
先
案
内
し
て
く
れ
る
。
毒
見
も
せ
ず
毒
饅
頭
を
お
客
に
す
す
め
る
わ
け
で
あ
る
。

浅
野
が
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
を
読
ん
で
い
な
い
こ
と
を
示
す
証
拠
を
列
挙
し
て
お
く
。
ケ
イ
ン
ズ
の
研
究
に
関
し
、「
１

９
９
０
年
代
に
入
る
と
、
新
資
料
を
駆
使
し
た
研
究
の
諸
成
果
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
出
た
」（
同
、
訳
者
解
題
、
２
５
９
頁
）と
記
し
、
そ
の

例
と
し
て
、
玉
井
龍
像
の
著
作
（『
ケ
イ
ン
ズ
政
策
の
史
的
展
開
』
東
洋
経
済
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）、
岩
本
の
著
作
（『
ケ
イ
ン
ズ
と

世
界
経
済
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
を
挙
げ
て
い
る
。
浅
野
は
前
者
が
ケ
イ
ン
ズ
の
経
済
政
策
論
を
、
後
者
は
国
際
経
済
観
と
対

外
政
策
活
動
を
焦
点
と
し
て
い
る
と
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
理
解
し
て
お
れ
ば
こ
の
二
つ
の
著
作
は
と
て
も
ケ
イ
ン
ズ

研
究
と
は
い
え
な
い
代
物
で
あ
る
こ
と
く
ら
い
判
断
で
き
る
は
ず
で
あ
る
（

米
倉
２
０
０
５
年

五
九
｜
八
七
頁
）。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
浅
野
は
平
気
で
玉
井
、
岩
本
の
著
作
を
提
灯
書
評
し
て
し
ま
っ
た
。
も
し
本
当
に
読
ん
で
理
解
し
て
い
る
と
す

れ
ば
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
、「
こ
れ
ら
を
読
む
こ
と
に
よ
り
ケ
イ
ン
ズ
の
活
動
の
幅
の
広
さ
と
奥
行
き
の
深
さ
を
知
ら
れ
る
」（
同
、

訳
者
解
題
、
二
五
九
頁
）
と
い
う
類
の
内
容
の
解
説
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
浅
野
に
お
い
て
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
（
24
、
26
巻
）
の
翻

訳
が
誤
訳
だ
ら
け
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
か
な
い
。
万
が
一
、
ケ
イ
ン
ズ
全
集
を
読
ん
で
い
た
と
し
て
も
和
訳
で
し
か
読
ん
で
い
な
い

の
で
誤
訳
に
も
気
が
つ
か
な
い
。
す
る
と
ケ
イ
ン
ズ
全
集
に
い
っ
た
い
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
わ
か
る
は
ず
が
な
い
。

モ
グ
リ
ッ
ジ
は
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
作
成
を
め
ぐ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
が
重
大
な
失
敗
を
犯
し
そ
の
収
拾
に
奔
走

し
た
こ
と
を
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
と
評
し
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
を
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
仲
間
に
語
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
遺
憾

と
し
た
。
岩
本
、
玉
井
の
い
ず
れ
も
こ
れ
に
気
づ
か
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
気
づ
か
な
い
こ
と
が
浅
野
に
は
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
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で
も
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
意
図
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
の
間
に
も
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
が
繰
り
広
げ
ら

れ
て
い
る
。

浅
野
は
い
か
に
も
新
資
料
に
詳
し
い
ふ
り
を
す
る
。
た
と
え
ば
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
著
書
に
関
し
、「
ハ
ロ
ッ
ド
の
著
書
が
出
た
後
に

出
版
さ
れ
た
ケ
イ
ン
ズ
全
集
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
所
蔵
のK

ey
n
es P

a
p
ers

等
の
新
資
料
を
新
し
い
側
面
か
ら
分
析
し
て
い
る
」
と

解
説
し
て
い
る
が
、
一
九
九
二
年
の
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
著
作
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
英
米
通
貨
交
渉
を
論
じ
て
い
る
の
か
浅

野
は
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

こ
の
交
渉
を
正
面
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
の
は
ず

で
あ
る
が
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
と
同
じ
年
に
公
刊
さ
れ
た
モ
グ
リ
ッ
ジ
に
つ
い
て
は
不
可
思
議
な
こ
と
に
特
に
何
も
論
じ
て
い
な
い
。

当
然
だ
ろ
う
。
浅
野
が
読
ん
で
い
る
は
ず
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
浅
野
が
参
照
し
て
い
る
は
ず
の
岩
本
、
玉
井
の
著
書
は
モ
グ
リ
ッ

ジ
を
内
容
上
、
何
も
紹
介
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
が
浅
野
の
言
う
よ
う
に
本
当
に
「
新
視
角
か
ら
の
ケ
イ
ン
ズ
全

体
像
を
纏
め
あ
げ
た
」（
同
、
訳
者
解
題
、
二
六
四
頁
）と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
そ
れ
と
ど
う
違
う
の
か
、
当
然
、
論
及

で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
国
際
通
貨
体
制
の
構
築
に
関
す
る
「
新
視
角
か
ら
の
ケ
イ
ン
ズ
全
体
像
を
纏
め
あ
げ
た
」
の
は
一
九
九
二
年
の

時
点
で
は
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
で
な
く
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
で
あ
り
、
こ
の
モ
グ
リ
ッ
ジ
を
読
ん
で
い
な
い
ケ
イ
ン
ズ
研
究
者
は
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
ケ
イ
ン
ズ
の
一
九
四
四
｜
四
六
年
の
役
割
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
研
究
に
依
拠
す
る
し
か
な
い

浅
野
が
モ
グ
リ
ッ
ジ
を
読
ん
で
も
理
解
で
き
る
は
ず
が
な
い
。

浅
野
は
分
不
相
応
な
課
題
を
背
負
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
今
日
ケ
イ
ン
ズ
を
学
説
史
上
の
偉
大
な
人
物
と
し
て
取
り
上

げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
遺
産
の
現
代
的
評
価
が
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
」で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
ケ
イ
ン
ズ
の
場
合
、
理
論
・

政
策
・
思
想
の
三
面
に
お
い
て
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」。
そ
し
て
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
一
九
九
六
年
の
第
六
章
と
い
う
「
最
終
章
で
は

じ
め
て
こ
の
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
」（
同
、
二
七
一
頁
）
と
解
題
す
る
。

知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
例
を
浅
野
が
示
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
が
一
九
九
六
年
の
著
書
の
中
で
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ケ
イ
ン
ズ
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
、
あ
る
い
は
戦
後
通
貨
構
想
の
「
政
策
」
の
面
に
お
い
て
何
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
で
も
い
う
の
で

あ
ろ
う
？

そ
の
時
点
で
は
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
そ
の
分
野
の
こ
と
に
は
特
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
分
野
は
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
プ
レ
ス

ネ
ル
、
ゴ
ー
ル
ド
、
ド
ー
メ
ル
、
バ
ロ
ー
が
代
表
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
浅
野
は
言
及
で
き
て
い
な
い
。

以
上
、
浅
野
の
理
解
が
二
○
○
一
年
一
月
の
時
点
に
お
け
る
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
到
達
点
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
英
国
の
ケ

イ
ン
ジ
ア
ン
が
米
国
の
そ
れ
を
「
俗
流
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
」
と
侮
蔑
し
た
こ
と
は
公
正
を
欠
く
。
日
米
の
そ
れ
と
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

不
幸
に
も
浅
野
が
モ
グ
リ
ッ
ジ
も
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
も
実
際
に
は
読
ん
で
い
な
い
と
い
う
筆
者
の
推
測
は
邪
推
に
終
わ
ら
な
か
っ
た
。

浅
野
の
無
理
解
は
二
○
○
五
年
の
夏
の
時
点
で
も
一
向
に
解
消
さ
れ
て
い
な
い
（『
ケ
イ
ン
ズ
の
経
済
思

革
命
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇

五
年
）。
彼
は
モ
グ
リ
ッ
ジ
（
１
９
９
２
）
を
参
照
し
て
い
る
と
し
て
い
る
が
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
も
読
ん
で
い
な
い
。
さ
ら
に
二
○

○
○
年
に
出
さ
れ
た
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
大
著
も
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
○
○
五
年
に
『
ケ
イ
ン
ズ
の
経
済
思

革
命
』
な
る
著
書
を

出
し
て
し
ま
っ
た
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
伊
東
と
い
い
、
浅
野
と
い
い
、
ケ
イ
ン
ズ
を
読
ま
ず
に
ケ
イ
ン
ズ
全
体
系
を
語
る
の
で

あ
る
。

歴
史
は
常
に
茶
番
を
持
っ
て
繰
り
返
す
と
お
り
、
浅
野
は
法
律
家
の
ゴ
ー
ル
ド
も
読
む
こ
と
な
く
戦
後
通
貨
体
制
構
築
に
お
け
る
ケ

イ
ン
ズ
の
役
割
を
し
た
り
顔
に
解
題
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
っ
け
い
な
こ
と
に
、
玉
井
、
岩
本
は
ゴ
ー
ル
ド
を
参
照
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
を
何
も
理
解
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
条
文
を
ケ
イ
ン
ズ
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
知
ら
な
い
。

そ
の
玉
井
、
岩
本
に
全
面
的
に
依
拠
し
た
の
が
浅
野
で
あ
る
。
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
プ
レ
ス
ネ
ル
、
ド
ー
メ
ル
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
著
作

の
ど
れ
か
一
つ
、
あ
る
い
は
一
九
八
一
年
の
ゴ
ー
ル
ド
の
小
論
文
の
一
つ
で
も
読
ん
で
い
れ
ば
お
よ
そ
あ
り
得
な
い
解
説
に
ふ
け
っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
無
自
覚
な
の
で
、
か
つ
て
自
分
が
他
者
へ
押
し
付
け
た
は
ず
の
烙
印
が
自
身
の
額
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
も
自

覚
で
き
な
い
。
浅
野
に
よ
る
と
、
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
経
済
学
と
ケ
イ
ン
ズ
の
経
済
学
と
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
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「
ケ
イ
ン
ズ
の
経
済
学
を
十
分
に
理
解
し
な
い
」
の
が
、「
戦
後
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
」（
同
、
二
二
五
頁
）
だ
そ
う
だ
。
ど
う
や
ら
浅
野
は
自

身
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
戦
後
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
」
へ
仲
間
入
り
し
た
よ
う
だ
。

ま
た
ま
た
歴
史
は
皮
肉
に
で
き
て
い
る
。
拙
著
の
草
稿
が
完
成
し
た
年
（
二
〇
〇
五
）
に
あ
た
り
、
筆
者
も
会
員
で
あ
る
日
本
金
融

学
会
は
創
立
六
十
周
年
を
飾
る
べ
く
（
一
九
四
三
年
創
立
）、『
日
本
金
融
学
会
60
年
の
歩
み
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
五
年
）
な

る
本
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
元
学
会
会
長
で
ケ
イ
ン
ズ
学
者
と
し
て
名
高
い
は
ず
の
花
輪
俊
哉
の
「
ケ
イ
ン
ズ
時
代
の
再
来
」

（
創
立
50
周
年
特
別
講
演
）が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
花
輪
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
翻
訳
の
最
初
の
責
任
者
の
中
山
伊
知
郎
の
後
を
継
ぎ
翻
訳
監

修
の
責
任
者
と
な
っ
て
い
る
。

案
の
定
、
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
が
ど
う
い
う
経
過
を
た
ど
っ
た
の
か
花
輪
が
理
解
で
き
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述

は
皆
無
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
全
集
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
活
用
し
た
英
国
文
献
の
一
冊
で
も
読
ん
で
い
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
国
際
通
貨
体
制

構
想
の
問
題
点
は
把
握
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
花
輪
は
24
巻
翻
訳
の
査
読
の
立
場
の
人
な
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
何
も
理
解
で
き
な

い
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
花
輪
の
責
任
で
は
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
晩
節
に
お
け
る
軌
跡
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
は
共
有
さ
れ
て
い
な

い
た
め
に
生
じ
る
限
界
で
あ
る
。

こ
の
講
演
論
文
で
は
ケ
イ
ン
ズ
革
命
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
を
ケ
イ
ン
ズ
派
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
等
に
分
裂
さ
せ
た
経
緯
が
書
か
れ
て

い
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
革
命
の
主
導
者
で
あ
る
は
ず
の
ケ
イ
ン
ズ
が
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
で
国
家
主
権
を
譲
り
渡
す
ほ
ど
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協

定
の
条
文
に
署
名
し
て
し
ま
っ
た
重
大
な
問
題
を
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
へ
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
花
輪
に
は
理
解
の
範
囲
外
な
の
で
あ
る
。
か

く
て
二
〇
〇
五
年
の
時
点
に
な
っ
て
も
、「
金
融
学
会
60
年
の
歩
み
」
の
中
で
も
ケ
イ
ン
ズ
の
謬
見
は
知
覚
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ

た
。
真
の
意
味
で
の
「
ケ
イ
ン
ズ
時
代
の
再
来
」
を
見
る
ま
で
に
消
化
す
べ
き
課
題
は
山
積
み
の
ま
ま
の
よ
う
だ
。

ケ
イ
ン
ズ
が
生
き
た
時
代
の
苦
悩
を
共
時
体
験
し
、
そ
こ
か
ら
ど
う
歴
史
に
学
ぶ
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
教
訓
を
ど
の
よ
う
に
し
て

後
生
に
伝
え
て
い
く
の
か
。
こ
う
い
う
重
い
課
題
に
自
覚
の
な
い
無
邪
気
な
ケ
イ
ン
ズ
学
者
が
大
半
で
あ
る
と
い
う
日
本
の
現
実
を
知
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ら
し
め
る
の
も
学
問
上
、
大
き
な
貢
献
と
な
ろ
う
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
不
都
合
な
真
実
」
だ
ろ
う
。

③

ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
を
知
ら
ず
に
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
を
回
顧
す
る
米
国
の
学
者

と
こ
ろ
で
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
中
に
は
本
邦
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
黄
昏
を
予
兆
し
て
い
た
人
が
い
る
。
三
上
隆
三
で
あ
る（『
ケ

イ
ン
ズ
経
済
学
の
原
像
』
日
本
評
論
社
、
一
九
八
六
年
）。
こ
の
人
こ
そ
が
著
書
の
タ
イ
ト
ル
を
裏
切
る
こ
と
な
く
、「﹇
日
本
﹈
ケ
イ
ン

ズ
学
﹇
者
﹈
の
原
像
」
を
描
き
出
し
た
。
三
上
は
自
著
の
冒
頭
に
『
平
家
物
語
』
か
ら
の
有
名
な
句
を
引
用
し
て
い
る
。

奢
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
、
た
だ
春
の
夜
の
夢
の
如
し
。
猛
き
者
も
終
に
は
滅
び
ぬ
、
偏
に
風
の
前
の
塵
と
同
じ

こ
の
句
こ
そ
が
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
状
況
に
あ
て
は
ま
り
、「
真
理
そ
の
も
の
と
し
て
経
済
学
の
世
界
に
も
貫
徹
し
て
い
る
」そ
う
で

あ
り
、「
わ
が
世
の
春
を
謳
歌
し
て
い
た
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
も
終
に
末
期
を
む
か
え
た
感
が
す
る
」（

三
上

一
頁
）
そ
う
で
あ
る
。

筆
者
も
こ
の
説
に
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
一
点
、
同
意
で
き
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
」
で
な
く
、「
ケ
イ
ン
ズ
経

済
学
者
」
と
書
き
換
え
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
家
物
語
の
上
の
句
は
三
上
な
ど
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ

経
済
学
者
そ
の
も
の
を
指
す
こ
と
に
覚
醒
し
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
三
上
は
下
の
句
を
読
む
。「
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
栄
光
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
果
た
し
て
な
ん
だ
っ
た
の
か
」（

三
上

二

頁
）
と
自
問
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の
数
々
の
栄
光
の
中
で
も
際
立
つ
、
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
構
想
に
お
い
て
果
た
し
た
役

割
が
言
及
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
三
上
は
何
も
言
及
し
な
い
。

そ
う
い
う
言
及
も
な
い
ま
ま
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
を
評
価
す
る
場
合
、「
ケ
イ
ン
ズ
の
生
涯
に
わ
た
る
数
多
く
の
仕
事
を
く
ま
な
く
渉

猟
す
る
必
要
が
あ
る
」（

三
上

三
頁
）
と
強
調
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
の
栄
光
の
頂
点
、
そ
れ
か
ら
の

転
落
と
い
う
劇
的
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
何
も
語
ら
な
い
。『
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
原
像
』と
い
う
な
ら
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の
生
涯
の
集
大
成
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を
な
す
べ
き
は
ず
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
で
の
役
割
も
映
像
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
三
上
の
研
究
の
視
点

か
ら
完
全
に
抜
け
落
ち
て
い
る
。

こ
れ
は
三
上
だ
け
の
責
任
で
は
な
い
。
彼
を
取
り
巻
く
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
水
準
の
問
題
で
あ
る
。
三
上
は
仰
々
し
く
、「
思
想

と
理
論
の
両
視
角
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
を

察
す
る
」（

三
上

二
七
四
頁
）
と
称
す
る
も
の
の
、
戦
後
経
済
構
想
は
ケ
イ
ン
ズ
の

「
思
想
」
と
し
て
何
も
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

経
済
学
は
理
論
と
思
想
と
の
有
機
的
な
統
一
物
で
あ
り
、
両
者
は
同
時
存
在
の
も
の
で
あ
る
」（
同
）
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ケ
イ

ン
ズ
の
「
思
想
」
の
最
終
的
結
晶
と
な
る
戦
後
通
貨
構
想
は
当
然
、
評
価
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
参
照
は
し
た
が
理
解

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
程
度
の
理
解
で
、『
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
原
像
』を
標
榜
で
き
る
三
上
の
勇
気
に
は
驚
嘆
す
べ
き
も

の
が
あ
る
。

以
上
、
簡
単
な
紹
介
な
が
ら
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
者
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
。
筆
者
が
多
く
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
を
ケ
イ

ン
ズ
読
み
の
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
と
形
容
す
る
所
以
で
あ
り
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
世
界
の
笑
い
者
で
あ
る
と
い
う
の
は
い
い
す
ぎ

な
の
だ
ろ
う
か
？

と
こ
ろ
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
者
が
安
堵
す
る
事
例
も
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
る
は
ず
の
戦
後
通
貨
構
想

協
議
の
経
緯
に
暗
い
の
は
米
国
の
著
名
な
研
究
者
達
も
同
様
な
の
で
あ
る
。
ボ
ル
ド
、
ア
イ
ケ
ン
グ
リ
ー
ン
の
編
著
に
よ
る
ブ
レ
ト
ン
・

ウ
ッ
ズ
会
議
五
十
周
年
を
飾
る
べ
く
し
て
刊
行
さ
れ
た
大
著
の
こ
と
で
あ
る
（M

.D
.
B
o
rd
o
&

B
.
E
ich
en
g
reen

ed
.
,
T
h
e

 
R
etrospective on th

e B
retton

 
W
ood

s S
ystem

,
T
h
e U

n
iv
ersity o

f C
h
ica
g
o P

ress,
1993

）。
こ
の
大
著
の
タ
イ
ト
ル
は
『
ブ

レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
の
回
顧
』
と
銘
打
た
れ
て
い
る
が
、
こ
の
壮
大
な
タ
イ
ト
ル
と
は
裏
腹
に
、
ケ
イ
ン
ズ
全
集
な
ど
の
成
果
を
何
も

吸
収
す
る
こ
と
の
な
い
通
り
一
遍
の
解
説
に
終
始
し
て
い
る
。
ボ
ル
ド
はR

u
tg
ers U

n
iv
ersity

の
経
済
学
部
の
教
授
で
あ
り
、
こ
の

編
著
は
世
界
的
に
有
名
な
Ｎ
Ｂ
Ｅ
Ｒ
の
企
画
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
ン
ド
に
内
容
が
追
い
つ
か
な
い
の
は
日
米
共
通
の
現
象
の
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よ
う
だ
。

そ
の
点
を
プ
レ
ス
ネ
ル
は
実
に
辛
辣
に
批
評
し
て
い
る
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
の
詳
細
を
伝
え
る
ケ
イ
ン
ズ
全
集
の
成
果
が
汲
み
取
ら

れ
な
い
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
回
顧
五
〇
周
年
の
本
と
は
形
容
矛
盾
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。
特
に
や
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
こ
の
編
著

に
収
め
ら
れ
て
い
る
ア
イ
ケ
ン
ベ
リ
ー
論
文
で
あ
る（

Ik
en
b
erry

p
.165

）。
こ
の
人
は
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
の
政
治
学
の
準
教
授

で
あ
る
が
、
プ
レ
ス
ネ
ル
や
ゴ
ー
ル
ド
の
文
献
も
読
ん
で
い
な
い
。
わ
ず
か
に
ド
ー
メ
ル
が
参
照
文
献
リ
ス
ト
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。

ア
イ
ケ
ン
ベ
リ
ー
の
間
違
い
と
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
に
お
い
て
英
米
間
に
は
通
貨
安
定
と
通
貨
交
換
性
が
望
ま
し
い
こ
と
に
関

し
共
通
の
信
念
が
あ
っ
た
と
解
説
し
た
点
で
あ
る（

Ik
en
b
erry

p
.162

）。
ア
イ
ケ
ン
ベ
リ
ー
は
通
貨
の
交
換
性
は
為
替
管
理
と
制
限

の
廃
止
で
確
保
さ
れ
る
と
解
説
し
て
い
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
は
実
際
に
は
そ
う

え
て
い
な
か
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
は
第
８
条
第
４
項
に
お

い
て
中
央
銀
行
に
よ
る
為
替
管
理
に
よ
る
通
貨
交
換
制
限
を
展
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
の

え
を
ア
イ
ケ
ン

ベ
リ
ー
は
全
然
、
把
握
し
て
い
な
い
。
交
渉
決
裂
に
も
な
り
か
ね
な
い
英
米
対
立
に
つ
い
て
何
も
書
い
て
い
な
い
。
協
定
を
め
ぐ
る
英

米
の
不
一
致
は
金
の
役
割
と
為
替
関
係
の
安
定
を
確
立
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
（Ib

id
.

）。

こ
れ
こ
そ
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
を
安
堵
さ
せ
る
逸
話
だ
ろ
う
。
英
語
を
読
め
る
は
ず
の
米
国
人
も
実
は
ケ
イ
ン
ズ
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定

解
釈
の
問
題
点
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
米
国
の
研
究
で
感
心
さ
せ
ら
れ
る
点
は
プ
レ
ス
ネ
ル
の
厳
し
い
コ
メ
ン
ト
を
き
ち
ん
と
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日

本
の
学
界
で
あ
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
。
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ケ
イ
ン
ズ
に
「
ナ
チ
ス
び
い
き
」
の
烙
印
を
押
し
て
し
ま
っ
た
日
経
Ｂ
Ｐ
社
の
編
集
委
員

日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
理
解
が
貧
困
な
の
は
学
者
の
世
界
に
限
ら
れ
な
い
。
そ
の
汚
染
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
も
確
実
に

波
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
谷
口
智
彦
の
著
書
で
あ
る
（『
通
貨
燃
ゆ

｜
円
・
元
・
ド
ル
・
ユ
ー
ロ
の
同
時
代
史
』
日
本
経
済
新
聞
社
、

二
〇
〇
五
年
）。

谷
口
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
な
か
な
か
野
心
家
の
よ
う
だ
。
権
力
と
通
貨
の
問
題
を
密
接
に
絡
め
て
論
じ
よ
う
と
い
う
。「
権
力

を
見
て
経
済
を
忘
れ
ず
、
経
済
を
見
て
は
権
力
の
動
態
を
知
ろ
う
と
す
る
。
通
貨
問
題
と
は
、
そ
う
し
た
視
点
の
往
復
運
動
に
よ
っ
て

初
め
て
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
何
も
の
か
で
あ
る
」（

谷
口

一
三
頁
）。

谷
口
は
「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
会
議
に
臨
ん
だ
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
ナ
ー
ド
・
ケ
イ
ン
ズ
の
奮
闘
ぶ
り
を
詳
し
く
見
よ
う
と
す
る
」（
同
、

一
五
頁
）と
い
う
。
実
に
野
心
的
試
み
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
扱
っ
た
第
四
章
の
タ
イ
ト
ル
も
実
に
素
晴
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、「
ブ
レ

ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
と
は
何
だ
っ
た
か
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
問
い
か
け
の
文
で
は
な
い
。
こ
の
体
制
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を

無
自
覚
に
告
白
し
た
こ
と
を
示
す
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
で
は
い
か
な
る
意
味
で
谷
口
が
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
を
ま
っ
た
く
理
解
で

き
て
い
な
い
の
か
早
速
解
題
し
て
み
よ
う
。

谷
口
は
「
一
流
の
学
者
は
常
に
一
流
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
信
念
」（
同
、
五
四
頁
）
に
共
感
し
て
お
り
、
大
見
得
を
切

る
の
も
忘
れ
な
い
。「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
（
政
治
経
済
学
）
の
研
究
と
な
る
と
、
日
本
に
は
ロ
ク
な
業
績
が
な
い
。
浅
学
な
ら

で
は
の
恐
い
も
の
知
ら
ず
で
、
そ
ん
な
ふ
う
に
断
定
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
」（
同
、
五
七
頁
）。

と
こ
ろ
が
皮
肉
な
こ
と
に
、
谷
口
こ
そ
が
「
ロ
ク
な
業
績
が
な
い
」
は
ず
の
「
学
者
」
を
典
拠
と
し
て
し
ま
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ド

ル
体
制
な
ど
国
際
通
貨
体
制
に
強
い
関
心
を
持
つ
学
者
と
し
て
山
本
栄
治
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
、「
浅
学
な
ら
で
は
の
恐

い
も
の
知
ら
ず
」
の
発
想
の
産
物
で
あ
る
こ
と
に
谷
口
は
気
が
つ
い
て
い
な
い
。
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一
体
、
山
本
栄
治
が
国
際
金
融
の
基
礎
知
識
が
実
際
に
あ
る
の
か
？

谷
口
は
そ
の
内
実
を
知
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
学
者
を
気

取
っ
て
著
書
を
し
た
た
め
て
し
ま
っ
た
。
学
者
を
気
取
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
う
少
し
ま
と
も
な
研
究
者
の
名
前
が
出
せ
な
い

の
か
？

そ
れ
は
無
理
で
あ
る
。
谷
口
の
精
神
世
界
に
お
い
て
は
、「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
（
政
治
経
済
学
）
の
研
究
と
な
る

と
、
日
本
に
は
ロ
ク
な
業
績
が
な
い
」
そ
う
で
あ
る
。

さ
て
谷
口
は
第
四
章
の
「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
で
、
そ
の
「
浅
学
」
さ
の
本
領
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し

て
く
れ
る
。
同
章
第
３
項
の
「『
マ
ネ
ー
敗
戦
』
の
「
屈
辱
を
味
わ
っ
た
英
国
と
ケ
イ
ン
ズ
」（
同
、
一
四
四
｜
五
一
頁
）
に
お
い
て
も
、

「
マ
ネ
ー
敗
戦
」の
肝
腎
な
こ
と
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
拙
著
、
お
よ
び
拙
稿
が
明
ら
か
に
し
た
ケ
イ
ン
ズ
の
驚
く
べ

き
実
像
に
迫
る
切
っ
掛
け
の
か
け
ら
さ
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
誤
解
し
た
ま
ま
署
名
し
、
後
で
同
僚
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン

に
そ
の
問
題
性
を
諭
さ
れ
、
米
国
に
修
正
を
求
め
た
が
屈
辱
的
に
も
足
蹴
に
さ
れ
る
こ
と
は
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
ケ
イ

ン
ズ
が
ホ
ワ
イ
ト
に
手
玉
に
か
け
ら
れ
た
こ
と
も
何
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
谷
口
版
の
「
マ
ネ
ー
（
論
）
敗
戦
」
で
あ

る
。谷

口
が
ケ
イ
ン
ズ
の
肝
心
な
点
を
知
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
谷
口
が
参
照
し
て
い
る
岩
本
、
田
所
昌
幸
（『「
ア
メ
リ
カ
」

を
超
え
た
ド
ル
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
一
年
）
も
こ
れ
に
何
も
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
始
末
の
悪
い
こ

と
に
、「
日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
泰
斗
」（

谷
口

一
六
六
頁
）
と
し
て
伊
東
光
晴
の
名
前
を
挙
げ
て
し
ま
っ
た
。
伊
東
が
ケ

イ
ン
ズ
の
肝
腎
の
点
、
す
な
わ
ち
、
対
米
通
貨
交
渉
に
お
け
る
栄
光
と
挫
折
の
経
緯
に
つ
い
て
何
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
谷
口
は
知

ら
な
い
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
岩
本
、
田
所
の
こ
の
両
人
の
「
学
者
」
は
ケ
イ
ン
ズ
を
き
ち
ん
と
解
題
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う

な
当
然
の
観
念
が
通
じ
な
い
の
が
二
十
世
紀
末
以
降
の
日
本
の
状
況
で
あ
る
。
こ
の
両
人
、
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
協
議
に
お
け
る
ケ
イ

ン
ズ
の
役
割
に
関
す
る
文
献
を
読
ん
で
い
な
い
か
、
読
ん
で
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
田
所
の
場
合
は
英
国
外
交
政
策
が
専
門
の
研
究
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分
野
の
は
ず
で
あ
る
が
ケ
イ
ン
ズ
に
関
す
る
通
貨
外
交
上
の
汚
点
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
詳
述
し
て
い
る
文
献
（
ド
ー

メ
ル
）
を
参
照
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
。

谷
口
は
こ
の
程
度
の
学
者
の
文
献
し
か
読
ま
ず
に
、「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
と
解
題
し
て
し
ま
っ
た
。
だ

か
ら
、
解
題
す
る
本
人
が
「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
か
が
何
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
武
器

貸
与
法
に
関
す
る
説
明
で
あ
る
。
こ
の
法
の
導
入
の
経
過
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
一
九
四
五
年
夏
に
突
然
、
停
止
さ
れ
た
た
め

に
英
国
が
ど
れ
ほ
ど
狼
狽
し
た
の
か
、
ま
た
、
こ
れ
に
米
国
が
ど
の
よ
う
に
つ
け
い
っ
た
の
か
何
の
説
明
も
な
い
。
こ
れ
が
「
マ
ネ
ー

敗
戦
」
の
内
実
な
の
で
あ
る
が
、
谷
口
は
こ
の
内
実
を
何
も
知
ら
な
い
。
さ
ら
に
一
九
四
四
年
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
定
に
お
け
る
英

米
の
合
意
も
一
九
四
五
年
冬
の
借
款
協
定
に
よ
り
覆
さ
れ
、
英
国
が
実
に
厳
し
い
条
件
を
呑
ま
さ
れ
る
経
緯
に
も
全
然
ふ
れ
て
い
な
い
。

ケ
イ
ン
ズ
を
ナ
チ
ス
呼
ば
わ
り

こ
の
章
の
第
３
項
に
続
く
第
４
項
（

谷
口

一
五
一
｜
九
頁
）
に
は
さ
ら
に
驚
か
さ
れ
る
。
何
と
「
ケ
イ
ン
ズ
は
ナ
チ
ス
び
い
き
」

と
書
く
。
た
し
か
に
、「
ホ
ワ
イ
ト
は
共
産
党
シ
ン
パ
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
が
「
ナ
チ
ス
び

い
き
」
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。
実
際
、
谷
口
の
場
合
、
ケ
イ
ン
ズ
が
い
か
な
る
意
味
で
「
ナ
チ
ス
び
い
き
」
で
あ
っ
た
の
か
何
の

説
明
も
な
い
の
で
あ
る
。

は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
。
ケ
イ
ン
ズ
は
決
し
て
「
ナ
チ
ス
び
い
き
」
で
は
な
い
。
た
し
か
に
ケ
イ
ン
ズ
は
ド
イ
ツ
に
親
近
感
を
持
っ

て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
び
い
き
と
「
ナ
チ
ス
び
い
き
」
は
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
谷
口
は
ケ
イ
ン
ズ
に
ひ
ど
い
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
も
の

で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
が
ナ
チ
ス
に
言
及
し
て
い
た
の
は
清
算
同
盟
案
に
お
い
て
ナ
チ
ス
の
手
法
を
参

に
し
て
い
る
と
い
う
話
に
す
ぎ

な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
狙
い
は
、
戦
時
中
よ
り
累
積
し
て
い
る
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
を
清
算
す
べ
く
、
ナ
チ
ス
の
為
替
清
算
方
式
（
対
外

債
務
を
実
質
棒
引
き
す
る
）
を
清
算
同
盟
案
に
も
導
入
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
谷
口
が
参
照
し
て
い
る
は
ず
の
ス
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キ
デ
ル
ス
キ
ー
が
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る（
も
ち
ろ
ん
谷
口
は
こ
れ
を
読
ん
で
い
な
い
）。
ナ
チ
ス
の
場
合
、
大
戦
に
突
入

す
る
以
前
か
ら
シ
ャ
ハ
ト
を
中
心
に
対
中
欧
経
済
圏
取
引
を
為
替
管
理
し
て
い
た
実
績
が
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
為
替
管
理
を
ナ
チ

ス
色
を
抜
き
な
が
ら
自
国
の
対
外
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
務
管
理
に
応
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
谷
口
が
い
か
に
ケ
イ
ン
ズ
を
不
当
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
ま
さ
か
谷
口
は
ケ
イ
ン
ズ
の
額
に
ハ
ー

ケ
ン
・
ク
ロ
イ
ツ
の
烙
印
で
も
押
す
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
？

さ
ら
に
驚
愕
す
べ
き
こ
と
に
、
谷
口
は
ケ
イ
ン
ズ
が
対
米
交
渉
に
お

い
て
重
大
な
失
態
の
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
な
い
の
で
何
と
ケ
イ
ン
ズ
を
「
百
戦
錬
磨
の
交
渉
者
」（

谷
口

一
六
六
頁
）
と
描
い
て
し

ま
っ
た
。
こ
れ
も
仕
方
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
読
み
の
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
の
代
表
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
伊
東
光
晴
を
「
日
本
に
お
け
る
ケ
イ

ン
ズ
研
究
の
泰
斗
」
と
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
伊
東
を
初
め
、「
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
、
さ
ら
に

は
翌
年
の
英
米
金
融
交
渉
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
役
割
の
真
相
を
何
も
知
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
ケ
イ
ン
ズ
研
究
と
し
て
世
界
の
笑
い
者

だ
ろ
う
。

そ
の
大
き
な
原
因
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
対
米
協
議
の
際
、
ケ
イ
ン
ズ
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
の
件
で
苦
慮
し
て
い
た
こ
と
を
谷
口

は
理
解
で
き
な
い
。
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
（
谷
口
の
場
合
、「
ポ
ン
ド
残
高
」）
の
処
理
に
関
し
て
、
谷
口
は
、「
そ
の
こ
と
の
詳
し
い
理

解
は
当
面
の
行
文
上
必
要
が
な
い
」（
同
、
一
六
七
頁
）と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
を
欠
く
と
英
米
の
対
立
点
は
不
明
と
な
る
。
こ
れ
が
自

ら
の
墓
穴
を
掘
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
谷
口
は
知
る
由
も
な
い
。

そ
の
こ
と
の
詳
し
い
理
解
」が
な
い
か
ら
ホ
ワ
イ
ト
案
に
関
し
、
と

ん
で
も
な
い
理
解
を
開
陳
し
た
。
こ
れ
は
典
型
的
な
伝
言
ゲ
ー
ム
が
生
む
悲
劇
で
あ
る
。
最
初
の
間
違
っ
た
情
報
が
伝
達
を
重
ね
る
う

ち
に
実
際
の
話
と
は
ま
っ
た
く
食
い
違
う
話
に
な
る
と
い
う
喜
悲
劇
で
あ
る
。

そ
の
心
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
伝
言
ゲ
ー
ム
の
喜
劇
に
最
初
に
登
場
す
る
の
が
岩
本
武
和
（
京
都
大
学
経
済
学
部
教
授
）
で
あ
り
、

こ
の
パ
ロ
デ
ィ
に
花
を
添
え
る
の
が
谷
口
で
あ
る
。
不
幸
に
も
谷
口
は
岩
本
が
ケ
イ
ン
ズ
を
解
題
す
る
能
力
が
な
い
こ
と
に
何
も
気
が

つ
か
な
い
。
そ
れ
も
あ
る
意
味
で
仕
方
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
岩
本
は
有
力
大
学
の
教
授
で
あ
り
、
谷
口
い
う
と
こ
ろ
の
「
日
本
の
ケ

71
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イ
ン
ズ
研
究
の
泰
斗
」
で
あ
る
伊
東
の
弟
子
だ
か
ら
日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
権
威
と
谷
口
が
勘
違
い
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

も
そ
も
伊
東
が
「
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
泰
斗
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
悪
い
冗
談
で
あ
る
こ
と
に
谷
口
は
気
づ
く
べ
き
だ
ろ
う
。

ホ
ワ
イ
ト
に
罠
に
は
め
ら
れ
か
け
た
ケ
イ
ン
ズ

｜
ホ
ワ
イ
ト
の
安
定
基
金
案
の
内
実

一
九
四
三
年
二
月
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
ホ
ワ
イ
ト
案
の
写
し
を
受
け
取
っ
た
が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
を
通
じ
ポ
ン
ド
残
高
を
長
期
債
務
に

お
き
換
え
る
提
案
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
は
驚
い
た
。
戦
後
問
題
と
な
る
過
剰
な
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
肩
代
わ
り

す
る
と
い
う
案
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
英
国
の
金
融
的
苦
境
を
米
国
側
が
幾
分
、

慮
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
英
国
側
が
驚
く
わ

け
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
ホ
ワ
イ
ト
の
罠
な
の
で
あ
る
。
こ
の
案
で
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
を
通
じ
ス
タ
ー
リ
ン
グ
が
市
場
で
活
発
に
取
引
さ
れ
る
。
こ
れ

で
は
膨
大
な
ポ
ン
ド
残
高
が
市
場
で
取
引
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
英
国
が
基
金
に
対
し
長
期
債
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

基
金
が
引
き
受
け
た
長
期
債
務
（
ポ
ン
ド
）
が
満
期
と
な
っ
た
場
合
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
（
こ
こ
で
は
イ
ン
ド
と
す
る
）
が
こ
の
ポ

ン
ド
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
買
い
戻
せ
ば
、
そ
の
ポ
ン
ド
は
交
換
性
の
制
限
さ
れ
た
ポ
ン
ド
で
な
く
、
交
換
性
の
あ
る
自
由
ポ
ン
ド
と
な
る
。

何
時
で
も
ド
ル
と
交
換
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
ポ
ン
ド
は
大
き
な
圧
力
に
曝
さ
れ
、
ひ
い
て
は
英
国
に
と
っ
て
対
外
準

備
と
な
る
ド
ル
準
備
が
急
減
す
る
。
ホ
ワ
イ
ト
案
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
国
際
的
立
場
を
危
う
く
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

ホ
ワ
イ
ト
案
で
は
英
国
に
と
っ
て
は
ポ
ン
ド
債
務
が
長
期
化
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
減
額
さ
れ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
過
剰
な

ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
を
長
期
債
務
に
借
り
換
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
残
高
の
実
質
棒
引
き
を
求
め
て
い
た
英
国
と
し
て
は
と
て
も
承

認
で
き
な
い
内
容
の
は
ず
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
は
ホ
ワ
イ
ト
の
罠
に
気
が
つ
か
ず
、
こ
の
案
に
反
対
す
る
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
と

言
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
は
大
蔵
次
官
主
席
補
佐
官
の
ウ
ェ
イ
リ
ー
が「
背
筋
が
ぞ
っ
と
凍
る
思
い
が
し
た
」。
ホ
ワ
イ
ト
の
罠
に
気

が
つ
か
な
い
ケ
イ
ン
ズ
に
震
撼
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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ケ
イ
ン
ズ
以
上
に
ひ
ど
い
理
解
に
陥
っ
て
い
る
の
が
岩
本
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
の
安
定
基
金
案
に
関
し
、
岩
本
は
ケ
イ
ン
ズ
以
上
の

ひ
ど
い
解
題
を
開
陳
し
た
。
岩
本
の
解
題
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
は
英
国
の
ス
パ
イ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由
を
簡
単

に
説
明
し
て
み
よ
う
。
岩
本
に
よ
る
ホ
ワ
イ
ト
原
案
の
解
題
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
言
で
言
え
ば
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
が
保
有
す
る
ポ
ン
ド
残
高
を
基
金
が
買
い
上
げ
、
そ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
及
び
ス
タ
ー
リ
ン
グ

地
域
が
基
金
か
ら
買
い
戻
す
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ポ
ン
ド
残
高
が
ド
ル
残
高
に
振
り
替
え
ら
れ
、
短
期
債

務
が
長
期
債
務
に
借
り
換
え
ら
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
（

岩
本

二
八
九
頁
、
傍
点
は
岩
本
が
付
す
）

こ
れ
を
「
一
言
で
言
え
ば
」、
ひ
ど
い
理
解
の
一
語
に
尽
き
る
。「
ポ
ン
ド
残
高
が
ド
ル
残
高
に
振
り
替
え
ら
れ
、
短
期
債
務
が
長
期

債
務
に
借
り
換
え
ら
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
」
の
が
正
し
い
と
す
れ
ば
ホ
ワ
イ
ト
は
英
国
の
ス
パ
イ
と
な
る
。
米
国
政
府
は
ホ
ワ
イ
ト
を

反
米
活
動
家
と
し
て
直
ち
に
首
に
す
る
だ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
英
国
に
代
り
ポ
ン
ド
残
高
を
引
き
受
け
て
ド
ル
残
高
の
債
務
に
置
き
換
え
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
英
国
の
対

外
債
務
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
対
外
債
務
と
し
て
引
き
受
け
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
へ
の
最
大
の
出
資
国
で
あ
る
米
国
が
英
国

の
対
外
債
務
を
引
き
受
け
る
に
等
し
く
な
る
。

も
は
や
岩
本
の
初
歩
的
間
違
い
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ホ
ワ
イ
ト
案
は
岩
本
の
理
解
す
る
、「
ポ
ン
ド
残
高
が
ド
ル
残
高
に
振
り
替
え
ら

れ
、
短
期
債
務
が
長
期
債
務
に
借
り
換
え
ら
れ
る
仕
組
み
」で
な
く
、「
ポ
ン
ド
残
高
が
ポ
ン
ド
残
高
の
ま
ま
残
さ
れ
、
短
期
債
務
が
長

期
債
務
に
借
り
換
え
ら
れ
る
仕
組
み
」
な
の
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
と
い
う
英
国
の
対
外
債
務
が
軽
減
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
封

鎖
し
て
お
く
べ
き
こ
の
残
高
が
自
由
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
ホ
ワ
イ
ト
案
の
仕
組
み
な
の
で
あ
る
。

ホ
ワ
イ
ト
の
安
定
基
金
で
は
各
国
中
央
銀
行
は
自
由
に
ポ
ン
ド
を
交
換
に
出
し
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
い

る
。
基
金
が
ポ
ン
ド
を
買
い
上
げ
長
期
保
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ポ
ン
ド
債
務
の
軽
減
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
か

73

日本のケインズ学への晩鐘〔続〕



え
っ
て
、
ポ
ン
ド
債
務
の
負
担
を
増
す
。
こ
れ
に
ケ
イ
ン
ズ
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
英
国
大
蔵
省
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀

行
は
咄
嗟
の
判
断
で
ホ
ワ
イ
ト
の
意
図
を
見
抜
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
こ
の
よ
う
な
交
渉
能
力
し
か
も
た
な
い
ケ
イ
ン
ズ
に
不

安
を
抱
き
続
け
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
谷
口
に
よ
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ
は
「
百
戦
錬
磨
の
交
渉
者
」
だ
そ
う
だ
。
さ
ら
に
谷
口
は
岩
本
の
解
題
の
馬
鹿
馬
鹿
し
さ
に
何

も
気
が
つ
か
な
い
。
だ
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
が
ホ
ワ
イ
ト
に
だ
ま
さ
れ
か
け
た
経
緯
を
察
知
で
き
な
い
。

何
も
理
解
し
て
い
な
い
の
に
理
解
し
た
と
勘
違
い
し
て
い
る
こ
と
の
怖
さ
を
教
え
て
お
こ
う
。
谷
口
は
岩
本
版
「
ホ
ワ
イ
ト
」
案
に

関
し
、「
い
ま
ふ
う
に
言
う
な
ら
デ
ッ
ト
・
デ
ッ
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
」（
一
六
八
頁
）
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
英
国
と
ス
タ
ー

リ
ン
グ
残
高
保
有
国
（
以
下
イ
ン
ド
を
例
と
す
る
）
の
間
に
介
在
し
、
イ
ン
ド
か
ら
ポ
ン
ド
建
て
英
国
債
権
を
買
い
上
げ
、
代
価
を
ド

ル
で
支
払
う
と
い
う
。
英
国
は
イ
ン
ド
に
対
す
る
債
務
は
解
除
さ
れ
、
代
り
に
基
金
に
長
期
債
務
を
負
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
こ
の
仕
組
み
に
は
ポ
ン
ド
の
膨
大
な
流
通
量
を
そ
っ
く
り
ド
ル
に
入
れ
替
え
て
し
ま
う
マ
ジ
ッ
ク
が
隠
さ
れ
て
い
た
」（

谷
口

一
六

八
頁
）
な
ど
と
し
た
り
顔
に
解
説
す
る
。
ま
さ
に
自
分
が
仕
か
け
た
「
マ
ジ
ッ
ク
」
に
ひ
っ
か
か
っ
て
し
ま
う
マ
ジ
シ
ャ
ン
。
そ
れ
が

谷
口
な
の
で
あ
る
。

筆
者
は
英
国
大
蔵
省
高
官
と
同
様
、
谷
口
の
解
説
に
は「
背
筋
が
ぞ
っ
と
凍
る
思
い
が
し
た
」。
谷
口
に
初
歩
的
な
質
問
を
投
げ
か
け

て
み
よ
う
。
も
し
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
イ
ン
ド
な
ど
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
保
有
国
か
ら
ポ
ン
ド
を
買
い
上
げ
て
ド
ル
を
売
る
と
す
る
場
合
、
そ

の
ド
ル
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
か
？

Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
英
国
の
多
額
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
を
買
い
上
げ
る
十
分
な
ド
ル
を
保
有
し
て

い
る
は
ず
が
な
い
。
周
知
の
と
お
り
、
当
時
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
短
期
融
資
機
関
に
す
ぎ
な
い
。
ポ
ン
ド
の
長
期
債
務
を
買
い
取
る
と
す
れ
ば

Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
長
期
融
資
機
関
に
化
け
て
し
ま
う
。
し
か
も
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
は
そ
れ
だ
け
の
買
取
り
を
行
う
資
金
規
模
を
持
た
な
い
。

こ
の
よ
う
に
谷
口
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
基
本
的
性
格
も
知
ら
な
い
の
で
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
基
本
を
何
も
知
ら
な
い
岩
本
の
著
作
に
依
拠
し
て
し
ま
っ

た
。
か
く
し
て
岩
本
発
伝
言
ゲ
ー
ム
は
谷
口
に
至
り
奇
想
天
外
な
結
末
を
む
か
え
る
。
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ケ
イ
ン
ズ
の
た
め
に
弁
護
し
て
お
こ
う
。
ケ
イ
ン
ズ
は
岩
本
版
の
ホ
ワ
イ
ト
案
に
だ
ま
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
。
岩
本
版
ホ
ワ
イ
ト
案

に
だ
ま
さ
れ
た
と
し
た
ら
ケ
イ
ン
ズ
は
ま
さ
し
く
間
抜
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
岩
本
版
ホ
ワ
イ
ト
案
で
あ
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ
、
英
国
政
府
は

も
ろ
手
を
上
げ
て
大
賛
成
す
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
理
解
で
き
な
い
谷
口
が
ケ
イ
ン
ズ
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
の
は
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ョ
ー
ク
そ
の
も

の
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
の
「
マ
ジ
ッ
ク
」
に
、「
ケ
イ
ン
ズ
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
、
内
包
さ
れ
た
重
大
な
意
味
合
い
に
、
本
当
に
気
づ
か

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」（
同
、
一
六
八
頁
）と
谷
口
は
書
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
記
述
を
も
じ
っ
て
谷
口
の
誤
解
を
質
し
て
お

こ
う
。「
谷
口
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
、
岩
本
の
誤
解
に
内
包
さ
れ
た
重
大
な
意
味
合
い
に
、
本
当
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
気
づ
く
素
養
は
な
い
。

谷
口
は
自
業
自
得
と
い
っ
て
も
よ
い
。
お
よ
そ
国
際
金
融
に
無
知
な
「
学
者
」
の
山
本
栄
治
を
典
拠
と
し
て
基
軸
通
貨
の
ポ
ン
ド
か

ら
ド
ル
へ
の
交
替
を
語
っ
て
し
ま
っ
た
。
山
本
に
よ
る
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
設
立
当
初
、
ポ
ン
ド
が
基
軸
通
貨
で
あ
り
、
ド
ル
は
「
国
際
的

信
用
制
度
と
い
う
世
界
シ
ス
テ
ム
を
持
た
な
い
地
域
通
貨
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」（

山
本
１
９
８
８

一
五
一
頁
）
と
い
う
。
ご
て
い
ね

い
に
も
谷
口
は
こ
の
記
述
を
含
む
山
本
の
著
書
の
ほ
ぼ
１
頁
を
丸
ご
と
引
用
し
て
い
る
（

谷
口

七
〇
頁
）。
そ
の
一
頁
が
混
乱
に
満

ち
た
記
述
で
あ
る
こ
と
に
谷
口
は
気
づ
か
な
い
。

山
本
の
主
張
す
る
よ
う
な
こ
と
、
す
な
わ
ち
Ｍ
Ｆ
設
立
当
初
に
お
い
て
ド
ル
が
地
域
通
貨
に
す
ぎ
ず
ポ
ン
ド
が
基
軸
通
貨
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
機
能
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
英
国
は
米
国
か
ら
借
款
を
受
け
て
よ
う
や
く
ポ
ン
ド
の
通
貨
交
換
性
を
回
復
し
た

の
が
一
九
四
七
年
夏
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
も
一
ヶ
月
足
ら
ず
で
交
換
性
を
停
止
し
、
以
降
、
非
居
住
者
レ
ベ
ル
で
ポ
ン
ド
の
交
換
性

を
回
復
で
き
た
の
は
一
九
五
八
年
十
二
月
末
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ま
で
は
ひ
ど
い
ド
ル
不
足
の
時
代
だ
っ
た
。
ド
ル
が
稀
少
通

貨
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
ド
ル
は
「
地
域
通
貨
」
で
あ
り
、
ポ
ン
ド
が
基
軸
通
貨
で
あ
っ
た
と
い
う
主

張
を
山
本
以
外
の
誰
が
主
張
を
し
て
い
る
の
か
、
筆
者
は
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
英
米
の
研
究
に
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
日
本
に
も
い
る

し
か
も
何
と
宇
野
理
論
を
継
承
し
て
い
る
と
う
そ
ぶ
く
人
の
中
に
。
そ
れ
は
馬
場
宏
二
で
あ
る
。
馬

場
に
よ
れ
ば
、
英
国
経
済
凋
落
に
か
か
わ
ら
ず
ポ
ン
ド
が
、「
戦
後
し
ば
ら
く
は
国
際
通
貨
た
り
得
た
」（

馬
場

三
八
八
頁
）
そ
う
で

あ
る
。
こ
の
「
戦
後
」
と
は
第
二
次
大
戦
終
了
後
の
こ
と
で
あ
る
。
馬
場
は
背
中
に
担
い
だ
宇
野
学
派
の
看
板
を
そ
ろ
そ
ろ
た
た
ん
で

も
良
い
時
期
を
む
か
え
た
よ
う
だ
。
英
国
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
８
条
国
に
入
っ
た
の
は
一
九
六
一
年
の
こ
と
。
交
換
性
も
な
い
、
８
条
国
で
も
な

い
国
の
通
貨
が
は
た
し
て
「
国
際
通
貨
」
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
通
貨
交
換
性
の
制
限
が
あ
る
通
貨
が
で
あ
る
。
こ
れ
は
常
識
以
前

の
問
い
で
あ
る
。

た
し
か
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
設
立
当
初
、
世
界
的
に
み
れ
ば
ポ
ン
ド
残
高
の
方
が
ド
ル
残
高
よ
り
も
多
か
っ
た
。
そ
し
て
山
本
は
こ
の
こ
と
を

も
っ
て
基
軸
通
貨
と
し
て
は
ポ
ン
ド
の
方
が
ド
ル
よ
り
も
地
位
が
高
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
山

本
も
馬
場
も
理
解
で
き
な
い
。
当
時
、
ポ
ン
ド
残
高
が
多
く
な
い
ほ
う
が
お
か
し
い
。
こ
の
残
高
は
基
軸
通
貨
の
地
位
故
に
生
じ
た
も

の
で
な
く
、
戦
時
中
の
戦
争
遂
行
に
伴
っ
て
英
国
が
帝
国
諸
国
に
多
く
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
務
を
負
っ
て
生
じ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
山
本
は
戦
時
債
務
の
累
積
、
す
な
わ
ち
対
外
的
借
金
の
累
積
を
も
っ
て
ポ
ン
ド
が
ド
ル
よ
り
も
基
軸
通
貨
性
が
高
い
と
主
張

し
て
し
ま
っ
た
。

こ
う
い
う
こ
と
に
も
無
頓
着
な
谷
口
は
何
と
、「
ド
ル
は
国
際
的
信
用
制
度
と
い
う
世
界
シ
ス
テ
ム
を
持
た
な
い
地
域
通
貨
に
す
ぎ
な

か
っ
た
」
と
い
う
山
本
の
記
述
を
肯
定
的
に
引
用
し
て
し
ま
っ
た
。
山
本
の
世
界
で
は
自
身
の
意
図
に
反
し
、
ポ
ン
ド
も
ド
ル
も
基
軸

通
貨
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
発
足
当
初
は
ど
こ
の
国
の
通
貨
が
基
軸
通
貨
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
馬
鹿
馬
鹿

し
い
結
論
に
至
る
の
が
山
本
の
記
述
な
の
で
あ
る
。

無
邪
気
な
谷
口
は
山
本
が
国
際
金
融
に
無
知
な
「
学
者
」
で
あ
る
こ
と
に
何
も
気
が
つ
か
な
い
。
か
の
九
州
大
学
名
誉
教
授
の
深
町

郁
彌
は
第
一
次
大
戦
以
前
の
ロ
ン
ド
ン
国
際
金
融
市
場
に
お
い
て
は
外
国
為
替
市
場
が
存
在
し
な
い
な
ど
と
国
際
金
融
の
テ
キ
ス
ト
に

堂
々
と
書
い
て
い
た
。
お
よ
そ
国
際
金
融
の
常
識
以
前
の
こ
と
し
か
書
け
な
い
深
町
の
説
を
鸚
鵡
返
し
に
し
た
の
が
山
本
で
あ
り
、
ロ
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ン
ド
ン
に
は
第
一
次
大
戦
前
、
外
国
為
替
市
場
は
存
在
し
な
い
と
主
張
し
た
（

山
本
１
９
８
８

ⅵ
｜
ⅶ
頁
）。
さ
て
さ
て
外
国
為
替

市
場
が
存
在
し
な
い
国
際
金
融
市
場
と
は
一
体
ど
ん
な
市
場
な
の
だ
ろ
う
。

こ
の
点
だ
け
で
も
山
本
の
無
知
ぶ
り
は
十
分
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
念
の
た
め
に
そ
の
他
の
点
で
も
無
知
ぶ
り
の
一
端
を
明

ら
か
に
し
て
お
く（
こ
れ
は
氷
山
の
一
角
）。
た
と
え
ば
一
九
三
○
年
代
に
民
間
の
為
替
銀
行
の
金
裁
定
取
引
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
主

張
し
て
い
る
。で
は
当
時
の
ホ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
の
動
き
に
連
動
し
て
い
た
英
米
間
の
民
間
金
移
動
は
一
体
ど
う
し
て
生
じ
る
の
だ
ろ
う
？

読
者
は
こ
の
程
度
の
こ
と
に
驚
い
て
は
い
け
な
い
。
山
本
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
に
お
い
て
さ
え
民
間
の
金
裁
定
取
引
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

と
説
明
し
て
い
る
（

山
本
１
９
９
７

一
〇
九
頁
）。
こ
れ
に
一
番
び
っ
く
り
す
る
の
は
ロ
ン
ド
ン
の
金
取
引
業
者
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド

で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
闇
商
人
に
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。
金
取
引
の
商
売
は
あ
が
っ
た
り
で
あ
ろ
う
。
山
本
の
よ
う
な
説
明
で
は

Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
に
お
け
る
ゴ
ー
ル
ド
・
ラ
ッ
シ
ュ
な
ど
金
投
機
に
走
る
為
替
業
者
の
行
動
、
こ
れ
に
伴
う
ド
ル
危
機
を
説
明
で
き
な
く
な

る
。
谷
口
は
一
体
こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
気
が
つ
い
て
山
本
を
典
拠
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

つ
い
で
に
怪
し
げ
な
テ
キ
ス
ト
を
典
拠
と
す
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
を
谷
口
に
教
え
て
お
こ
う
。
山
本
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
８
条
の
意
味

も
知
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、「
イ
ギ
リ
ス
が
８
条
国
に
移
行
す
る
と
、
平
価
維
持
義
務
が
な
く
金
兌
換
も
な
い
ポ
ン
ド
に
対
し
て
は
、
中

央
銀
行
は
介
入
を
行
わ
な
い
」（

山
本
１
９
９
７

一
〇
二
頁
）
と
書
い
て
い
る
。
８
条
国
に
移
行
し
て
「
平
価
維
持
義
務
」
を
負
わ

な
い
国
が
英
国
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
い
う
理
解
に
余
計
な
解
説
は
不
要
だ
ろ
う
。
一
九
六
○
年
代
、
一
連
の
平
価
切
下
げ
危
機
に
曝
さ
れ
何
度
も
切
下
げ
を
強
い
ら

れ
た
英
国
の
ポ
ン
ド
は
「
平
価
維
持
義
務
」
が
な
い
そ
う
で
あ
る
。
す
る
と
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
前
に
す
で
に
固
定
相
場
制
度
は

崩
壊
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
解
説
を
す
る
の
は
山
本
だ
け
で
あ
ろ
う
。
次
に
引
用
す
る
文
の
意
味
に
も
谷
口
は
震
撼
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
震
撼
し
な
け
れ
ば
谷
口
は
国
際
金
融
を
語
る
こ
と
は
止
め
た
ほ
う
が
よ
い
。

山
本
い
わ
く
、「
14
条
時
代
の
ポ
ン
ド
は
ド
ル
を
上
回
る
貿
易
媒
介
通
貨
で
あ
っ
た
」（

山
本
１
９
９
７

八
七
頁
）、「
ポ
ン
ド
が
基
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軸
通
貨
の
地
位
を
失
う
の
は
、通
貨
の
交
換
性
が
回
復
さ
れ
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
60
年
代
中
頃
移
行
で
あ
る
」

（
同
、
八
八
頁
）。

14
条
国
は
通
貨
交
換
性
を
制
限
し
て
い
る
国
の
こ
と
で
あ
る
。
通
貨
交
換
性
が
制
限
さ
れ
て
い
る
通
貨
が
基
軸
通
貨
に
な
れ
る
は
ず

が
な
い
。
む
し
ろ
英
国
は
か
つ
て
の
基
軸
通
貨
の
地
位
を
回
復
す
べ
く
８
条
国
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
国
際
金
融
セ
ン
タ
ー
の

地
位
を
保
持
す
べ
く
ポ
ン
ド
建
て
対
外
金
融
で
な
く
、
ド
ル
建
て
対
外
金
融
を
ロ
ン
ド
ン
で
行
っ
た
（
ユ
ー
ロ
・
ダ
ラ
ー
市
場
の
成

立
）。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
ポ
ン
ド
が
基
軸
通
貨
と
し
て
機
能
で
き
な
か
っ
た
た
め
の
苦
肉
の
処
置
で
あ
っ
た
。
交
換
性
を
回
復
で
き
な
い

時
期
の
ポ
ン
ド
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
圏
内
の
地
域
通
貨
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
程
度
の
こ
と
も
理
解
で
き
な
い
谷
口
な
の
で
、「
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
泰
斗
」
と
さ
れ
る
伊
東
（
一
九
八
〇
年
の
著
作
）
に
よ

る
ケ
イ
ン
ズ
の
最
後
の
時
期
の
記
述
を
無
批
判
的
に
引
用
し
て
し
ま
い
（

谷
口

一
七
一
｜
二
二
頁
）、
こ
れ
が
「
ケ
イ
ン
ズ
の
最
後

を
述
べ
て
過
不
足
が
な
い
」（
同
、
一
七
二
頁
）と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
谷
口
の
場
合
、
二
〇
〇
五
年
に
な
っ
て
も
一
九

八
〇
年
に
ケ
イ
ン
ズ
全
集
第
25
、
26
巻
が
出
た
こ
と
も
知
ら
な
い
し
、
ま
た
、
一
九
八
一
年
に
ゴ
ー
ル
ド（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
法
制
局
長
を
歴
任
）

が
ケ
イ
ン
ズ
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
条
文
解
釈
を
大
誤
り
を
指
摘
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
な
い
。
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
お
ろ
か
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー

の
大
著
（
２
０
０
０
）
も
中
身
は
読
ん
で
い
な
い
（
不
思
議
な
こ
と
に
典
拠
と
し
て
掲
載
）。
こ
の
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
い

ず
れ
も
ケ
イ
ン
ズ
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
解
釈
を
誤
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
末
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、「
ケ
イ
ン
ズ
研

究
の
泰
斗
」
伊
東
は
そ
の
こ
と
を
全
然
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
谷
口
も
英
国
の
二
つ
の
大
著
の
中
身
を
何
も
知
ら
な
い
。

伊
東
の
よ
う
な
記
述
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
話
が
ぎ
っ
ち
り
と
詰
ま
っ
て
い
る
の
が
ケ
イ
ン
ズ
全
集
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
活
用
し

た
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
プ
レ
ス
ネ
ル
な
ど
の
英
国
の
研
究
で
あ
る
が
、
谷
口
は
そ
れ
を
何
も
参
照
し
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
モ
グ
リ
ッ
ジ

は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
の
最
高
責
任
編
集
者
で
あ
る
し
、
プ
レ
ス
ネ
ル
に
し
て
も
Ｈ
Ｍ
Ｓ
Ｏ
（
英
国
統
計
局
）
か
ら
出
版
し
て
い
る
権
威
あ

る
英
国
金
融
史
の
大
家
で
あ
る
。
谷
口
は
こ
う
い
う
有
力
な
権
威
を
読
ま
な
い
ば
か
り
か
、
そ
う
い
う
貴
重
な
研
究
を
何
も
知
ら
な
い
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伊
東
を
参
照
し
て
し
ま
っ
た
。
谷
口
は
宝
の
山
を
目
の
前
に
し
て
屑
拾
い
に
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

谷
口
は
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
に
関
し
あ
や
ふ
や
な
知
識
し
か
な
い
の
に
、
伊
東
の
記
述
に
「
あ
え
て
二
点
付
け
加
え
る
こ
と

に
し
よ
う
」（

谷
口

一
七
二
頁
）
と
い
う
。
で
は
よ
ほ
ど
大
事
な
新
た
な
観
点
を
提
起
す
る
の
か
と
思
い
き
や
、
そ
の
反
対
で
あ
る
。

付
加
し
た
こ
と
と
は
せ
い
ぜ
い
、
一
つ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
設
立
場
所
が
英
米
間
対
立
の
焦
点
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
二
つ
目
は
ケ
イ
ン
ズ

が
最
後
に
書
い
た
論
文
の
タ
イ
ト
ル
を
「
ド
ル
は
希
少
と
な
る
か
」
と
書
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
論
文
に

お
い
て
、「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
に
当
初
か
ら
随
伴
し
て
い
た
問
題
を
い
ち
は
や
く
つ
か
ん
で
い
た
」（
同
、
一
七
三
頁
）
と
い
う

の
で
あ
る
。
第
一
の
点
は
は
っ
き
り
い
っ
て
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
あ
る
。
米
国
に
金
融
援
助
を
仰
が
ざ
る
を
得
な
い
英
国
が
米
国
を

抑
え
て
自
国
の
主
張
を
通
せ
る
は
ず
が
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
第
二
の
点
で
あ
る
が
、
英
国
の
経
済
史
の
大
家
ポ
ラ
ー
ド
も
指
摘
す
る

と
お
り
、
戦
後
ド
ル
不
足
に
な
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
ケ
イ
ン
ズ
だ
け
だ
っ
た
。
な
ぜ
か
谷
口
は
知
ら
な
い
。
ポ
ラ
ー

ド
が
言
い
た
い
の
は
、「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
に
当
初
か
ら
随
伴
し
て
い
た
問
題
を
い
ち
は
や
く
つ
か
ん
で
い
た
」
ど
こ
ろ
か
、
そ

の
正
反
対
の
理
解
に
陥
っ
て
い
た
の
が
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
て
総
括
し
よ
う
。
谷
口
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
国
際
通
貨
情
勢
に
は
全
く
暗
い
人
物
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
世
間

ば
か
り
か
学
者
も
こ
れ
を
あ
り
が
た
が
っ
て
典
拠
と
す
る
。
す
る
と
多
く
の
学
者
も
そ
の
看
板
を
裏
切
り
、
国
際
通
貨
情
勢
に
は
明
る

く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
人
物
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
外
務
省
副
報
道
官
の
地
位
に
移
っ
て
い
る
（
日
経
、
２
０
０
７
年

４
月
15
日
）。
ま
さ
し
く
落
語
の
「
地
獄
八
景
亡
者
戯
」
の
落
ち
で
あ
る
。

む
す
び

歴
史
は
繰
り
返
す
。
常
に
茶
番
を
伴
っ
て
。
そ
れ
を
演
じ
て
く
れ
た
の
が
伊
東
光
晴
｜
岩
本
武
和
｜
根
井
雅
弘
｜
伊
藤
宣
弘
の
茶
番
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カ
ル
テ
ッ
ト
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
第
一
バ
イ
オ
リ
ン
を
奏
で
た
の
は
伊
東
で
あ
り
、
後
は
腐
朽
和
音
の
連
続
だ
っ
た
。
弓
も
馬
の
毛
な

ら
ぬ
鹿
の
毛
の
よ
う
だ
。
哀
れ
な
こ
と
に
腐
朽
和
音
の
混
乱
に
眉
を
顰
め
る
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
が
い
な
か
っ
た
。
逆
に
彼
ら
は
茶
番

カ
ル
テ
ッ
ト
の
狂
音
に
う
っ
と
り
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
ケ
イ
ン
ズ
読
み
の
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
の
学
者
が
し
た
り
顔
に
ケ
イ
ン
ズ
を
語

る
恐
る
べ
き
現
実
が
あ
っ
た
。
聞
こ
え
て
い
な
い
（
理
解
で
き
て
い
な
い
）
の
に
聞
こ
え
た
（
理
解
で
き
た
）
ふ
り
を
す
る
こ
と
ほ
ど

精
神
上
の
苦
痛
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
。

日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
を
取
り
巻
く
世
界
は
実
に
い
い
か
げ
ん
に
で
き
て
い
る
。
日
本
経
済
新
聞
（
２
０
０
６
年
７
月
２
日
）
に
伊

藤
へ
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
見
出
し
に
「
ケ
イ
ン
ズ
の
同
時
代
、
子
細
に
検
証
」
と
な
っ
て
お
り
、「
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
と
は
何

だ
っ
た
か
を
再

す
る
上
で
、
本
書
は
格
好
の
手
引
き
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
、
お
決
ま
り
の
提
灯
書
評
に
終
始
し
て
い
る
。
む
し

ろ
、こ
の
書
評
の
意
図
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
伊
藤
の
著
書
の
意
義
が
あ
る
。ケ
イ
ン
ズ
読
み
の
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
が
有
象
無
象
す
る「（
日

本
の
）
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
（
者
）
と
は
何
だ
っ
た
か
を
再

す
る
上
で
、
本
書
は
格
好
の
手
引
き
と
な
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関

し
て
は
今
回
の
拙
稿
も
「
格
好
の
手
引
き
」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
を
理
解
で
き
る
の
か
否
か
？

日
本
の
ケ
イ
ン

ズ
学
者
の
力
量
も
天
秤
に
か
け
ら
れ
る
。
学
問
の
世
界
で
も
ア
ヌ
ビ
ス
神
の
立
ち
会
い
の
も
と
知
恵
の
神
ト
ト
が
天
秤
の
傾
き
を
計
量

し
記
録
す
る
の
で
あ
る
。

付
録：

マ
ー
シ
ャ
ル
研
究
家
（
永
澤
越
郎
）
の
誤
訳
の
露
天
掘

｜『
貨
幣
・
信
用
・
貿
易
』
の
第
四
章
（S

T
O
C
K
 
E
X
C
H
A
N
G
E

）
に
関
し

永
澤
は
マ
ー
シ
ャ
ル
の
著
書
を
多
く
翻
訳
し
て
い
る
。
こ
の
か
ぎ
り
日
本
に
お
け
る
マ
ー
シ
ャ
ル
研
究
の
有
力
家
で
あ
る
と
み
る
の

は
妥
当
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
常
識
は
通
じ
な
い
。
そ
れ
が
永
澤
の
英
語
力
で
あ
る
。
今
回
の
拙
稿
の
本
文
で
も
明
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ら
か
に
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
付
録
で
は
マ
ー
シ
ャ
ル
の
『
貨
幣
・
信
用
・
貿
易
』
の
第
四
章
（S

T
O
C
K
 
E
X
C
H
A
N
G
E

）
が
永
澤
訳
で
は
ど
の
よ
う
に
無

残
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
検
証
す
る
。
戦
慄
す
べ
き
こ
と
に
各
節
の
タ
イ
ト
ル
、
す
べ
て
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
内
容
上
、
救
い
が
た
い
誤

訳
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
大
学
教
授
の
そ
れ
に
は
程
遠
い
英
語
力
、
そ
し
て
、
辞
書
を
ま
と
も
に
引
か
な
い
杜

撰
さ
が
致
命
的
結
果
を
招
い
て
い
る
。
で
は
早
速
、
そ
の
誤
訳
を
各
節
毎
に
芋
蔓
式
に
引
っ
張
り
出
し
て
お
く
。
読
者
に
大
い
な
る
収

穫
祭
を
満
喫
し
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。

①

第
一
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

｜
国
債
、
社
債
は
株
な
の
か
？

出
鼻
を
挫
く
の
た
と
え
で
は
な
い
が
、
永
澤
は
そ
も
そ
も
第
四
章
の
タ
イ
ト
ル
自
体
を
読
み
そ
こ
な
っ
て
い
る
。
永
澤
は
こ
の
章
を

「
株
式
取
引
所
」（
一
二
〇
頁
）
と
し
て
い
る
が
、
正
し
く
は
「
証
券
取
引
所
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
章
の
訳
出
に
お
い
て
、

「
証
券
取
引
所
」
は
す
べ
て
、「
株
式
取
引
所
」
に
矮
小
化
さ
れ
て
い
る
。

株
式
取
引
所
」の
訳
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
永
澤
は
自
ら
の
訳
文
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
判
断
力
は
持
ち

合
わ
せ
て
い
な
い
。
永
澤
に
よ
る
と
、「
株
式
取
引
所
」
は
「
株
式
会
社
の
株
式
と
株
式
会
社
と
中
央
、
地
方
の
政
府
が
年
々
定
ま
っ
た

額
の
支
払
い
を
行
う
債
務
を
売
買
す
る
」（
一
二
〇
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
債
務
」
と
は
国
債
、
社
債
な
ど
債
券
の
こ
と
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
を
取
引
す
る
所
は
「
株
式
取
引
所
」
で
な
く
、
債
務
証
書
の
債
券
取
引
も
含
む
、「
証
券
取
引
所
」
と
し

な
い
と
い
け
な
い
。

し
か
も
、
そ
の
頁
の
注
（
１
）
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
原
意
を
つ
か
み
損
な
い
、
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
が
「
公
債
取
引
」
と
い
う
表
題
で
、

「
株
式
取
引
所
が
採
用
し
て
い
る
方
法
の
明
瞭
な
説
明
」
を
し
て
い
る
と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
、「
株
式
取
引
所
」
で
な
く
、「
公

債
取
引
」
が
本
題
の
は
ず
で
あ
り
、「
証
券
取
引
所
」
で
な
い
と
ま
ず
い
こ
と
に
気
が
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
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あ
る
い
は
次
の
第
二
節
の
タ
イ
ト
ル
が
、「
長
い
間
株
式
取
引
所
は
主
と
し
て
政
府
の
債
務
を
取
り
扱
っ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
そ
の

注
意
の
多
く
が
株
式
会
社
の
証
券
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」（
一
二
三
頁
）と
訳
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
永
澤
い
う
と
こ
ろ
の
、「
株

式
取
引
所
」
は
主
に
株
式
で
な
く
債
券
を
取
り
扱
っ
て
い
る
所
な
の
で
、「
証
券
取
引
所
」
と
な
る
。
こ
れ
が
永
澤
に
は
永
遠
に
不
明
の

ま
ま
で
あ
る
。

な
お
、
そ
の
注（
１
）に
お
い
て
商
品
取
引
所
の
こ
と
も
取
り
違
え
て
い
る
。
原
文
の
、“co

n
stru

ctiv
e sp

ecu
la
tio
n in o

rg
a
n
ized

 
p
ro
d
u
ce m

a
rk
ets”

p
.89

）
は
「
組
織
的
な
生
産
物
市
場
に
お
け
る
建
設
的
な
投
機
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、「
効
率
的
な
商
品
取
引

所
に
お
け
る
創
造
的
（
あ
る
い
は
生
産
的
）
投
機
」
と
す
る
ほ
う
が
マ
ー
シ
ャ
ル
の
原
意
を
伝
え
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー

の
「
創
造
的
破
壊
」
と
一
脈
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
で
き
な
い
の
で
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
る
証
券
取
引
所
の
定
義
が
さ
っ
ぱ
り
で
き
な
く
な
る
。
原
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

A
 
sto
ck
 
ex
ch
a
n
g
e is a

n a
sso

cia
tio
n co

m
p
o
sed o

f p
erso

n
s w

h
o tra

d
e in p

u
b
lic sto

ck
s a

n
d co

n
d
u
ct th

eir
 

b
u
sin
ess in

 
co
n
fo
rm
ity
 
w
ith
 
settled

 
ru
les a

n
d
 
u
sa
g
es,

co
m
m
o
n
ly
 
b
u
y
in
g
 
a
n
d
 
sellin

g
 
fo
r th

e p
u
b
lic o

n
 

co
m
m
issio

n
.
p
.89

）

こ
れ
が
永
澤
に
か
か
る
と
と
ん
で
も
な
い
訳
に
変
質
す
る
。

株
式
取
引
所
は
、
公
的
会
社
の
発
行
す
る
株
式
の
取
引
に
従
事
し
、
定
め
ら
れ
た
規
則
や
慣
例
に
し
た
が
っ
て
、
手
数
料
を
徴
収

し
て
、
一
般
公
衆
の
た
め
に
株
式
を
売
買
す
る
人
々
の
構
成
す
る
社
団
で
あ
る
（
一
二
〇
頁
、
下
線
部
分
は
誤
訳
）

公
的
会
社
の
発
行
す
る
株
式
」
と
は
一
体
何
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
正
し
く
は
、「
広
く
知
ら
れ
取
引
さ
れ
る
証
券
」
の
こ
と
で

あ
る
。

も
っ
と
実
態
に
即
し
た
株
式
取
引
を
叙
述
で
き
な
い
の
か
、
不
思
議
な
気
も
す
る
。
信
用
が
膨
張
し
す
ぎ
た
時
に
起
こ
る
現
象
に
関

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
原
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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B
u
t,
w
h
en th

ey rise v
ery h

ig
h
,
ch
eerfu

l ex
p
ecta

tio
n
s a

re in d
a
n
g
er o

f b
ein
g clo

u
d
ed b

y in
d
ica
tio
n
s th

a
t

 
cred

it h
a
s b
een p

u
sh
ed to

o fa
r,
a
n
d th

a
t th

e a
to
m
o
p
h
ere o

f b
u
sin
ess w

ill b
eco

m
e in

crea
sin
g
ly su

ltry u
n
til

 
it b

rea
k
s in a sto

rm
.
p
.90

）

そ
こ
で
は
、「
し
か
し
、
株
価
の
上
昇
が
大
幅
で
あ
る
時
に
は
信
用
は
過
大
に
な
り
、
景
気
は
ま
す
ま
す
蒸
暑
く
な
り
、
つ
い
に
は
嵐

に
変
わ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
兆
候
に
よ
っ
て
、
陽
気
な
期
待
が
曇
ら
さ
れ
る
危
険
が
発
生
す
る
」（
一
二
一
頁
、
下
線
部
分
は
誤
訳
）

と
訳
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
で
は
株
式
市
場
の
過
熱
化
、
そ
の
破
綻
の
経
緯
を
伝
え
る
訳
文
に
な
ら
な
い
。
そ
の
臨
場
感
を
伝
え
る
訳
に
直
し
て
み
る
。

株
価
が
大
幅
に
上
昇
し
た
時
、
信
用
拡
張
が
行
き
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
兆
候
が
現
れ
始
め
、
そ
し
て
、
景
況
感
が
次
第
に
過

熱
化
し
終
に
は
そ
れ
が
砕
け
散
る
と
い
う
兆
候
が
見
ら
れ
る
と
、
そ
れ
ま
で
浮
か
れ
つ
い
て
い
た
期
待
が
水
を
さ
さ
れ
る
危
険
に

い
た
る

筆
者
は
今
ま
で
景
気
循
環
論
を
そ
れ
な
り
に
勉
強
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
景
気
過
熱
化
の
こ
と
を
「
蒸
暑
く
な
り
」
な
ど
と

い
う
珍
奇
な
形
容
を
し
た
の
は
永
澤
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

一
二
一
頁
の
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
も
間
違
い
だ
ら
け
で
あ
る
。「
将
来
の
為
替
相
場
」
も
原
文
で
は

“th
e
 
co
m
in
g
 
ra
tes

 
o
f

 
ex
ch
a
n
g
e”

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
将
来
の
取
引
の
相
場
」
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た“th

e lo
a
n o
f ca

p
ita
l”

は
国
債
な
ど
の
債
券
の

取
引
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
資
本
の
貸
出
し
」
に
化
け
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、「
異
な
っ
た
場
所
で
の
貨
幣
の
交
換
の
比
率
」
と
は
、

「
異
な
る
地
域
の
貨
幣
の
交
換
の
比
率
」（ra

tes fo
r th

e ex
ch
a
n
g
e o
f m

o
n
ey
s o
f d
ifferen

t p
la
ces

p
.90

）
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
資
本
発
行

取
引
の
こ
と
も
何
も
知
ら
な
い
の
で
第
一
節
は
以
左
の
と
お
り
、
と
ん
で
も
な
い
誤
訳
で
終
え
る
。
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信
用
機
関
が
人
々
か
ら
少
量
ず
つ
集
め
た
も
の
を
、
大
規
模
な
企
画
の
た
め
に
、
大
量
の
流
れ
と
し
て
利
潤
を
獲
得
し
て
転
用
で

き
る
よ
う
な
蓄
積
」（
一
二
二
頁
、
下
線
部
は
誤
訳
）

原
文
と
比
較
す
る
と
読
者
は
ま
た
ま
た
背
筋
の
凍
る
思
い
を
す
る
だ
ろ
う
。

th
e sto

ck w
h
ich th

e a
g
en
cies o

f cred
it co

u
ld co

llect in d
rib
lets fro

m
 
th
e p

eo
p
le a

n
d tu

rn in la
rg
e strea

m
s

 
to g

rea
t en

terp
rises,

ta
k
in
g th

eir o
w
n p

ro
fit a

s it p
a
ssed

.
p
.90

）

こ
れ
を
意
味
の
通
じ
る
訳
に
し
て
お
く
。

資
本
信
用
仲
介
機
関
が
人
々
か
ら
資
本
を
少
量
ず
つ
集
め
て
大
量
に
集
中
し
、
こ
れ
を
大
規
模
な
企
画
に
運
用
し
、
そ
し
て
そ
の

資
本
を
移
転
さ
せ
る
際
に
自
分
も
利
潤
を
得
る
と
こ
ろ
の
資
本

少
な
い
資
本
で
も
大
量
に
集
め
れ
ば
大
き
な
事
業
に
運
用
で
き
る
。
そ
れ
を
仲
介
す
る
資
本
信
用
仲
介
機
関
は
仲
介
料
、
創
業
者
利

得
な
ど
を
得
ら
れ
る
と
い
う
実
に
簡
単
な
話
の
は
ず
で
あ
る
。
結
局
、
永
澤
の
場
合
、
第
一
節
に
お
い
て
、
大
き
な
誤
訳
の
な
い
パ
ラ

グ
ラ
フ
は
一
つ
と
し
て
存
在
し
な
い
。
次
の
第
二
節
も
同
じ
惨
劇
が
ま
っ
て
い
る
。

②

第
二
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

｜“again”

の
意
味
を
取
り
違
え
、“half”

（
大
半
）
が
理
解
で
き
な
い“half”

（
生
半
可
）
な
訳

｜
永
澤
へ
証
券
用
語
初
級
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
誘
い
（
１
）

第
二
節
の
タ
イ
ト
ル
は
「
長
い
間
株
式
取
引
所
は
主
と
し
て
政
府
の
債
務
を
取
り
扱
っ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
そ
の
注
意
の
多
く
が

株
式
会
社
の
証
券
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」（
一
二
三
頁
）。
し
ま
ら
な
い
訳
で
あ
る
が
、「
株
式
取
引
所
」
が
「
証
券
取
引
所
」
の
間
違
い

で
あ
る
こ
と
だ
け
は
指
摘
し
て
お
く
。
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こ
の
第
二
節
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
訳
も
目
を
覆
わ
ん
ば
か
り
の
誤
訳
で
あ
る
。
一
般
の
投
資
家
と
プ
ロ
の
投
資
家
の
関
係
を
記
述

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
永
澤
は
そ
の
区
別
が
ま
っ
た
く
で
き
な
い
。

株
式
取
引
所
に
お
い
て
か
な
り
の
量
が
売
買
さ
れ
る
習
慣
に
な
っ
て
い
る
『
証
券
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
つ

い
て
、
練
達
の
、
情
報
に
通
じ
た
資
本
家
達
が
、
当
該
の
証
券
の
価
格
は
真
実
の
価
値
を
か
な
り
よ
く
表
現
し
て
い
る
と

え
て

い
る
こ
と
を
通
じ
て
、
買
手
は
一
般
に
防
御
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
株
式
取
引
所
の
機
構
が
、
特
定
の
『
証
券
』
に
対
し
て
し

ば
ら
く
の
間
は
不
当
に
高
い
価
値
を
定
め
た
り
、
不
当
に
低
い
価
値
を
定
め
る
こ
と
が
時
お
り
起
こ
る
と
し
て
も
、
総
体
と
し
て

は
情
報
に
通
じ
た
有
能
な
人
々
が
、
一
般
公
衆
が
彼
ら
の
投
資
に
お
い
て
相
当
の
注
意
を
払
っ
て
行
動
す
る
か
ぎ
り
、
重
大
な
判

断
の
誤
り
に
陥
る
こ
と
か
ら
守
っ
て
い
る
（
一
二
三
頁
、
下
線
部
分
は
誤
訳
、
意
味
不
明
）

さ
て
永
澤
は
こ
れ
を
読
者
に
読
ま
せ
て
一
体
何
を
理
解
さ
せ
る
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
。
主
述
が
乱
離
骨
灰
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
株
価
操
作
の
意
味
で
あ
る

“m
a
ch
in
a
tio
n
s”

を
「
機
構
」
と
し
た
の
で
は
、
辞
書
を
ろ
く
に
引
い
て
い
な
い
こ
と
を
暴
露
す

る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
意
味
の
通
じ
る
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

証
券
取
引
所
に
お
い
て
か
な
り
の
量
が
売
買
さ
れ
る
慣
例
に
な
っ
て
い
る
『
証
券
』
を
買
う
人
は
、
練
達
の
、
情
報
に
通
じ
た
資

本
家
た
ち
が
そ
の
証
券
価
格
が
実
際
の
価
値
を
か
な
り
適
切
に
反
映
し
て
い
る
と

え
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
一
般
に
安
心
し
て

買
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
証
券
取
引
所
に
お
け
る
価
格
操
作
に
よ
っ
て
、
特
定
の
『
証
券
』
が
不
当
に
高
く
釣
り
上

げ
ら
れ
た
り
不
当
に
低
く
下
げ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
時
折
、
し
ば
し
の
間
生
じ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
投
資
が
相
当
用
心
深
く

行
わ
れ
る
か
ぎ
り
、
総
体
と
し
て
は
、
情
報
に
通
じ
た
有
能
な
人
々
の
見
識
に
従
え
ば
、
一
般
投
資
家
は
投
資
判
断
に
お
い
て
重

大
な
誤
り
を
犯
す
こ
と
は
な
い
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永
澤
が
翻
訳
に
お
い
て
い
か
に
杜
撰
な
人
物
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
読
者
に
知
ら
せ
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
原
文
を
引
い
て
お
く
。

T
h
e p

u
rch

a
ser o

f a
lm
o
st a

n
y
“secu

rity
”,
o
f w

h
ich co

n
sid
era

b
le q

u
a
n
tities a

re h
a
b
itu
a
lly b

o
u
g
h
t a
n
d so

ld
 

o
n a sto

ck
 
ex
ch
a
n
g
e,
is g

en
era

lly fo
rtified b

y th
e k

n
o
w
led
g
e th

a
t ex

p
ert a

n
d w

ell
in
fo
rm
ed ca

p
ita
lists

 
reg

a
rd its p

rice a
s fa

irly rep
resen

tin
g its rea

l v
a
lu
e.

T
h
erefo

re,
a
lth
o
u
g
h sto

ck
 
ex
ch
a
n
g
e m

a
ch
in
a
tio
n
s

 
m
a
y o

cca
sio
n
a
lly set fo

r a tim
e,
a
n u

n
d
u
ly h

ig
h v

a
lu
e,
o
r a
n u

n
d
u
ly lo

w
 
v
a
lu
e o
n a p

a
rticu

la
r
“
secu

rity
”,

y
et,

in th
e m

a
in
,
th
e ju

d
g
m
en
t o
f w

ell
in
fo
rm
ed
,
ca
p
a
b
le m

en p
ro
tects th

e g
en
era

l p
u
b
lic fro

m
 
g
ra
v
e erro

rs
 

o
f ju

d
g
m
en
t in th

eir in
v
estm

en
ts,

so lo
n
g a

s th
ese a

re co
n
d
u
cted w

ith rea
so
n
a
b
le ca

u
tio
n
.
p
.91

）

さ
ら
に
永
澤
は
株
式
会
社
に
利
益
処
分
に
お
け
る
社
債
と
優
先
株
の
優
先
順
位
も
知
ら
な
い
よ
う
だ
。
そ
れ
を
示
す
の
が
次
に
紹
介

す
る
訳
で
あ
る
。

「
社
債
」
は
一
般
に
特
定
さ
れ
た
年
支
払
い
に
対
す
る
優
先
権
を
与
え
る
。「
優
先
株
」
は
一
般
に
、
社
債
に
対
す
る
支
払
い
に
つ

い
で
、
同
様
な
支
払
い
に
対
す
る
請
求
権
を
与
え
る
。（
一
二
四
）。

こ
れ
を
マ
ー
シ
ャ
ル
が
何
を
言
い
た
い
の
か
明
確
に
わ
か
る
訳
に
直
し
て
み
る
（
原
文
も
添
付
）。

一
般
的
に
い
え
ば
、『
社
債
』
は
特
定
さ
れ
た
年
次
支
払
い
に
対
す
る
優
先
権
が
あ
る
。『
優
先
株
』
も
一
般
的
に
、
同
様
な
支
払

い
請
求
権
が
あ
る
が
、
優
先
順
位
と
し
て
は
社
債
に
あ
る
優
先
権
の
次
に
位
置
す
る
（“D

eb
en
tu
res”

g
en
era

lly g
iv
e p

rio
r

 
cla
im
s to sp

ecified a
n
n
u
a
l p
a
y
m
en
ts.

“P
referred

”
sto
ck
s g
en
era

lly g
iv
e cla

im
s to sim

ila
r p
a
y
m
en
ts,
w
h
ich

 
ra
n
k n

ex
t in o

rd
er to th

o
se d

u
e o

n D
eb
en
tu
res

p
.91

）
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永
澤
は
投
資
家
に
お
け
る
国
債
、
社
債
、
優
先
株
、
普
通
株
の
投
資
優
先
順
位
に
関
す
る
マ
ー
シ
ャ
ル
の
説
明
も
さ
っ
ぱ
り
理
解
で

き
な
い
。
し
た
が
っ
て
次
の
よ
う
に
ま
さ
し
く“h

a
lf”

（
生
半
可
）
な
訳
を
開
陳
す
る
（
下
線
部
分
は
誤
訳
）。

最
後
に
、
特
定
の
企
業
の
も
つ
金
融
面
、
技
術
面
、
商
業
面
そ
し
て
人
事
面
で
の
強
弱
を
知
っ
て
い
る
と

え
る
人
々
は
、
彼
ら

の
資
本
の
少
な
く
と
も
一
部
を
、
堅
実
な
基
礎
を
持
ち
、
有
能
で
正
し
い
人
々
の
手
中
に
あ
る
と
彼
ら
が
信
ず
る
会
社
の
普
通
株

に
投
資
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
有
力
な
利
点
を
持
つ
投
資
家
は
お
そ
ら
く
、
コ
ン
ソ
ル
債
に
投
資
し
た
場
合
に
比
べ
て
、
平

し
て
一
倍
半
に
相
当
す
る
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
利
益
を
計
算
す
る
際
に
は
、
彼
ら
の
投
資

の
あ
る
部
分
の
市
場
価
値
の
永
続
的
な
上
昇
と
、
他
の
部
分
の
下
落
の
双
方
を
計
算
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
二
四
頁
）

み
ら
れ
る
と
お
り
実
に
刺
激
的
な
誤
訳
で
あ
る
。
こ
の
誤
訳
に
対
す
る
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

L
a
stly th

o
se w

h
o k

n
o
w
,
o
r th

in
k th

ey k
n
o
w
,
th
e fin

a
n
cia
l,
tech

n
ica
l,co

m
m
ercia

l a
n
d p
erso

n
a
l stren

g
th a

n
d

 
w
ea
k
n
ess o

f p
a
rticu

la
r u

n
d
erta

k
in
g
s,
w
ill in

v
est a

t lea
st o

f th
eir
 
ca
p
ita
l in

 
th
e
 
O
rd
in
a
ry
 
sto
ck
 
o
f

 
co
m
p
a
n
ies w

h
ich th

ey b
eliev

e to h
a
v
e so

lid fo
u
n
d
a
tio
n
s,
a
n
d to b

e in th
e h

a
n
d
s o

f a
b
le,

u
p
rig
h
t m

en
.

In
v
esto

rs w
h
o h

a
v
e stro

n
g a

d
v
a
n
ta
g
es o

f th
is k

in
d
,
ca
n p

ro
b
a
b
ly g

et h
a
lf a

s m
u
ch a

g
a
in o

n th
e a

v
era

g
e

 
a
s if th

ey h
a
d in

v
ested in C

o
n
so
ls:

in reck
o
n
in
g th

ese g
a
in
s a
cco

u
n
t is to b

e ta
k
en o

f th
e p

erm
a
n
et rise

 
in th

e m
a
rk
et v

a
lu
e o

f so
m
e o

f th
eir in

v
estm

en
ts a

n
d o

f th
e fa

ll in th
a
t o
f o
th
ers

p
.92

）

こ
の
原
文
に
踏
ま
え
た
意
味
の
通
る
日
本
語
訳
は
次
の
と
お
り
と
な
る
。

最
後
に
、
特
定
の
企
業
の
も
つ
財
務
、
技
術
、
営
利
そ
し
て
人
材
の
面
の
強
み
弱
み
を
知
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
知
っ
て
い
る
と

思
う
人
々
は
、
少
な
く
と
も
資
本
の
一
部
を
、
堅
実
な
経
営
基
盤
を
も
ち
、
有
能
で
社
会
的
に
立
派
な
人
々
だ
け
が
株
主
で
あ
る
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と
思
わ
れ
る
会
社
の
普
通
株
に
投
資
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
強
力
な
利
点
を
持
つ
投
資
家
は
平

す
る
と
、
コ
ン
ソ
ル
債
に

投
資
し
た
場
合
よ
り
も
二
倍
近
い
収
益
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
収
益
を
見
積
も
る
場
合
、
投
資
先
の
幾
つ
か

は
市
場
価
値
が
ず
っ
と
上
が
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
下
が
る
も
の
の
あ
る
と
覚
悟
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
関
す
る
若
干
の
解
説
が
必
要
と
な
る
。
一
般
の
投
資
家
は
、
普
通
株
に
投
資
す
る
場
合
、
永
澤
訳
の
よ
う
に
「
有
能
で
正
し

い
人
々
の
手
中
に
あ
る
と
彼
ら
が
信
ず
る
会
社
の
普
通
株
」の
こ
と
を

え
て
い
る
わ
け
で
な
い
。い
か
が
わ
し
い
人
間
が
株
主
に
な
っ

て
い
る
会
社
の
株
は
止
め
た
ほ
う
が
よ
い
と

え
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
傑
作
な
の
が
、
コ
ン
ソ
ル
債
投
資
に
比
べ
普
通
株
投
資
の
収
益
率
が「
一
倍
半
」で
あ
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。“a

g
a
in
”

、“h
a
lf”

の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
生
じ
る
誤
訳
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
生
半
可
」（h

a
lf

）
な
気
分
で
得
意
げ
に
翻
訳
し
た
と
思
っ
て
い
る

か
ら
「
大
半
」（h

a
lf

）
を
誤
訳
し
て
し
ま
う
。

第
二
節
の
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
訳
も
ひ
ど
い
。
信
託
基
金
の
運
用
に
際
し
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
投
資
優
先
順
位
に
気
の
利
い
た
説
明

を
し
て
い
る
が
、
永
澤
に
は
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き
な
い
。
読
者
は
こ
の
訳
を
読
ん
で
理
解
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。

信
託
基
金
は
一
般
に
、
ま
た
時
に
は
強
制
的
に
、
政
府
証
券
に
投
資
さ
れ
、
つ
い
で
基
礎
の
し
っ
か
り
し
た
企
業
の
社
債
が
選
ば

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
企
業
の
な
か
で
は
鉄
道
の
占
め
る
地
位
が
際
立
っ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
来
る
の
が
強
力
な
会
社
の
優
先
株
で
あ

る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
抵
当
証
券
も
利
用
で
き
る
。
し
か
し
抵
当
証
券
の
な
か
に
は
、
み
ず
か
ら
の
資
金
を
投
下
す
る
こ
と

は
進
ん
で
行
う
と
し
て
も
、
他
人
の
金
を
貸
す
責
任
を
取
る
こ
と
は
喜
ば
な
い
よ
う
な
種
類
の
も
の
も
存
在
す
る
（
一
二
四
｜
五

頁
）

こ
の
と
ん
で
も
な
い
誤
訳
に
対
応
す
る
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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T
ru
st fu

n
d
s a
re co

m
m
o
n
ly
,
a
n
d so

m
etim

es co
m
p
u
lso
rily

,
in
v
ested in G

o
v
ern

m
en
t secu

rities.
N
ex
t in o

rd
er

 
to
 
th
ese

 
a
re
 
D
eb
en
tu
res o

f stro
n
g
,
w
ell

esta
b
lish

ed
 
u
n
d
erta

k
in
g
s,
a
m
o
n
g
 
w
h
ich
 
ra
ilw

a
y
s h

a
v
e
 
b
een

 
p
ro
m
in
en
t:

n
ex
t co

m
e th

e P
referred sto

ck o
f stro

n
g co

m
p
a
n
ies.

M
o
rtg
a
g
es a

re o
ften a

v
a
ila
b
le fo

r th
is

 
p
u
rp
o
se:

b
u
t th

ere a
re so

m
e m

o
rtg
a
g
e o

n w
h
ich a m

a
n m

a
y b

e w
illin

g to in
v
est h

is o
w
n m

o
n
ey
,
b
u
t n
o
t

 
w
illin

g to ta
k
e th

e resp
o
n
sib
ility o

f len
d
in
g th

e m
o
n
ey o

f a
n
o
th
er

p
.92

）

こ
の
信
託
基
金
を
運
用
す
る
立
場
の
人
の
心
理
を
き
ち
ん
と
描
写
で
き
る
訳
に
し
て
み
よ
う
。

信
託
基
金
は
一
般
に
、
ま
た
時
に
は
必
ず
政
府
証
券
に
投
資
さ
れ
る
。
二
番
目
に
選
ば
れ
る
投
資
先
が
社
会
的
に
名
声
を
勝
ち
得

て
い
る
有
力
企
業
の
社
債
で
あ
り
、
こ
の
中
で
特
に
目
立
つ
の
が
鉄
道
債
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
投
資
先
に
選
ば
れ
る
の
が
有

力
な
会
社
の
優
先
株
で
あ
る
。
抵
当
証
書
も
し
ば
し
ば
信
託
基
金
の
投
資
対
象
と
な
る
。
し
か
し
、
抵
当
証
書
と
い
っ
て
も
、
自

分
自
身
の
お
金
で
あ
れ
ば
投
資
し
て
も
よ
い
が
、
他
人
の
金
を
貸
す
と
い
う
負
担
を
抱
え
て
ま
で
投
資
す
る
の
に
は
た
め
ら
わ
れ

る
類
の
も
の
が
あ
る
。

人
の
金
を
運
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
安
全
第
一
。
だ
か
ら
国
債
、
優
良
企
業
の
社
債
、
優
先
株
と
い
う
投
資
先
順
位
と
な
る
。
抵
当

証
書
の
場
合
、
利
回
り
も
魅
力
的
だ
が
、
安
全
性
、
流
動
性
に
は
問
題
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
金
で
な
い
、
人
の
金
を
預
か

る
信
託
基
金
の
運
用
先
と
し
て
は
留
保
条
件
が
つ
く
と
い
う
話
で
あ
る
。

③

第
三
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

｜
株
取
引
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
区
別
は
？
｜
永
澤
へ
証
券
用
語
初
級
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
誘
い（
２
）

第
三
節
も
間
違
い
だ
ら
け
で
あ
る
。
ま
ず
節
の
タ
イ
ト
ル
自
体
が
誤
訳
で
あ
る
。
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株
式
取
引
所
の
取
引
の
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
ロ
ン
ド
ン
株
式
取
引
所
の
採
用
し
て
い
る
方
法
は
か
な
り
代
表
的
で
あ
る

と
見
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
（
一
二
五
頁
）

こ
れ
は
次
の
よ
う
な
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
に
し
て
お
く
（
原
文
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
話
）。

証
券
取
引
所
の
運
営
方
式
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
が
達
成
し
た
成
果
が
か
な
り
典
型
的
で
あ
る
と
見
て

よ
い
だ
ろ
う

こ
の
第
三
節
は
タ
イ
ト
ル
ば
か
り
か
、
冒
頭
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
訳
が
混
乱
の
極
み
で
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
永
澤
は
自

分
で
訳
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
素
人
に
訳
さ
せ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
訳
の
監
修
者
だ
け
に
終
始
し
た
の
か
、
一
体
ど
れ
な
の
か「
疑

惑
の
境
目
」、「
疑
惑
の
境
界
」
の
謎
が
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。

ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
の
は
出
版
し
た
岩
波
書
店
の
編
集
者
が
日
本
語
を
何
も
理
解
し
な
い
ま
ま
に
翻
訳
校
正
の
作
業
に
終
始
し
た
こ

と
で
あ
る
。
良
心
的
な
編
集
者
で
あ
れ
ば
訳
者
へ
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
に
す
る
よ
う
修
正
を
求
め
る
。
と
こ
ろ
が
岩
波
書
店
の
編
集

者
は
そ
れ
さ
え
も
で
き
な
い
。
で
は
冒
頭
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
訳
を
み
て
み
よ
う
。

す
べ
て
西
欧
諸
国
に
お
け
る
株
式
取
引
所
は
、
ど
の
よ
う
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
結
局
は
資
本
に
対
す
る
支
配
を
、

即
時
の
支
配
力
の
形
で
保
有
し
て
い
る
人
々
か
ら
、
そ
れ
を
所
得
の
源
泉
と
し
て
投
資
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
移
す
た
め
の
媒
介

機
関
で
あ
る
（
一
二
五
頁
、
下
線
部
分
は
誤
訳
）

原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

S
to
ck ex

ch
a
n
g
es in a

ll w
estern co

u
n
tries,

b
y w

h
a
tev

er n
a
m
es th

ey a
re ca

lled
,
a
re in effect m

ed
ia fo

r th
e
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circu
la
tio
n o

f co
m
m
a
n
d o

v
er ca

p
ita
l fro

m
 
th
o
se w

h
o h

o
ld it in a rea

d
y fo

rm
 
to th

o
se w

h
o d

esire to in
v
est

 
it a

s a so
u
rce o

f in
co
m
e
p
.92

）

こ
こ
で
は
マ
ー
シ
ャ
ル
が
一
体
、
何
を
い
い
た
い
の
か
読
者
に
わ
か
る
訳
を
提
示
し
て
み
よ
う
。

西
欧
諸
国
す
べ
て
の
証
券
取
引
所
は
、
ど
の
よ
う
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
何
時
で
も
譲
渡
で
き
る
（in

 
a
 
rea

d
y

 
fo
rm

）
有
価
証
券
に
よ
っ
て
会
社
の
資
本
に
対
す
る
支
配
権
、
請
求
権
（co

m
m
a
n
d

）
を
保
有
し
て
い
る
人
が
所
得
を
源
泉
と
し

て
投
資
対
象
に
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
そ
れ
を
移
転
す
る
た
め
の
、
事
実
上
の
媒
介
機
関
で
あ
る

こ
こ
で
は
、
永
澤
が“in a rea

d
y fo

rm
”

と
有
価
証
券
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た“co

m
m
a
n
d
”

が
何

を
意
味
す
る
の
か
不
明
だ
っ
た
点
を
指
摘
し
て
お
く
。
し
た
が
っ
て
、
永
澤
に
あ
っ
て
は
、
株
式
取
引
仲
買
人
に
お
け
る
ブ
ロ
ー
カ
ー

と
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
区
別
も
わ
か
る
は
ず
が
な
い
（
下
線
部
分
は
誤
訳
）。

株
式
取
引
所
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
は
通
常
「
株
式
ブ
ロ
ー
カ
ー
」sto

ck b
ro
k
er

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し

取
引
所
の
内
部
で
は
、
会
員
の
中
で
一
般
公
衆
と
実
際
の
証
券
業
者
の
間
に
あ
っ
て
仲
介
人
と
し
て
行
動
す
る
人
々
の
み
が
、「
ブ

ロ
ー
カ
ー
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
実
際
の
証
券
業
者
は
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
一
二
五
頁
）

原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

E
v
ery p

erso
n o

ccu
p
ied in th

e b
u
sin
ess o

f th
e sto

ck ex
ch
a
n
g
e is co

m
m
o
n
ly ca

lled a
“sto

ck b
ro
k
er”:

b
u
t,

w
ith
in th

e sto
ck ex

ch
a
n
g
e itself,

o
n
ly th

o
se o

f its m
em
b
ers w

h
o a

ct a
s in

term
ed
ia
ries b

etw
een th

e g
en
era

l
 

p
u
b
lic a

n
d th

e a
ctu

a
l tra

d
ers a

re ca
lled

“b
ro
k
ers”:

th
e a

ctu
a
l tra

d
ers a

re ca
lled

“d
ea
lers.”

p
.93

）
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一
見
す
る
と
特
に
間
違
い
が
な
い
訳
の
よ
う
に
見
え
る
が
実
は
大
間
違
い
で
あ
る
。
永
澤
は
証
券
取
引
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
こ

と
を
告
解
し
て
し
ま
っ
た
。
永
澤
に
は
英
語
が
結
構
奥
が
深
い
も
の
の
よ
う
な
の
で
、
適
切
に
理
解
で
き
る
訳
に
直
し
て
み
よ
う
。

証
券
取
引
所
に
従
事
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
は
通
常
、「
株
式
ブ
ロ
ー
カ
ー
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
取
引
所
の
内
部
で
は

会
員
の
う
ち
、
一
般
公
衆
と
実
際
に
自
己
勘
定
で
証
券
取
引
を
行
う
証
券
業
者
の
仲
介
人
を
務
め
る
会
員
（
自
己
勘
定
で
証
券
取

引
を
し
な
い
）
だ
け
が
、「
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
り
、
実
際
に
自
己
勘
定
で
証
券
取
引
を
行
う
会
員
の
証
券
業
者
は

「
デ
ィ
ー
ラ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る

ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
に
お
け
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
重
要
な
区
別
を
マ
ー
シ
ャ
ル
は
書
い
て
い
る
が
、
親
の
心
知
ら
ず

の
放
蕩
息
子
を
演
じ
る
永
澤
は
こ
れ
が
通
じ
な
い
。
永
澤
の
い
わ
ゆ
る
、「
実
際
の
証
券
業
者
」と
は
自
己
勘
定
で
証
券
取
引
を
行
う「
証

券
業
者
」
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
こ
と
で
あ
り
、
自
己
勘
定
で
な
く
単
な
る
仲
介
業
務
を
行
う
「
証
券
業
者
」
が
ブ
ロ
ー
カ
ー
な
の
で
あ
る
。

ブ
ロ
ー
カ
ー
も
、「
実
際
の
証
券
業
者
」
に
変
わ
り
な
い
。

と
こ
ろ
が
永
澤
訳
で
は
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
「
実
際
の
証
券
業
者
」
に
な
ら
な
い
。
闇
の
悪
徳
業
者
に
さ
れ
か
ね
な
い
。
し
か
し
永
澤
こ

そ
証
券
取
引
も
何
も
知
ら
な
い
、
ま
た
自
己
勘
定
で
責
任
を
負
わ
な
い
、
悪
徳
「
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
の
役
に
ふ
さ
わ
し
い
訳
業
者
と
な
る

だ
ろ
う
。
だ
か
ら
直
続
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
も
間
違
い
だ
ら
け
と
な
る
（
下
線
部
分
は
誤
訳
）。

ロ
ン
ド
ン
株
式
取
引
所
で
取
引
さ
れ
る
多
く
の
証
券
の
す
べ
て
の
状
態
に
つ
い
て
、
た
れ
か
一
人
の
証
券
業
者
が
十
分
な
知
識
を

持
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
種
類
の
証
券
の
取
引
は
、
取
引
所
の
特
定
の
場
所
に
集
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
状
態
が
特
殊
で
あ
る
証
券
の
取
引
は
一
、
二
の
証
券
業
者
を
除
い
て
す
べ
て
の
業
者
か
ら
敬
遠

さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
証
券
を
入
手
す
る
か
、
処
分
し
よ
う
と
す
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
証
券
業
者
を
探

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
（
一
二
五
｜
六
頁
、
下
線
部
分
は
誤
訳
）
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ブ
ロ
ー
カ
ー
と
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
区
別
が
つ
か
な
い
ま
ま
、「
証
券
業
者
」と
訳
し
て
い
る
の
で
両
者
の
関
係
が
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き
な

い
。
次
に
挙
げ
る
原
文
を
読
め
ば
簡
単
に
理
解
で
き
る
は
ず
な
の
に
。

It is im
p
o
ssib

le fo
r a
n
y o

n
e d

ea
ler to b

e fu
lly a

cq
u
a
in
ted w

ith th
e co

n
d
itio

n
s o

f a
ll th

e m
a
n
y secu

rities
 

w
h
ich a

re h
a
n
d
led o

n th
e L

o
n
d
o
n S

to
ck E

x
ch
a
n
g
e:
a
n
d ea

ch p
a
rticu

la
r cla

ss o
f secu

rities is a
p
t to b

eco
m
e

 
lo
ca
lized in a p

a
rticu

la
r p

a
rt o

f th
e ro

o
m
;
a
n
d a secu

rity
,
w
h
o
se co

n
d
itio

n
s a

re p
ecu

lia
r,
is lik

ely to b
e

 
a
v
o
id
ed b

y a
ll ex

cep
t o
n
e o

r tw
o d

ea
lers:

th
ey m

u
st b

e so
u
g
h
t b
y a b

ro
k
er w

h
o d

esires to o
b
ta
in th

em
,

o
r to d

isp
o
se o

f th
em

p
.93

）

証
券
業
者
の
内
訳
に
注
意
し
て
訳
せ
ば
マ
ー
シ
ャ
ル
の
主
張
は
次
の
と
お
り
と
な
る
。

ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
で
取
引
さ
れ
る
多
く
の
証
券
す
べ
て
の
状
況
を
知
悉
す
る
こ
と
は
ど
ん
な
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
も
不
可
能

で
あ
る
。
し
か
も
、
特
定
の
証
券
は
証
券
取
引
所
の
中
で
も
一
般
に
取
引
さ
れ
る
こ
と
な
く
特
定
の
業
者
の
取
引
だ
け
に
限
ら
れ

る
傾
向
に
な
る
。
さ
ら
に
特
異
な
証
券
の
取
引
の
場
合
、
一
、
二
の
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
を
除
く
と
、
す
べ
て
の
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー

に
敬
遠
さ
れ
勝
ち
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
そ
の
特
異
な
証
券
の
取
引
は
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
同
士
で
は
成
立
た
な
く
な
る
の
で
、

そ
の
よ
う
な
証
券
を
入
手
し
た
い
、
あ
る
い
は
売
り
た
い
と
望
む
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
世
話
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

マ
ー
シ
ャ
ル
の
原
文
は
敷
延
、
あ
る
い
は
意
訳
し
な
い
と
読
者
は
理
解
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
義
務
を
果
た
す
べ
き
永
澤
は

“a
n
d
”

の
意
味
さ
え
知
ら
な
い
。
す
る
と
証
券
取
引
全
般
の
英
語
の
説
明
が
理
解
で
き
る
は
ず
が
な
い
。“ro

o
m
”

の
意
味
も
皆
目
見

当
が
つ
か
な
い
。
要
す
る
に
証
券
取
引
の
イ
ロ
ハ
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
読
者
は
さ
ら
に
得
心
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
ま
り
に
も
こ
っ
け
い
な
訳
で
あ
り
、
永
澤
の
解
説
を
真
に
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受
け
て
し
ま
う
と
誰
も
証
券
投
資
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
（
下
線
部
分
は
誤
訳
）。

何
人
で
あ
れ
取
引
所
証
券
を
購
入
す
る
こ
と
を
依
頼
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
彼
に
代
っ
て
喜
ん
で
そ
の
証
券
を
買

い
入
れ
る
。（
そ
の
取
引
が
多
額
で
あ
る
場
合
に
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
顧
客
に
対
し
て
、
顧
客
の
期
待
に
反
し
て
株
式
の
価
値
が
急

速
に
下
落
し
た
場
合
に
も
十
分
で
あ
る
よ
う
な
保
証
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。売
り
の
場
合
に
は
ち
ょ
う
ど
逆
に
な
る
）。」

（
一
二
六
頁
、
下
線
部
は
誤
訳
、
意
味
不
明
。
括
弧
の
中
も
原
文
を
訳
し
た
も
の
）

原
文
は
次
の
と
お
り
に
な
っ
て
い
る
。

A
 
b
ro
k
er is w

illin
g to b

u
y a sto

ck
 
ex
ch
a
n
g
e secu

rity
 
fo
r a

n
y
 
w
h
o
 
in
stru

ct h
im
 
to
 
th
a
t effect

if th
e

 
tra
n
sa
ctio

n is la
rg
e,
h
e m

a
y req

u
ire h

is clien
t to g

u
a
ra
n
tee h

im
 
su
fficien

tly a
g
a
in
st a sp

eed
y fa

ll in th
e

 
v
a
lu
e o

f th
e sto

ck
,
in sp

ite o
f h
is clien

t’s ex
p
ecta

tio
n th

a
t it w

ill rise:
a
n
d vice versa in ca

se o
f a
n o

rd
er

 
to sell

p
.93

）

こ
こ
も
一
見
、
日
本
語
で
は
問
題
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
実
は
意
味
を
大
き
く
取
り
違
え
て
い
る
。
信
用
取
引
に
お
け
る
証
拠
金
の

話
を
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
て
い
な
い
誤
訳
は
次
の
よ
う
に
訂
正
で
き
る
。

何
人
で
あ
れ
株
式
を
購
入
す
る
よ
う
注
文
を
出
し
た
場
合
、
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
彼
の
注
文
に
従
い
株
式
を
購
入
す
る
（
信
用
取

引
の
よ
う
な
多
額
の
取
引
の
場
合
、
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
信
用
買
い
し
た
顧
客
に
対
し
て
、
顧
客
の
期
待
に
反
し
て
購
入
し
た
株

式
価
格
が
急
落
し
た
場
合
に
も
そ
の
下
落
を
相
殺
す
る
の
に
十
分
な
証
拠
金
を
提
供
す
る
よ
う
要
求
す
る
。

信
用
売
り：

空
売

り

し
た
場
合
は
ち
ょ
う
ど
逆
に
な
り
、

空
売
り
し
た
株
が
急
騰
す
る
と
証
拠
金
が
不
足
す
る
の
で
、
そ
の
不
足
を
埋
め
る
の
に

十
分
な
追
証
を
求
め
る

）（

の
部
分
は
筆
者
が
挿
入
）
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永
澤
の
訳
で
恐
ろ
し
い
こ
と
。
株
の
現
金
取
引
と
信
用
取
引
の
区
別
が
つ
か
な
い
。
だ
か
ら
永
澤
訳
で
は
悪
徳
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
が

登
場
す
る
。顧
客
が
ブ
ロ
ー
カ
ー
を
通
じ
現
金
取
引
で
株
を
購
入
し
た
場
合
、そ
の
株
が
急
落
し
た
か
ら
と
い
っ
て
顧
客
が
ブ
ロ
ー
カ
ー

に
追
加
的
保
証
金
を
差
し
出
す
必
要
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
永
澤
訳
で
は
そ
う
い
う
事
態
が
想
定
さ
れ
る
。
常
識
的
な
株
式
取
引
に
お
い

て
は
、
顧
客
が
現
金
取
引
で
株
を
注
文
す
る
場
合
も
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
顧
客
の
預
か
り
資
産
の
枠
内
で
し
か
注
文
を
受
け
付
け
な
い
。

永
澤
が
理
解
で
き
な
い
の
は
一
理
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
は
本
文
だ
け
で
は
読
者
に
は
理
解
で
き
に
く
い
と
思
い
注
を
付
し
て
い
る
。

救
わ
れ
な
い
永
澤
は
そ
の
注
さ
え
も
完
全
に
誤
訳
し
て
い
る
。
だ
か
ら
マ
ー
シ
ャ
ル
の
丁
寧
な
説
明
を
理
解
で
き
る
術
も
な
い
。
そ
の

注
を
み
て
お
く
。
こ
れ
も
実
に
こ
っ
け
い
な
訳
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
取
引
所
で
は
、『
ブ
ロ
ー
カ
ー
』と
い
う
言
葉
は
狭
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
、
一
般
公
衆
と
取

引
所
で
思
惑
取
引
を
行
う
人
々
の
間
の
仲
介
人
で
あ
る
。
後
者
は
専
門
用
語
で
『
ジ
ョ
ッ
バ
ー
』jo

b
b
er

と
呼
ば
れ
て
い
る
（
一

二
六
頁
、
下
線
部
分
は
誤
訳
）

原
文
を
読
め
ば
、
永
澤
が
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

O
n th

e E
n
g
lish S

to
ck
 
E
x
ch
a
n
g
e th

e term
“b
ro
k
er”

h
a
s a n

a
rro

w
 
sig
n
ifica

tio
n
.
H
e is a

n in
term

ed
ia
ry

 
b
etw

een th
e g

en
era

l p
u
b
lic a

n
d th

o
se w

h
o o

p
era

te o
n th

e sto
ck
 
ex
ch
a
n
g
e.

T
h
e la

tter a
re tech

n
ica
lly

 
k
n
o
w
n a

s
“jo
b
b
ers”

p
.93

）

こ
の
原
文
を
正
し
く
日
本
語
に
す
れ
ば
次
の
と
お
り
と
な
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
証
券
取
引
所
で
は
、『
ブ
ロ
ー
カ
ー
』と
い
う
言
葉
は
狭
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
、
一
般

公
衆
と
証
券
取
引
所
で
取
引
す
る
人
々
（
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
）
を
仲
介
す
る
人
で
あ
る
。
後
者
の
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
専
門
用
語
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で
『
ジ
ョ
ッ
バ
ー
』
と
呼
ば
れ
て
い
る

永
澤
訳
で
は
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
す
べ
て
が
「
思
惑
取
引
」
す
る
業
者
に
な
る
。“o

p
era

te o
n
”

が
投
機
に
す
り
か
え
ら
れ
て
し
ま

う
。
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
は
山
師
集
団
な
の
か
？

も
ち
ろ
ん
マ
ー
シ
ャ
ル
は
決
し
て
そ
う
思
っ
て
い
な
い
。
マ
ー
シ
ャ
ル
こ
そ
投

機
に
生
産
的
機
能
を
見
出
し
て
い
る
。

思
惑
取
引
」
と
誤
訳
さ
れ
て
い
る“o

p
era

te o
n
”

は
何
も
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
。
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
仲
介
す
る

一
般
公
衆
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
一
般
公
衆
も
信
用
取
引
を
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
証
拠
金
委
託
を
請
求
す
る
。

“o
p
era

te o
n
”

を“sp
ecu

la
te”

に
す
り
か
え
る
永
澤
こ
そ
が
実
証
抜
き
の
「
思
惑
」
で
マ
ー
シ
ャ
ル
を
解
題
す
る
山
師
の
称
号
に
ふ

さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
株
の
信
用
取
引
に
関
し
永
澤
は
と
ん
で
も
な
い
解
説
を
し
、
そ
れ
に
少
し
も
気
づ
か
な
い
。
次
の
よ
う
な
永
澤
訳
の
よ
う
な

こ
と
を
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
し
た
ら
証
券
取
引
所
か
ら
直
ち
に
永
久
追
放
さ
れ
る
。

株
価
が
上
昇
す
れ
ば
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
、
投
機
者
に
対
し
て
、
購
入
し
た
株
式
の
価
値
の
上
昇
分
か
ら
、
仲
介
に
対
す
る
適
当
な
手

数
料
を
差
し
引
い
た
も
の
を
引
き
渡
す
。
株
価
が
下
落
す
る
と
、
投
機
者
は
購
入
し
た
株
式
の
価
値
の
下
落
し
た
額
に
手
数
料
を

加
え
た
も
の
を
失
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
素
人
の
投
機
者
は
結
局
に
お
い
て
は
損
失
を
被
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
（
一
二
六
頁
）

次
に
原
文
と
拙
訳
を
提
示
し
て
お
く
。

if th
e sto

ck d
o
es rise,

th
e b

ro
k
er w

ill h
a
n
d to th

e sp
ecu

la
to
r th

e in
crea

se in th
e v

a
lu
e o

f th
e sto

ck
 
th
u
s

 
p
u
rch

a
sed

,
a
fter d

ed
u
ctin

g th
e a

p
p
ro
p
ria
te ch

a
rg
es fo

r th
e w

o
rk
.
If it fa

lls,
th
e sp

ecu
la
to
r w

ill lo
se th

e
 

a
m
o
u
n
t b

y
 
w
h
ich
 
th
e
 
sto
ck
 
p
u
rch

a
sed

 
h
a
s fa

llen
 
in
 
v
a
lu
e,
to
g
eth

er w
ith
 
th
e
 
su
m
 
o
f th

o
se
 
ch
a
rg
es:
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th
erefo

re th
e a

m
a
teu

r sp
ecu

la
to
r is n

ea
rly su

re to lo
se in th

e lo
n
g ru

n
p
.93

）

株
価
が
上
昇
す
れ
ば
、
信
用
買
い
し
た
投
機
家
に
対
し
、
信
用
買
い
し
た
時
の
株
式
の
価
格
と
そ
れ
か
ら
上
昇
し
た
時
の
価
格
の

差
を
適
当
な
仲
介
手
数
料
を
控
除
し
て
引
き
渡
す
。
株
価
が
下
落
す
る
と
、
信
用
買
い
し
た
投
機
家
は
信
用
買
い
し
た
時
の
株
式

の
価
格
と
下
落
し
た
時
の
価
格
の
差
ば
か
り
で
な
く
手
数
料
分
が
損
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
未
熟
な
信
用
取
引
の
投
機
家
は
結
局

の
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
確
実
に
負
け
る

こ
の
訳
で
は
株
式
取
引
で
信
用
取
引
と
現
金
取
引
の
違
い
が
明
確
に
な
る
よ
う
意
図
し
て
意
訳
し
て
お
い
た
。
そ
う
で
な
い
と
永
澤

の
よ
う
な
悪
徳
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
手
に
か
か
り
、
現
金
取
引
で
株
を
売
る
人
ま
で
も
が
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
か
ら
販
売
代
金
を
ま
と
も
に
受

け
取
れ
な
い
事
態
が
続
出
す
る
か
ら
で
あ
る
。

買
い
価
格
と
売
り
価
格
の
差
を
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
顧
客
に
引
き
渡
す
の
は
、
顧
客
が
信
用
取
引
し
て
い
る
投
機
家
の
場
合
で
あ
り
、

信
用
買
い
の
場
合
、
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
株
購
入
代
金
を
い
わ
ば
立
て
替
え
た
形
に
な
る
の
で
あ
り
、
売
り
で
清
算
す
る
時
、
そ
の
購

入
代
金
を
売
り
で
得
た
代
金
か
ら
差
し
引
い
た
分
を
顧
客
に
渡
す
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
手
数
料
は
し
っ
か
り
と
引
い
て
お
く
）。

こ
う
い
う
基
本
的
な
こ
と
も
理
解
で
き
な
い
理
由
は
簡
単
に
指
摘
で
き
る
。“sp

ecu
la
to
r”

を
単
に
投
機
と
訳
す
る
か
ら
い
け
な

い
。
信
用
取
引
の
ベ
ア
、
ブ
ル
の
人
の
こ
と
を
さ
す
と
書
い
て
い
る
の
が
他
な
ら
ぬ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
あ
る
。

悪
徳
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
手
口
を
開
陳
す
る
永
澤
な
の
で
、
投
機
家
が
一
体
何
を
共
謀
し
て
株
価
操
作
す
る
の
か
、
皆
目
検
討
も
つ
か
な

い
訳
を
示
し
て
く
れ
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
永
澤
は
マ
ー
シ
ャ
ル
を
翻
訳
す
る
能
力
は
全
く
な
い
と
断
定
し
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う

（
下
線
部
分
は
誤
訳
）。

他
方
に
お
い
て
投
機
家
た
ち
は
時
お
り
集
団
で
事
を
運
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
各
人
は
一
般
に
は
入
手
で
き
な
い
情
報
を
持
ち
寄
っ
て
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共
有
の
財
産
と
し
て
、
彼
ら
が
し
ば
ら
く
の
間
特
別
に
関
心
を
持
つ
特
定
の
証
券
の
進
路
に
、
直
接
間
接
に
影
響
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
策
謀
は
時
お
り
多
額
の
私
的
な
利
益
を
生
み
出
す
（
一
二
六
｜
七
頁
）

こ
れ
に
対
応
す
る
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

O
n
 
th
e o

th
er h

a
n
d
 
sp
ecu

la
to
rs so

m
etim

es w
o
rk
 
in
 
g
ro
u
p
s.

E
a
ch
 
b
rin
g
s to

 
th
e co

m
m
o
n
 
sto
ck
 
so
m
e

 
in
fo
rm
a
tio
n th

a
t is n

o
t g
en
era

lly a
ccessib

le:
a
n
d ea

ch m
a
y b
e a
b
le to ex

ercise in
flu
en
ce,

d
irect o

r in
d
irect,

o
n
 
th
e co

u
rse o

f th
o
se p

a
rticu

la
r secu

rities,
in
 
th
e p

rices o
f w

h
ich
 
th
e
 
g
ro
u
p
 
ta
k
es,

fo
r th

e
 
tim

e,
a

 
p
a
rticu

la
r in

terest.
S
u
ch m

a
n
o
eu
v
res o

cca
sio
n
a
lly a

ffo
rd m

u
ch p

riv
a
te g

a
in

p
.94

）

原
文
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
訳
文
の
基
本
的
誤
り
を
正
し
た
訳
を
次
の
と
お
り
、
提
示
す
る
。

他
方
、
信
用
取
引
を
手
掛
け
る
投
機
家
た
ち
は
集
団
で
共
謀
す
る
こ
と
が
あ
る
。
各
人
は
普
通
株
に
関
し
、
一
般
に
は
入
手
で
き

な
い
情
報
（
い
わ
ゆ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
情
報
が
典
型
）
を
持
ち
寄
り
、
当
該
株
価
の
動
向
に
対
し
、
直
接
、
間
接
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
集
団
は
当
面
、
件
の
株
価
に
深
い
関
心
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

手
口
で
時
折
、
大
き
な
利
益
が
内
輪
に
も
た
ら
さ
れ
る

永
澤
訳
と
拙
訳
を
比
べ
れ
ば
、
ど
ち
ら
が
証
券
取
引
に
お
け
る
価
格
操
作
の
手
口
を
う
ま
く
叙
述
し
て
い
る
の
か
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
永
澤
は
こ
の
よ
う
な
不
正
操
作
の
集
団
を
追
求
す
る
こ
と
は
一
切
で
き
な
い
訳
を
曝
け
出
し
て
し
ま
う
。
株
価
操
作
を
共
謀

し
た
人
々
の
犯
罪
行
為
に
関
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も“th

e co
m
m
o
n sto

ck
”

と
い
う
普
通
株
の
意
味
を
「
共
通
の
財
産
」

に
取
り
違
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
株
価
操
縦
の
手
口
な
ど
解
題
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
は
次
の
訳
文
に
明
ら
か
で
あ
る
。
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不
幸
に
し
て
、
犯
罪
者
に
対
し
て
犯
行
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
実
は
、
容
易
に
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
般
に
疑

わ
し
い
行
為
を
無
実
と
し
て
解
釈
で
き
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
、
彼
ら
は
す
ぐ
れ
た
抗
弁
術
を
駆
使
す
る
（
一
二
七
頁
）

こ
の
よ
う
な
訳
で
は
犯
罪
を
追
及
す
る
側
と
追
及
さ
れ
る
側
は
一
体
全
体
、
何
を
し
て
い
る
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き
な
い
だ
ろ

う
。
そ
こ
は
辣
腕
検
事
と
海
千
山
千
の
悪
党
の
対
決
を
描
く
息
づ
ま
る
サ
ス
ペ
ン
ス

タ
ッ
チ
の
訳
に
転
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
原
文

は
次
の
と
お
り
。

U
n
fo
rtu
n
a
tely th

e fa
cts n

ecessa
ry to esta

b
lish a ch

a
rg
e a

g
a
in
st th

e o
ffen

d
ers a

re n
o
t ea

sily a
scerta

in
ed
:

th
ey ca

n g
en
era

lly co
m
m
a
n
d ex

cellen
t fo

ren
sic sk

ill in p
ro
v
in
g th

a
t su

sp
icio

u
s a

ctio
n
s a

re ca
p
a
b
le o

f
 

in
n
o
cen

t in
terp

reta
tio
n

p
.94

）

原
文
と
永
澤
訳
を
比
較
す
れ
ば
、
話
は
次
の
と
お
り
簡
単
な
日
本
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

不
幸
に
も
、
犯
罪
者
を
告
訴
す
る
の
に
必
要
な
事
実
は
容
易
に
は
突
き
止
め
ら
れ
な
い
。
疑
わ
し
い
行
為
は
無
邪
気
な
解
釈
を
呼

ぶ
も
の
で
あ
る
と
論
証
す
べ
く
、
株
価
操
作
共
謀
者
は
一
般
的
に
非
常
に
優
れ
た
法
定
弁
論
技
術
に
長
け
て
い
る

④

第
四
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

｜
神
の
摂
理“econom

y”

に
背
い
た
永
澤
｜
永
澤
へ
証
券
用
語
初
級
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
誘
い
（
３
）

こ
の
節
の
訳
も
最
初
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
間
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
う
精
神
病
理
学
の
対
象
の
領
域
の
件
で
あ
り
、
経
済
学
の
範

囲
は
と
っ
く
に
は
み
出
し
て
い
る
。

投
資
は
資
本
に
対
す
る
支
配
を
所
有
者
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
封
鎖
す
る
。
ま
た
多
く
の
場
合
に
、
重
大
な
損
失
を
被
っ
て

無
理
に
売
却
す
る
以
外
に
は
、
そ
の
よ
う
な
支
配
を
回
収
で
き
な
い
危
険
が
、
投
資
が
約
束
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
所
得
を
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必
ず
し
も
生
ま
な
い
危
険
よ
り
も
、
よ
り
重
要
な
問
題
で
あ
る
（
一
三
八
頁
）

原
文
を
読
み
、
永
澤
の
訳
を
比
較
し
て
も
、
よ
く
理
解
で
き
な
い
読
者
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
後
続
の
拙
訳
と
合
わ
せ
て
読
む
と
す
ぐ

に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

A
n in

v
estm

en
t lo

ck
s u
p th

e co
m
m
a
n
d o

v
er ca

p
ita
l o
u
t o
f th

e rea
ch o

f its o
w
n
er;

a
n
d
,
in m

a
n
y ca

ses,
th
e

 
risk

 
th
a
t co

m
m
a
n
d ca

n
n
o
t b

e reco
v
ered

,
ex
cep

t b
y fo

rced sa
les a

t a h
ea
v
y lo

ss,
is a m

o
re im

p
o
rta
n
t

 
co
n
sid
era

tio
n th

a
n th

e risk th
a
t it w

ill n
o
t y
ield th

e fu
ll in

co
m
e w

h
ich it a

p
p
ea
rs to p

ro
m
ise

p
.94

）

こ
れ
を
拙
訳
し
て
み
よ
う
。
永
澤
訳
よ
り
も
は
る
か
に
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
の
は
ず
で
あ
る
。

証
券
投
資
す
る
と
資
本
（
現
金
の
こ
と
）
は
保
有
者
の
手
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
も
、
多
く
の

場
合
、
大
損
を
し
て
無
理
や
り
証
券
を
売
る
以
外
、
資
本
を
元
の
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
と
い
う
リ
ス
ク
を

慮
す
る
方
が
、
投
資
で
約
束
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
収
益
を
完
全
に
は
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
リ
ス
ク
を

慮
す
る

よ
り
も
ず
っ
と
重
要
で
あ
る

み
ら
れ
る
と
お
り
、
実
に
簡
単
な
話
を
し
て
い
る
。
そ
れ
が
永
澤
の
手
に
か
か
る
と
、「
投
資
は
資
本
に
対
す
る
支
配
を
所
有
者
の
手

の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
封
鎖
す
る
」と
い
う
相
も
変
わ
ら
ぬ
珍
訳
に
変
貌
す
る
。
そ
こ
で
ひ
と
つ
、「
目
利
き
の
学
者
が
永
澤
の
よ
う
な

誤
訳
か
ら
の
支
配
を
読
者
の
眼
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
封
鎖
す
る
」
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

ま
だ
ま
だ
誤
訳
は
続
く
。
知
識
の
な
い
一
般
投
資
家
が
ど
の
よ
う
に
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
の
か
に
関
す
る
マ
ー
シ
ャ
ル
の
説
明
を

永
澤
は
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
。
信
用
取
引
が
株
価
に
及
ぼ
す
効
果
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
実
は
結
構
込
み
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入
っ
た
話
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
永
澤
に
は
そ
の
も
つ
れ
も
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
し
て
さ
ら
に
無
知
な
投
資
家
が
、
よ
り
情
報
に
通
じ
た
人
々
が
価
値
が
少
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
債
券
や
株
式
に
対
し
て
、

高
い
価
格
を
支
払
う
危
険
を
も
大
幅
に
減
少
さ
せ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
取
引
所
の
機
構
は
、
証
券
の
価
値
に
対
し
て
疑
う
べ
き
理

由
を
持
つ
人
は
、
証
券
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
に
も
売
る
こ
と
が
で
き
、
証
券
の
価
格
が
彼
が
予
想
し
た
の
と
同
じ
速
さ
で
下

落
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
潤
を
獲
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
一
二
八
頁
）

こ
ん
な
混
乱
し
た
日
本
語
で
永
澤
は
読
者
に
投
資
家
保
護
の
話
を
す
る
。
こ
れ
で
は
日
本
人
の
中
で
マ
ー
シ
ャ
ル
を
読
ん
で
み
よ
う

と
す
る
人
は
出
て
こ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

a
n
d it ev

en red
u
ces v

ery m
u
ch th

e ch
a
n
ce th

a
t a
n in

stru
cted in

v
esto

rs w
ill p

a
y a g

o
o
d p

rice fo
r a b

o
n
d o

r
 

sh
a
re w

h
ich b

etter in
fo
rm
ed p

eo
p
le k

n
o
w
 
to b

e w
o
rth b

u
t little:

fo
r its m

a
ch
in
ery en

a
b
les a

n
y
o
n
e w

h
o h
a
s

 
rea

so
n
s to su

sp
ect a secu

rity
,
to sell it w

h
eth

er h
e h

a
s it o

r n
o
t;
a
n
d if it fa

lls a
s q
u
ick

ly a
s h
e ex

p
ects,

h
e w

ill m
a
k
e h

is p
ro
fit b

y d
o
in
g so

p
.95

）

永
澤
の
よ
う
な
訳
が
正
し
い
と
す
れ
ば
マ
ー
シ
ャ
ル
は
馬
鹿
な
記
述
を
し
て
恥
じ
な
い
学
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
マ
ー

シ
ャ
ル
に
は
何
の
責
任
も
な
い
。
ひ
と
え
に
永
澤
の
独
り
芝
居
の
せ
い
で
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
の
本
意
を
伝
え
る
訳
は
次
の
と
お
り
と

な
る
。証

券
取
引
所
は
無
知
な
投
資
家
が
精
通
し
た
人
々
が
ほ
と
ん
ど
価
値
の
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
債
券
や
株
を
高
値
で
買
う
よ
う

な
こ
と
を
激
減
さ
せ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
取
引
所
の
機
構
に
よ
り
、
証
券
の
価
値
が
疑
わ
し
い
と
思
う
理
由
の
あ
る
人
は
証
券

を
所
有
し
て
い
る
場
合
も
所
有
し
て
い
な
い
場
合
も
売
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
（
空
売
り
が
行
わ
れ
、
証
券
価
格
が
下
が
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る
の
で
、
素
人
の
投
資
家
は
取
引
所
で
高
値
を
つ
か
ま
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
）、
そ
し
て
（
空
売
り
を
し
た
）
人
は
予
想
通
り

株
価
が
急
落
す
る
と
、
空
売
り
で
稼
げ
る
の
で
あ
る

鉄
道
株
に
関
す
る
訳
も
デ
タ
ラ
メ
の
極
致
で
あ
る
。
鉄
道
株
に
関
し
、
鉄
道
の
経
営
の
実
態
が
一
般
投
資
家
に
は
知
ら
れ
ず
、
玄
人

に
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
話
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
鉄
道
株
を
購
入
し
た
人
を
例
に
挙
げ
た
と
こ
ろ
を
永
澤
は
次
の
様
に
デ
タ
ラ
メ
に
訳

し
て
い
る
。

（
鉄
道
株
を
購
入
し
た
投
資
家
は
）任
意
の
勘
定
項
目
が
空
洞
化
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
損
益
勘
定
に
負
わ
せ
る
べ
き
多
額
の
費

用
が
資
本
勘
定
に
加
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
そ
の

よ
う
な
問
題
の
す
べ
て
は
、
特
別
な
知
識
を
持
ち
、
一
般
大
衆
が
気
づ
い
て
お
ら
ず
、
株
価
の
形
成
に
際
し
て

慮
さ
れ
て
い
な

い
、
何
ら
か
の
弱
点
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
株
式
は
「
売
り
崩
す
」b

ea
r

こ
と
が
出
来
、
ま
た
遠
慮
な
く
そ
の
よ
う
に
し
よ
う
と

す
る
多
数
の
鋭
敏
の
人
々
に
よ
っ
て
、
す
で
に
吟
味
済
み
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
、
証
券
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

そ
の
よ
う
な
証
券
に
対
す
る
証
券
業
者
た
ちjo

b
b
er

の
売
値
と
買
値
の
値
ざ
や
が
狭
い
こ
と
が
、
情
報
に
乏
し
い
投
資
家
に
対
し

て
、
な
お
一
層
の
節
約
と
保
証
を
与
え
て
い
る
（
一
二
九
頁
）

読
ん
で
気
の
滅
入
る
訳
文
で
あ
る
が
、
次
の
原
文
の
意
図
は
明
快
そ
の
も
の
で
あ
る
。

h
e m

a
y b

e u
n
a
b
le to tell w

h
eth

er a
n
y set o

f a
cco

u
n
ts w

ere h
o
llo
w
,
a
n
d w

h
eth

er la
rg
e ex

p
en
ses h

a
d b

een
 

ch
a
rg
ed to ca

p
ita
l th

a
t o
u
g
h
t to h

a
v
e b

een ch
a
rg
ed to rev

en
u
e:

b
u
t h
e b

u
y
s w

ith th
e co

n
fid
en
ce th

a
t a
ll

 
su
ch p

o
in
ts h

a
v
e b

een scru
tin
ized b

y m
a
n
y k

een m
en w

ith sp
ecia

l k
n
o
w
led
g
e;
w
h
o a

re a
b
le a

n
d rea

d
y

 
rem

o
rselessly to

“b
ea
r”
th
e sto

ck
 
if th

ey fin
d in it a

n
y w

ea
k
 
sp
o
t,
w
h
ich h

a
d n

o
t b
een n

o
ticed b

y th
e
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g
en
era

l p
u
b
lic,

a
n
d h

a
d n

o
t b
een a

llo
w
ed fo

r in m
a
k
in
g u

p its v
a
lu
e.

A
lso th

e n
a
rro

w
n
ess o

f th
e tu

rn
 

b
etw

een th
e jo

b
b
er’s b

u
y
in
g a

n
d sellin

g p
rices fo

r su
ch secu

rities g
iv
es a fu

rth
er eco

n
o
m
y a

n
d secu

rity to
 

th
e u

n
in
stru

cted in
v
esto

r.
p
.95

）

こ
れ
を
意
味
の
通
る
日
本
語
に
す
る
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。

貸
借
対
照
表
が
偽
り
で
な
い
か
ど
う
か
、
損
益
勘
定
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
多
額
の
費
用
が
資
本
勘
定
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
、
鉄
道
株
を
購
入
し
た
投
資
家
は
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
問
題
点
は
す
べ
て
専

門
知
識
の
あ
る
多
く
の
目
先
の
利
く
人
々
が
精
密
に
調
査
し
て
い
る
と
思
い
安
心
し
て
証
券
を
購
入
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
目
先

の
利
く
人
々
は
、
一
般
公
衆
が
気
づ
い
て
い
な
い
、
株
価
形
成
に
お
い
て
織
り
込
ま
れ
て
い
な
い
弱
点
を
一
つ
で
も
見
出
す
と
容

赦
な
く
そ
の
株
を
「
空
売
り
」b

ea
r
出
来
る
し
、
そ
う
す
る
用
意
が
あ
る
。
そ
の
一
方
、
そ
の
よ
う
な
証
券
に
対
し
株
式
デ
ィ
ー

ラ
ー
（jo

b
b
ers

）
が
付
け
る
買
値
と
売
値
の
差
は
狭
い
の
で
、
こ
の
こ
と
が
情
報
に
乏
し
い
投
資
家
に
対
し
て
一
層
の
摂
理

（eco
n
o
m
y

）
と
安
心
感
を
与
え
る
の
で
あ
る

こ
こ
は
一
般
投
資
家
と
玄
人
の
違
い
を
強
調
し
た
個
所
で
あ
る
。
玄
人
は
株
式
投
資
対
象
の
企
業
の
財
務
内
容
に
詳
し
い
。
だ
か
ら

一
般
投
資
家
は
こ
の
玄
人
の
意
見
を
聞
き
安
心
し
て
株
を
買
う
。
し
か
し
、
玄
人
は
当
該
企
業
の
問
題
点
を
見
つ
け
る
と
容
赦
な
く
空

売
り
を
仕
掛
け
る
。
こ
れ
で
一
般
投
資
家
は
大
損
す
る
。
し
か
し
玄
人
が
付
け
る
株
価
の
売
値
、
買
値
の
幅
は
狭
い
の
で
、
一
般
投
資

家
は
株
の
急
落
を
あ
る
程
度
の
が
れ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
マ
ー
シ
ャ
ル
は
証
券
取
引
所
が
現
代
の
産
業
、

商
業
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
有
用
物
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
話
は
永
澤
に
と
っ
て
は
高
等
す
ぎ
る
。
永
澤
は“h

o
llo
w
”

、“eco
n
o
m
y
”

の
意
味
も
辞
書
で
検
索
し
て
お
ら
ず
、
株
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式
会
社
が
配
布
す
る
貸
借
対
照
表
も
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
よ
う
だ
。
い
や
そ
れ
以
前
の
話
が
多
す
ぎ
る
。
主
語
、
述
語
の
関
連
を
き
ち

ん
と
整
理
し
て
訳
せ
な
い
。
要
す
る
に
読
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
が
欠
け
て
い
る
。

⑤

第
五
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

｜
迷
走
、
脱
線
す
る
永
澤
鉄
道

第
五
節
は
奇
跡
的
に
も
タ
イ
ト
ル
に
誤
訳
は
な
い（「
取
引
所
証
券
の
価
値
に
一
時
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
だ
け
の
原
因
と
、
持
続
す
る

結
果
を
も
た
ら
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
原
因
の
対
比
に
つ
い
て
」）。
も
ち
ろ
ん
、
も
っ
と
ス
ッ
キ
リ
と
し
て
日
本
文
に
な
る
は
ず
で
あ
る

が
、
筆
者
も
そ
こ
ま
で
付
き
合
う
ほ
ど
、
お
人
好
し
で
な
い
。
こ
の
節
は
一
つ
の
長
め
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
だ
け
で
あ
る
が
、
訳
文
は
手
の

施
し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
混
乱
し
た
文
章
に
終
始
し
て
い
る
。
そ
の
ひ
ど
さ
を
確
認
す
べ
く
、
訳
の
全
文
を
引
い
て
お
く
。

不
熟
練
な
投
資
家
は
、
株
式
取
引
所
で
証
券
の
価
格
が
決
め
ら
れ
る
企
業
の
稼
得
力
の
一
時
的
な
変
化
に
対
し
て
、
あ
ま
り
に
も

大
き
な
重
要
性
を
認
め
が
ち
で
あ
る
。
抜
け
目
の
な
い
投
機
家
は
そ
の
よ
う
な
洞
察
力
の
欠
如
を
利
用
し
て
利
潤
を
獲
得
し
よ
う

と
し
、
任
意
の
証
券
の
価
格
が
過
度
に
上
昇
し
つ
つ
あ
る
時
に
売
る
。
た
と
え
ば
彼
は
、
休
日
の
間
の
異
常
な
好
天
気
の
持
続
が

旅
客
輸
送
に
多
く
従
事
し
て
い
る
鉄
道
の
純
受
取
を
増
や
す
と
す
る
と
、
情
報
に
疎
い
投
機
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
鉄
道
の
株

価
が
過
度
に
高
ま
る
事
実
を
速
や
か
に

慮
に
入
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
鉄
道
の
株
式
を
買
う
よ
り
も
む
し
ろ

当
座
は
売
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。さ
ら
に
彼
は
、平

を
越
え
る
行
楽
の
た
め
に
輸
送
が
多
少
減
少
し
た
炭
坑
｜
製
鉄
地
方
の
ロ
ー

カ
ル
線
に
注
意
を
向
け
る
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
災
害
事
故
を
起
し
て
、
重
い
損
害
賠
償
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
鉄

道
に
注
意
を
向
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
無
知
の
投
資
家
は
、
お
そ
ら
く
一
過
性
の
不
運
の
全
結
果
が
い
か
に
迅
速
に
取
引
所
で
株

式
の
価
値
に
折
り
込
ま
れ
る
か
を
理
解
し
な
い
た
め
に
、彼
が
買
う
時
に
売
る
こ
と
を
差
し
控
え
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。そ
の
よ
う

に
し
て
彼
の
術
中
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
抜
け
目
の
な
い
、
遠
目
の
き
く
投
資
家
は
時
お
り
自
ら
の
行
動
を
、
将
来
の
予
想

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
将
来
の
予
想
の
不
正
確
さ
の
予
想
に
よ
っ
て
律
す
る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い（
一
二
九
｜
三
〇
頁
）
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こ
の
意
味
不
明
な
訳
文
の
原
形
は
で
き
る
か
ぎ
り
保
持
し
つ
つ（
実
際
は
不
可
能
で
あ
る
が
）、
意
味
の
通
じ
る
日
本
語
に
し
て
み
よ

う
。

不
熟
練
の
投
資
家
は
、
株
式
が
証
券
取
引
所
で
取
引
さ
れ
て
い
る
企
業
の
収
益
力
が
一
時
的
に
変
動
す
る
こ
と
に
対
し
敏
感
に
反

応
し
す
ぎ
る
傾
向
が
あ
る
。
信
用
取
引
を
手
掛
け
る
抜
け
目
の
な
い
投
機
家
は
不
熟
練
な
投
資
家
に
洞
察
力
が
な
い
の
に
つ
け
こ

み
、
収
益
力
の
一
時
的
変
動
に
よ
り
株
価
が
不
当
に
釣
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
時
に
売
る
。
休
日
の
間
に
何
時
に
な
く
好
天
気
が
続

く
と
主
に
旅
客
輸
送
を
手
掛
け
て
い
る
鉄
道
の
純
益
が
増
大
す
る
。
す
る
と
不
熟
練
な
信
用
取
引
を
手
掛
け
る
投
機
家
は
そ
の
鉄

道
株
価
を
不
当
に
釣
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
、
信
用
取
引
を
手
掛
け
る
抜
け
目
の
な
い
投
機
家
は
こ
の
よ
う

な
事
情
を
す
ば
や
く
利
用
し
、
当
座
は
当
該
鉄
道
株
を
買
う
よ
り
も
売
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
抜
け
目
の
な
い
投
機
家
は
、
行

楽
客
が
平

を
超
過
し
た
た
め
多
少
、
輸
送
が
減
少
し
て
し
ま
っ
た
炭
坑
｜
製
鉄
地
域
の
ロ
ー
カ
ル
線
、
あ
る
い
は
、
悲
惨
な
事

故
現
場
と
な
り
、
重
い
損
害
賠
償
に
巻
き
込
ま
れ
た
路
線
に
目
先
を
転
じ
る
か
も
し
れ
な
い（
空
売
り
を
か
け
る
た
め
）。
事
情
に

通
じ
な
い
投
資
家
は
、
一
過
性
の
不
運
が
株
価
に
及
ぼ
す
全
効
果
は
直
ち
に
解
消
さ
れ
る
の
を
お
そ
ら
く
理
解
し
て
い
な
い
の
で
、

空
売
り
を
か
け
た
投
機
家
が
ち
ょ
う
ど
買
お
う
と
し
て
い
る
時
に
（
狼
狽
し
な
が
ら
）
売
っ
て
し
ま
う
傾
向
を
免
れ
な
い
の
で
、

空
売
り
を
か
け
た
投
機
家
の
術
中
に
は
ま
る
傾
向
と
な
る
。
抜
け
目
の
な
い
、
遠
目
の
効
く
投
機
家
は
遠
い
将
来
の
予
想
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
遠
い
将
来
の
予
想
が
正
確
性
を
欠
く
と
い
う
予
想
に
基
づ
い
て
自
身
を
律
す
る
こ
と
も
時
折
あ
る
と
い
っ
て
も
差

し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

先
に
あ
げ
た
永
澤
訳
を
読
ん
で
率
直
に
言
え
る
こ
と
は
永
澤
が
景
気
循
環
論
を
学
ん
で
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
株
の
信
用
取
引
と
株

式
会
社
の
収
益
の
動
向
は
密
接
な
関
連
が
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
。
今
回
の
訳
文
で
は
読
者
が
一
読
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
、
あ

え
て
意
訳
し
て
お
い
た
。
基
本
は“sp

ecu
la
to
r”

の
意
味
を
正
確
に
訳
出
し
な
い
と
マ
ー
シ
ャ
ル
が
何
を
言
い
た
い
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
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不
明
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
単
に
「
投
機
家
」
と
し
て
し
ま
う
と
、
株
の
信
用
取
引
を
行
う
「
抜
け
目
の
な
い
投
機
家
」
の
行

動
を
説
明
で
き
な
く
な
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
は
こ
の
投
機
家
の
行
為
に
関
し
、
不
正
行
為
の
危
険
性
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
究
極
的
に
は
株

価
の
安
定
に
欠
か
せ
な
い
要
因
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
点
も
把
握
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
不
毛
な
こ
と
な
の
で
原
文
は
あ
え
て
掲

載
し
な
い
（p

. 95-6

）。

⑥

第
六
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

｜
有
終
の
美
を
飾
れ
な
い
迷
訳

ほ
と
ん
ど
毎
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
最
後
の
節
の
タ
イ
ト
ル
自
体
の
訳
が
間
違
っ
て
い
る
。

六

資
本
に
対
す
る
国
内
お
よ
び
国
際
市
場
に
お
い
て
株
式
取
引
所
証
券
の
演
ず
る
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
る

（
一
三
〇
頁
）

ま
ず
こ
の
訳
は
ひ
ど
い
の
で
ま
と
も
な
タ
イ
ト
ル
に
し
て
お
く
（
原
文
添
付
）。

六

国
内
資
本
市
場
お
よ
び
国
際
資
本
市
場
に
お
い
て
証
券
取
引
所
の
証
券
が
演
じ
る
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
る

（T
h
e g

ro
w
in
g im

p
o
rta
n
ce o

f th
e p

a
rt p

la
y
ed b

y sto
ck
 
ex
ch
a
n
g
e secu

rities in n
a
tio
n
a
l a
n
d in

tern
a
tio
n
a
l

 
m
a
rk
ets fo

r ca
p
ita
ls,
p
.96

）

こ
の
節
で
は
、
国
際
資
本
市
場
と
い
う
場
合
、
国
際
的
な
債
券
取
引
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
株
式
取
引

所
証
券
」
は
出
現
し
よ
う
が
な
い
。

こ
の
項
は
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
な
っ
て
い
る
。
最
初
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
日
本
語
訳
の
全
体
が
わ
か
り
に
く
い
こ
と
は
当
然
予
想
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
実
は
本
人
が
何
も
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
歴
然
と
し
て
い
る
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
を
取
り
出
し
て
お
く
（
原
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文
も
添
付
）。

し
か
し
、
外
国
の
不
換
紙
幣
で
表
現
さ
れ
た
社
債
は
実
質
価
値
の
大
幅
な
変
動
に
遭
遇
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
述
べ

て
お
く
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
社
債
を
大
量
に
発
行
し
て
い
る
会
社
の
普
通
株
は
、
同
会
社
の
発
行
す
る
社
債
の
所
得
の
実
質
価

値
を
低
下
さ
せ
る
通
貨
の
変
動
に
よ
っ
て
、
名
目
価
値
の
み
な
ら
ず
実
質
価
値
も
上
昇
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合

の
優
先
株
主
の
利
益
は
、
会
社
の
持
っ
て
い
る
事
情
に
応
じ
て
変
化
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
一
三
一
頁
）

It m
a
y
,
h
o
w
ev
er,

b
e a

p
p
ro
p
ria
te h

ere to n
o
te th

a
t d

eb
en
tu
res,

ex
p
ressed

 
in
 
term

s o
f a

n
 
in
co
n
v
ertib

le
 

fo
reig

n p
a
p
er cu

rren
cy
,
a
re lia

b
le to g

rea
t flu

ctu
a
tio
n
s o
f rea

l v
a
lu
e.

T
h
e o
rd
in
a
ry sh

a
res o

f a co
m
p
a
n
y
,

w
h
ich h

a
s issu

ed a g
rea

t q
u
a
n
tity o

f d
eb
en
tu
res,

m
a
y b

e ra
ised in rea

l,
a
s w

ell a
s in n

o
m
in
a
l v
a
lu
e,
b
y a

 
cu
rren

cy ch
a
n
g
e,
w
h
ich lo

w
ers th

e rea
l v
a
lu
e o

f th
e in

co
m
e y

ield
ed b

y its d
eb
en
tu
res.

T
h
e in

terests o
f

 
p
referred sh

a
reh

o
ld
ers in su

ch ca
se a

re lik
ely to v

a
ry w

ith th
e circu

m
sta
n
ces o

f th
e co

m
p
a
n
y

p
.97

）

永
澤
訳
で
は
サ
ッ
パ
リ
不
明
な
内
容
も
次
の
よ
う
に
簡
単
な
日
本
訳
に
転
換
で
き
る
。

し
か
し
、
社
債
を
外
国
の
不
換
通
貨
建
て
で
評
価
し
た
場
合
、
実
質
価
値
が
大
幅
に
変
動
し
が
ち
と
な
る
こ
と
を
こ
こ
で
注
目
し
て

お
く
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
通
貨
価
値
が
変
動
す
る
と
、
同
会
社
の
発
行
す
る
社
債
を
通
じ
て
配
分
さ
れ
る
所
得
は
実
質
価
値
が
低
下

す
る
の
で
、
社
債
を
大
量
に
発
行
し
て
い
る
同
会
社
の
普
通
株
は
名
目
上
も
実
質
上
も
価
値
が
増
加
す
る
だ
ろ
う
。
優
先
株
保
有
者
の

利
害
も
同
会
社
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
だ
ろ
う
。

第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
も
お
か
し
な
訳
だ
ら
け
な
の
で
あ
る
が
紙
面
の
無
駄
遣
い
と
な
る
の
で
あ
え
て
検
証
し
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
永

澤
の
訳
は
そ
の
大
半
が
日
本
語
と
し
て
も
使
い
物
に
な
ら
な
い
こ
と
を
十
二
分
に
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
に
永
澤
訳
の
誤
訳
の
露
天
掘
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り
の
作
業
を
終
了
す
る
。
実
は
日
本
の
学
者
の
多
く
が
永
澤
と
同
等
、
さ
ら
に
は
そ
れ
以
下
の
者
が
多
い
と
い
う
恐
る
べ
き
現
実
が
あ

る
。
そ
れ
は
本
文
で
明
ら
か
に
し
た
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
、
さ
ら
に
は
国
際
金
融
の
学
者
に
も
通
じ
る
話
で
あ
る
。「
あ
る
あ
る
大
事

典
」
の
話
は
学
者
の
世
界
で
は
他
人
事
で
な
い
。
国
際
金
融
事
情
に
暗
い
国
際
金
融
の
テ
キ
ス
ト
が
登
場
し
て
い
る
（
上
川
孝
夫
・
矢

後
和
彦
編
『
国
際
金
融
』
有
斐
間
、
二
〇
〇
七
年
）。
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