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（
服
部
）

び
あ
ら
た
め
て
前
後
一
貫
し
て
通
観
し
う
る
か
た
ち
に
整
え
ら
れ
た
こ
と

八
七

ミ
ナ
ー
』
誌
上
に
「
基
礎
講
座
・
マ
ル
ク
ス
経
済
学
」
と
し
て
―
二
回
に

に
い
た
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
時
宜
を
得
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

者
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
評
者
の
甚
だ
狭
い
見
聞
の
範

囲
で
す
ら
も
か
な
り
の
事
例
を
挙
げ
て
示
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
た

に
よ
り
、
そ
の
価
値
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

著
者
は
「
は
し
が
き
」
で
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
把
握
の
た
め
に
は
、

杉
原
四
郎
著
『
マ
ル
ク
ス
翻
済
學
の
形
成
』

な
わ
ち
著
者
に
よ
れ
ば
「
定
礎
・
確
立
・
完
成
•
発
展
」
の
過
程
が
、
広

汎
な
文
献
渉
猟
（
特
に
最
近
の
諸
研
究
の
成
果
の
総
括
な
ら
び
に
最
新
の

何
よ
り
も
本
書
の
特
色
は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
「
形
成
」
過
程
、
す

か
に
し
て
い
る
。

理
解
の
上
に
の
み
可
能
で
あ
る
と
記
し
て
、
本
書
の
意
図
と
課
題
を
明
ら

る
。
雑
誌
に
発
表
中
す
で
に
、
理
論
あ
る
い
は
学
説
史
・
思
想
史
の
研
究
け
」
は
、
か
か
る
思
想
史
的
研
究
を
通
ず
る
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
内
在
的

マ
ル
ク
ス
経
済
学
へ
の
正
し
い
評
価
と
な
さ
れ
る
べ
き
発
展
の
方
向
づ

わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
杉
原
四
郎
教
授
の
労
作
が
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
る

け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
、

「
現
代
の
時
点
か
ら
す
る

本
的
問
題
意
識
や
分
析
視
角
の
推
移
を
ふ
く
め
て
」
思
想
史
的
に
あ
と
づ

的
研
究
の
必
要
性
が
と
み
に
強
調
さ
れ
て
き
た
今
日
、
か
つ
て
『
経
済
セ

『
資
本
論
』
体
系
の
形
成
過
程
を
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
基

マ
ル
ク
ス
経
済
学
そ
の
も
の
の
形
成
過
程
の
学
説
史
的
な
い
し
思
想
史

書

評

『
資
本
論
』
そ
の
も
の
の
理
論
的
研
究
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、

服

杉
原
四
郎
著
「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
形
成
」

部

文

（
一
九
六
四
年
未
来
社
）

男
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て
、
マ
ル
ク
ス
な
ら
び
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
人
間
像
に
寄
せ
る
著
者
の
傾
倒

の
程
は
、
節
度
あ
る
表
現
な
が
ら
読
者
の
胸
に
深
い
共
鳴
を
よ
び
お
こ
す

以
下
に
お
い
て
は
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
紹
介
は
省
略
し
て
、
重

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

義
か
ら
共
産
主
義
へ
の
移
行
の
過
程
は
、
同
時
に
、
観
念
論
か
ら
唯
物
論

て
、
マ
ル
ク
ス
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
を
分
か
つ
決
定
的
一
点
1
1

「政

へ
の
移
行
の
道
程
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ

そ
う
と
す
る
に
あ
る
が
、
特
に
マ
ル
ク
ス
の
場
合
、
そ
の
革
命
的
民
主
主

と
比
重
に
お
い
て
お
さ
め
よ
う
と
す
る
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
。

そ
し

紙
数
の
う
ち
に
、
マ
ル
ク
ス
な
ら
び
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
壮
大
深
遠
な
思
想

体
系
を
、
で
き
る
限
り
そ
の
全
域
に
眼
を
く
ば
り
な
が
ら
、
正
当
な
均
衡

で
あ
っ
て
、
当
初
の
発
表
の
目
的
に
よ
っ
て
著
し
く
制
約
さ
れ
た
形
式
と

「
哲
学
的
研
究
か
ら
経
済
学
的
研
究
へ
」
と
い
う
把
握
に
よ
っ
て
、
事
態

能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
労
苦
を
多
と
し
た
い
。
叙
述
は
ま
た
平
明
達
意

マ
ル
ク
ス
「
経
済
学
」
の
形
成
と
い
う
主
題
に
制
約
さ
れ
た
た
め
か

あ
り
、
後
者
に
関
し
て
は
、
著
者
の
綿
密
さ
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
作
成
可

底
・
不
適
切
な
点
が
散
見
す
る
と
は
い
え
、
適
切
な
配
思
と
い
う
べ
き
で

ク
ス
の
理
論
体
系
の
内
容
を
理
解
し
や
す
く
し
た
こ
と
は
、
訂
正
の
不
徹

体
系
の
理
論
構
成
の
検
討
に
際
し
て
、

「
巻
」
を
「
部
」
に
改
め
て
マ
ル

四
0
年
代
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学

き
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
第
八
章
以
降
の
『
資
本
論
』

る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。

確
さ
と
利
用
の
便
宜
と
が
い
っ
そ
う
増
大
し
て
い
る
こ
と
も
、
特
品
す
べ

閥
西
大
學
『
網
清
論
集
』
第
一
四
巻
第
三
号

資
料
の
利
用
）
と
周
到
な
思
想
史
的
把
握
（
と
り
わ
け
同
時
代
の
諸
事
件

な
ら
び
に
諸
思
想
と
の
関
連
づ
け
）
と
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
点
に

あ
る
。
し
か
も
、
原
型
に
随
処
で
補
訂
が
施
さ
れ
、
新
た
に
巻
末
に
は
人

名
索
引
と
と
も
に
簡
に
し
て
要
を
得
た
年
表
が
添
え
ら
れ
て
、
叙
述
の
正

要
と
考
え
ら
れ
る
諸
点
に
つ
き
評
者
の
見
解
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
著

者
自
身
も
い
う
よ
う
に
、
こ
の
種
の
研
究
は
内
外
と
も
に
き
わ
め
て
ま
れ

見
の
交
換
が
甚
だ
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
学
に
よ
っ
て
き
り

拓
か
れ
た
途
を
共
に
さ
ら
に
前
進
す
る
た
め
の
一
提
言
と
し
て
受
取
ら
れ

「
結
言
」
に
も
、
特
に
初
期
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
成
果
の

摂
取
に
努
め
る
と
と
も
に
、
限
ら
れ
た
紙
数
の
中
に
い
か
な
る
展
望
を
与

え
る
べ
き
か
に
本
書
中
最
大
の
苦
心
が
払
わ
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、

が
い
く
ら
か
単
純
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
著

者
の
真
意
は
、
マ
ル
ク
ス
な
ら
び
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
従
来
の
「
哲
学
的
意

識
」
の
自
己
批
判
を
遂
行
し
た
点
に
彼
ら
の
経
済
学
の
「
定
礎
」
を
見
出

で
あ
る
。
従
っ
て
、
専
門
分
野
・
隣
接
領
域
の
研
究
者
相
互
の
率
直
な
意

ー、．＼、
/

j
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な
お
支
配
的
で
あ
る
が
、

の
視
角
か
ら
把
握
し
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

杉
原
四
郎
著
『
マ
ル
ク
ス
繹
済
學
の
形
成
』

（
服
部
）

『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
を
「
経
済
学
批
判
」

八
九

を
通
じ
て
プ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
労
働
疎
外
な
る
事
態
を
明
ら
か
に
し
て
い

し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
マ
ル
ク
ス
は
、
む
し
ろ
、
国
民
経
済
学
批
判

を
国
民
経
済
学
批
判
か
ら
切
り
は
な
し
て
考
察
す
る
傾
向
が
内
外
と
も
に

ら
一
足
と
び
に
賃
労
働
者
論
を
と
り
あ
げ
て
い
た
」

（
六
一
ペ
ー
ジ
）
と

を
「
終
章
」
に
置
く
意
図
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分

せ
ら
れ
た
と
み
な
し
、

で
あ
る
。

『
手
稿
』
の
「
序
文
」
で
マ
ル
ク
ス
自
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
批
判

学
一
般
と
り
わ
け
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
の

さ
し
あ
た
り
「
質
的
疎
外
」
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
著
者
は
『
ド
イ

ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
い
て
労
働
疎
外
論
が
史
的
唯
物
論
に
発
展
さ

『
手
稿
』
の
段
階
に
お
い
て
は
「
人
間
本
質
論
か

れ
た
労
働
」
な
る
概
念
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
哲
あ
る
の
で
、
後
段
で
あ
ら
た
め
て
関
説
し
た
い
。

い
る
点
で
あ
る
が
、
か
か
る
「
経
済
学
批
判
」
の
基
軸
こ
そ
が
「
疎
外
さ

は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
ス
ミ
ス
蓄
積
論
の
根
本
的
批
判
が
行
な
わ
れ
て

『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
に
お
い
て
最
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

な
か
で
説
き
は
じ
め
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
者
の
問
題
は
、
本
書

側
面
で
は
時
間
費
用
論
を
、
と
も
に
極
め
て
朋
芽
的
な
が
ら
『
手
稿
』
の

る
か
に
見
え
る
。
少
な
く
と
も
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
労
働
観

『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
に
お
け
る
「
労
働
疎
外
論
」
に

つ
い
て
は
、
著
者
は
逆
に
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
見
地
に
重
点
を
置
い
て
い

の
批
判
と
摂
取
を
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
（
五
ニ
ー
三
ペ
ー
ジ
）
、
「
ヘ

ー
ゲ
ル
は
近
代
国
民
経
済
学
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
」
と
す
る
マ
ル
ク
ス

の
含
意
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

「
労
働
の
疎
外
が
一
般
に
ど
う
し

て
起
こ
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
」
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
必
要
に
迫
ら
れ

て
、
労
働
の
「
質
的
疎
外
」
の
側
面
で
は
分
業
論
を
、

「
量
的
疎
外
」
の

の
基
底
を
貫
く
著
者
の
特
異
な
見
解
を
形
づ
く
る
重
要
な
点
で
あ
り
、

「
量
的
疎
外
論
」
1

1

「
労
働
時
間
論
」
ー
絶
対
的
剰
余
価
値
論
か
ら
、
さ

ら
に
「
経
済
本
質
論
」
_
「
時
間
節
約
」
論
に
ま
で
展
開
さ
れ
る
も
の
で

特
殊
歴
史
的
形
態
の
解
明
の
た
め
に
、

治
」
と
の
結
合
こ
そ
は
、
一
方
で
は
「
経
済
学
」
へ
の
下
降
の
起
点
を
な

す
と
同
時
に
、
他
方
で
は
「
哲
学
」
を
真
理
た
ら
し
め
る
も
の
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

「
一
歩
具
体
化
し
て
社
会
科
学
一
般
の
基
礎
理
論
た
ら
し
め
て
お
く
」
必

要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
自
身
も
、
賃
労
働
と
い
う
労
働
疎
外
の

彩
が
強
い
の
で
、
こ
れ
を
資
本
主
義
分
析
と
結
び
つ
け
る
た
め
に
は
、

著
者
に
よ
れ
ば
、

『
手
稿
』
に
お
け
る
労
働
疎
外
論
は
な
お
哲
学
的
色
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こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

．
開
西
大
學
『
細
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
三
号

た
の
で
あ
り
、
そ
の
上
で
分
業
論
（
お
よ
び
交
換
論
）
の
展
開
を
試
み
よ

う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

外
」
の
問
題
よ
り
も
「
質
的
疎
外
」
の
側
面
に
傾
斜
し
て
い
た
こ
と
の
理

由
と
し
て
、
四

0
年
代
に
は
大
陸
諸
国
が
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ァ
段
階
に
あ

っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
た
こ
の
段
階
の
マ
ル

ク
ス
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
批
判
の
視
角
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ

形
態
と
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
著
者
に
よ
っ
て
論
及

さ
れ
た
一
八
四
七
年
イ
ギ
リ
ス
の
一

0
時
間
労
働
法
に
対
す
る
当
時
の
マ

理
論
ー
思
想
史
的
観
点
の
も
と
に
あ
ら
た
め
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

済
学
」
の
理
論
的
内
容
な
ら
び
に
基
本
的
性
格
を
い
っ
そ
う
明
確
に
す
る

『
経
済
学
批
判
』
と
『
資
本
論
』

第
五
・
六
・
七
章
は
『
経
済
学
批
判
』
を
扱
い
、
第
八
・
九

・
-
0章

は
『
資
本
論
』
を
対
象
と
し
、

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
過
程
の
叙
述
は
、
こ
れ
ま
で
の
内
外
の
研
究
成
果

い
る
。第

七
章
「
『
経
済
学
批
判
』
体
系
の
論
理
構
造
」
で
は
、

1
1
自
由
に
処
分
し
う
る
時
間
」
と
い
う
『
経
済
学
批
判
要
網
』
に
み
ら
れ

点
」
な
の
で
あ
る
。

し
て
客
体
的
認
識
の
み
な
ら
ず
主
体
的
把
握
た
ら
し
め
て
い
る
「
基
礎
視

問
題
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
価
値
・
剰
余
価
値
論
お
よ
び
資
本
蓄
積
論
を

る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
こ
そ
、
さ
き
の
「
労
働
の
量
的
疎
外
」
の

か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
著
者
の
い
う
「
恐
慌
と
革
命
の
経

で、

「
人
間
に
と
っ
て
の
第
一
義
的
重
要
性
」
を
も
つ
と
い
う
の
で
あ

ゆ
え
に

「
時
間
節
約
の
法
則
」
は
「
労
働
配
分
の
法
則
」
と
な
ら
ん

に
拠
っ
て
の
彼
ら
の
評
価
と
の
差
異
を
め
ぐ
る
問
題
に
し
て
も
、
か
か
る

い
こ
む
と
い
う
意
味
で
「
人
間
に
と
っ
て
の
本
源
的
コ
ス
ト
」
を
な
す
が

ル
ク
ス
お
よ
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
評
価
と
後
年
第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

で
人
間
の
全
面
的
発
達
の
基
礎
た
る
「
自
由
に
処
分
し
う
る
時
間
」
に
く

る
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
時
間
は
、
生
活
時
間
の
う
ち

に
お
け
る
機
械
制
大
工
業
と
そ
の
上
に
展
開
さ
れ
る
労
資
の
階
級
闘
争
の

立
場
か
ら
と
く
に
重
要
と
思
わ
れ
る
―
つ
の
論
点
」
と
し
て
、

「
真
の
富

る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
現
実
的
基
盤
と
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス

「
価
値
・
剰
余
価
値
論
と
労
働
疎
外
論
と
の
関
連
を
重
視
す
る
わ
た
し
の

著
者
は
、

ら
び
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
理
論
的
・
実
践
的
活
動
が
簡
潔
に
描
き
出
さ
れ

t

に
当
時
の
国
際
的
情
勢
な
ら
び
に
階
級
閾
争
と
結
び
つ
け
て
マ
ル
ク
ス
な

さ
ら
に
、
マ
ル
ク
ス
の
労
働
疎
外
論
が
著
者
の
い
わ
ゆ
る
「
量
的
疎

の
明
快
な
整
理
と
新
全
集
の
利
用
と
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
て
お
り
、
特

合
わ
せ
て
本
書
の
中
心
的
部
分
を
な
す

九
〇

- が. . . - . .  
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杉
原
四
郎
著
『
マ
ル
ク
ス
鯉
済
學
の
形
成
』

（
服
部
）

が
真
の
富
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
使
用
価
値
が
で
き
る
だ
け
少
な
い
価
値

九

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
デ
ィ
ル
ク
の
「
富
と
は
自
由
に
処
分
し
う
る
時
間
で

あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
高
く
評
価
し
た
マ
ル
ク
ス
の
真
意
は
、
リ
カ
ー
ド

著
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
匿
名
の
一
。
ハ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
筆
者
た
る
こ
と

は
な
か
ろ
う
か
（
「
マ
ル
ク
ス
が
な
し
と
げ
た
巨
大
な
前
進
は
、
ま
さ
に

彼
が
、
社
会
お
よ
び
進
歩
一
般
に
か
ん
す
る
こ
う
い
う
議
論
を
す
ぺ
て
す

、

、

、

、

、

、

て
て
、
そ
の
か
わ
り
に
一
つ
の
社
会
と
―
つ
の
進
歩
の
|
|
＇
す
な
わ
ち
資

、
、
、
、

本
主
義
的
社
会
と
資
本
主
義
的
進
歩
の
ー
|
'
科
学
的
な
分
析
を
与
え
た
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
。
」

分
冊
〕
）
。

資
本
主
義
的
対
立
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

対
す
る
反
対
〔
リ
カ
ー
ド
理
論
を
基
礎
と
し
て
の
〕
」
参
照
）
。

学
批
判
要
網
』
に
お
い
て
も
、
資
本
主
義
の
も
と
で
は
「
自
由
に
処
分
し

う
る
時
間
」
ー
剰
余
労
働
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
上
で
、
資
本

主
義
が
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
さ
れ
て
、
生
産
力
の
発
展
が
な
さ
れ
る
と
、
労

接
に
生
産
的
な
労
働
に
費
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
享
受
の
た
め
の
時
間
が
得

ら
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
自
由
時
間
と
労
働
時
間

止
揚
の
実
現
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
可
能
」
で
あ
る
と
述
べ
、
「
階
級
社
会
に

と
っ
て
本
質
的
な
労
働
時
間
と
自
由
時
間
と
の
対
立
が
、
資
本
主
義
社
会

に
い
た
っ
て
最
も
尖
鋭
化
す
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
こ
に
マ
ル
ク

ス
の
「
経
済
本
質
論
と
剰
余
価
値
論
と
の
連
繋
」
を
把
握
す
ぺ
き
で
あ
る

と
強
調
し
て
い
る
（
本
誌
第
一
三
巻
第
一
・
ニ
合
併
号
所
載
「
マ
ル
ク
ス

〔
＞
ー
ニ
ン
『
「
人
民
の
友
」
と
は
な
に
か
』
第

と
の
対
立
の
止
揚
が
現
実
に
実
現
さ
れ
る
の
は
、
階
級
対
立
そ
の
も
の
の

も
と
よ
り
著
者
は
、
他
の
論
文
に
お
い
て
、

働
時
間
の
節
約
に
よ
り
、
従
前
以
上
の
「
剰
余
」
生
産
物
の
ほ
か
に
、
直

を
通
じ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
え
た
こ
と
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
で

る
基
本
法
則
」
そ
の
も
の
が
、
他
な
ら
ぬ
資
本
主
義
的
経
済
構
造
の
分
析

に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

「
経
済
一
般
に
通
ず

で
き
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
著
者
の
基
本
的
見
解
が
端
的

『
経
済

て
ら
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が

す
に
あ
っ
た
（
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
第
一

1

一
部
第
ニ
―
章
「
経
済
学
者
に

点
、
そ
の
意
義
と
限
界
と
は
、
こ
れ
を
経
済
一
般
に
通
ず
る
基
本
法
則
に

上
で
、
デ
ィ
ル
ク
が
こ
の
対
立
を
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ペ
ン
し
て
い
る
こ
と
を
示

「
資
本
主
義
体
制
が
他
の
社
会
体
制
に
対
し
て
有
す
る
共
通
点
と
差
異

的
考
察
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
べ
き
批
判
を
十
分
に
予
想
し
な
が
ら
も
、

ま
た
「
自
由
に
処
分
し
う
る
時
間
」
ー
「
真
の
富
」
で
あ
る
が
、
し
か
し

さ
ら
に
著
者
は
、
か
か
る
超
歴
史
的
と
も
い
う
べ
き
「
経
済
本
質
論
」

に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
れ
も

•·11•,,.,,,,,,:'i'•·'.·", ~---~:_'..... __~ 
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柱
」
た
る
ミ
ル
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、

『
ミ
ル
と
マ
ル
ク
ス
』
の
著
者
と

「
私
的
」
と
い
う
語
を
削
除
す
べ
き
で
あ

が
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
端
的
に
、
株
式
会
社
・
ト
ラ
ス
ト
で
は
「
私
的
生

産
」
と
い
う
本
質
的
な
事
態
な
の
で
あ
る
か
ら
、

「
個
々
の
企
業
家
に
よ

い
る
が
、

隅
西
大
學
『
繹
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
三
号

の
経
済
本
質
論
に
関
す
る
一
考
察
」
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
階
級
対
立
止

う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

る
。
な
か
で
も
第
二
節
「
改
良
主
義
的
諸
思
想
へ
の
批
判
」
で
は
、
六
〇

年
以
降
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
経
済
思
想

と
し
て
、
ミ
ル
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
、
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
の
三
者
が
挙
げ
ら
れ
て

「
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
運
動
の
改
良
主
義
的
傾
向
の
思
想
的
支

し
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
後
二
者
に
比
し
て
従
来
ほ
と
ん
ど
看
過
さ

れ
て
い
た
だ
け
に
、
独
自
の
意
義
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
ッ
サ
ー
ル

批
判
が
『
資
本
論
』
第
三
部
第
五
二
章
「
諸
階
級
」
の
な
か
で
な
さ
れ
る

予
定
で
あ
っ
た
と
い
う
著
者
の
推
定
は
、
甚
だ
示
唆
に
富
ん
で
は
い
る

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
生
産
手
段
の
資
本
制
的
私
的
所
有
に
基
く
生

も
の
と
は
い
い
が
た
い
。
著
者
は
、

研
究
活
動
が
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
協
力
活
動
を
も
含
め
て
、
述
べ
ら
れ
て
い

一
八
六
八
年
一
月
二
五
日
づ
け
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
あ
て
の
手
紙
そ
の
も

の
を
こ
の
よ
う
な
推
測
の
根
拠
と
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
に
課
せ
ら
れ
た
理
論
・
実
践
の
両
面
に
わ
た
る
仕
事
に
つ
い

に
お
い
て
は
、
一
八
九
一
年
の
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
綱
領
草
案
に
対
す
る

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
批
判
に
触
れ
て
、
資
本
主
義
が
独
占
段
階
に
入
っ
た
こ
と

草
案
の
字
句
に
対
し
て
「
私
的
」
と
い
う
語
の
削
除
を
主
張
し
た
こ
と
に

つ
い
て
の
著
者
の
解
釈
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
趣
旨
を
正
確
に
伝
え
て
い
る

産
」
は
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、

「
資
本
主
義
的
私
的
生
産
」
を
「
資

本
主
義
の
本
質
に
根
ざ
し
て
い
る
私
的
生
産
」
と
い
い
か
え
た
上
で
、
そ

る
生
産
」
と
い
う
現
象
的
な
意
味
に
と
ら
れ
や
す
い
「
私
的
」
と
い
う
修

飾
語
は
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
指
示
を
解
釈
し
て
い
る

第
一
―
章
で
は
、
特
に
『
資
本
論
」
第
一
巻
刊
行
以
後
の
マ
ル
ク
ス
の

ル
ス
が
「
資
本
主
義
的
私
的
生
産
の
本
質
に
根
ざ
す
無
計
画
性
」
と
い
う

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
経
済
学

が
把
握
さ
れ
え
て
い
た
点
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
エ
ン
ゲ

晩
年
の
マ
ル
ク
ス
な
ら
び
に

労
働
疎
外
論
の
基
本
的
性
格
は
か
え
っ
て
不
明
確
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま

て
語
ら
れ
て
い
る
。
第
二
節
「
独
占
資
本
主
義
段
階
の
諸
現
象
の
研
究
」

に
一
括
す
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
、
と
り
わ
け
そ
の
基
軸
を
な
す

に
規
定
す
る
こ
と
な
し
に
、
両
者
を
「
経
済
的
本
質
論
」
の
見
地
の
も
と

第
―
二
章
「
晩
年
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
諸
業
績
」
で
は
、
マ
ル
ク
ス
死
後

揚
の
前
と
後
と
に
お
け
る
「
自
由
時
間
」
の
形
態
の
本
質
的
差
異
を
明
確

が
ヽ

九
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杉
原
四
郎
著
『
マ
ル
ク
ス
網
済
學
の
形
成
』
・
（
服
部
）

リ
ア
ー
ト
独
裁
論
と
経
済
学
と
の
関
係
）
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
さ
い

以
上
、
著
者
の
論
旨
を
追
っ
た
批
評
を
行
な
う
余
裕
も
な
い
ま
ま
、
問

題
点
の
摘
出
の
み
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
著
者
の
見
解
の
い
っ
そ
う
の
展

〔
付
記
〕

九

極
め
て
些
細
な
事
項
で
あ
る
が
、
若
干
の
指
摘
を
し
て
お
き
た
い
。

開
が
期
待
さ
れ
る
論
点
も
見
出
さ
れ
た
し
（
た
と
え
ば
、

一
八
三
ペ
ー
ジ

の
『
資
本
論
』
の
論
理
的
展
開
に
つ
い
て
）
、
思
想
史
的
見
地
か
ら
は
当

然
論
及
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
問
題
も
あ
っ
た
（
た
と
え
ば
、
プ
ロ
＞
タ

わ
い
、
著
者
に
は
『
ミ
ル
と
マ
ル
ク
ス
』
な
る
著
書
が
あ
り
、
と
く
に
そ

（
一
九
六
四
・
七
・
ニ
，

題
を
正
し
く
受
け
と
め
て
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
形
成
過
程
の
研
究
を
い

っ
そ
う
精
密
化
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
と
思
っ
。

し
、
著
者
の
御
教
示
を
乞
う
と
と
も
に
、
著
者
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問

を
誤
解
し
て
い
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
率
直
に
右
の
諸
点
を
記

ら
、
右
の
「
矛
盾
」
を
厳
密
に
規
定
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
表
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
著
者
の
真
意

の
間
の
対
立
」
を
想
起
す
ぺ
き
で
あ
る
。
特
に
こ
の
論
点
は
、
現
代
資
本

主
義
論
な
い
し
国
家
独
占
資
本
主
義
論
に
か
か
わ
る
も
の
で
も
あ
る
か

て
い
な
か
っ
た
諸
点
に
つ
き
貴
重
な
問
題
提
起
に
接
し
得
た
の
で
あ
る

が
、
同
時
に
、
い
く
つ
か
の
根
本
的
論
点
に
関
し
て
は
疑
問
を
解
消
さ
せ

の
工
場
内
の
生
産
の
組
織
性
と
、
全
社
会
に
お
け
る
生
産
の
無
政
府
性
と

く
の
啓
発
を
新
た
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
特
に
こ
れ
ま
で
意
識
し

盾
」
ー
「
根
本
的
矛
盾
」
な
ら
び
に
そ
の
現
象
形
態
の
一
っ
た
る
「
個
々

執
筆
に
当
た
り
、
あ
ら
た
め
て
こ
れ
ら
の
著
書
・
論
文
等
を
通
読
し
、
多

義
的
領
有
と
の
間
の
矛
盾
」
ー
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
内
在
す
る
矛

る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
生

つ
、
右
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

『
空
想
か
ら
科
学
へ
』
中
の
周
知
の
命
題
＇
~
「
社
会
的
生
産
と
資
本
主

本
書
の
原
型
を
な
す
も
の
と
思
わ
れ
る
し
、

独
自
の
経
済
本
質
論
に
つ
い
て
は
、
本
誌
上
に
す
で
に
「
マ
ル
ク
ス
の
経

済
本
質
論
に
関
す
る
一
考
察
」
な
る
論
稿
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
評
者
は

書
の
叙
述
の
理
解
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
本
書
の
基
底
を
な
す
著
者

的
形
態
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
根
本
的
矛
盾
の
把
握
を
根
底
に
す
え
つ

ト
』
の
訳
者
解
説
は
、
マ
ル
ク
ス
の
初
期
の
経
済
学
研
究
に
つ
い
て
の
本

産
は
ま
す
ま
す
社
会
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
領
有
が
資
本
主
義
的
私

『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
ノ
ー

の
第
一
部
「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
基
本
性
格
」
に
含
ま
れ
る
四
論
文
は
、

_J 
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一
六

0
ペ
ー
ジ
の
新
版
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
の
表
題
の
下
の
「
『
資

項
目
は

M
a
r
x
,
H
e
i
n
r
i
c
h
 
K
a
r
l
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
著
者
は
こ

(

2

)

 
Trier
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
ト
リ
ア
ー
と
表
記
し
て
い
る
（
三

ニ
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
種
の
表
記
に
は
特
有
の
困
難
が
と
も
な
う
と
は
い

え
、
ト
リ
ー
ア
な
い
し
ト
リ
ー
ル
の
方
が
無
難
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
3
)
エ
ン
ゲ
ル
ス
伝
の
著
者
ス
テ
フ
ァ
ー
ノ
ワ
と
あ
る
の
は
（
八
三
ペ

二
部
〔
第
二
、
第
三
巻
〕
」
は
「
第
二
巻
〔
第
二
、
第
三
部
〕
」
、
「
第

-

l

一
部
〔
第
四
巻
〕
」
は
「
第
三
巻
〔
第
四
部
〕
」
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る

方
が
適
当
で
あ
る
う
。

本
論
』
第
四
部
」
は
「
『
資
本
論
』
第
四
巻
〔
第
四
部
〕
』
」
と
す
る

マ
イ
ヤ
ー
ヘ
の
手
紙
の
引
用
中
、
「
第
一
部
」
は
「
第
一
巻
」
、

「
第

(
4
)
 
一
五
九
ペ
ー
ジ
の
一
八
六
七
年
四
月
三

0
日
．
つ
け
マ
ル
ク
ス
の

S

ー
ジ
）
、
ス
テ
パ
ー
ノ
ワ
と
改
め
る
ぺ
き
で
あ
る
。

め
に
も
、
前
者
に
改
め
る
ぺ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

れにならったのでもあろうか。他の人名との統一をはかるた

服小 神 越 高

部杉 保 後 木

文 和秀 執

男毅 郎 典 玄 筆

東北 本学 学本 本学 本学
者

大経経経経 紹
学経 済済済済

学 学学学 介
済部部部部

．学部助 助 助 教 教授
手教授

授
教
授

ュ
版
に
拠
る
か
ぎ
り
七
篇
二
五
章
で
あ
る
。

二
阪
は
七
篇
二
四
章
と
さ
れ
て
い
る
が
、
評
者
の
手
許
に
あ
る
コ
ル
ツ

が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
執
筆
の
『
国
家
科
学
辞
典
』
の

あ
る
ま
い
か
。

『
資
本
論
辞
典
』
の
六
八
五
ペ
ー
ジ
に
も
、
第
一
巻
第

ル
・
マ
ル
ク
ス
」
と
改
め
て
い
る
(
-
五
ペ
ー
ジ
）
。
通
例
は
、
前
者

記
さ
れ
て
い
る
が
(
-
九
八
ペ
ー
ジ
）
、
七
篇
二
五
章
と
す
べ
き
で
は

ル
ク
ス
」
と
記
し
て
い
た
も
の
を
、
本
書
で
は
「
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
カ
ー

(
5
)
 

(
1
)
著
者
は
、
雑
誌
発
表
の
さ
い
に
は
「
カ
ー
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
マ

鵬
西
大
學
『
繹
済
論
集
』
第
一
四
巻
第
三
号

『
資
本
論
』
第
一
巻
の
第
二
阪
の
構
成
に
つ
き
、
七
篇
二
四
章
と

方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

九
四


