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１
低
位
性
論
か
ら
関
係
性
論
へ

「
補
償
か
ら
建
設
へ
」
と
い
う
発
想
は
、
低
位
性
論
を
越
え
よ

う
と
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
低
位
性
論
は
し
ば
し
ば
行
政
闘
争

と
結
び
付
け
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
両
者
は
直
接
に
イ

コ
ー
ル
で
結
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
行
政
闘
争
が
も
っ
ぱ

ら
「
補
償
」
と
い
う
観
点
で
と
り
く
ま
れ
る
と
き
、
は
じ
め
て
低

位
性
論
が
前
面
に
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
低
位

性
論
は
行
政
闘
争
の
論
理
と
は
独
自
な
課
題
と
し
て
整
理
す
る
必

要
が
あ
る
。

差
別
に
よ
っ
て
こ
う
む
っ
た
被
害
の
補
償
と
い
う
考
え
方
に
た

っ
て
い
る
と
、
部
落
外
に
水
準
を
あ
わ
せ
る
と
い
う
発
想
に
流
れ

て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
。
解
放
運
動
は
け
っ
し
て
そ
の
よ
う
な
こ

と
を
求
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
理
念
的
に
は
部

落
差
別
を
存
続
さ
せ
て
い
る
社
会
の
ト
ー
タ
ル
な
変
革
を
追
求
し

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
行
政
に
対
し
て
要
求
す
る
際
の

ス
タ
ン
ス
は
、
と
か
く
補
償
の
要
求
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

補
償
と
い
う
考
え
方
に
た
っ
て
い
た
た
め
に
、
「
差
別
の
結
果
」

と
し
て
の
低
位
性
を
示
す
こ
と
に
力
が
注
が
れ
、
住
宅
・
教
育
・

就
労
・
所
得
な
ど
を
部
落
外
の
水
準
に
い
か
に
近
付
け
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
迫
り
方
は
大
き
な
力
を

は
あ
る
か
、
行
政
や
企
業
へ
の
依
存
度
が
強
す
ぎ
な
い
か
な
ど
、

提
一
一
一
一
口
に
は
厳
し
い
指
摘
が
次
々
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
全
体
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
克
服
す
る
こ
と
な
し
に
部
落
解
放
運
動

の
今
後
の
展
望
は
切
り
開
け
な
い
と
い
う
危
機
意
識
が
強
く
み
ら

れ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
で
は
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
第
三
期
と
は
何
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
提
言
は
こ
の
点
で
必

ず
し
も
歯
切
れ
が
よ
く
な
い
。
第
三
期
の
創
造
に
向
け
て
の
五
つ

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
解
放
が
目
的
・

事
業
は
手
段
、
運
動
と
事
業
の
分
離
、
個
人
給
付
の
見
直
し
、
部

落
の
中
か
ら
外
へ
、
世
界
の
水
平
運
動
に
完
全
解
放
の
展
望
を
見

出
す
、
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
遅
く
と
も
一
九
八
五
年
ご
ろ
ま
で
に
は
一
一
一
一
口
わ
れ
て

い
た
課
題
ば
か
り
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
こ
と
さ
ら
「
第
三
期
」
と

い
う
ほ
ど
の
新
鮮
味
が
な
い
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
第
三
期
な
の
か
と
い
え
ば
、
ぴ
づ

た
り
だ
と
私
に
思
え
た
の
は
「
補
償
か
ら
建
設
へ
」
と
い
う
い
い

方
で
あ
る
。
糾
弾
闘
争
を
中
心
と
す
る
第
一
期
の
解
放
運
動
は
、

部
落
差
別
に
よ
る
精
神
的
な
負
担
や
心
の
傷
に
対
す
る
補
償
を
求

め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
期
の
行
政
闘
争
は
、
部
落
差
別
に
よ

る
物
質
的
な
面
で
の
補
償
を
求
め
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
二
つ
の
時
期
の
運
動
に
よ
っ
て
「
差
別
の
結’ 発

揮
し
た
し
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
正
し
か
っ
た
。
し
か
し
同
時

に
問
題
点
も
含
ん
で
い
た
。
行
政
は
、
社
会
全
体
を
変
え
る
と
い

う
よ
り
も
「
同
和
地
区
に
だ
け
手
厚
く
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
対

策
的
発
想
を
強
め
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
。
部
落
外
の
市
民
に
対

し
て
は
と
り
た
て
て
何
も
せ
ず
、
「
差
別
し
な
い
」
こ
と
を
求
め
る

に
と
ど
ま
り
が
ち
に
な
る
。

「
補
償
」
に
か
え
て
「
建
設
」
を
旗
印
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
差
別
を
な
く
す
た
め
に
は
今
の
社
会
に
は
存
在
し
な
い
何
か
を

創
り
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り

し
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
何
か
を
創
り
だ
す

と
い
う
方
向
が
明
確
に
出
さ
れ
れ
ば
、
低
位
性
論
と
は
異
な
る
論

理
で
運
動
が
組
み
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う

か
。
行
政
闘
争
に
あ
た
っ
て
も
、
格
差
を
な
く
す
こ
と
（
だ
け
）

が
中
心
的
目
標
で
は
な
く
な
る
か
ら
、
差
別
を
な
く
す
た
め
に
何

が
必
要
か
を
め
ぐ
る
議
論
が
改
め
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

い
や
、
「
差
別
を
な
く
す
」
と
い
う
い
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
だ

け
で
従
来
の
論
理
に
絡
め
と
ら
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。
そ
れ
よ
り

も
、
「
豊
か
な
関
係
を
つ
く
る
」
と
い
う
方
向
で
考
え
た
い
。
「
差

別
を
な
く
す
」
た
め
と
い
う
場
合
、
消
極
的
に
考
え
れ
ば
、
差
別

す
る
人
と
差
別
さ
れ
る
人
が
出
会
わ
な
け
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、

部
落
（
問
題
）
を
避
け
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
両
者
が
出
会
わ
な
い
よ
う
な
状
況
は
ひ
ど
い
差

果
」
に
対
す
る
あ
る
程
度
の
補
償
が
実
現
し
た
。
も
ち
ろ
ん
ま
だ

ま
だ
残
さ
れ
た
部
分
も
大
き
い
わ
け
だ
が
、
第
三
期
に
踏
み
込
む

た
め
の
条
件
は
あ
る
程
度
整
っ
た
と
見
る
。
す
な
わ
ち
「
差
別
の

結
果
」
に
対
す
る
と
り
く
み
の
段
階
か
ら
、
「
差
別
の
原
因
」
に
対

す
る
と
り
く
み
の
段
階
へ
と
踏
み
込
む
条
件
が
整
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
一
歩
進
ん
で
差
別
の
根
底
に
あ
っ
て
そ
れ
を
支
え
て

き
た
制
度
そ
の
も
の
を
組
み
替
え
て
い
き
、
逆
に
差
別
を
な
く
す

こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
を
た
く
さ
ん
創
造
し
て
そ
れ
ら
で
世
の
中

を
埋
め
つ
く
そ
う
と
す
る
時
期
な
の
で
あ
る
。

提
言
に
は
出
て
こ
な
い
が
、
「
補
償
か
ら
建
設
へ
」
と
い
う
い
い

方
は
、
中
央
理
論
委
員
会
の
議
論
の
中
で
聞
い
た
意
見
で
あ
る
。

さ
き
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
問
題
点
や
課
題
は
、
新
し
い
目

標
を
設
定
し
、
新
し
い
課
題
意
識
を
人
び
と
の
間
に
培
わ
な
け
れ

ば
克
服
が
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、

こ
の
「
補
償
か
ら
建
設
へ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
も
っ
と
広

め
ら
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
え
る
。

「
補
償
か
ら
建
設
へ
」
と
い
う
考
え
方
で
こ
れ
ま
で
の
論
理
を

批
判
的
に
克
服
で
き
る
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
こ

こ
で
は
、
低
位
性
論
の
克
服
、
福
祉
国
家
論
か
ら
の
発
展
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
位
置
づ
け
と
い
う
三
つ
の
角
度
か
ら
論
じ
て
み
る
こ

と
に
し
た
い
。
い
ず
れ
も
問
題
意
識
に
過
ぎ
な
い
が
、
問
題
提
起

と
い
う
こ
と
で
お
許
し
願
い
た
い
。
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体
制
が
発
展
す
る
も
と
で
、
国
家
独
占
資
本
主
義
は
自
ら
の
延
命

の
た
め
に
福
祉
国
家
を
標
傍
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

は
資
本
主
義
社
会
で
は
実
現
し
え
な
い
。
こ
れ
が
、
当
時
の
マ
ル

ク
ス
主
義
的
な
立
場
か
ら
の
主
張
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
私
の
知

る
か
ぎ
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
行
政
闘
争
を
支
持
す
る

人
び
と
は
、
行
政
闘
争
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義

の
必
要
性
が
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
に
た

っ
て
い
た
。

大
衆
運
動
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
運
動
全
体
で
い
え

ば
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
が
必
ず
し
も
支
配
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
「
理
論
家
」
の
間
で
福
祉
国
家
論
を
全
否
定
的

に
批
判
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
福
祉
国
家
論
自
身
の
改
善
を
め

ざ
し
て
そ
の
ど
の
部
分
が
問
題
な
の
か
を
具
体
的
に
論
じ
る
こ
と

は
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
で
「
運
動
家
」
の

間
で
は
こ
と
さ
ら
福
祉
国
家
論
の
是
非
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
ず
、

成
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
第
一
の
目
標
が
置
か
れ
た
。
要
す
る
に
、

総
論
と
し
て
は
福
祉
国
家
論
的
枠
組
み
に
反
対
し
な
が
ら
、
各
論

と
し
て
は
批
判
を
あ
ま
り
せ
ず
、
結
果
的
に
福
祉
国
家
論
を
承
認

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
初
期
に
は
高
度
経
済

成
長
が
進
む
も
と
で
、
そ
の
後
は
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
を

て
こ
と
し
て
、
行
政
闘
争
に
よ
っ
て
成
果
が
あ
が
り
や
す
か
っ
た

せ
い
も
あ
っ
て
か
、
福
祉
国
家
論
や
福
祉
政
策
の
あ
り
か
た
そ
の

別
的
事
態
で
あ
る
。
こ
の
路
線
を
と
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
し

て
も
出
会
い
か
た
や
つ
き
あ
い
か
た
、
総
じ
て
部
落
内
外
の
関
係

の
あ
り
か
た
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
で
、
「
差
別
を
な

く
す
」
と
い
う
よ
り
も
「
部
落
内
外
の
豊
か
な
関
係
を
つ
く
る
に

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
」
と
い
っ
た
方
が
、
い
い
た
い
こ
と
は

正
確
に
伝
わ
り
そ
う
に
思
え
る
の
だ
。

こ
う
考
え
て
い
け
ば
、
正
解
が
一
つ
で
な
い
こ
と
も
お
の
ず
と

は
っ
き
り
し
て
こ
よ
う
。
そ
も
そ
も
関
係
そ
の
も
の
が
き
わ
め
て

多
様
で
あ
り
う
る
。
関
係
が
生
ま
れ
る
場
所
は
、
職
場
な
の
か
学

校
な
の
か
、
近
隣
な
の
か
、
そ
れ
と
も
趣
味
の
グ
ル
ー
プ
な
の
か
。

お
互
い
の
権
力
的
立
場
や
役
割
か
ら
み
た
と
き
の
関
係
の
あ
り
か

た
は
、
同
僚
ど
う
し
な
の
か
上
司
と
部
下
な
の
か
、
そ
れ
と
も
同

級
生
ど
う
し
綴
な
の
か
教
師
と
生
徒
な
の
か
。
関
係
の
距
離
と
い
う

点
で
は
、
親
友
や
恋
人
ど
う
し
な
ど
親
密
な
関
係
な
の
か
、
そ
れ

と
も
「
袖
す
り
あ
う
も
…
…
」
と
い
う
程
度
の
疎
遠
な
関
係
な
の

か
、
さ
ら
に
は
敵
対
的
な
関
係
な
の
か
。
こ
れ
ら
が
当
事
者
ど
う

し
の
個
性
や
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
偶
然
を
通
し
て
表
れ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
も
と
も
と
多
様
な
関
係
の
あ
り
か
た
を
ど
う
変
え
れ

ば
豊
か
な
関
係
に
つ
な
が
る
の
か
を
考
え
る
の
だ
か
ら
、
答
え
は

多
様
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
少
な
く
と
も
、
出
会
い
を
避
け
て

い
た
の
で
は
、
答
え
の
出
て
き
よ
う
が
な
い
。
差
別
の
現
実
を
見

て
い
る
だ
け
で
も
不
十
分
で
あ
る
。
新
し
い
何
か
を
創
り
だ
す
ア

も
の
を
検
討
す
る
姿
勢
は
解
放
運
動
全
体
と
し
て
弱
か
っ
た
よ
う

に
思
う
。

こ
れ
は
、
け
っ
し
て
曰
本
の
部
落
解
放
運
動
に
の
み
表
れ
た
傾

向
で
は
な
い
。
一
九
六
○
年
代
は
、
い
わ
ゆ
る
先
進
国
で
の
経
済

成
長
を
背
景
に
、
日
本
に
限
ら
ず
世
界
的
に
福
祉
国
家
へ
の
期
待

が
高
ま
っ
た
時
期
で
あ
り
、
差
別
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
こ
の
時
期

に
各
国
で
政
府
に
よ
る
新
し
い
と
り
く
み
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。

教
育
に
お
い
て
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
子
ど
も
た
ち
の
学
力
を
引

き
上
げ
よ
う
と
し
て
始
め
ら
れ
た
補
償
教
育
と
呼
ば
れ
た
政
策
が

そ
の
典
型
で
あ
る
。
新
し
い
と
り
く
み
が
始
ま
っ
た
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
行
政
の
責
任
が
間
わ
れ
行
政
主
体
の
事
業
と
し
て
行
わ

れ
た
こ
と
も
曰
本
に
お
け
る
同
和
行
政
と
共
通
し
た
特
徴
だ
と
い

え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
時
期
に
あ
っ
て
行
政
の
責
任
を
追
及
す
る
と
い
う

運
動
ス
タ
イ
ル
は
、
と
く
に
同
和
行
政
に
か
か
わ
っ
て
、
と
も
す

る
と
す
べ
て
を
行
政
に
や
ら
せ
る
傾
向
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。

同
じ
発
想
は
、
『
部
落
地
名
総
鑑
」
以
後
、
企
業
に
対
し
て
も
社
会

的
責
任
を
追
及
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
適
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

論
理
は
、
か
な
り
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。

し
か
し
、
八
○
年
代
以
降
、
福
祉
国
家
論
的
な
考
え
方
に
見
直

し
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
欧
米
や
曰
本
で
、
い
わ
ゆ
る

新
保
守
主
義
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
行
政
が
担
っ
て
き
た
役
割
の
見

イ
デ
ア
や
工
夫
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
う
し
て
編
み
出
さ
れ
た
、

関
係
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
手
立
て
が
た
く
さ
ん
試
さ
れ
、
そ
れ

ら
に
共
通
す
る
原
則
や
具
体
的
な
か
た
ち
が
整
理
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

低
位
性
論
を
克
服
す
る
と
は
、
一
つ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
発
想

の
転
換
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２
福
祉
国
家
か
ら
非
営
利
組
織
へ

行
政
闘
争
論
の
理
論
的
基
盤
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
福
祉
国
家

論
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
述
べ
る
と
反
論
が
返
っ
て
き
そ

う
だ
け
れ
ど
も
、
主
張
と
し
て
方
針
な
ど
に
そ
う
述
べ
ら
れ
て
い

た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
実
質
的
に
は
福
祉
国
家
論
的
な
考
え

方
が
そ
の
基
盤
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
１
）
 

い
ま
少
し
正
確
に
述
べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
福
祉
国
家

論
と
は
、
諸
利
益
集
団
の
要
求
を
政
府
が
受
け
と
め
、
生
活
の
困

難
や
社
会
問
題
な
ど
を
所
得
の
再
配
分
に
よ
っ
て
解
決
も
し
く
は

無
化
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
部
落
解
放
同
盟
も
こ
こ
で

い
う
利
益
集
団
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
保
守
勢
力
に
よ
る

福
祉
国
家
論
の
狙
い
の
一
つ
は
、
体
制
変
革
的
な
立
場
を
と
り
か

ね
な
い
諸
利
益
集
団
を
体
制
内
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

福
祉
国
家
論
に
対
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
の
批

判
が
あ
っ
た
。
失
業
も
な
く
社
会
福
祉
の
行
き
届
い
た
社
会
主
義
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直
し
が
進
め
ら
れ
た
。
行
政
に
よ
る
規
制
や
給
付
な
ど
が
市
場
原

理
の
機
能
を
弱
め
て
し
ま
い
、
政
府
へ
の
依
存
心
を
強
め
る
な
ど
、

社
会
全
体
の
活
力
を
な
く
し
て
い
っ
た
の
だ
と
語
ら
れ
た
。
ま
た
、

強
力
な
利
益
集
団
を
形
成
で
き
た
集
団
に
は
多
く
の
給
付
が
与
え

ら
れ
る
が
、
利
益
集
団
を
形
成
で
き
な
か
っ
た
集
団
に
は
給
付
が

過
小
に
な
る
な
ど
、
新
た
な
社
会
問
題
を
産
み
出
し
た
と
い
わ
れ

た
。
ま
た
、
こ
う
し
て
生
ま
れ
る
集
団
間
の
反
目
は
、
福
祉
国
家

論
に
内
在
し
て
い
た
支
配
の
論
理
だ
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る

が
、
反
目
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
て
、
こ
の
効
果
そ
の
も
の
も
マ
イ

ナ
ス
に
作
用
す
る
状
況
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
福
祉
国
家

論
の
見
直
し
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
。

こ
れ
が
曰
本
で
は
臨
調
行
革
路
線
と
し
て
登
場
し
た
。
大
胆
な

民
営
化
や
福
祉
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
福
祉
の
切
り
捨
て
を
埋
め

合
わ
せ
る
た
め
に
曰
本
で
は
女
性
に
負
担
を
強
い
る
と
い
う
政
策

が
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
福
祉
や
人
権
を
切
り
捨
て
る
動
き
に
対

し
て
反
対
の
声
が
上
が
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

問
題
は
、
「
こ
の
時
期
の
福
祉
国
家
論
見
直
し
Ⅱ
新
保
守
主
義
」

と
い
う
ス
タ
ン
ス
だ
け
で
批
判
し
て
い
て
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
理
論
的
に
は
、
福
祉
多
元
主
義
の
登
場
を
ど
う
評
価
す

る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
福
祉
多
元
主
義
と
は
、
福
祉
事
業
を

担
う
セ
ク
タ
ー
を
行
政
部
門
・
非
営
利
組
織
部
門
・
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
（
家
庭
や
地
域
）
部
門
・
営
利
部
門
の
四
つ
に
分
け
、
相
互

織
の
経
営
』
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
九
一
年
）
と
い
う
著
作
の

序
文
の
な
か
で
「
企
業
は
、
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。
政
府

は
統
制
す
る
。
…
…
非
営
利
機
関
は
人
間
変
革
機
関
で
あ
る
」
と

述
べ
て
、
非
営
利
組
織
を
社
会
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
今
後
不
可

欠
な
方
向
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
非
営
利
組
織

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
に
対
す
る
行
政
的
な
支
援
体
制
も
法
律
的
に
整
備
さ

れ
て
き
て
い
る
。
諸
利
益
集
団
を
圧
力
団
体
と
し
て
だ
け
位
置
づ

け
る
の
で
は
な
く
、
他
の
部
門
と
連
携
し
て
新
し
い
社
会
を
建
設

し
て
い
く
一
翼
を
担
う
勢
力
と
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
新
保
守
主
義
と
は
異
な
る
方
向
性
が
こ
こ
に
は
反
映
し

て
い
る
。

曰
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な
方
向
が
打
ち
出
さ
れ
な
い
ま
ま
「
切

り
捨
て
反
対
」
ば
か
り
が
主
張
さ
れ
る
た
め
に
、
今
後
が
見
え
に

く
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
政
府
や
行
政
が
す
べ

て
を
保
障
す
べ
き
だ
と
い
う
発
想
の
も
と
に
組
み
立
て
ら
れ
た
政

策
は
、
六
○
年
代
か
ら
七
○
年
代
の
試
み
を
通
し
て
成
功
し
な
か

っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
か
ら
一
歩
前
進
し
て
、
市
民

の
力
を
い
い
か
た
ち
で
生
か
す
方
向
性
を
探
る
べ
き
時
期
に
き
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
方
向
を
も
含
め
て
福
祉
国
家
論
だ
と
い
え
な

く
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
福
祉
国
家
論
か
ら
の
転
換
と
い
い
切
っ

た
ほ
う
が
次
が
見
え
て
き
や
す
い
よ
う
に
思
う
。

同
和
対
策
事
業
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
発
想
の
転
換
が
求 Ｉ の

新
た
な
分
担
の
し
か
た
を
構
想
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
の
福
祉
論
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
部
門
の
う
ち
行
政
部
門

に
も
っ
ぱ
ら
依
存
す
る
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が

予
算
を
投
じ
て
も
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
新
し
い
構
想
が

模
索
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
登
場
し
た
の
が
福
祉
多
元
主
義
で
あ
る
。

多
元
主
義
的
考
え
方
の
中
で
新
保
守
主
義
が
注
目
し
た
の
は
、

四
部
門
の
う
ち
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
部
門
と
営
利
部
門
だ
っ
た
。

し
か
し
、
と
く
に
曰
本
の
よ
う
な
社
会
で
は
従
来
か
ら
イ
ン
フ
ォ

ー
マ
ル
部
門
、
と
り
わ
け
家
庭
へ
の
依
存
度
が
高
く
、
こ
れ
以
上

依
存
度
を
高
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
政
府
関
係
の
文
書
で
さ

（
ソ
こ

え
疑
問
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
ど
こ
の
国
で
あ
れ

営
利
部
門
に
依
存
し
て
い
た
の
で
は
、
所
得
し
だ
い
で
、
受
け
ら

れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
不
平
等
が
生
じ
る
。
今
後
と
る
べ
き
方
向
に
つ

い
て
は
論
者
に
よ
り
多
様
な
意
見
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
全
体
と
し

て
は
、
伝
統
的
な
地
域
や
家
庭
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
現
代

的
な
非
営
利
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
な
ど
に
よ
っ
て
市
民
の
積
極

性
も
生
か
し
な
が
ら
福
祉
事
業
を
展
開
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方

が
強
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

じ
っ
さ
い
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
な
ど
で
は
、
確
か
に
こ
の
時
期

に
一
方
で
福
祉
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
粁
余

曲
折
を
経
な
が
ら
も
非
営
利
組
織
が
社
会
的
に
い
っ
そ
う
大
き
く

位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
｛
非
営
利
組

め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
運
動
と
事
業
の
分
離
と
い
う

こ
と
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
同
和
対
策
事
業
促
進
協
議
会
の
設
置
な

ど
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
考
え
方
の
一
部
と
ま
っ
た

く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
同
じ
で
あ
る
。
他
の
面
に
も
そ
の
発
想
を

広
げ
て
い
き
、
幅
広
く
市
民
全
般
を
対
象
に
新
し
い
事
業
や
組
織

（
わ
⑩
｝

活
動
の
あ
り
か
た
を
構
想
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

部
落
問
題
を
め
ぐ
っ
て
現
在
み
ら
れ
る
困
難
の
一
端
は
、
「
責
任

を
追
及
す
る
」
と
い
う
路
線
の
限
界
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
し
か

に
行
政
や
企
業
な
ど
の
大
き
な
組
織
は
な
ん
ら
か
の
と
り
く
み
を

始
め
る
。
け
れ
ど
も
、
責
任
の
追
及
を
原
点
と
し
て
出
発
し
た
部

落
外
の
組
織
に
よ
る
運
動
や
施
策
は
、
い
つ
ま
で
も
受
け
身
の
論

理
に
と
ど
ま
り
が
ち
で
あ
る
。
責
任
を
追
及
す
る
側
と
さ
れ
る
側

と
の
間
で
は
、
さ
れ
る
側
は
い
つ
ま
で
も
あ
る
意
味
で
「
弱
い
」

立
場
で
あ
る
。
こ
の
「
弱
い
」
立
場
と
い
う
の
が
曲
者
で
、
じ
っ

は
福
祉
国
家
が
利
益
集
団
を
取
り
込
む
手
段
で
も
あ
る
。
対
等
な

関
係
へ
の
移
行
が
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ

な
け
れ
ば
、
こ
の
点
に
関
す
る
変
化
が
生
ま
れ
に
く
い
。

さ
ら
に
、
と
り
た
て
て
特
別
な
社
会
的
責
任
を
も
つ
わ
け
で
な

い
個
人
に
と
っ
て
、
「
責
任
の
追
及
」
と
い
う
論
理
は
と
り
く
み
を

始
め
る
き
っ
か
け
に
な
り
に
く
い
。
「
差
別
し
た
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
差
別
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
人
に
と
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ろ
福
祉
ｌ
」
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
一
年
）
に
よ
る
と
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
は
、
辞
書
的
に
は
「
志
願
兵
」
「
奉
仕
者
」
な
ど

と
訳
さ
れ
、
「
自
発
的
に
自
ら
す
す
ん
で
社
会
的
な
問
題
の
解
決
の

た
め
に
活
動
（
運
動
）
を
志
す
人
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
孤
独
や
病

気
や
障
害
な
ど
苦
難
や
不
条
理
の
あ
る
世
界
に
あ
る
人
に
対
し

て
、
な
ん
ら
か
の
手
を
さ
し
の
べ
、
ま
た
そ
の
人
た
ち
と
と
も
に

問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
人
で
す
。
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的

危
機
に
身
を
挺
し
て
立
ち
向
か
い
、
そ
れ
を
住
民
（
市
民
）
に
知

ら
せ
、
時
に
は
問
題
解
決
の
た
め
に
人
び
と
を
組
織
し
、
運
動
化

し
、
ま
た
必
要
と
あ
ら
ば
、
自
分
の
財
ま
で
も
投
じ
て
行
動
す
る

人
」
（
同
二
四
～
二
五
頁
）
の
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ポ

ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
「
必
要
と
あ
ら
ば
国
家
や
行
政
に
協

力
す
る
が
、
ま
た
国
家
権
力
や
特
定
の
勢
力
が
反
人
権
的
、
反
福

祉
的
な
方
向
を
と
る
時
に
は
、
そ
う
し
た
力
を
も
恐
れ
ず
に
批
判

し
て
い
こ
う
と
し
て
い
く
個
の
論
理
、
自
立
の
論
理
、
民
衆
の
論

理
に
立
つ
思
想
」
（
同
二
六
頁
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
だ
け
を
読
ん
で
い
る
と
、
部
落
解
放
同
盟
に
連
帯
し
て
活

動
す
る
部
落
外
の
人
間
は
す
べ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
取
り
立
て
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
の
は
、

一
つ
に
は
、
と
く
に
福
祉
な
ど
の
領
域
で
さ
き
に
述
べ
た
行
政
の

責
任
放
棄
を
助
け
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
に
は
、

っ
て
、
責
任
追
及
型
の
運
動
は
「
危
う
き
に
近
寄
ら
ず
」
の
対
象

と
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
利

益
集
団
を
給
付
事
業
に
よ
っ
て
分
断
す
る
と
い
う
戦
略
が
こ
こ
に

重
な
っ
て
く
る
。
責
任
追
及
以
外
の
論
理
を
基
本
に
す
え
て
、
自

発
性
に
依
拠
し
つ
つ
展
開
で
き
る
よ
う
な
論
理
を
組
み
立
て
な
け

れ
ば
、
「
お
付
き
合
い
」
の
運
動
や
、
部
落
問
題
を
忌
避
す
る
傾
向

は
い
つ
ま
で
も
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
「
逆
差
別
」
論
も
こ
こ
に
位
置

づ
く
。
も
し
も
非
営
利
組
織
を
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
集

う
人
び
と
は
な
ん
ら
か
の
自
発
性
を
も
っ
て
か
か
わ
っ
て
く
る
の

で
あ
り
、
そ
の
自
発
性
に
依
拠
し
て
し
か
活
動
は
進
ま
な
い
。
公

務
員
や
教
師
、
企
業
人
と
い
っ
た
肩
書
き
に
も
と
づ
い
て
行
動
す

る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
人
び
と
と
異
な
っ
て
、
市
民
に
よ
る
非
営

利
な
グ
ル
ー
プ
や
団
体
が
、
こ
れ
か
ら
の
運
動
に
重
要
な
役
割
を

演
じ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

だ
と
す
れ
ば
、
「
直
接
の
当
事
者
」
で
な
い
人
が
か
か
わ
り
始
め

る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
つ
ま
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
は
何
か
、
そ
れ
は
解
放
運
動
に
ど
う
位
置
付
い
て
い
た
か
。
こ

う
し
た
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、

次
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
位
置
づ
け
に
話
を
進
め
る
こ
と
に
し
た

い
。

当
事
者
で
な
い
者
が
な
ぜ
と
り
く
む
の
か
、
そ
の
行
為
は
同
情
に

も
と
づ
く
偽
善
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
か
ら
で
あ
る
。

福
祉
国
家
論
の
立
場
か
ら
安
上
が
り
に
福
祉
国
家
を
実
現
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
活
用
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
と
り
く
む
よ
う
に
な
る
必
然
性
な
ど

と
り
た
て
て
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
つ
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
批
判
は
、
福
祉
国
家
論
の
も
と
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
あ
る
程
度
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
批

判
を
の
り
越
え
る
こ
と
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
関
係
者
に
求
め
ら
れ
て

き
た
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
と
り
く
む
人
び
と
の
間
で
も
こ
の
二
つ
の
問

題
点
は
意
識
さ
れ
て
お
り
、
反
批
判
の
論
理
が
組
み
立
て
ら
れ
て

い
る
。

前
者
の
問
題
に
つ
い
て
先
の
大
阪
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会
編
の
本

で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
未
分
化
で
あ
っ
た
「
民
間
救

済
型
』
の
ポ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
国
家
責
任
の
明
確
化
を
背
景
に
『
制

度
お
よ
び
専
門
職
』
と
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
』
に
分
化
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
今
日
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
、
行
政

や
専
門
従
事
者
が
で
き
な
い
領
域
か
、
し
て
は
な
ら
な
い
領
域
か
、

、
、
、
、
、

し
て
い
な
い
未
開
発
の
領
域
に
一
市
民
と
し
て
自
発
的
に
か
か
わ

る
活
動
だ
と
い
え
ま
す
」
（
同
書
、
二
九
頁
、
．
…
：
）
こ
の
よ
う
な

考
え
方
か
ら
同
書
に
お
い
て
は
、
行
政
主
導
に
よ
る
ポ
ラ
ン
テ
ィ

行
政
闘
争
の
論
理
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
な

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
む
し

ろ
、
行
政
責
任
と
い
う
考
え
方
と
、
部
落
出
身
者
へ
の
仕
事
保
障

と
い
う
考
え
方
と
が
結
び
つ
い
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
否
定
す
る

方
向
へ
向
か
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
子
ど
も
会
の
指

導
員
を
公
務
員
と
す
る
制
度
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
福
祉
国
家
論

的
発
想
に
根
差
し
た
行
政
闘
争
の
論
理
に
お
い
て
は
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
と
は
行
政
の
責
任
放
棄
の
結
果
産
み
だ
さ
れ
る
も
の
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
福
祉
国
家
に
は
利
益

集
団
を
分
断
し
て
い
く
こ
と
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
強
い
利
益
集
団
に
対
し
て
は
利
益
配
分
を
手
厚
く
行
い
、
弱

い
集
団
を
切
り
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
を
円
滑
に
進
め
る

こ
と
を
助
け
る
程
度
の
反
目
を
人
び
と
の
問
に
産
み
出
す
こ
と
が

あ
る
程
度
も
く
ろ
ま
れ
て
い
る
。
利
益
誘
導
に
よ
っ
て
分
断
を
進

め
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
な
か
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
否

定
す
る
考
え
方
が
部
落
の
内
と
外
を
切
り
離
す
こ
と
に
貢
献
し
て

し
ま
う
。
福
祉
国
家
論
の
見
直
し
と
も
関
連
し
て
、
こ
の
点
に
つ

い
て
の
整
理
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

大
阪
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会
編
の
『
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ー
ｌ
参
加
す

山
．
い
か
に
叩
Ⅱ
Ⅱ
Ｍ
Ｐ
Ｎ
。
β
し
ｌ
ｎ
ｌ
ｊ
Ｍ
旧
川
岫
も
Ｓ
Ｉ
皿
ｐ
ｗ
Ｉ
Ｉ
ｍ
洲
Ⅲ
‐
句
１
８

３
行
政
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ

唱
亡
可
四
口
Ⅲ
卍
■
川
口
皿
■
Ｗ
叱
川
心
■
Ⅲ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
、
旧
７
Ｉ
け
い
，
《
、
Ⅵ
１
吋
』
‐
Ｌ
リ



129解放教育の展望をめぐって
128 

と
に
し
た
い
。
焦
点
を
あ
て
た
い
の
は
、
「
補
償
か
ら
建
設
へ
」
と

い
う
発
想
の
転
換
が
教
育
運
動
に
お
い
て
何
を
意
味
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

低
位
性
論
か
ら
関
係
性
論
へ
、
福
祉
国
家
か
ら
非
営
利
組
織
へ
、

行
政
か
ら
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ヘ
と
い
う
三
つ
の
論
点
は
、
そ
の
ま
ま

教
育
に
も
当
て
は
ま
る
。

高
校
や
大
学
へ
の
進
学
率
に
格
差
が
見
ら
れ
る
の
は
周
知
の
通

り
で
あ
り
、
教
育
達
成
格
差
の
解
消
は
、
現
在
も
な
お
重
要
な
課

題
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
と
、

低
位
性
論
を
軸
に
論
理
を
組
み
立
て
る
こ
と
と
は
別
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
検
討
し
た
い
の
は
、
ま
ず
教
育
達
成
が
低
位
に
あ
る
状
態

の
克
服
を
も
っ
ぱ
ら
教
育
行
政
や
学
校
の
任
務
に
し
よ
う
と
す
る

発
想
で
あ
り
、
ま
た
、
関
係
性
論
的
な
発
想
を
積
極
的
に
教
育
に

位
置
づ
け
て
い
く
必
要
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

教
育
達
成
の
格
差
解
消
に
向
け
て
、
従
来
よ
り
積
極
的
な
と
り

く
み
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
と
り

く
み
が
た
ん
に
格
差
を
解
消
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
発
想
で
進
め
ら

れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
最

も
わ
か
り
や
す
い
の
は
識
字
運
動
で
あ
る
。
読
み
書
き
で
き
な
い

人
が
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
め
ざ
す

の
で
は
な
く
、
自
ら
の
生
い
た
ち
や
生
活
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
そ

こ
に
ど
の
よ
う
な
差
別
が
あ
っ
た
の
か
を
と
ら
え
か
え
し
、
そ
れ

ァ
で
は
な
く
民
間
主
導
行
政
支
援
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
望
ま

し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
点
に
関
し

て
は
、
そ
の
後
社
会
福
祉
論
者
の
間
で
さ
ら
に
理
論
的
に
発
展
さ

せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
新
鮮
な
論
理
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
金
子
郁
容
氏
の

『
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ー
も
う
一
つ
の
情
報
社
会
』
（
岩
波
新
書
、
’
九

九
二
年
）
で
あ
っ
た
。
自
ら
矛
盾
の
中
に
身
を
お
く
こ
と
に
よ
っ

て
ひ
弱
く
傷
つ
き
や
す
い
（
パ
ル
ネ
ラ
プ
ル
な
）
状
態
に
自
分
を

追
い
込
み
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
魅
力
あ
る
関
係
性

を
産
み
だ
し
た
り
、
新
し
い
自
分
を
発
見
し
た
り
、
新
し
い
情
報

を
発
す
る
存
在
に
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
こ
そ
が
情
報
化
社
会
に
お

け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
積
極
的
意
味
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
書

の
魅
力
は
、
個
人
と
社
会
に
と
っ
て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
意
義
を

躯
い
上
げ
た
点
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
行
政
と
の
関
係
で
は
じ
ゅ
う

ぶ
ん
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
き
の
大
阪
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会
の
編
書
の
方
が
整
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

す
で
に
紹
介
し
た
Ｐ
。
Ｆ
・
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
『
非
営
利
組
織
の

経
営
」
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
九
一
年
）
は
、
右
に
あ
げ
た
よ

う
な
問
題
意
識
の
延
長
上
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
組
織
す
る
非
営

利
組
織
の
経
営
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
豊
富
に
具
体
例
を
あ
げ

つ
つ
論
じ
て
い
る
本
で
あ
る
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
関
係
者
の
あ
い
だ
で
は
バ

イ
ブ
ル
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

戸
廿
Ⅱ
ｎ
ｒ
Ｔ
０
叩
咋
Ｍ
Ｓ

を
綴
る
な
か
で
解
放
の
自
覚
を
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
に

さ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
識
字
運
動
で
さ
え
、
識
字
を
通
し
て
部
落
内

外
の
つ
な
が
り
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
視
点
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
展
開

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
読
み
書
き
で
き
な
い
人
を
産
み
出
し
て
き

た
の
は
学
校
教
育
の
責
任
と
さ
れ
、
識
字
学
級
の
講
師
は
学
校
教

員
が
す
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
基
本
的
考
え
方
そ
の

も
の
に
問
題
は
な
い
と
思
う
が
、
そ
れ
一
辺
倒
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
た
め
か
、
周
辺
住
民
が
参
加
す
る
ス
タ
イ
ル
が
追
求
さ
れ
た
例

は
多
く
な
い
。
た
と
え
ば
識
字
に
か
か
わ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
組

織
が
自
治
体
ご
と
に
形
成
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
識
字
講
師
が
派
遣
さ

れ
て
来
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
識
字
を
通
じ
た
部
落
内
外
の
関
係
づ

く
り
は
い
っ
そ
う
広
が
る
か
も
し
れ
な
い
。

学
校
教
育
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
「
解
放
の
学
力
」
と
い
う

目
標
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
目
標
に
む
け
て
実
践
が
重
ね
ら
れ
て
き

た
点
で
は
、
識
字
と
同
様
、
低
位
性
論
に
ぱ
か
り
捕
ら
わ
れ
て
き

た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
部
落
の
子
ど
も
た
ち
へ

の
学
力
保
障
は
基
本
的
に
学
校
の
責
任
と
さ
れ
、
教
員
の
加
配
や

教
師
に
よ
る
自
主
編
成
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
の
問

題
は
、
同
和
対
策
事
業
の
論
理
と
学
校
教
育
の
論
理
が
整
理
さ
れ

な
い
ま
ま
進
め
ら
れ
て
き
た
た
め
に
生
じ
て
き
た
。
部
落
の
子
ど

も
た
ち
だ
け
教
師
が
放
課
後
に
教
え
に
行
っ
た
り
、
学
校
の
中
で

解
放
教
育
論
部
会
の
提
言
に
お
い
て
も
、
進
学
率
格
差
や
部
落

外
に
見
ら
れ
る
忌
避
感
な
ど
、
九
点
に
わ
た
っ
て
問
題
点
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
解
放
運
動
そ
の
も
の
の
問
題
点
と
課
題
と
も
重
ね

合
わ
せ
て
み
る
と
き
、
従
来
か
ら
の
解
放
教
育
論
の
弱
さ
を
か
な

り
反
映
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
機
会
に
、

各
自
が
感
じ
、
考
え
て
き
た
解
放
教
育
論
の
弱
さ
を
出
し
合
っ
て
、

今
後
に
資
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

私
は
こ
れ
ま
で
に
も
別
稿
で
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
そ
の
よ
う

な
問
題
提
起
を
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
従
来
述
べ
て
き

た
こ
と
と
の
重
複
を
避
け
な
が
ら
改
め
て
い
く
つ
か
提
案
す
る
こ

こ
れ
ら
の
議
論
に
よ
っ
て
一
一
つ
の
批
判
に
つ
な
が
る
問
題
が
す

べ
て
解
決
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
問
題
が
拡
散
す

る
恐
れ
も
あ
る
。
実
際
、
近
年
曰
本
政
府
は
さ
か
ん
に
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
を
奨
励
し
て
お
り
、
安
易
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
推
奨
す
る
だ

（
４
）
 

け
で
は
利
用
さ
れ
か
ね
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
を
手
掛
か
り

に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
同
和
行
政
論
や
解
放
運
動
論
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
は
じ
め
て
、
差
別
ｌ
被
差
別
の
二
項
対
立
や
、
排
外
主
義

を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
も
整
理
し
て
い
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

（一ｊ）

う
か
。

三
教
育
に
お
け
る
「
補
償
か
ら
建
設
へ
」
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福
祉
国
家
論
自
身
に
人
権
保
障
の
流
れ
と
そ
れ
を
押
し
と
ど
め

よ
う
と
す
る
流
れ
が
合
流
し
て
い
た
の
と
同
様
に
、
福
祉
国
家
論

の
見
直
し
の
な
か
に
も
両
方
の
流
れ
が
混
在
し
て
い
る
。
人
権
が

世
界
的
流
れ
だ
と
い
う
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
が
、
同
時
に

民
族
紛
争
や
利
害
対
立
も
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
状
況

を
の
り
越
え
て
い
く
た
め
に
は
、
人
権
尊
重
を
唱
え
る
だ
け
で
な

く
、
人
権
を
尊
重
す
る
と
は
具
体
的
に
ど
う
す
る
こ
と
な
の
か
を

な
い
。

以
上
の
こ
と
は
部
落
解
放
運
動
全
体
に
必
要
と
さ
れ
る
変
化
を

教
育
に
照
ら
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
示
し
た
だ
け
で

あ
る
。
教
育
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
外
枠
に
す
ぎ
な

い
。
教
育
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
中
で
も
、
人
間
の
変
革
と
い
う
こ

と
が
そ
れ
自
身
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
特

徴
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
補
償
か
ら
建
設
へ
」
と
い
う
第
三
期
へ

の
変
化
も
、
右
の
よ
う
な
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
の
変
化
を

「
解
放
の
学
力
」
に
か
か
わ
ら
せ
て
述
べ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
感

じ
て
い
る
が
、
す
で
に
紙
数
も
つ
き
て
い
る
の
で
別
な
機
会
に
譲

り
た
い
。
他
の
拙
稿
と
あ
わ
せ
て
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
意
図

（
７
）
 

す
る
と
こ
ろ
は
く
ん
で
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
う
。

部
落
の
子
ど
も
た
ち
だ
け
抽
出
促
進
や
入
り
込
み
促
進
の
対
象
と

さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
部
落
外
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
「
な

ぜ
？
」
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
し
ば
し
ば
出
さ
れ
て
き
た
。
学
年

が
高
け
れ
ば
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
小
学
校
の
低
学
年
の

部
落
外
の
子
ど
も
た
ち
に
そ
の
よ
う
な
説
明
は
む
ず
か
し
い
。
各

地
で
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
和
対
策
事
業
の
論
理
を

教
育
活
動
の
論
理
に
翻
訳
し
て
実
施
に
あ
た
る
必
要
が
あ
る
と
思

う
。
同
和
対
策
事
業
だ
け
の
論
理
で
は
部
落
の
子
ど
も
だ
け
を
対

象
に
す
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
が
、
学
校
教
育
の
論
理
で
は
勉
強

に
つ
ま
ず
い
て
い
る
子
ど
も
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
な

る
。
諸
条
件
に
配
慮
し
な
が
ら
、
両
方
の
論
理
を
調
整
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
部
落
以
外
の
子
ど
も
に
も
枠
を
広
げ

て
い
る
学
校
が
少
な
く
な
い
が
、
論
理
と
し
て
そ
の
理
由
が
じ
ゅ

う
ぶ
ん
整
理
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

は
、
い
い
か
え
れ
ば
部
落
内
外
で
の
対
等
で
豊
か
な
関
係
づ
く
り

を
優
先
さ
せ
な
が
ら
部
落
の
子
ど
も
た
ち
の
低
位
性
克
服
を
実
現

し
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
学
力
保
障
に
あ
た
っ
て
学
校
以
外
の
機
関
が
何
を
で
き

る
の
か
を
い
っ
そ
う
追
求
す
べ
き
で
あ
る
。
福
祉
国
家
論
が
所
得

の
再
配
分
と
い
う
方
向
で
努
力
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
局
成
功

し
な
か
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
学
力
保
障
も
学
校
依
存
型
で
は

結
局
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
は
成
功
し
て
こ
な
か
っ
た
。
諸
外
国
の
例
を

四
お
わ
り
に

’ 
構
想
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
内
に
お
い
て
も
そ
れ
が

で
き
な
け
れ
ば
、
紛
争
に
な
ら
な
い
程
度
の
反
目
を
再
生
産
し
よ

う
と
す
る
勢
力
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
に
ぎ
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

部
落
問
題
や
解
放
運
動
が
そ
の
い
ず
れ
に
加
担
す
る
こ
と
に
な

る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
中
央
理
論
委
員
会
の
指
摘
の
多
く
は
、

こ
の
よ
う
な
福
祉
国
家
論
に
か
か
わ
る
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

よ
う
に
思
え
る
。

専
門
か
ら
は
ず
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
祉
国
家
論
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
論
じ
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
管
見
す

る
か
ぎ
り
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
で
同
和
事
業
を
論
じ
た
論
稿
が
見

当
た
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
和
事
業
に
つ
い
て
論
じ
る
場

合
、
一
般
対
策
へ
の
移
行
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
る
割
に
は
、
移
行

す
る
先
の
福
祉
な
ど
の
政
策
が
全
体
と
し
て
ど
う
変
化
し
て
き
て

い
る
か
が
議
論
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
福
祉
の

領
域
に
限
ら
ず
、
教
育
は
も
ち
ろ
ん
、
労
働
や
産
業
な
ど
に
つ
い

て
も
、
現
在
は
部
落
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
を
広
い
枠
組
み
の
な
か

に
位
置
づ
け
な
お
す
べ
き
時
期
な
の
だ
と
思
う
。
教
育
を
め
ぐ
っ

て
こ
う
し
た
問
題
を
検
討
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
き
た
か
ら
こ
そ

ト
ラ
イ
し
て
み
た
の
だ
が
、
な
に
ぶ
ん
専
門
外
の
に
わ
か
勉
強
な

の
で
、
と
ん
で
も
な
い
誤
り
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

ぜ
ひ
ご
指
摘
や
ご
批
判
を
お
願
い
し
た
い
。

見
て
も
こ
の
点
は
同
様
定
家
庭
へ
の
働
き
か
け
や
保
護
者
組
織

と
の
連
携
を
発
展
さ
せ
た
と
こ
ろ
だ
け
が
見
る
べ
き
成
果
を
あ
げ

（
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て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
消
極
的
な
意
味
で
も
積
極
的
な
意
味

で
も
、
学
力
保
障
の
と
り
く
み
は
学
校
依
存
型
か
ら
脱
皮
す
る
必

要
が
あ
る
。
具
体
的
に
何
が
ど
れ
ほ
ど
可
能
な
の
か
は
ま
だ
分
か

ら
な
い
が
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
部
門
（
家
庭
・
地
域
）
や
非
営
利

部
門
、
営
利
部
門
の
可
能
性
を
試
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
安
易
に
営
利
部
門
に
依
存
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
問
題
を
広

げ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
学
校
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い

う
点
も
、
今
後
具
体
的
に
検
討
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
曰
本
の
学

校
は
も
と
も
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
ほ
と
ん
ど
位
置
づ
け
て
こ
な
か

っ
た
が
、
解
放
教
育
で
は
公
教
育
の
責
任
が
他
に
も
ま
し
て
重
視

さ
れ
て
き
た
た
め
、
い
っ
そ
う
そ
の
傾
向
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
を
導
入
す
れ
ば
、
学
校
は
一
時
的
に
混
乱
す

る
か
も
し
れ
な
い
。
学
校
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
教
師
だ
け
で
実
践

し
て
い
る
ほ
う
が
や
り
や
す
い
場
合
の
方
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
け

れ
ど
も
、
解
放
教
育
に
あ
っ
て
も
、
す
で
に
聞
き
取
り
や
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
か
た
ち
で
は
学
校
外
の
人
び
と
の
助
け
が
位

置
づ
け
ら
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
提
案
は
、
そ
れ
を

い
っ
そ
う
組
織
的
か
つ
幅
広
く
導
入
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ






