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橋
爪
今
回
初
め
て
の
訪
日
で
、
ど
う
・
お
感
じ
に
な
り
ま
し
た
か
?

王
輝
短
い
期
間
で
し
た
が
、
大
変
深
い
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

第
一
に
、
日
本
の
学
者
の
皆
さ
ん
が
、
真
剣
に
学
聞
に
取
り
組
ん
で

お
ら
れ
る
と
と
。
た
と
え
ば
先
日
、
東
工
大
で
の
諮
演
の
際
に
は
、
重

要
な
質
問
が
続
々
と
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
渡
辺
利
夫
(
東
工
大
・

経
済
学
)
、
今
回
高
俊
(
東
工
大
・
社
会
学
)
、
養
老
孟
司
(
東
大
・
解
剖
学
)
、

小
室
直
樹
(
法
学
博
士
・
社
会
学
)
、
飯
尾
潤
(
埼
玉
大
・
政
治
学
)
、
上
野
千
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司
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「
改
革
開
放
」
「
市
場
経
済
」
へ
の
大
転
換
て
、

染
み
つ
い
て
き
た
悪
弊
は
一
掃
さ
れ
る
の
か
。
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鶴
子
(
東
大
・
社
会
学
)
と
い
っ
た
す
ぐ
れ
た
学
者
の
方
々
と
、
個
別
に

率
直
な
討
論
が
で
き
た
と
と
も
大
変
有
益
で
し
た
。

第
二
に
、
実
際
に
日
本
に
来
て
み
て
、
社
会
管
理
が

L
っ
か
り
し
て

い
る
な
あ
と
い
う
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。
発
展
し
た
経
済
に
ふ
さ
わ
し

い
社
会
管
理
|
|
法
制
度
、
民
主
制
度
な
ど
の
社
会
制
度
が
整
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
、
夜
ひ
と
り
で
街
を
歩
い
て
い
て
も
安
心
で
し
た
。

第
三
に
、
私
は
三
回
訪
米
し
て
各
地
を
回
っ
た
の
で
す
が
、
米
国
と

比
べ
日
本
位
、
後
発
資
本
主
義
国
の
利
点
を
活
か
じ
て
資
本
主
義
の
よ

く
な
い
面
を
克
服
し
て
お
り
、
中
国
も
学
ぶ
べ
き
だ
と
思
い
ま
し
た
。

第
十
四
期
中
国
共
産
党
代
表
大
会
は
各
国
の
発
展
に
学
ぶ
方
針
を
打
ち

出
し
て
い
ま
す
が
、
日
本
は
中
国
と
共
通
点
も
あ
り
、
学
び
や
す
い
。

中
国
と
欧
米
と
は
文
化
が
異
な
る
た
め
、
難
し
い
面
が
あ
る
の
で
す
。

橋

爪

先

生

の

著
書

『
中
国
の
「
官
僚
病
」
』
を
、
と
の
ほ
ど
抄
訳
し

て
『
思
想
』
の
十
月
号
に
載
せ
ま
し
た
。
翻
訳
し
て
い
て
感
じ
た
の

は
、
ま
ず
具
体
例
が
豊
富
で
、
現
代
・
中
国
の
官
僚
社
会
を
じ
つ
に
活
き

活
き
と
描
い
て
い
る
こ
と
。
し
か
も
、
社
会
学
的
左
考
察
も
透
徹
し
て

い
る
。
先
生
の
長
年
の
実
務
経
験
と
、
社
会
学
者
と
し
て
の
学
識
と
が

一一一130一一一
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数
千
年
に
わ
た
っ
て

そ
れ
と
も
ま
だ
楽
観
は
許
さ
れ
な
い
の
か

結
び
つ
い
た
、
素
晴
ら
し
い
本
で
し
た
。

官
僚
病
は
本
当
に
改
善
さ
れ
た
の
か

主
輝
私
は
党
・
政
府
機
関
で
ず
っ
と
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
。
第
一

章
に
私
の
経
歴
を
の
べ
ま
し
た
が
、
官
僚
と
い
っ
て
も
省
長
、
県
長
の

よ
う
な
官
(
ト
ッ
プ
)
と
、
弁
公
室
主
任
の
よ
う
な
僚
(
部
下
)
と
で
は

違
う
。
私
は
た
だ
の
僚
(
下
っ
端
)
左
の
で
す
。

中国的官僚病の将来

橋爪大三郎氏東京工業大学助教度。 1948

年神奈川県生まれ。東京大学大学院社会学

研究科樗士課程を修了。著書ICIi民主主義

l士最高の政治制度である~ r冒険としての

社会科学』などがある。最近の本詑l亡は93

年 3月号に「中国の『現代化』と日本の『近

代化』を比絞するJを寄稿。

一
九
七
九
年
、
改
革
開
放
と
と
も
に
社
会
学
が
復
活
す
る
と
、
私
も

社
会
学
の
研
究
を
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
領
域

に
応
用
し
な
い
と
社
会
学
の
発
展
も
な
い
と
考
え
、
私
は
自
分
の
よ
く

知
っ
て
い
る
官
僚
を
研
究
す
る
と
と
に
し
た
ん
で
す
。

私
の
著
書
に
紹
介
し
た
官
僚
病
の
生
々
し
い
デ
ー
タ
は
、
中
国
の
新

聞
な
ど
か
ら
集
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
部
小
平
の
理
論
的
著
作
も
参
考

に
し
ま
し
た
。
毛
沢
東
も
官
僚
主
義
反
対
を
論
じ
て
い
ま
す
が
、
郵
小

平
の
ほ
う
が
量
も
多
い
し
内
容
も
深
い
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
共
産
党
は

思
想
面
か
ら
、
官
僚
主
義
に
反
対
し
て
き
た
だ
け
で
し
た
。
部
小
平
は

乙
れ
を
社
会
制
度
、
社
会
体
制
の
問
題
と
し
て
も
論
じ
た
の
で
す
。

『
中
国
の
「
.
官
僚
病
」
』
が
出
版
さ
れ
る
ど
、
読
者
か
ら
大
き
な
反
響

が
あ
り
ま
し
た
。
上
海
の
『
文
涯
読
書
週
刊
』
に
は
こ
ん
な
書
評
も
載

り
ま
し
た
。
「
と
の
本
は
:
・
h
:
官
僚
病
を
扱
っ
た
中
国
で
最
初
の
書
物
、

し
か
も
理
論
と
実
際
を
結
び
つ
け
た
著
作
で
あ
る
」
と
。
乙
の
本
は
、

中
国
婦
女
出
版
社
か
ら
叢
書
の
一
冊
と
し
て
執
筆
を
依
頼
さ
れ
、
せ
か

さ
れ
て
未
整
理
な
ま
ま
急
い
で
書
い
た
も
の
な
の
で
す
。

橋
爪
読
者
の
た
め
に
、
と
の
本
の
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
説
明
し
ま
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し
よ
う
・
。
第
二
章
は
文
山
(
書
類
の
山
)
、
第
三
章
は
会
海
(
会
議
の
海
)
。

こ
う
し
た
現
象
を
切
り
口
に
、
中
国
を
蝕
む
官
僚
病
の
実
態
に
迫
り
ま

す
。
第
四
章
は
膨
虫
病
。
官
僚
組
織
水
膨
れ
の
病
理
を
解
明
し
ま
す
。

第
五
章
は
宮
本
位
。
組
織
の
等
級
づ
け
の
不
合
理
を
問
題
に
し
ま
ナ
。

ゆ
六
章
は
一
一
一
百
堂
。
ト
ッ
プ
の
鶴
の
一
戸
で
す
べ
て
が
決
ま
る
非
民
主

制
の
批
判
。
第
七
章
仕
官
僚
病
の
起
源
。
数
千
年
の
悪
弊
が
、
社
会
主

義
中
国
に
も
染
み
つ
い
て
い
る
と
い
-う
指
摘
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
本
を
読
ん
で
日
本
の
読
者
が
聞
き
た
い
と
思
う
で

あ
ろ
う
点
、
二
点
を
お
聞
き
し
た
い
。
ま
ず
本
書
に
よ
る
と
、
官
僚
病

は
文
化
大
革
命
中
も
そ
れ
以
前
も
、
ず
っ
と
あ
っ
た
の
で
す
よ
ね
。
で

は
宮
僚
病
は
、
今
回
の
改
革
開
放
と
市
場
経
済
に
よ
っ
て
、
ひ
ど
く
な

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
改
善
さ
れ
た
の
か
?
‘

と
れ
が
第
て
尽
で
す
0

2
輝
乙
の
質
問
に
答
え
る
ま
え
に
、
関
連
し
て
、
政
治
体
制
改
革
の

問
題
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
の
べ
た
い
。
中
国
の
改
革
は
ま
ず
農
村
か
ら

始
ま
り
、
経
済
改
革
が
重
点
で
し
た
。
相
対
的
に
政
治
改
革
の
ほ
う
は

遅
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
な
り
に
効
果
を
あ
げ
、
前

進
し
て
い
ま
す
。
と
れ
は
い
ま
の
中
国
の
状
況
に
合
っ
て
い
る
。
全
体

と
し
て
中
国
は
望
ま
し
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

官
僚
病
は
歴
史
的
な
現
象
で
、
国
際
的
な
現
象
で
も
あ
り
ま
す
。
中

国
の
場
合
、
建
国
後
ず
っ
と
計
画
経
済
体
制
で
や
っ
て
き
た
と
い
う
特

徴
が
あ
り
、
そ
れ
を
い
ま
改
革
し
て
い
る
最
中
で
す
。

さ
て
、
官
僚
病
は
総
じ
て
よ
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

い
く
つ
か
の
点
か
ら
そ
う
一
一
言
え
ま
す
が
、
第
一
に
、
中
央
も
地
方
の
政

府
も
、
機
構
改
革
・
権
限
の
整
理
を
始
め
ま
し
た
。
国
務
院
の
改
革
は

今
年
の
全
人
代
で
す
で
に
批
准
さ
れ
、
各
地
方
政
府
も
と
れ
に
な
ら
っ

野
総
恥
判
一
-そ

れ
に
、
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
っ
て
い
る
、
腐
敗
の
問
題
に
も
ふ
れ

る
べ
き
で
し
ょ
う
。
腐
敗
の
原
因
は
い
く
つ
も
あ
っ
て
複
雑
で
す
が
、

た
と
え
ば
、
双
軌
制
(
改
革
開
放
下
で
、
計
画
経
済
と
市
場
経
済
が
一
時
期

併
存
す
る
こ
と
)
の
も
と
で
二
種
類
の
価
格
が
生
ま
れ
、
問
題
を
生
じ
る

と
い
う
の
も
原
因
の
一
つ
で
す
。
あ
る
推
計
に
よ
る
と
、
と
の
二
重
価

格
を
利
用
し
て
政
府
関
係
者
が
懐
に
収
め
た
金
額
が
、
一
九
九
二
年
に

は
一
六

O
O億
元
に
も
の
ぼ
っ
た
。
権
限
を
利
用
し
て
固
有
企
業
か
ら

売
れ
筋
の
物
資
を
安
く
入
手
し
、
高
値
で
さ
ば
く
手
口
で
す
。

私
の
考
え
で
は
、
市
場
経
済
は
、
資
源
配
分
の
問
題
を
解
決
で
き
る

点
が
重
要
で
す
。
私
自
身
の
体
験
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
計
画
経
済
で

は
、
ど
ん
な
に
や
っ
て
み
て
も
解
決
で
き
・な
か
っ
た
。

い
ま
中
国
共
産
党
・
政
府
は
、
全
力
を
あ
げ
て
、
腐
敗
に
反
対
す
る

運
動
を
進
め
て
い
ま
す
。
腐
敗
は
、
民
衆
の
激
し
い
不
満
を
ま
ね
き
、

国
家
の
建
設
や
改
革
に
も
直
接
に
影
響
が
で
ま
す
。
と
の
問
題
は
根
の

深
い
問
題
な
の
で
、
中
央
も
解
決
に
全
力
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

橋
爪
ま
だ
納
得
で
き
な
い
。
官
僚
病
は
よ
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
る

と
結
論
さ
れ
た
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
自
由
化
が
進
ん
だ
か
ら
で
す
よ

ね
。
計
画
経
済
の
部
分
が
小
さ
く
な
り
、
市
場
経
済
の
比
重
が
増
す
。

そ
う
し
た
ら
官
僚
機
構
も
縮
小
す
る
し
、
官
僚
病
も
治
る
だ
ろ
う
と
。

し
か
し
、
楽
観
で
き
ま
せ
ん
。
腐
敗
の
問
題
は
、
前
よ
り
ひ
ど
く
な

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
政
府
の
権
限
が
残
っ
て
い
る
か
ら
。
政
府
も
固
有

企
業
も
あ
り
、
政
府
が
市
場
を
統
制
し
て
い
る
。
す
る
と
、
政
府
に
賄

賂
を
送
れ
ば
、
市
場
で
優
位
に
立
て
る
。
こ
う
い
う
悪
循
環
が
、
い
ま

始
ま
っ
て
る
ん
じ
ゃ
・
な
い
か
。
政
府
が
マ
ク
ロ
調
整
だ
け
し
て
い
る
ん

だ
っ
た
ら
、
賄
賂
は
発
生
し
な
い
は
ず
で
す
。
マ
ク
ロ
調
整
は
、
個
々

て
い
ま
す
。
過
去
の
改
革
は
簡
素
化
↓
膨
張
の
イ
タ
チ
ど
っ
乙
で
し
た

が
¥
今
度
は
述
い
ま
す
。
計
画
経
済
で
は
政
府
が
企
業
の
主
人
、
企
業

は
政
府
の
付
属
物
で
し
た
。
だ
が
、
政
府
は
す
べ
て
を
管
理
し
き
れ
ま

せ
ん
。
そ
と
で
政
府
の
権
限
を
企
業
に
移
し
、
政
府
は
マ
ク
ロ
調
整
だ

け
や
る
。
企
業
は
、
行
政
手
段
や
法
律
手
段
を
通
じ
て
、
市
場
の
活
力

あ
る
、
完
全
に
独
立
し
た
経
営
実
体
に
育
て
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

第
二
に
、
「
官
本
位
」
も
市
場
経
済
の
も
と
で
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

多
く
の
地
方
の
党
・
政
府
幹
部
も
、
従
来
の
観
念
を
改
め
て
い
ま
す
。

私
は
(
観
念
の
「
箆
」
と
「
官
」
を
か
け
て
)
「
市
場
経
済
と
官
念
の
更
新
」
と

い
う
論
文
を
書
い
た
ぐ
ら
い
で
す
。
中
国
南
部
は
特
に
変
化
が
急
で
、

「
不
愛
官
揚
愛
市
場
」
(
官
僚
よ
り
市
場
が
い
い
)
と
い
う
諺
も
で
き
ま

し
た
。
と
れ
は
文
革
当
時
の
、
毛
沢
東
の
有
名
左
詩
「
不
愛
紅
装
愛
武

装
」
(
締
盟
な
服
よ
り
軍
服
が
い
い
)
を
も
じ
っ
た
も
の
で
す
。
沿
海
地
域

に
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
内
蒙
古
で
も
、
三
万
五
千
人
も
の
政
府
幹
部
職

員
が
辞
職
し
、
商
売
を
始
め
ま
し
た
。

第
三
に
、
最
近
、
法
制
の
整
備
を
急
い
で
い
ま
す
。
市
場
経
済
は
も

と
も
と
法
制
と
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
中
国
は
、

法
制
が
完
備
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
各
放
の
全
人
代
・
政
府
が

急
い
で
と
の
方
面
の
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
天
津
市
で
も

(
私
は
天
津
市
全
人
代
の
常
務
委
員
な
の
で
す
が
て
全
人
代
を
開
い
て
、

各
種
の
立
法
を
急
い
で
進
め
よ
う
と
議
論
し
た
ば
か
り
で
す
。

と
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
改
善
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
現
状

を
み
ま
す
と
、
改
善
の
ス
ピ
ー
ド
は
あ
ま
り
速
く
な
い
。
私
の
本
に
書

い
て
あ
る
よ
う
な
「
文
山
」
(
書
類
の
山
)
「
会
海
」
(
会
議
の
海
)
「
膨
張

病
」
「
効
率
低
」
な
ど
も
依
然
と
し
て
あ
り
ま
す
。

一一一132一一一
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時

の
企
業
に
関
係
な
い
。
こ
れ
だ
け
賄
賂
が
多
い
の
は
、
マ
ク
ロ
調
整
以

外
の
権
限
、
日
本
の
言
い
方
だ
と
規
制
や
許
認
可
で
す
け
ど
、
そ
れ
を

政
府
が
ま
だ
た
く
さ
ん
持
っ
て
る
と
と
が
原
因
だ
と
思
う
ん
で
す
。

王
輝
順
番
に
・
お
答
え
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
官
僚
病
が
ま
し

に
な
っ
た
原
因
は
、
政
府
の
職
員
が
ど
ん
ど
ん
辞
め
て
市
場
に
参
入

し
、
数
が
減
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
と
れ
は
違
う
と
思

い
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
官
本
位
の
考
え
方
が
崩
れ
て
い
っ
て
い
る
と

と
。
完
全
に
な
く
な
ら
な
い
ま
で
も
、
動
揺
し
て
い
ま
す
。
封
建
中
国

で
は
「
万
般
皆
下
品
、
只
有
読
書
官
同
」
と
言
っ
て
、
学
問
を
修
め
官
僚

に
在
る
と
と
を
よ
し
と
し
た
。
そ
う
し
た
観
念
は
、
市
場
経
済
や
改
革

に
も
影
響
し
ま
す
。
と
れ
が
揺
ら
ぎ
、
人
び
と
の
行
動
が
変
化
し
た
こ

と
が
、
官
僚
病
改
善
の
ひ
と
つ
の
兆
候
だ
と
申
し
あ
げ
た
。

も
う
ひ
と
つ
指
摘
の
あ
っ
た
国
有
企
業
の
問
題
は
、
も
う
少
し
複
雑

で
す
。
固
有
企
業
は
国
家
の
優
遇
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
集
団

企
業
、
郷
鎮
企
業
な
ど
他
の
形
態
の
企
業
に
比
べ
て
、
い
ま
ず
っ
と
大

き
左
困
難
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
利
潤
の
大
部
分
を
国

家
に
上
納
し
、
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
分
で
は
再
生
産
の
能
力
が
な
い
。

負
担
も
か
志
り
重
い
。
天
津
の
あ
る
古
い
綿
紡
工
場
で
は
、
一
年
で
四

千
人
の
う
ち
二
千
人
が
退
休
(
退
職
)
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
五

0

年
代
に
は
退
休
し
た
人
も
少
な
か
っ
た
の
で
、
退
休
金
を
自
宅
ま
で
届

け
て
い
た
の
で
す
が
、
い
ま
で
は
人
数
が
多
く
て
届
け
ら
れ
ず
、
老
人

た
ち
が
毎
月
分
を
受
け
取
り
に
工
場
に
列
を
作
っ
て
い
る
。
政
府
の
政

策
も
は
っ
き
り
せ
ず
、
た
と
え
ば
製
品
を
売
り
出
す
場
合
、
売
り
上
げ

の
一
部
を
払
い
戻
す
政
策
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
自
分

の
ポ
ケ
ッ
下
に
入
れ
て
し
ま
う
人
も
い
る
ん
で
す
ね
。
本
当
は
組
織
に
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返
す
べ
き
で
す
が
、
明
確
な
規
定
も
な
く
困
っ
た
問
題
で
す
。

腐
敗
が
ひ
ど
く
な
る
問
題
で
い
ち
ば
ん
因
る
の
は
、
「
以
権
謀
私
」

(
活
中
の
権
力
を
利
用
し
て
、
自
分
の
利
益
を
は
か
る
と
と
)
で
す
。

で
最
近
、

そ
乙

中
央
が
特
に
強
調
し
て
い
ま
す
が
、
県
薮
以
上
の
党
・
政
府

機
関
の
幹
部
は
全
員
、
企
業
の
職
務
を
兼
務
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う

指
示
が
出
ま
し
た
。
査
事
長
(
会
長
)
や
名
誉
査
事
長
も
だ
め
、
株
式
の

売
買
も
だ
め
、
ピ
ジ
、
不
ス
も
だ
め
。
実
行
に
移
す
の
は
難
し
い
で
し
ょ

う
が
、
と
れ
で
か
な
り
効
果
が
あ
が
る
は
ず
で
す
。

今
ま
で
は
、

橋
爪

よ
か
っ
た
ん
で
す
か
?

主
何
時

は
っ
き
り
し
た
規
定
が
な
か
っ
た
。
今
度
は
文
書
で
規
準
を
示

し
、
各
単
位
に
実
情
を
調
査
さ
せ
報
告
を
求
め
た
の
で
す
。

橋
爪
そ
の
文
書
が
で
き
た
の
は
、
今
年
な
ん
で
す
ね
。

主
輝
私
が
日
本
に
来
る
直
前
に
、
い
ち
ば
ん
新
し
い
情
報
で
す
。

橋
爪
じ
ゃ
あ
、
十
月
だ
。

主
輝
天
津
社
会
科
学
院
で
も
、

あ
た
る
の
か
ど
う
か
、

い
っ
た
い

「
権
力
の
あ
る
機
関
」
に

で
、
研
究
機
関
な
の
だ
か
ら

権
力
は
な
い
、
と
い
う
結
論
に
な
り
ま
し
た
。
「
党
・
政
府
機
関
」
と

は
、
あ
く
ま
で
も
権
力
を
も
っ
た
官
僚
機
構
の
と
と
な
の
で
す
。

で
は
、
官
僚
の
待
遇
が
低
い
と
い
う
問
題
を
ど
う
す
る
か
。
と
れ
は

目
下
、
公
務
員
制
度
を
導
入
し
て
給
与
を
改
善
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す

が
、
中
国
の
経
済
事
情
で
は
思
い
切
っ
た
改
善
が
む
ず
か
し
い
。

橋
爪
公
務
員
制
度
は
官
僚
制
度
と
、
ど
と
が
違
う
ん
で
す
か
?

王
輝
ど
う
い
う
人
た
ち
が
公
務
員
な
の
か
、
は
っ
き
り
し
た
規
定
を

も
う
け
て
、
等
級
を
決
め
る
の
で
す
。
国
務
院
労
働
人
事
部
が
、
中
央

か
ら
地
方
ま
で
、
公
務
員
の
等
級
づ
け
を
し
、
給
与
を
決
め
る
。

議
論
に
な
っ
た
。

中国的官僚病の将来

め
、
市
場
経
済
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
左
配
慮
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

だ
け
ど
中
国
の
場
合
は
、
同
じ
商
品
を
作
っ
て
い
る
固
有
企
業
と
一

般
の
企
業
が
並
存
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
も
し
価
格
差
が
あ
れ
ば
、

市
場
経
済
を
阻
害
す
る
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
今
後
、

そ
う
い
う
業
種
の
固
有
企
業
は
整
理
し
て
、
日
本
の
よ
う
に
な
っ
て
い

く
の
か
、
そ
れ
と
も
、
ど
ん
左
業
種
に
も
み
左
固
有
企
業
と
民
間
企
業

を
残
し
て
い
く
体
制
を
考
え
て
い
る
の
か
、
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
?

王
輝
中
国
の
固
有
企
業
に
は
、
大
別
し
て
二
種
類
あ
り
ま
す
。
ひ
と

つ
は
、
電
力
、
交
通
な
ど
、
国
家
計
画
や
民
生
に
と
っ
て
基
礎
的
左
大

企
業
。
こ
れ
は
国
家
が
掌
握
し
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
加
工
工
業
。

郷
鎮
企
業
や
集
団
企
業
み
た
い
左
も
の
で
す
。
こ
の
う
ち
後
者
(
加
工

工
業
型
の
固
有
企
業
)
を
改
革
し
て
、
市
場
経
済
に
参
入
さ
せ
、
対
等
な

競
争
に
さ
ら
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
国
家
は
、
マ
ク
ロ
調
整
に
徹
す

る
。
こ
う
し
た
企
業
は
、
株
式
制
に
切
り
替
わ
る
べ
き
で
す
。

図
有
企
業
の
大
き
な
問
題
は
、
「
産
権
模
糊
」
(
権
利
関
係
が
は
っ
き
り

し
な
い
問
題
)
で
す
。
固
有
企
業
の
所
有
権
は
、
い
っ
た
い
誰
に
あ
る
の

か
D

た
と
え
ば
、
天
津
に
年
産
七
百
万
台
の
大
き
な
自
転
車
工
場
が
あ

り
ま
す
。
乙
の
工
場
は
、
工
員
た
ち
の
も
の
か
。
そ
れ
と
も
工
場
を
監

督
す
る
天
津
市
の
あ
る
局
の
も
の
か
。
そ
れ
と
も
天
津
市
政
府
の
も
の

か
、
ま
た
は
全
国
の
も
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
す
。
そ
と
で

今
、
株
式
制
を
進
め
て
い
ま
す
。
株
式
の
一
部
分
を
国
家
に
わ
け
、
一

部
分
を
工
員
に
分
け
、
残
り
を
そ
の
他
で
分
け
ま
す
。

深
別
、
上
海
で
は
株
式
は
み
な
上
場
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
津
で
も
最

近
二
つ
の
企
業
が
株
式
を
発
行
し
ま
し
た
。
全
国
で
は
三
千
七
百
の
株

式
制
企
業
が
あ
り
、
天
津
に
は
そ
の
う
ち
二
十
い
く
つ
が
あ
り
ま
す
。
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橋
爪
何
等
級
何
号
俸
と
い
う
表
を
つ
く
る
、
あ
れ
で
す
ね
。

王
輝
い
ま
ま
で
の
官
僚
は
、
官
本
位
制
で
、
局
長
ク
ラ
ス
、
処
長
ク

ラ
ス
、
:
:
:
と
分
か
れ
て
い
た
だ
け
で
し
た
。
そ
れ
を
、
国
務
院
総
理

か
ら
い
ち
ば
ん
下
ま
で
、
ず
ら
り
と
細
か
く
等
級
に
分
け
る
の
で
す
。

『
中
国
の
「
官
僚
病
」
』
に
も
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、
い
ま
ま
で
の

中
国
の
官
僚
制
度
は
「
官
本
位
」
で
、
学
校
の
先
生
も
何
も
全
部
、
官

僚
の
ク
ラ
ス
(
省
軍
級
、
地
師
級
、
県
団
級
:
:
・
)
に
あ
て
は
め
て
適
当

に
ラ
ン
ク
づ
け
し
て
い
た
の
で
す
。
公
務
員
制
度
が
実
施
さ
れ
る
と
、

私
(
院
長
)
は
も
う
、
官
僚
の
な
か
に
入
ら
な
く
・
な
り
ま
す
。

橋
爪
公
務
員
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
?

主
輝
公
務
員
に
は
入
り
ま
せ
ん
。

橋
爪
公
務
員
の
範
囲
は
、
ど
と
か
ら
ど
と
ま
で
左
ん
で
し
ょ
う
?

王
輝
国
家
機
構
の
職
員
だ
け
で
す
。

橋
爪
国
有
企
業
は
入
ら
な
い
?

主
輝
入
り
ま
せ
ん
。
日
本
と
同
心
よ
う
に
、
公
務
員
は
政
府
機
構
だ

け
で
、
政
府
と
企
業
を
分
け
る
と
い
う
と
と
左
の
で
す
。
以
前
は
政
府

も
企
業
も
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
で
、
全
部
官
僚
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

橋
爪
う
ー
ん
、
ま
だ
疑
問
も
あ
る
け

ι、
先
に
進
み
ま
し
ょ
う
。

中
国
は
こ
れ
か
ら
当
分
の
あ
い
だ
、
政
府
と
固
有
企
業
が
あ
っ
て
、

民
間
企
業
も
あ
っ
て
、
市
場
経
済
を
発
展
さ
せ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ

れ
で
、
ど
う
い
う
方
向
に
向
か
う
の
か
を
考
え
た
い
ん
で
す
。

日
本
も
昔
は
固
有
鉄
道
も
、
専
売
公
社
も
電
電
も
あ

っ
た
し
、
電
力

は
公
営
企
業
。
市
場
経
済
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
国
有
や
公
営
の
部
分
も

共
在
し
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
そ
ん
な
に
問
題
は
起
乙
ら
な
か
っ
た
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
固
有
の
部
分
は
独
占
企
業
で
、
政
策
的
に
価
格
を
決

一一一134一一一
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こ
れ
ら
が
去
年
内
部
向
け
に
売
り
出
し
た
株
式
は
、
数
十
億
元
に
の
ぼ

り
ま
す
。
と
れ
ら
は
、
自
主
経
営
の
独
立
し
た
企
業
に
な
り
ま
し
た
。

株
式
制
導
入
が
社
会
に
も
た
ら
す
影
響

橋
爪
官
僚
制
の
話
は
こ
れ
ぐ
ら
い
に
し
て
、
次
は
「
社
会
主
義
市
場

経
済
」
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
質
問
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

株
式
制
を
潟
入
し
、
固
有
企
業
を
民
営
化
し
て
い
く
と
い
う
方
針
は

正
し
い
と
思
い
ま
す
。
株
式
制
導
入
の
目
的
は
、
資
本
市
場
を
創
設
し

て
、
企
業
と
市
場
の
合
理
化
を
進
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
改

革
が
進
め
ば
、
資
本
市
場
を
通
じ
て
、
社
会
全
体
に
資
源
を
合
理
的
に

配
分
で
き
る
。
要
す
る
に
、
効
率
が
高
く
て
利
潤
を
上
げ
て
い
る
企
業

に
資
本
を
集
中
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
、
資
本
市
場
の
目
的
で
す
。
株

式
を
発
行
す
る
の
は
、
資
本
を
効
率
の
高
い
企
業
に
回
す
た
め
で
す
か

ら
、
裏
を
返
せ
ば
、
効
率
の
低
い
企
業
に
は
資
金
が
集
ま
ら
な
く
な
る
。

固
有
の
加
工
工
業
は
、
競
争
力
の
な
い
遅
れ
た
企
業
で
し
た
。
だ
か

ら
、
合
理
化
努
力
が
必
要
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
ほ
か

の
企
業
に
資
金
が
移
っ
て
い
く
。
従
業
員
は
、
そ
の
会
社
に
残
れ
な
い

か
ら
、
失
業
の
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
国
有
企
業
が
吸
収
し
て
い
た
、

失
業
の
問
題
が
顕
在
化
し
ま
す
。
企
業
と
し
て
生
き
残
る
た
め
に
は
、

賃
金
を
切
り
下
げ
る
か
、
解
雇
す
る
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
て

生
ま
れ
る
失
業
者
を
吸
収
す
る
方
法
を
考
え
て
お
か
な
い
と
だ
め
だ
。

株
式
制
の
導
入
は
、
い
ま
ま
で
賃
金
や
住
宅
を
保
障
し
て
き
た
社
会
主

義
の
制
度
の
根
本
に
影
響
す
る
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
乙
を
十
分

に
考
え
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
辺
が
ち
ょ
っ
と
心
配
で
す
。

王
輝
た
し
か
に
株
式
制
の
導
入
の
結
果
、
順
調
な
企
業
も
、
だ
め
な

一一一135一一一
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企
業
も
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
で
も
市
場
経
済
の
原
則
か
ら
し
て
、
企

業
に
欠
損
が
出
て
も
国
家
が
埋
め
合
わ
せ
て
は
い
け
左
い
。
そ
う
い
う

企
業
は
倒
産
す
べ
き
で
す
。
銀
行
も
ど
う
に
も
で
き
、
な
い
か
ら
、
従
業

員
は
解
雇
さ
れ
る
。
国
有
企
業
が
こ
れ
で
は
、
社
会
が
安
定
し
な
く
な

る
。
と
れ
が
改
革
の
大
問
題
で
す
。
順
調
な
企
業
が
発
畏
し
、
だ
め
な

企
業
が
次
第
に
淘
汰
さ
れ
て
い
く
(
別
な
も
の
を
生
産
し
、
産
業
構
造
を
転

換
す
る
企
業
、
従
業
員
を
第
三
次
産
業
に
援
り
向
け
る
企
業
、
技
術
革
新
を
進

め
る
企
業
が
出
て
く
る
)
。
そ
こ
で
工
夫
を
し
て
、
落
ち
こ
ぼ
れ
を
少
な

く
し
、
路
頭
に
迷
う
人
が
出
な
い
よ
う
に
す
る
。
と
れ
も
複
雑
な
問
題

だ
。
中
国
に
は
す
で
に
、
企
業
破
産
法
が
あ
り
ま
す
。
破
産
の
後
始
末

を
す
る
た
め
、
社
会
保
障
体
系
の
整
備
も
必
要
で
す
。
と
れ
ら
は
ひ
と

ま
と
ま
り
の
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
在
社
会
技
術
な
の
で
す
。
中
国
の

改
革
に
は
そ
う
し
た
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
手
当
が
必
要
で
す
。

橋
爪
東
独
や
ソ
連
に
比
べ
、
中
国
の
経
済
は
と
て
も
う
ま
く
運
営
さ

れ
て
い
ま
す
。
私
は
中
国
当
局
に
、
非
常
な
敬
意
を
払
っ
て
い
ま
す
。

だ
け
れ
ど
、
中
国
の
発
展
の
ス
ピ
ー
ド
は
速
す
ぎ
て
、
危
険
も
大
き

い
ん
で
す
。
い
ま
、
破
産
法
と
同
時
に
、
社
会
保
障
制
度
も
整
え
る
か

ら
い
い
ん
だ
と
、
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
大
事
で
す
。
で
も
社
会

保
障
に
は
財
源
が
い
る
。
財
源
と
は
つ
ま
り
、
税
で
す
ね
。
も
し
、
労

働
者
を
失
業
さ
せ
な
い
な
ら
、
仕
事
が
な
く
て
も
給
与
を
あ
た
え
左
く

て
は
な
ら
な
い
。
固
有
企
業
で
そ
れ
を
す
れ
ば
、
国
家
財
政
を
圧
迫
し

ま
す
。
税
が
ま
す
ま
す
足
り
な
く
な
り
、
貨
幣
の
供
給
量
が
増
え
て
い

く
。
悪
性
の
イ
ン
フ
レ
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
結
局
、
悪
性

の
イ
ン
フ
レ
か
、
そ
れ
と
も
合
理
化
↓
失
業
↓
社
会
不
安
か
、
と
の
こ

つ
の
あ
い
だ
で
非
常
に
む
ず
か
し
い
舵
取
り
を
迫
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い

中国的官僚病の将来

的
な
提
供
を
受
け
、
市
場
(
製
品
の
販
路
)
も
開
い
て
も
ら
う
、
と
れ
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。
中
国
は
い
ま
、
人
民
元
を
安
く
し
て
い
る
せ
い
も
あ

っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
輸
出
超
過
で
、
黒
字
を
蓄
積
し
て
い
ま
す

ね
。
と
ん
な
順
調
な
状
態
が
永
続
き
す
る
に
は
、
外
国
に
、
中
国
の
社

会
体
制
を
信
頼
し
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
。
さ
も
・
な
い
と
、
継
続

的
左
投
資
も
技
術
移
転
も
起
こ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
前
よ
り
だ
い
ぶ

改
善
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
で
も
ま
だ
不
確
定
な
要
素
も
多
い
。
も

っ
と
率
直
に
言
う
と
、
共
産
党
の
政
権
は
、
し
っ
か
り
し
て
い
る
よ
う

で
、
ほ
ん
と
に
大
丈
夫
な
の
か
。
文
化
大
革
命
な
ど
を
見
ま
す
と
、
日

本
で
は
想
像
で
き
な
い
よ
う
な
、
不
安
定
を
抱
え
て
い
る
の
で
は
と
い

う
疑
念
も
あ
る
。
社
会
主
義
市
場
経
済
が
、
安
定
し
た
体
制
だ
と
外
国

が
思
わ
・
な
け
れ
ば
、
中
国
の
発
展
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
い
ま
は
郡

小
平
さ
ん
の
指
導
で
う
ま
く
い
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
保
守

派
の
力
も
強
い
。
市
場
経
済
に
反
対
の
人
び
と
も
い
る
。
そ
う
い
う
人

び
と
が
力
を
持
っ
て
、
市
場
経
済
に
失
望
し
た
人
び
と
と
合
体
し
、
ソ

連
の
よ
う
な
保
守
派
と
し
て
台
頭
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
?

も
う
ひ
と
つ
は
あ
べ
こ
べ
に
、
天
安
門
事
件
の
と
き
の
よ
う
に
、
急

い
で
何
で
も
す
ぐ
変
え
よ
う
と
い
う
人
び
と
が
出
て
き
て
、
市
場
経
済

を
不
安
定
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
乙
と
。
乙
れ
も
考
え
ら
れ
る
。
中
国

の
市
場
経
済
は
、
今
後
も
安
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
?
も

し
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
な
ん
で
し
ょ
う
。

王
輝
部
小
平
の
南
方
講
和
(
九
二
年
二
月
)
以
来
、
中
国
は
変
化
の
テ

ン
ポ
が
速
く
な
り
ま
し
た
。
中
国
に
は
、
一
部
に
改
革
に
反
対
の
人
び

と
、
保
守
的
な
人
び
と
も
い
る
の
で
、
海
外
か
ら
は
改
革
派
対
保
守
派

な
ど
と
色
分
け
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
私
の
観
察
に
よ
る
と
、
そ
れ
ら

i

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1
』

か
。
と
れ
が
、
株
式
制
の
導
入
の
帰
結
で
は
、
と
恐
れ
る
ん
で
す
。

主
輝
確
か
に
中
国
は
、
税
が
足
り
な
い
問
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
基
本
的
な
解
決
は
、
生
産
力
の
発
展
で
す
。
経
済
発
展
の

ス
ピ
ー
ド
を
に
ぶ
ら
せ
な
い
こ
と
が
根
本
で
、
経
済
を
過
熱
さ
せ
て
も

い
け
な
い
。
今
年
、
中
国
の
経
済
成
長
率
は
一
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で

し
た
。
来
年
は
専
門
家
の
推
計
で
、
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
低
く
、
な
る
と

見
込
ま
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
あ
る
程
度
の
成
長
を
確
保
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
八
五
年
、
八
八
年
の
二
度
、
経
済
が
過
熱
し
た
あ
と
落
ち
込

ん
だ
が
、
あ
あ
い
う
波
動
は
避
け
る
べ
き
だ
。
そ
れ
で
こ
そ
安
定
し
た

発
展
が
望
め
る
の
で
す
。

財
政
危
機
を
乗
り
切
る
に
は
、
二
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ

は
財
源
の
拡
大
、
つ
ま
り
経
済
成
長
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
諸
経
費
の

節
約
で
す
。
官
僚
病
に
反
対
し
て
、
公
費
の
旅
行
や
公
費
の
国
外
観
光

を
や
め
、
財
政
を
緊
縮
す
る
。
と
の
両
面
の
努
力
が
必
要
で
す
。

さ
き
ほ
ど
の
ベ
た
株
式
制
の
理
入
を
、
多
く
の
経
済
学
者
は
正
し
い

方
向
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
実
施
は
、
計
画
的
に
、
徐
々
に
進
め
る
必

要
が
あ
る
。
株
式
の
上
場
は
、
政
府
が
ま
だ
厳
し
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
い
ま
す
。
天
津
も
武
漢
も
早
く
株
式
市
場
を
開
設
し
た
い
と
思
っ
て

い
る
し
、
他
の
大
都
市
も
同
様
で
す
。
で
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
き
つ
い

の
は
、
社
会
の
安
定
な
ど
多
様
な
要
因
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
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中
国
独
特
の
経
済
は
国
際
経
済
と
矛
盾
し
な
い
か

橋
爪
あ
と
大
事
な
点
を
二
つ
聞
き
ま
す
。

ひ
と
つ
は
、
中
国
と
外
国
と
の
関
係
で
す
。
財
源
が
厳
し
い
な
か
、

中
国
が
経
済
成
長
を
続
け
る
に
は
、
先
進
国
か
ら
資
本
と
技
術
の
継
続

は
考
え
方
の
違
い
に
す
ぎ
ず
、
実
際
に
な
に
か
政
治
的
左
派
閥
を
形
成

し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誰
か
が
ど
れ
か
の
勢
力
を
代
表
し

て
何
か
を
言
う
、
そ
う
い
う
見
方
は
そ
も
そ
も
な
い
の
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
郵
小
平
が
と
の
世
を
去
っ
た
ら
影
響
が
出
は
し
な
い

か
、
と
言
う
人
び
と
が
い
ま
す
。
だ
が
、
私
は
こ
う
思
う
。
改
革
開
放

の
流
れ
は
逆
転
し
ま
せ
ん
。
中
国
語
で
は
「
大
勢
所
趨
、
人
心
所
向
」

と
言
い
ま
す
が
、
と
っ
く
に
市
場
経
済
が
始
ま
っ
て
い
る
の
に
、
「
み
な

元
の
と
乙
ろ
に
戻
り
・
な
さ
い
」
と
言
っ
て
も
無
理
で
す
。
鳥
簡
に
入
っ

て
い
た
鳥
が
、
聞
い
た
箆
か
ら
飛
び
立
っ
て
自
由
に
・
な
っ
た
。
元
の
鳥

簡
に
戻
れ
と
言
っ
て
も
、
聞
き
ま
せ
ん
。
撃
ち
殺
す
し
か
な
い
。
塞
き

止
め
た
川
の
水
の
、
寝
を
切
っ
た
ら
水
は
流
れ
て
い
く
。
乙
れ
を
元
に

戻
す
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
ま
た
内
部
で
、
と
ん
在
話
を
し
た
人
が
い

る
と
聞
き
ま
し
た
。
「
も
し
も
計
画
経
済
が
い
い
と
主
張
す
る
の
な

ら
、
特
別
に
計
画
経
済
区
を
作
っ
て
あ
げ
る
か
ら
、
そ
と
に
住
み
な
さ

い
。
糧
百
万
(
配
給
切
符
)
で
食
糧
を
買
い
、
豚
肉
切
符
で
豚
肉
を
買
い
な

さ
い
。
さ
あ
、
そ
と
に
住
み
た
い
か
住
み
た
く
な
い
か
」
。
中
国
は
過
去

数
十
年
、
高
度
に
集
権
的
な
計
画
経
済
を
実
行
し
て
き
ま
し
た
。
乙
の

道
が
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
は
、
証
明
ず
み
で
す
。
今
度
は
、
改
革
の

道
を
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
、

戸後
戻
り
な
ど
不
可
能
で
す
。

人
類
の
歴
史
は
複
雑
で
折
れ
曲
が
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
っ

く
り
元
の
と
と
ろ
に
戻
る
な
ど
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
す
。

い
っ
ぽ
う
、
六
・
四
の
天
安
門
事
件
の
よ
う
に
、
過
激
に
改
革
を
主

張
す
る
人
び
と
も
い
ま
し
た
が
、
中
国
の
改
革
に
は
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ

た
。
事
件
後
の
一
九
九

O
年
の
春
、
私
が
訪
米
し
た
と
き
、
あ
る
教
授

(
米
国
籍
の
中
国
人
)
は
こ
う
の
べ
ま
し
た
。
「
中
国
に
は
、
ア
メ
リ
カ
流
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の
民
主
主
義
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
条
件
が
な
い
。
中
国
の
農
村
は

よ
く
知
っ
て
い
る
が
、

農
民
は
自
分
た
ち
の
こ
と
|
|
今
年
の
収
入
が

い
く
ら
か
、
米
の
出
来
高
が
ど
れ
だ
け
か
、
し
か
考
え
な
い
。
そ
と

で
、
ゆ
っ
く
り
進
ん
で
い
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
経
済
改
革
に
よ
っ
て

ま
ず
生
活
を
豊
か
に
し
、
同
時
に
、
そ
れ
に
応
じ
た
立
法
を
進
め
法
制

を
整
備
し
て
漸
進
し
て
い
く
な
ら
、
中
国
の
一
般
民
衆
に
と
っ
て
も
国

家
・
民
放
に
と
っ
て
も
、
ょ
い
と
と
で
は
な
い
か
」
。
多
く
の
人
び
と

は
ほ
ぼ
と
の
よ
う
な
共
通
認
識
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

ま
た
あ
る
人
び
と
は
、
中
国
も
複
数
政
党
制
に
す
べ
き
だ
と
言
い
ま

す
。
理
論
的
に
は
筋
の
通
っ
た
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
が
中
国
の

実
情
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
共
産
党
以
外
の
党
派
の
指
導
者
た
ち
、
た

と
え
ば
費
孝
通
(
社
会
学
者
、
中
国
民
主
同
盟
主
席
)
、
雷
潔
涼
(
中
国
民
主

促
進
会
主
席
)
を
私
は
知
っ
て
い
ま
す
が
、
中
国
に
は
共
産
党
に
代
わ
り

う
る
党
派
や
政
治
勢
力
は
ひ
と
つ
も
な
い
の
で
す
。

橋
爪
い
ま
の
お
話
は
現
実
的
で
、
賢
明
左
中
国
の
知
恵
を
感
じ
る
の

で
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
結
論
は
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う

か
。
中
国
は
今
後
、
生
産
力
を
ま
す
ま
す
発
展
さ
せ
て
い
っ
て
、
安
定

し
た
社
会
主
義
市
場
経
済
の
体
制
を
つ
く
り
出
す
だ
ろ
う
、
と
。

私
の
予
測
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
ま
ま
成
長
を
続
け
れ
ば
、
早
晩
、

中
国
経
済
は
日
本
に
追
い
つ
き
、
二
十
一
世
紀
の
あ
る
段
階
で
、
ア
メ

リ
カ
に
匹
敵
す
る
規
模
に
達
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

王
輝
先
生
は
と
う
、お
っ
し
ゃ
る
。
中
国
は
中
国
の
現
実
に
あ
っ
た
社

会
制
度
を
残
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
政
党
制
に
し
ろ
、
市
場
経
済
と
政
府

の
関
係
に
し
ろ
、
中
国
独
特
の
社
会
運
営
を
大
事
に
し
て
い
く
で
あ
ろ

う
。
そ
の
う
え
で
、
日
本
と
か
欧
米
と
か
、
西
欧
的
な
伝
統
の
あ
る
民

，;0"' 

中国的官僚病の将来

自
由
貿
易
港
が
あ
る
。
自
由
港
は
完
全
に
、
国
際
市
場
経
済
と
リ
ン
ク

し
て
い
ま
す
。
二
十
一
世
紀
に
中
国
経
済
が
、
日
本
を
追
い
越
し
ア
メ

リ
カ
に
追
い
つ
く
と
い
う
話
で
し
た
が
、
私
の
考
え
で
は
、
ま
だ
そ
う

い
う
話
を
す
る
段
階
で
な
い
。
つ
ぎ
の
世
紀
に
経
済
強
固
に
な
る
こ
と

が
当
面
の
目
標
で
す
。
一
九
五
八
年
の
大
躍
進
当
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
に

追
い
つ
く
な
ど
と
言
い
ま
し
た
が
、
夢
想
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

中
国
は
あ
ま
り
に
大
き
く
、
人
口
も
多
い
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
学

者
と
討
論
し
た
と
き
も
こ
の
話
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
耕

地
面
積
は
、
中
国
の
五
倍
も
あ
る
。
し
か
し
中
国
の
人
口
は
、
ア
メ
リ

カ
の
五
倍
で
す

0

・
お
ま
け
に
気
候
も
ア
メ
リ
カ
に
及
.
は
な
い
。
こ
れ
だ

け
大
勢
の
人
間
が
、
食
べ
て
い
く
だ
け
で
も
大
変
で
す
。
ほ
か
の
小
国

だ
っ
た
ら
、
何
か
あ
れ
ば
外
国
の
救
援
を
あ
お
げ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
中
国
は
大
き
す
ぎ
て
、
外
国
も
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
。
や
は
り

中
国
の
直
面
す
る
最
大
の
問
題
は
、
自
分
自
身
の
問
題
な
の
で
す
。

中
国
の
国
際
関
係
、
経
済
関
係
に
は
、
競
争
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
協
力
関
係
の
ほ
う
が
大
き
い
と
思
う
。
中
国
は
、
経
済
協
力

を
通
じ
て
外
資
や
技
術
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
中

国
自
身
が
、
大
き
な
市
場
で
す
。
い
ま
は
ど
の
国
も
、
孤
立
し
て
経
済

発
展
は
で
き
ま
せ
ん
。
経
済
は
、
地
球
規
模
に
な
っ
て
い
る
。
ど
の
国

も
相
互
関
係
で
結
ぼ
れ
て
い
ま
ず
か
ら
、
中
国
経
済
が
発
展
す
れ
ば
日

本
が
、
日
本
経
済
が
発
展
す
れ
ば
中
国
が
よ
く
な
る
の
で
す
。

中
国
は
資
金
だ
け
で
な
く
、
技
術
も
導
入
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
あ

る
人
は
こ
れ
を
、
三
件
(
三
点
セ
ッ
ト
)
と
言
い
ま
し
た
。
ま
ず
柔
件

(
ソ
フ
ト
)
、
つ
ま
り
技
術
。
つ
、ぎ
に
硬
件

(
ρ
l
ド
)
、
つ
ま
り
資
金
や

社
会
制
度
。
そ
し
て
活
件
(
人
間
の
交
流
)
で
す
。

調
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主
主
義
的
な
自
由
経
済
の
国
と
交
通
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
h
o

-
-
と
こ
に
ひ
と
つ
の
大
き
な
矛
盾
(
矛
盾
と
言
っ
て
悪
け
れ
ば
、
国
際
社

会
に
お
け
る
不
安
定
要
因
)
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

特
に
、
日
本
と
中
国
は
地
理
的
に
近
い
。
中
国
が
大
き
く
経
済
発
展

す
れ
ば
、
日
本
も
当
然
、
中
国
の
経
済
と
深
く
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
以
外
に
、
日
本
の
生
き
残
る
道
は
な
い
ん
で

す
。
し
か
し
、
日
本
と
中
国
の
文
化
は
あ
ま
り
に
違
う
。
そ
し
て
、
日

本
は
中
国
を
向
か
ず
、
近
代
化
の
過
程
で
欧
米
ば
か
り
向
い
て
き
た
。

と
と
へ
き
て
中
国
が
大
き
く
発
展
す
る
と
と
は
、
お
そ
ら
く
日
本
に
と

っ
て
も
、
大
き
な
方
針
の
変
更
を
迫
る
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。

そ
し
た
ら
、
日
本
と
中
国
は
ど
う
協
力
し
て
い
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う

か
。
率
直
に
言
っ
て
、
日
本
が
過
去
を
清
算
し
て
い
な
い
た
め
に
、
日

中
の
将
来
に
つ
い
て
、
い
ま
き
ち
ん
と
し
た
プ
ラ
ン
が
出
て
い
な
い
と

思
う
ん
で
す
。
も
し
も
、
お
考
え
が
あ
っ
た
ら
、

b
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

主
輝
ご
質
問
は
、
中
国
独
特
の
社
会
主
義
市
場
経
済
と
、
国
際
市
場

と
が
矛
盾
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
と
で
す
ね
。

中
国
の
社
会
主
義
市
場
経
済
は
あ
く
ま
で
市
場
経
済
で
す
が
、
「
社

会
主
義
」
と
よ
ぶ
の
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
「
公

有
制
を
主
に
す
る
」
と
い
う
意
味
。
公
有
と
は
、
固
有
と
違
い
、
そ
れ

以
外
の
形
態
も
含
み
ま
す
。
あ
る
予
測
に
よ
る
と
二

0
0
0年
に
は
、

固
有
企
業
が
全
生
産
の
四
分
の
一
、
集
団
企
業
が
二
分
の
て
私
営
企

業
が
四
分
の
一
と
な
る
だ
ろ
う
と
い
い
ま
す
。
最
近
の
集
団
企
業
(
郷

鎮
企
業
)
の
経
営
方
法
は
完
全
に
市
場
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
国
の
改
革
の
目
標
は
、
国
際
市
場
経
済
と
つ
な
が
る
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
天
津
市
に
も
経
済
開
発
区
が
あ
り
ま
す
し
、
天
津
、
上
海
に
は
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橋
爪
余
計
な
質
問
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
:
:
:
、
社
会
主
義
市
場
経
済

の
、
「
社
会
主
義
」
が
外
れ
る
日
が
来
る
の
で
し
ょ
う
か
?

主
輝
少
な
く
と
も
と
乙
当
分
の
問
、
外
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
も
の
ご
と
は
発
展
し
て
い
く
も
の
で
す
。
部
小
平
の
黒
猫
白

猫
論
に
な
り
ま
す
が
、
生
産
力
を
の
ば
す
の
が
よ
い
シ
ス
テ
ム
な
の
で

す
。
マ
ル
ク
ス
、
ェ
ン
ゲ
ル
ス
が
研
究
し
た
の
は
、
資
本
主
義
に
つ
い

て
が
主
で
、
社
会
主
義
に
つ
い
て
科
学
的
に
は
っ
き
り
の
べ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
社
会
主
義
は
、
不
断
に
変
化
し
、
発
展
し
、
完
成
し
て

い
き
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
も
、
何
千
年
来
変
化
を
続
け
て
い
る
で
し
ょ

う
。
一
定
の
歴
史
的
期
間
、
社
会
主
義
は
外
れ
な
い
は
ず
で
す
。
と
れ

は
人
口
が
多
い
な
ど
、
中
国
の
国
情
・
歴
史
か
ら
生
じ
た
も
の
で
す
。

中
国
は
い
ま
、
歴
史
上
で
変
化
が
も
っ
と
も
速
い
時
期
で
す
。
世
界

の
他
の
諸
国
と
比
べ
て
も
、
変
化
が
速
い
。

今
後
の
国
際
経
済
の
発
展
を
展
望
す
る
と
、
三
つ
の
地
域
が
重
要
で

す
。
北
米
、

E
C
、
ア
ジ
ア
の
経
済
区
域
で
す
。
と
の
う
ち
、
ア
ジ
ア

に
希
望
が
持
て
る
と
思
う
。
日
本
と
中
国
は
、
そ
と
で
大
き
な
役
割
を

果
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
中
国
と
日
本
は
、
経
済
競
争
の
相
手

で
な
く
、
経
済
協
力
の
仲
間
と
し
て
や
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

橋
爪
ほ
ん
と
う
に
そ
の
と
お
り
で
す
。
そ
の
こ
と
に
、
日
本
の
知
識

界
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
、
国
民
も
、
十
分
気
づ
い
て
い
ま
せ
ん
。
そ

と
で
私
は
、
日
本
と
中
国
が
い
っ
そ
う
理
解
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
、
社

会
科
学
を
通
じ
て
活
動
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
際
、
中

国
側
の
社
会
科
学
者
の
皆
さ
ん
と
も
協
力
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

主
輝
私
も
、
中
日
両
国
の
学
者
、
知
識
人
が
交
流
を
深
め
る
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。
乙
の
対
談
も
き
っ
か
け
と
な
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
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