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ス
ミ
ス
の
経
済
学
と
蓄
積
論

ス
ミ
ス
の
蓄
稼
理
論
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
特
質
は
、
そ
れ
が
か
れ
の
全
学
体
系
の
軸
心
の
一
っ
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
は
す
で
に
注
目
さ
れ
、
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
ど
の

よ
う
な
地
位
に
お
い
て
重
要
な
の
か
、
し
た
が
つ
て
そ
の
こ
と
か
ら
か
れ
の
休
系
そ
れ
自
身
が
い
か
な

る
様
相
を
帯
び
、
ま
た
蓄
積
理
論
そ
の

も
の
も
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
の
理
解
ま
た
は
解
釈
に
つ
い
て
は
、
か
な
ら
す
し
も
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
フ

リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
リ
ス
ヽ
＇
は
ス
ミ
ス
の

経
済
学
を
「
価
値
の
経
済
学
」
で
あ
る
と
非
難
し
て
、
自
已
の
そ
れ
を
生
産
力
の
国
民
的
理
論
休
系
と

し
て
打
出
し
た
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。
そ
の
後
も
、

と
同
様
に
、
ス
ミ
ス
の
理
論
は
箪
に
資
本
主
義
祉
会
に
お
け
る
合
法
則
的
自
然
的
秩
序
の
過
程
に
関
す
る
細
識
の
体
系
の
意
味
に
お
い
て
、
通

常
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
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。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
ス
ミ
ス
の
蓄
積
論
は
も
ち
ろ
ん
、
蓄
積
論
そ
れ
自
身
の
本
来
の
意
義
が、

そ
の
根
本
の
点
で
す
で
に
淡
却
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
質
的
問
題
の
所
在
の
一
っ
が
看
過
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
ス
ミ
ス
が
経
済
に
お
け
る
価
値
の
秩
序
を
問
題
と
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
蓄
積
を
取
上
げ
て
、
価
値
が
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う

に
蓄
積
さ
れ
る
か
、
従
っ
て
ど
の
よ
う
に
蓄
積
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
自
然
的
法
則
を
か
れ
は
明
ら
か
に
し
た
。
お
よ
そ
衰
本
主
義
的
経
済
過

程
に
お
け
る
蓄
積
を
問
題
と
す
る
と
き
に
は
、
当
然
に
そ
の
よ
う
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
資
本
主
義
経
済
は
本
来
、
価
値
に
立
脚

し
、
価
値
に
現
象
さ
れ
て
過
稲
す
る
経
済
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
蓄
萩
は
も
と
も
と
、
経
済
に
お
い
て
生
産
力
が
展
開
す
る
直
接
的
尖
端
的

な
現
象
的
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
資
本
主
義
経
済
が
価
値
の
秩
序
と
し
て
過
程
す
る
た
め
に
蓄
積
は
そ
こ
で
は
、
価
値
の
蓄
稜
過
程
と
し
て

現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
根
本
の
生
命
と
な
る
動
因
が
そ
れ
を
通
じ
て
切
開
か
れ
る
生
産
力
の
展
開
で
あ
る
と
い
う
、
本
質
的
事

実
は
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
実
に
ス
ミ
ス
は
、
か
れ
の
蓄
積
論
を
、
い
な
か
れ
の
全
学
体
系
を
、
そ
う
し
た
基
本
的
認
識
の
上
に
打
立

て
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
れ
の
理
論
は
本
質
的
に
、
リ
ス
ト
が
自
己
の
体
系
に
つ
い
て
誇
負
し
た
と
こ
ろ
の
国
民
的
生
産
力
の
理
論
で
あ
り
、
こ

れ
を
合
法
則
的
に
過
程
す
る
自
由
な
市
民
的
経
済
社
会
の
価
値
の
事
実
に
つ
い
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
場
合
に
ス
ミ
ス
の
蓄

積
理
論
は
、
か
れ
の
生
産
力
理
論
を
基
礎
づ
け
る
二
つ
の
支
柱

2

分
業
論
と
蓄
稜
論
）
の
第
二
番
目
の
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
、
そ
の
ゆ
え
に

ま
さ
に
体
系
の
核
心
的
部
分
を
な
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
か
れ
の
学
問
は
全
く
浦
新
に
し
て
澄
渕
た
る
生
気
と
活
力
と
を
え
た
の

で
あ
る
が
、
他
方
蓄
稜
論
そ
れ
自
身
の
が
わ
に
つ
い
て
も
、
蓄
稜
本
来
の
内
面
的
動
因
で
あ
る
生
産
力
理
論
に
甚
礎
を
お
ぎ
、
そ
れ
が
発
硯
す
る

.::: 



る
」

(
V
o
l
,
I,
 _p.
 

1
 

富
の
性
箕
と
原
因
と
を
究
明
す
る
こ
と
が
、

大
内
訳
三
巻
四
六
二
頁
）
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O
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y
(
」
の
課
題
で
あ
る
と と

主
要
素
の
一
っ
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
内
容
に
つ
い
て
も
意
義
に
お
い
て
も
、
い
よ
い
よ
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
の
学
的
体
系
が
本
質
的
に
生
産
力
の
理
論
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
に
再
び
詳
細
な
論
証
を
行
う
必
要
は
な
い
。
す
で
に
か
れ
の
主
著
の
題
名
に
よ
っ
て
も
察
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
国
民
の

富
の
性
質
と
原
因
と
に
つ
い
て
の
研
究
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題
し
て
い
る
。

ス
ミ
ス
は
い
う

(
A
d
a
m
S
m
i
t
h
,
 Th

e
 W
e
a
l
t
h
 o
f
 
N
a
t
i
o
n
s
,
 e

d
., 
E
.
 C

a
n
n
a
n,
 

ろ
°
富
を
猿
得
し
嬌
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

一
巻
ー
五
頁
）
と
。
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本
来
の
意
味
で
の
経
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学
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（
な
お
筆
者
の
考
え
で
訳
文
を
多
少
竺
。
「
政
治
家
ま
た
は
立
法
者
の
学
問
の
一
部
分
と
考
え
ら
れ
る
経
済
学
は
、
人
民
と
元
首
の
両
者
を
富
ま
す

え
た
箇
所
が
以
下
に
少
く
な
い
。

こ
と
を
目
的
と
す
る
」

(Vol.
I
,
 
p
.
 

3
9
5
・
三
巻
五
一
六
頁
）
。
「
豊
富
と
低
廉
」
と
い
う
こ
と
が
、
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
経
済
政
策
の
目
標
に
な

一
国
の
生
産
力
を
培
大
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
が
国
富
論
の
第
一
頁
を
次
の

言
葉
を
も
つ
て
始
め
て
い
る
の
は
、
こ
の
書
物
に
寄
せ
る
か
れ
の
基
本
と
な
る
抱
負
と
所
信
と
を
披
置
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
わ

く
「
す
べ
て
の
国
民
の
年
た
の
労
拗
は
、
本
来
そ
の
国
民
が
年
々
消
費
す
る
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
の
必
需
品
と
便
盆
品
と
を
供
給
す
る
資

源
で
あ
っ
て
、
そ
の
必
需
品
と
便
盆
品
と
は
、
こ
の
労
働
の
直
接
の
生
産
物
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
生
産
物
を
も
つ
て
他
国
民
か
ら
購
入

し
た
物
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
と
の
生
売
物
ま
た
は
そ
れ
を
も
つ
て
購
入
し
た
物
の
、
そ
れ
を
消
費
す
る
人
間
の
数
に
対
す
る
比
例
が
多
い
少

•
\ 

い
に
従
つ
て
、
そ
の
国
民
は
、
そ
の
必
要
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
必
需
品
お
よ
び
便
盆
品
を
、
充
分
に
ま
た
は
不
充
分
に
供
給
せ
ら
れ
る
の
で
あ



で
あ
り
、
か
れ
の
理
論
に
生
彩
を
与
え
、
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右
に
お
い
て
ス
ミ
ス
は
、
国
民
の
貧
富
の
度
合
を
、
そ
の
支
配
す
る
生
活
の
必
需
品
お
よ
び
便
盆
品
、
今
日
の
言
業
で
い
い
か
え
れ
ば
消
貨

財
の
董
と
人
口
と
の
比
例
を
も
つ
て
測
ろ
う
と
す
る
。
消
費
財
の
代
り
に
国
民
所
得
と

い
う
概
念
で
理
解
し
て
み
て
も
、
さ
し
て
支
陣
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
国
民
の
所
得
の
根
源
は
、
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
国
民
の
年
々
の
労
慟
に
由
来
す
る
。
労
働
が
本
来
的
に
生
産
し
、
そ
の
所
産
が
そ

の
ま
ま
、
あ
る
い
は
他
国
民
と
の
交
換
を
通
じ
て
一
国
民
の
需
要
を
満
す
の
で
あ
る
。
国
民
を
富
ま
す
た
め
に
は
労
励
に
よ
る
生
産
を
増
す
こ

と
が
肝
要
と
な
る
。
そ
の
場
合
労
働
と
い
う
の
は
、
反
復
さ
れ
る
労
慟
、
す
な
わ
ち
年
々
の
労
働
で
あ
る
こ
と
を
ス
ミ
ス
は
右
に
お
い
て
述
べ

て
い
る
。
年
々
の
労
働
に
よ
っ
て
年
々
の
生
産
物
が
生
産
さ
れ
、
年
々
の
消
費
が
行
わ
れ
う
る
。
こ
れ
は
就
会
的
再
生
産
の
事
実
に
つ
い
て
述

一
国
民
が
富
む
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
口
に
比
し
て
生
産
さ
れ
る
消
費
財
の
麓
が
増
す
と
い
う
こ
と
は
、

年
々
の
労
働
に
よ
る
再
生
産
の
規
模
が
拡
大
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
ス
ミ
ス
は
国
富
論
に
お
い
て
一
国
一
社
会
に
お
け
る
再

生
産
規
模
の
拡
大
、
す
な
わ
ち
生
産
力
増
強
の
方
途
を
求
め
て
全
巻
の
究
明
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
右
の
発
言
に
お

い
て
宜
明
し

て
い
る
も
の
と
、
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ス
ミ
ス
が
生
産
力
強
化
の
根
源
を
求
め
一
国
の
再
生
産
の
内
奥
に
迫
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
、
か
れ
の
体
系
を
根
底
に
お
い
て
規
定
す
る
特
質

か
れ
の
名
を
学
説
史
上
不
朽
に
止
め
し
め
た
根
本
の
理
由
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

経
済
と
は
本
質
に
お
い
て
再
生
産
で
あ
り
、
生
産
力
の
発
展
を
志
向
し
て
過
稲
す
る
は
す
の
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
。
い
や
し
く
も
経
済
学
は

再
生
産
を
本
来
の
問
題
と
し
て
取
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
°
経
済
政
策
論
は
生
査
力
の
展
開
を
中
心
に
追
究
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
国
富

論
の

主
顆
と
さ
れ
た
た
め
に
、
経
済
学
の
歴
史
に
と
つ
て
は
、

急
速
に
饒
の
光
が
さ
し
そ
め

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

べ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

四

け
だ
し
、



五

そ
の
場
合
に
、
生
産
力
の
展
開
と
は
再
生
南
規
模
の
拡
大
を
意
味
し
、
後
者
の
拡
大
は
労
働
生
産
力
の
発
展
お
よ
び
蓄
積
に
負
う
こ
と
は
、

述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
も
つ
と
も
労
拗
生
産
力
の
発
展
が
蓄
積
の
過
程
に
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
実
現
せ
ら
れ
る
連
関
の
事
実
を
見
落
し
て
は

な
ら
ぬ
が
。
か
く
て
一
般
的
に
い
う
な
ら
ば
、
蓄
積
と
そ
再
生
産
の
拡
大
を
可
能
な
ら
し
め
る
ま
さ
に
主
導
的
な
因
子
で
あ
る
と
、
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
生
産
力
の
展
開
を
本
来
の
課
題
と
す
べ
き
経
済
学
は
、
不
可
避
に
蓄
放
論
を
究
極
の
主
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
蓄
積
論
が
解

決
さ
れ
る
と
き
に
経
済
学
は
初
め
て
最
後
的
に
答
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ス
ミ
ス
は
国
富
論
の
第
二
編
に
お
い
て
蓄
積
の
問
題
を
取
上
げ
て

い
る
。
第
一
編
で
は
分
業
が
論
題
で
あ
り
、
労
働
生
産
力
の
増
強
を
問
題
と
し
て
い
た
。
第
一
編
と
第
二
編
と
が
か
れ
の
著
書
の
理
論
的
部
分

を
構
成
す
る
。
し
た
が
つ
て
ス
ミ
ス
は
、
か
れ
の
理
論
の
休
系
に
お
い
て
、
生
産
力
展
開
の
た
め
の
二
つ
の
基
本
的
要
素
を
正
し
く
も
全
面
的

に
取
上
げ
て
問
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

一
方
で
は
労
働
生
産
力
強
化
の
方
途
が
分
業
論
の
形
で
肴
議
さ
れ
、
こ
れ
が
交
換
論
・
価
値

論
・
分
配
論
に
展
開
し
て
価
値
の
自
然
的
秩
序
が
問
題
と
な
り
、
他
方
で
は
蓄
積
の
事
実
が
置
飯
な
る
究
明
の
対
象
と
な
っ
た
。
も
つ
と
も
後

（
註
こ

者
よ
り
も
前
者
を
重
視
す
る
む
ね
の
言
葉
を
残
し
て
は
い
る
が
。
ま
た
か
れ
は
前
者
と
後
者
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
別
に
組
織
的
に
は
論
じ
て

は
い
中
、
二
者
は
一
応
切
離
さ
れ
て
第
一
編
と
第
二
編
と
で
別
々
に
取
扱
わ
れ
、
こ
の
連
関
に
想
到
す
る
場
合
の
と
き
ど
き
に
、
い
く
ら
か
の

記
述
を
与
え
る
と
い
ろ
風
で
は
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
中
ス
ミ
ス
の
経
済
学
が
根
底
に
お
い
て
生
産
力
の
理
論
で
あ
る
こ
と
は
、
右
に
よ

つ
て
み
て
も
い
よ
い
よ
明
白
た
事
実
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
連
関
に
お
い
て
蓄
積
論
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
そ
、

わ
れ
わ
れ
は
も
つ
と
も
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
正
し
く
と
ら
え
ら
れ
た
上
で
提
起
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
根
幹
に
お
い
て

解
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
る
匠
ど
論
述
の
枝
葉
に
至
っ
て
は
、
錯
誤
も
あ

b
、
不
透
明
や
撞
潜
も
少
く
は
な
い
°
混
乱
と
錆
雑
こ
そ
は
、

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
蓄
積
論
（
一
）



い
う
労
働
に
使
わ
れ
て
い
な
い
人
々
の
数
の
比
例
い
か
ん
、

一
巻
一
六
頁
）
。
国
官
の
大
小
を
規
定
す
る

ス
ミ
ス
が
蓄
稜
論
を
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
論
じ
て
い
る
か
を
問
題
と
し
よ
う
。
ス
ミ
ス
の
蓄
放
論
は
、
そ
の
取
上
げ
ら
れ
る
独
特
の
仕
方
に

も
と
す
い
て
、
そ
の
後
の
展
開
が
行
わ
れ
て
い
る
。

発
端
が
後
続
を
支
配
し
、
婦
結
を
誘
導
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
か
れ
の
蓄
積
論
の

一
つ
の

一
般
に
か
れ
の
経
済
学
を
支
配
す
る
基
本
的
息
考
の
方
式
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

重
要
な
特
色
が
見
ら
れ
る
ば
か
り
か
、

そ
の
場
合
わ
れ
わ
れ
の
注
意
は
、
ま
す
さ
き
に
引
用
し
た
国
宮
論
開
巻
の
言
葉
に
直
ち
に
続
く
次
の
章
句
に
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
い
う
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
比
例
は
い
か
な
る
国
民
に
お
い
て
も
二
つ
の
異
っ
た
事
惜
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
第

ー
は
、
そ
の
労
働
の
適
用
上
に
お
け
る
熟
練

・
技
巧
な
ら
び
に
判
断
い
か
ん
、
第
二
に
は
有
用
な
る
労
慟
に
使
わ
れ
て
い
る
人
々
の
数
と
そ
う

こ
れ
で
あ
る
」
と

(Vol.
I
,
 
p
.
 1. 

|

l
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
二
つ
の
も
の
は
、
要
す
る
に
さ
き
に
述
べ
た
労
働
生
産
力
の
珀
進

（分
業
）
と
苦
積
の
問
題
に
怖
す
る
の
で
あ
る

資

財

と

資

本

る
。」

(
V
o
l・
ご

p
.
2
.

一
巻
一
六
頁
）

（
註
一
）

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
蓄
積
論
（
一
）

そ
の
中
●
珠
玉
を
混
え
て
展
開
せ
ら
れ
る
豊
穣
な
ス
ミ
ス
の
学
問
の
ま
さ
に
特
色
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
後
に
展
開
せ
ら
れ
る

古
典
派
諸
珂
諭
の
た
め
の
荒
け
す
り
の
骨
糾
を
巨
匠
的
手
腕
で
打
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
と
そ
、
も
ち
ろ
ん
ス
ミ
ス
の
学
説
史
上
の
意
義
を
わ

れ
わ
れ
は
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

「こ

の
供
給
が
充
分
で
あ
る
か
不
充
分
で
あ
る
か
は
、
こ
の
二
つ
の

事
情
の
う
ち
、
後
者
よ
り
も
ゴ
リ
多
く
前
者
に
依
存
す
る
も
の
と
思
わ
れ

— ノ9、



七

が
、
さ
し
あ
た
つ
て
は
熟
練
・
技
巧
・
判
断
な
ど
に
よ
る
労
拗
の
能
力
、
な
ら
び
に
充
用
生
産
的
労
拗
者
数
の
割
合
と
い
う
よ
う
に
、
箪
に
生

廂
の
物
理
的
技
術
的
な
直
接
的
諸
條
件
に
滸
眼
さ
れ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
労
働
の
諸
手
段
、
し
た
が
つ
て
そ
れ
ら
の
一
定
の
組
織
連

関
の
中
か
ら
生
す
る
労
拗
生
産
力
の
培
大
に
つ
い
て
ス
ミ
ス
が
語
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ま
は
問
題
と
し
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。

と
も
か
く
も
こ
う
し
て
一
国
民
の
生
廂
力
は
直
接
に
物
瑶
的
技
術
的
な
労
働
過
梓
そ
れ
自
身
の
問
題
と
し
て
、
ま
す
一
般
的
絶
対
的
に
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
労
働
能
力
が
増
し
生
産
的
労
働
者
の
割
合
が
ふ
え
れ
ば
生
産
量
も
培
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
か
な
る
祉

会
、
い
か
な
る
時
代
に
も
通
用
す
る
普
遍
的
絶
対
的
な
法
則
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
の
労
働
過
程
は
、
具
休
的
に
●
、
歴
史
的
祉
会
的
な
諸
條

件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
相
対
的
な
現
象
形
態
を
と
つ
て
現
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
特
殊
な
歴
史
的
生
産
力
を
も
つ
も
の
で

あ
る
。
絶
対
的
物
理
的
生
産
力
が
歴
史
的
祉
会
的
規
定
を
と
つ
て
展
開
さ
れ
る
仕
方
が
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
の
前
面
の
問
題
と
な
る
。
実
の
と
こ

ろ
ス
ミ
ス
は
、
初
め
に
超
歴
史
的
な
物
理
的
技
術
的
生
産
法
則
を
挙
示
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
立
入
っ
た
説
述
の
際
に
は
、
む
し
ろ
特
殊
な

る
分
業
祉
会
に
お
け
る
相
対
的
な
歴
史
的
生
産
力
の
法
則
を
取
上
げ
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
相
対
的
歴
史
的
法
則
が
永
遠
の

絶
対
的
普
過
的
法
則
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
。
こ

5
点
は
早
く
も
か
れ
の
分
業
論
に
硯
わ
れ
て
い
る
。

ス
ミ
ス
は
労
働
能
力
を
高
め
生
西
力
を
培
大
さ
せ
る
要
因
と
し
て
、
も
つ
ば
ら
分
業
を
取
上
げ
て
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
労
拗
の
生
産

も
の
と
思
わ
れ
る
」

(Vol. I
,
 
p
.
 5.
 

力
に
お
け
る
最
大
の
改
善
な
ら
び
に
労
慟
の
方
向
ま
た
は
逃
用
上
に
見
ら
れ
る
熟
練
・
技
巧
お
よ
び
判
断
の
大
部
分
は
、
分
業
の
結
果
生
じ
た

分
業

(
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
 la
b
o
u
r
)

と
は
労
働
す
る
人
た
の
間
に
成
立
す
る
祉
会
的

一
巻
ニ
―
頁
）
と
。

関
係
で
あ
る
か
ら
、
分
業
と
い
う
生
階
的
就
会
関
係
を
通
じ
て
現
象
す
る
社
会
の
生
産
力
を
ス
ミ
ス
は
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
わ
け
な
の
で

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
蓄
秋
論
（
一
）



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
蓄
積
論
（
一
）

し
か
し
そ
の
よ
う
に
い
う
交
換
も
ま
た
、

あ
る
。
た
だ
し
特
定
の
歴
史
的
就
会
の
生
産
力
と
し
て
で
は
な
し
に
、
超
歴
史
的
な
絶
対
的
物
理
的
な
生
産
力
の
意
味
に
お
い
て
。
け
だ
し
ス

ミ
ス
に
お
い
て
は
分
業
と
い
う
概
念
が
す
で
に
、
あ
る
い
は
技
術
的
に
、
あ
る
い
は
祉
会
的
に
、
区
別
も
な
し
に
混
同
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
か
ら
。
分
業
の
説
明
の
た
め
に
記
し
た
ピ
ン
製
造
業
の
事
例

(Vol.
I
,
 

p
p
.
 6,

7
.
 

一
巻
二
三
ー
ニ
五
頁
）
は
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク

チ
ュ
ア
内
部
の
技
術
的
分
業
を
活
写
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
ス
ミ
ス
の
も
つ
ば
ら
の
関
心
は
、
む
し
ろ
社
会
内
部
の
分
業
に
あ

り
、
こ
れ
を
明
確
に
せ
ん
が
た
め
に
ピ
ン
製
造
業
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
か
れ
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

(Vol. I
,
 
p
p
.
 5ー
6・

一
巻
ニ
ニ
ー
土
一
三
頁
）
。
農
業
者
と
製
造
業
者
と
の
間
の
分
業
、
製
造
業
者
の
間
の
さ
ま
ざ
ま
の
分
業
、
ー
ー
＇
こ
う
し
て

問
題
と
な
る
就
会
内
の
分
業
は
、
し
か
し
な
が
ら
共
同
的
生
産
祉
会
の
内
部
に
現
わ
れ
る
分
業
を
も
包
括
す
る
よ
う
な
一
般
的
な
高
次
の
概
念

で
は
な
く
て
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
も
つ
ば
ら
特
殊
の
歴
史
的
祉
会
に
お
け
る
特
殊
の
膝
史
的
分
業
形
態
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
分
業
と
は
交
換
社
会
に
現
わ
れ
る
、
ス
ミ
ス
の
表
現
に
従
え
ば
商
業
祉
会

(
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
society)
に
お
け
る
特
殊
な
脈
史
的
な
交
換
的

分
業
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
交
換
が
分
業
を
生
み
、
分
業
が
才
能
を
発
展
さ
せ
て
労
働
生
産
力
を
一
そ
う
高
め
、
し
た
が
つ
て
分
業
を
発
展

さ
せ
る
結
果
に
な
る
と
ス
ミ
ス
は
説
明
す
る

(Vol.
1
,
 p
p
.
 1

5

ー
1
7
.

一
巻
三
八
ー
四
二
頁
）
。

独
立
小
生
産
者
間
の
交
換
、
す
な
わ
ち
箪
純
な
商
品
流
通
に
お
け
る
交
換
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
と
思
え
ば
、
む
し
ろ
も
つ
ば
ら
労
慟

力
も
ま
た
商
品
と
し
て
交
換
さ
れ
る
祉
会
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義
祉
会
に
お
け
る
交
換
、
し
た
が
つ
て
そ
の
と
こ
ろ
に
お
け
る
社
会
的
分
業
が

問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
資
本
王
義
社
会
と
い
つ
て
も
、
ス
ミ
ス
は
い
ま
だ
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
段
階
の
そ
れ
に
住
み
、

し
た
が
つ
て
そ
う
し
た
祉
会
に
お
け
る
経
済
関
係
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
も
つ
割
時
代
的
な
生
産
力
に
目
を
奪
わ

八



九

れ
、
か
れ
は
ま
す
そ
の
内
部
に
現
わ
れ
る
分
業
の
技
術
的
生
産
力
に
つ
い
て
論
述
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
思
考
は
直
ち

に
広
げ
ら
れ
て
、
そ
の
マ
＝
一
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
を
成
立
た
し
め
る
庇
史
的
耽
会
的
基
盤
で
あ
る
交
換
的
経
済
関
係
が
問
図
と
な
り
、
し
か
も
も

つ
ば
ら
労
働
力
も
ま
た
商
品
化
さ
れ
て
い
る
拡
大
さ
れ
た
流
通
経
済
が
か
れ
の
究
明
の
中
心
的
対
象
と
な
っ
た
。
分
業
は
技
術
的
に
取
上
げ
ら

れ
、
社
会
的
に
展
開
さ
れ
、
さ
ら
に
高
次
の
分
業
的
社
会
関
係
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
の
生
み
出
す
生
産
力
の
偉
大
さ
が
立
証
さ
れ
て
ゆ
く
わ
け

で
あ
る
。
こ
れ
と
ま
さ
に
同
様
の
仕
方
で
苫
積
に
関
す
る
論
考
も
ま
た
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
よ
う
と
恩
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
右
の

よ
う
に
記
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

生
産
力
を
玲
大
さ
せ
る
第
二
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
充
用
労
働
者
数
の
割
合
が
、
第
二
編
に
お
い
て
は
蓄
積
論
の
形
を
と
つ
て
展
開
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
生
産
的
労
働
者
を
扶
持
す
る
た
め
に
は
一
定
の
手
段
の
保
有
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
予
め
用
意
さ

れ
る
扶
持
の
た
め
の
手
段
の
韮
が
、
充
用
す
る
生
産
的
労
慟
者
の
数
を
決
定
し
、
し
た
が
つ
て
生
産
董
を
決
定
す
る
。
「
あ
る
国
民
に
お
い
て
、

そ
の
労
働
の
適
用
上
に
お
け
る
労
慟
の
熟
練
・
技
巧
お
よ
び
判
断
の
実
朕
が
ど
の
よ
う
で
あ
れ
、
同
じ
朕
態
が
続
い
て
い
る
限
り
に
お
い
て

は
、
そ
の
国
の
年
々
の
供
給
が
充
分
で
あ
る
か
不
充
分
で
あ
る
か
は
、
有
用
な
る
労
働
に
使
用
さ
れ
て
い
る
人
の
数
と
そ
う
い
う
労
働
に
使
用

さ
れ
て
い
な
い
人
の
数
と
の
割
合
に
、
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
有
用
に
し
て
生
廂
的
な
る
労
働
者
の
数
は
、
•
…
…
•
•
い
か
な
る
場
合
に
お
い

て
も
、
か
れ
ら
を
働
か
せ
る
た
め
に
使
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
資
本
的
資
財

(
c
a
p
H
a
l

s
t
o
c
k
)

の
量
に
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
特
殊
な

方
法
に
、
比
例
す
る
も
の
で
あ
る
」

(Vol. I
,
 
p
・
 2.

一
巻
一
八
頁
）
と
。
こ
う
し
て
問
題
は
蓄
戟
論
に
移
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
と
こ

ろ
で
こ
の
場
合
蓄
核
さ
れ
る
も
の
は
な
ん
で
あ
る
か
。
右
の
章
句
に
お
い
て
は
、
賽
本
的
査
財

(
c
a
p
i
t
a
l
・
s
t
o
c
k
)

と
い
う
言
葉
が
現
わ
れ
て

ア
ダ
ム

•
R

ミ
ス
の
蓄
積
論
（
一
）



と
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
衰
財
と
究
本
と
は
、
全
休
と
部
分
‘

一
般
の
機
能
と
特
殊
の
そ
れ
と
の
区
別
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
蓄
稲
論
（
一
）

い
る
が
、
他
の
場
合
で
は
二
語
に
切
離
さ
れ
て
、

衰
本

(
c
a
p
i
t
a
l
)

ま
た
は
衰
財
(
s
t
o
c
k
)

な
る
言
葉
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

ス
ミ
ス
は

の
言
葉
を
か
な
ら
中
し
も
つ
ね
に
明
確
に
区
別
し
て
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
く
に
第

一
編
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば

s
t
o
c
k

と
い
う
言
葉
を
用
い
、
概
し
て
「
あ
る
営
業
の
利
潤
の
計
罪
さ
れ
る
基
礎
」
と
い
っ
た
程
度
の
広
い
意

味
に
解
し
て
い
る
（
大
内
訳
二
巻
五
頁
訳
者
註
）
。
そ
れ
が

衰
本
の
性
質
お
よ
び
苦
積
を
直
接
に
問
題
と
す
る
第
二
組
に
至
っ
て
、
ス
ト
ッ
ク

と
キ
ャ
ピ
ク
ル
と
に
対
し
て
明
碓
な
慨
念
上
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
で
の
問
題
が
、
も
は
や
概
念
を
あ
い
ま
い
な
姿
で
放
置
し

て
お
く
こ
と
を
許
さ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
ま
す
人
が
あ
る
特
定
の
時
期
に
保
持
す
る
土
地

以
外
の
一
般
の
貯
財
を
広
く
ス
ト
ッ
ク
と
概
念
す
る
。
こ
れ
を

大
内
数
授
は

「
資
財
」、

「
資
財
の
貯
え
」
あ
る
い

は
箪
に
「
貯
え
」
と
訳
し

て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
衰
本
）
と
い
う
の
は
、
ス
ト

ッ
ク
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
特
殊
の
在
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
個
人
の

「
衰
財
は
二
つ
の
部
分
に
分
た
れ
る
。
牧
入
を
か
れ
に
与
え
る
と
か
れ
が
期
特
す
る

こ
の
部
分
は
、
か
れ
の
衰
本

(
c
a
p
i
t
a
l
)

と
呼
ば
れ
る
。

他
の
部
分
は
か
れ
の
直
接
の
泊
喪
を
満
す
部
分
で
あ
る
」
(
V
o
l
.
I
,
 
p
.
 26

1
.
 

s
t
o
c
k
.
 cspital. 

c
a
p
i
t
a
l
 
s
t
o
c
k
 

窓
味
お
よ
び
区
別
を
ま
す
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
巻

一
0
頁
）
と
。

個
人
の
衰
財
を
総
合
し
た
も
の
が
「
一

国
ま
た
は
一
祉
会
の
総
体
の
衰
財
」
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
祇
会
の
総
休
の
衰
財
も
ま
た
、
本
質
的
に
は
、
二
つ
の
部
分
に
分
た
れ
る
。
個
人

の
「
直
接
の
消
費
の
た
め
に
と
つ
て
お
か
れ
る
部
分
」
と
表
本
と
に

(
V
o
l
.
I-
,
 p
p
.
 2

6
3

ー
・

二
巻

一
四
頁
以
下
）
。
こ
う
し
て
ス
ミ
ス
は
、

用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
牧
入

(
r
e
v
e
n
u
e
)

ま
た
は
利
潤

(
p
r
o
f
i
t
)

を
生
む
と
こ
ろ
の
賽
財
を
賽
本
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
の
資
財

1
0
 



（
註
こ

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
蓄
桔
論
（
一
）

こ
こ
に
い
う
資
本
の
特
殊
の
機
能
と
は
、
も
ち
ろ
ん
牧
入
ま
た
は
利
潤
を
生
む
と
い
う
こ
と
を
さ
す
の
で
あ
る
が
、
資
本
の
概
念
が
本
質
的

に
利
潤
と
の
相
関
に
成
り
立
つ
こ
と
は
、
ス
ミ
ス
の
明
確
に
意
識
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
資
本
の
特
性
と
し
て
、
一
定
額
の
資
本
は

、

一
定
額
の
利
潤
（
自
然
率
に
お
け
る
利
潤
）
を
生
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
自
身
物
狸
的
に
規
定
さ
れ
た
自
然
物
に

ほ
か
な
ら
な
い
生
商
の
た
め
の
語
手
段
、
す
な
わ
ち
資
財
が
利
潤
を
生
む
資
本
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
特
定
の
庇
史
的
祉
会
に
お

い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
表
硯
に
し
た
が
え
ば
ス
ト
ッ
ク
が
蓄
秩
さ
れ
土
地
の
私
有
が
始
ま
る
と
、
「
労
慟
の
全
生
産
物
は
か
な
ら
す

し
も
労
働
者
に
は
帰
属
し
な
い
」

(Vol. I
,
 
p
.
 51

.
 

一
巻
一

0
三
頁
）
で
、

一
部
は
利
潤
の
形
で
資
本
家
に
留
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

表
本

-
、
主
義
祉
会
に
至
っ
て
初
め
て
利
潤
な
る
所
得
が
生
じ
、
し
た
が
つ
て
そ
れ
を
目
的
と
し
て
用
い
ら
れ
る
諸
手
段
が
安
本
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

自
然
的
技
術
的
な
條
件
が
一
定
の
脈
史
的
計
会
的
関
係
に
お
か
れ
る
と
き
に
姿
本
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
、
そ
う
し
た
底
史
的
祉
会
的
規
定

を
、
資
本
の
概
念
に
お
い
て
は
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
点
を
別
に
明
確
に
意
識
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
第
二
編
の
序
論
に
資
本
の
発
生
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
辰
史
的
諭
述
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
資
本
の
利
潤
は
、
監
督
お
よ
び
指
揮
の
労
鋤
の
数
量
・
激
し
さ
、
ま
た
は
エ
夫
と
な
に
ら
比
例
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
全
く
、
使
用
さ

れ
る
査
本

の
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
、
そ

の
大
小
は
こ

の
資
本
の
大
小
に
比
例
す
る
も
の
で
あ
る
。」

(
V
o
l.
1

,
 

p
.
 50
.

―
巻
一
〇

二
頁
）
「
も
し
か
り
に
か
れ
が
か
れ
の
附
近
に
お
け
る
普
通
率
の
利
潤
が
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
安
い
価
格
で
売
る
と
す
れ
ば
、
か
れ
は
明
ら
か
に
商

業
上
の
損
失
者
と
な
る
。
け
だ
し
か
れ
に
し
て
そ
の
喪
本
を
他
の
方
法
に
使
っ
た
な
ら
ば
、
か
れ
は
そ
れ
だ
け
の
利
潤
は
え
た
に
相
違
な
い
か
ら

で
あ
る
。
」

(Vol.
1

,
 

p
.
 57
.

一
券
ニ
―
四
頁
）



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
蓄
茄
論
（
一

）

「
資
財

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
分
業
も
交
換
も
行
わ
れ
な
い
未
間
の
祉
会
に
お
い
て
は
、
「
あ
ら
か
じ
め
な
に
か
の
衰
財

(
s
t
o
c
k
)

を
蓄
積
ま
た
は
貯
蔵

必
要
は
分
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
生
す
る
。
「
織
エ
が
か
れ
自
身
を
完

全
に
か
れ
の
特
殊
な
業
務
に
委
ね
う
る
た
め
に
は
、
か
れ
が
か
れ
の
織
物
を
完
成
す
る
の
み
な
ら
す
そ
れ
を
売
却
す
る
ま
で
の
間
、
か
れ
自
身

の
所
有
で
も
よ
く
ま
た
は
他
人
の
所
有
で
も
よ
い
が
、
か
れ
の
生
活
を
維
持
し
、
か
れ
に
か
れ
の
仕
事
の
材
料
と
追
具
と
を
供
給
す
る
に
足
る

だ
け
の
資
財
が
、

ど
と
か
に
ま
す
も
つ
て
貯
積

(
s
t
o
r
e
u
p
)

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
V
o
l
.
I
,
 
p
.
 25

8
・
ニ
巻
七
頁
）
。

の
蓄
積
は
事
の
性
質
上
、

述
べ
る
ま
で
も
な
い
。

分
業
に
先
行
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
」

(
V
o
l
.
I
,
 

p
.
 25

9
.

二
巻
七
頁
）。

こ
の
場
合
ス
ミ
ス
が
、

資
財
の
集
積
を

交
換
的
分
業
祇
会
の
固
有
の
現
象
と
み
る
点
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
反
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
前
の
共
同
的
生
産

計
会
に
お
い
て
も
、
い
や
し
く
も
再
生
産
が
維
持
さ
れ
、
そ
の
拡
張
が
行
わ
れ
う
る
た
め
に
は
、

資
財
の
貯
え
の
必
要
な
こ
と
は
あ
ら
た
め
て

一
定
の
資
財
の
保
持
は
再
生
査
進
行
の
た
め
の
條
件
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
資
財
の
保
持
は
再
生
産
の
拡
大
、
す
な
わ

ち
蓄
積
に
と
つ
て
の
條
件
と
な
る
。
そ
れ
が
分
業
的
交
換
祗
会
に
お
い
て
は
、
独
立
の
個
別
的
生
産
者
が
蓄
積
の
主
体
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
か

れ
ら
が
こ
れ
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
行
う
。
も
ち
ろ
ん
衰
財
は
原
則
と
し
て
市
場
か
ら
購
入
し
、
そ
れ
を
用
い
て
作
っ
た
生
廂
物
も
ま
た
商

品
と
し
て
市
場
に
販
売
す
る
。
賽
財
は
流
通
的
市
場
経
済
関
係
に
よ
る
規
定
を
う
け
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
労
働
力
も
ま
た
商
品
と

な
る
に
至
っ
た
流
通
経
済
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義
祉
会
に
お
い
て
は
、
資
財
は
商
品
と
し
て
の
規
定
の
ほ
か
に
、
利
潤
を
牧
得
す
る
資
本
と
し

て
の
性
格
を
え
る
。
物
と
し
て
の
箪
な
る
資
財
は
、
こ
う
し
て
交
換
的
社
会
関
係
に
よ
る
規
定
の
う
え
に
資
本
と
な
り
、
三
重
．の
規
定
を
も
つ

わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
ス
ミ
ス
は
、
箪
純
に
も
分
業
的
交
換
関
係
と
の
連
関
に
お
い
て
大
ざ
つ
ば
に
と
ら
え
、
し
た
が
つ
て
そ
の
懸
史
的
祉
会

す
る
必
要
は
な
い
」
(
V
o
l
.
I
,
 

p
.
 25

8
.
，
二
巻
六
頁
）
。



的
意
義
や
発
展
的
連
関
に
つ
い
て
は
深
い
考
慮
も
加
え
す
、
し
か
も
資
本
を
本
質
的
に
は
依
然
と
し
て
自
然
的
技
術
的
に
箪
な
る
物
と
し
て
の

生
産
手
段
と
み
る
見
解
を
終
始
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
分
業
論
に
お
け
る
と
全
く
同
じ
恩
考
の
方
式
で
あ
り
、
そ
れ
を
裏
害

資
財
の
蓄
積
が
進
む
に
つ
れ
て
、
労
慟
の
細
分
は
進
み
、
労
慟
生
産
力
は
向
上
し
、
労
慟
の
加
工
す
る
材
料
の
菫
も
増
加
し
て
ゆ
く
。
こ
う

し
て
「
分
業
が
進
む
に
従
っ
て
、
同
数
の
職
工
に
不
断
の
仕
事
を
与
え
ん
が
た
め
に
は
、
従
来
と
同
撮
の
食
料
品
の
ス
ト
ッ
ク
と
、

未
聞
の
肱

態
に
お
い
て
必
要
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
て
，
ョ
リ
多
く
の
材
料
と
追
具
の
ス
ト

ッ
ク
が
あ
ら
か
じ
め
蓄
杭
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(Vol. I
,
 

p
.
 25

9
.

二
巻
七
ー
八
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
い
う
ス
ミ
ス
は
、
分
業
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
技
術
的
に
も
就
会
的
に
も
概
念
し
、

資
財

の
蓄
積
に
つ
い
て
は
、
箪
な
る
自
然
的
素
材
お
よ
び
分
業
的
祉
会
関
係
の
二
韮
の
見
旭
か
ら
眺
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
さ
ら
に
表

本
主
義
計
会
に
お
け
る
蓄
積
が
、
記
述
内
容
の
実
質
的
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
疑
い
え
な
い
。
そ
れ
は
続
い
て
記
さ
れ
て
い

る
論
述
に
み

て
も
、
ま
た
一
般
に
か
れ
が
資
本
の
蓄
租
に
つ
い
て
述
べ
る
全
体
の
調
子
か
ら
い
つ
て
も
、
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
ス
ミ
ス
は
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
段
階
の
そ
れ
で
は
あ
る
が
、

表
本
主
義
的
蓄
積
の
事
実
を
つ
ね
に
解
明
の
究
極
の
課
題
と

し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
理
想
的
に
過
程
す
る
衰
本
主
義
経
済
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
は
資
本
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
、
物
財
は
衰
本
と

し
て
の

規
定
を
う
け
て

表
財
と

な
る
。

貨
銀
•
利
潤
・

地
代
の
ご
と
き
所
得
も

衰
本
に
よ

る
祉
会
的
生
産
過
謀
か
ら
分
配
面
に
生
す
る
そ
の
一

つ
の
分
枝
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
消
費
的
家
計
の
保
持
す
る
消
費
的
財
貨
の
貯
財
の
形
で
硯
わ
れ
て
く
る
。
こ

れ
に
反
し
て
残
り
の
部
分

は
、
再
び
資
本
と
し
て
生
森
過
程
に
投
下
さ
れ
、
し
た
が
つ
て
祉
会
に
存
在
す
る
資
財
の
保
有
は、

資
本
と
し
て
機
能
す
る
部
分
と
そ
う
で
な

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
蓄
稲
論
（
一
）

す
る
事
実
と
し
て
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
論
述
も
残
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ー
ー
_



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
蓄
積
論
（
一
）

生
森
費
説
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
の
価
値
論
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
支
配
労
慟

い
箪
な
る
資
財
と

の
二
部
分
に
分
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
が
一

国
に
お
け
る
賽
本
と
衰
財
と
の
区
別
に
つ
い
て
行
っ
た
紙
追

の
説
明
は
、
右
の
ご
と
く
に
解
す
る
と
き
に
初
め
て
そ
の
餌
実
の
意
義
が
明
ら
か
と
な
る

よ
う
に
、
わ
た
く
し
は
m心う。

資
本
主
義
計
会
に
お
け
る
蓄
積
を
論
じ
て
、
そ
の
歴
史
的
祉
会
的
意
義
と
連
関
と
を
明
確
に
意
識
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

は
、
も
と
よ
り
ス
ミ
ス
の
弱
点
で
あ
る
。
歴
史
的
に
相
対
的
な
資
本
、主義
的
蓄
核
過
租
が
自
然
的
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

し
た
が
つ
て
資
本
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
規
定
せ
ら
れ
た
。
利
潤
を
生
む
と
い
う
資
本
の
祉
会
的
膝
史
的
特
質
が
、
あ
た
か
も
物
と
し
て

の
資
本
に
内
属
す
る
自
然
的
物
理
的
屎
性
で
あ
る
か
に
絶
休
化
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
す
べ
て
資
本
に
は
そ
の
価
値
に
比
例
す
る
一
定
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

（註一

）

利
潤
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
ス
ミ
ス
は
い
う
。

自
然
率
に
お
け
る
利
潤
は、

同
じ
く
自
然
率
に
お
け
る
地
代
お
よ
び
賃
銀
と
合
し
て
自
然

価
格
を
構
成
す
る

(Vol.
I
,
 
p
.
 57
.
 

説
あ
る
い
は
構
成
部
分
的
見
解
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
関
連
す
る
。
そ
れ
は
後
来
す
る
古
典
派
諸
学
者
の
間
に
多
く
の
理
論
上
の
混
乱
と
紛
糾
と

を
ひ
き
お
こ
す
原
因
と
な
っ
た
が
、
も
と
を
正
せ
ば
ス
ミ
ス
の
素
材
的
資
本
観
が
そ
の
種
を
ま
い
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い

（
拙
著
利
子
学

詮
史
三
九
四
頁
以
下
）
。

幣
関
係
あ
る
い
は
流
通
関
係
の
中
に
資
本
の
根
本
の
意
義
を
求
め
る
の
で
は
な
く
て
、
ス
ミ
ス
は
そ
れ
を
資
本
が
素
材
の
ま
ま
で
慟
く
直
接
の

生
産
過
桂
に
つ
い
て
究
明
し
た
。
資
本
が
屈
う
生
産
的
労
慟
者
は
衰
本
と
し
て
提
供
さ
れ
る
原
料
に
労
慟
の
価
値
だ
け
を
附
加
し
、
そ
の
価
値

は
衰
本
が
蓄
積
さ
れ
土
雌
の
私
有
さ
れ
て
い
る
社
会
に
お
い
て
は
、
貨
銀
•
利
潤
お
よ
び
地
代
に
分
解
す
る
こ
と
を
ス
ミ
ス
は
逃
べ
て
い
る

(Vol. I
,
 
p
p
.
 SC

,
5
1
.
 

一
巻
―
―
―
―

-l-
―
四
頁
）。

素
材
的
資
本
観
は
、
先
行
す
る
重
商
主
義
学
説
に
み
ら
れ
る
流
通
主
義
資
本
観
に
対
立
す
る
。
商
業
的
に
箪
な
る
貨

一
巻
一

0
-
l
-
0四
頁
）
。

利
潤
が
価
値
の
控
除
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
価
伯
の
根
源
は
労
慟
に
あ
り
、
そ
の
労
働

一
四



て
資
本
関
係
に
つ
い
て
の
本
来
の
認
識
に
迫
つ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い。

一
五

を
扶
持
す
る
も
の
が
資
本
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
こ

れ
は

ス
ミ
ス

の
理
論
の
も
う
―
つ

の
重
要
な
要
素
で
あ
る
投
下
労
励
説
あ

る
い
は
分
解
部
分
的
見
陥
と
し
て
知
ら
れ
る
主
張
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
相
関
的
連
関
に
立

つ
衰
本
と
利
洞
と
の

二
つ
が
、
生
径
手
段
と
労
慟
者

と
の
結
合
の
、
し
た
が
つ
て
生
産
過
程
そ
れ
自
身
の
、
特
殊
な
る
底
史
的
祉
会
的
規
定
に
依
存
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
。
ス
ミ
ス
の
素

一
方
で
は
生
産
翌
説
や
支
配
労
慟
説

へ
と
誘
つ
て
い

る
が
、
他
方
で
は
こ
う
し
て
生
産
過
租
の
分
析
を
深
め
る

こ
と
に
よ
っ

「雇
主
は
、
そ
の
製
作
物
の
売
却
が
資
本
を
回
収
す
る
だ
け
に
止
ま
り、

そ
れ
に
よ
っ
て
麗
主
み
ず
か
ら
な
に
ら
得
る
と
こ
ろ
が
な
い
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
の
人
々
を
雇
う
こ
と
に
何
の
興
味
も
持
た
な
い
は
ず
で
あ
る。

そ
し
て

ま
た
、
も
し
も
か
れ
の
利
潤
が
か
れ
の
資
本
の
大
さ
に
対
し
て

一

種
の
比
例
を
保
た
な
い
な
ら
ば
、
小
資
本
よ
り
も
大
資
本
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
か
れ
は
何
の
興
味
を
も
持
た
な
い
は
ず
で
あ
る
。
」

(Vol
.

1
,
 

p
.
 so.
―
巻
一

0
二
頁
）

も
つ
と
も
資
本
は
関
係
で
あ
る
ま
え
に
直
接
的
に
は
素
材
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
脈
史
を
超
え
て
妥
当
す
る
資
本

の
根
源
的
自
然
的
規
定
で

あ
る
か
ら
、

素
材
的
資
本
観
は
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
は
、
ま
さ
に
衰
本
の
第

一
次
の
慨
念
を
指
摘
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で

素
材
は
一
定
の
底
史
的
祉
会
的
関
係
に
お
か
れ
る
と
き
に
は
衰
本
と
な
り
、
そ
の
場
合
の
関
係
が
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て

分
解
部
分
的
見
解
の
形
を

と
つ
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
依
然
と
し
て
資
本
は
も
つ
ば
ら
素
材
と
し
て
だ
け
の
規
定
を
与
え
ら
れ
た
ま
ま
。
他
方

ス
ミ
ス
は
、
資
本
に
よ
る
再
生
産
過
租
が
反
復
回
帰
す
る
過
程
の
究
極
に
生
産
費
法
則
が
実
現
せ
ら
れ
る
流
通
の
事
態
に
着
眼
し
、

変
化
し
な

い
静
止
肱
態
の
経
済
は
自
然
的
で
あ
る
と
し
て
絶
休
説
し
、
こ
れ
に
絶
体
的
自
然
的
素
材
と
し
て
の
資
本
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て

（
註
一
）

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
蓄
積
論
（
一
）

材
的
衰
本
観
は
、

'ヽ



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
蓄
積
論
（
一
）

筏

も
と
よ
り
ス
ミ
ス
が
資
本
を
素
材
と
み
る
立
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
資
本

構
成
部
分
的
見
解
が
硯
わ
れ
る
に
至
っ
た
。

る
ス
ミ
ス
の
根
本
の
態
度
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
か
え
つ
て
重
商
主

の
生
産
過
程
に
理
論
上
の
最
後
の
足
場
を
お
い
て
い

と
が
で
き
た
。
し
か
し
他
方
で
は
特
殊
の
朕
史
的
相
対
的
な
祉
会
関
係
が
無
規
定
の
ま
ま
放
置
さ

義
暉
論
の
流
迎
主
義
的
偏
見
を
是
正
す
る
こ

れ
、
資
本
の
展
開
さ
れ
る
各
局
面
で
の
形
態
や
特
質
が
組
織
的
に
鮒
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
か
く
て
そ
の
ま
ま
錯
雑
と
な
り
矛
盾
と
な

つ
て
ス
ミ
ス
の
理
論
の
中
に
内
包
さ
れ
現
象
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
＇
（
未
完
）

讐
1

本
稿
は
昭
和
二
十
五
年
度
学
術
振
興
会
補
助
に
よ
る
「
古
典
学
源
蓄
積
理
論
研
究
」

の
一

部
で
あ
る。
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