




は
じ
め
に
│
│
人
の
資
本
主
義

中
島
隆
博

人
の
資
本
主
義
。
こ
れ
は
、
人
間
と
資
本
主
義
の
複
合
語
で
す
。
重
要
な
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
は
ま
だ
人
間
も

資
本
主
義
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
人
間
と
い
う
概
念
も
資
本
主
義
と
い
う
概
念
も
、

歴
史
の
上
で
大
き
く
変
遷
し
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
が
よ
く
わ
か
ら
ず
、
変
化
し
続
け
て
い
る
二
つ
の
概
念
を

組
み
合
わ
せ
た
と
き
に
、
何
が
起
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
が
望
ん
で
い
る
の
は
、
人
の
資
本
主
義
が
よ
り
ま

し
な
世
界
を
開
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

現
在
の
状
況
は
楽
観
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
深
く
分
断
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
と
動

物
の
分
断
、
人
間
と
生
物
の
分
断
、
人
間
と
環
境
の
分
断
が
人
間
の
中
に
折
り
返
さ
れ
た
結
果
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

資
本
主
義
も
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
の
社
会
に
巨
大
な
格
差
を
も
た
ら
し
、
人
間
の
分
断
を
助
長
し
、
環
境
に
大
き
な

負
荷
を
か
け
続
け
て
い
ま
す
。

人
間
が
人
間
的
に
な
っ
て
い
く
こ
と
。
こ
れ
は
ま
る
で
花
が
咲
く
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
す
。
適
切
な
時
期
に
適
切

な
支
え
が
必
要
で
す
。
﹃
孟
子
﹄
公
孫
丑
上
に
、
悪
い
﹁
助
長
﹂
の
話
が
あ
り
ま
す
。
宋
の
国
の
人
が
苗
の
生
長
が
遅

い
の
を
心
配
し
て
、
一
日
中
苗
を
引
っ
張
っ
て
生
長
を
﹁
助
長
﹂
し
た
と
こ
ろ
、
苗
は
枯
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う

も
の
で
す
。
現
在
の
資
本
主
義
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
﹁
助
長
﹂
に
溢
れ
て
い
ま
す
。
資
本
主
義
と
は
何
か
は
よ
く
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わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
特
徴
は
、
時
間
の
支
配
の
仕
方
に
あ
り
ま
す
。
資
本
を
投
下
し
て
回
収

す
る
の
が
投
資
で
す
が
、
そ
れ
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
単
線
的
な
時
間
を
設
定
し
て
、
無
理
な
投
資
を

し
て
は
恐
慌
を
起
こ
す
仕
組
み
で
す
。
し
か
し
、
人
間
の
時
間
に
は
ふ
く
ら
み
が
あ
り
、
無
理
な
﹁
助
長
﹂
が
、
人

間
を
枯
ら
し
て
し
ま
う
の
は
明
ら
か
で
す
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
資
本
主
義
に
よ
り
賢
く
な
っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
適
切
な
時
期
に
適
切
に

支
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
現
在
大
き
く
発
展
し
て
き
て
い
る
情
報
技
術
を
う
ま
く
使
う

こ
と
も
大
事
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
情
報
技
術
に
は
光
と
影
が
あ
り
ま
す
の
で
、
悪
く
す
る
と
、
人
間
を
支
配
す

る
方
向
に
行
き
か
ね
ま
せ
ん
。
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
の
世
界
を
計
算
し
尽
く
し
て
、
到
来
す
る
も
の
、
偶
然
的
な
も

の
を
、
あ
ら
か
じ
め
排
除
す
る
方
向
に
行
く
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
こ
は
知
恵
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
す
。
人
間
を
支
配
し
尽
く
し
た
り
、
未
来
を
支
配
し
尽
く
し
た
り
す
る

こ
と
は
、
お
そ
ら
く
原
理
的
に
は
で
き
な
い
は
ず
で
す
し
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
構
築
の
中
に
、
そ
れ
が
肥
大
化
し
な
い

穴
の
よ
う
な
仕
掛
け
を
組
み
込
む
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
す
。
人
間
が
自
由
に
な
る
た
め
に
、
情
報
技
術
が
あ
る
こ

と
を
徹
底
す
る
べ
き
な
の
で
す
。

次
に
大
事
な
こ
と
は
、
資
本
主
義
と
並
走
す
る
社
会
シ
ス
テ
ム
を
洗
練
す
る
こ
と
で
す
。
資
本
主
義
は
そ
れ
単
独

で
は
機
能
し
ま
せ
ん
。
市
場
が
必
要
で
す
し
、
何
よ
り
も
社
会
そ
の
も
の
が
必
要
で
す
。
人
間
が
住
む
社
会
が
真
に

豊
か
に
な
る
よ
う
に
、
社
会
シ
ス
テ
ム
を
洗
練
す
る
こ
と
で
、
資
本
主
義
を
上
手
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
は
ず
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
社
会
的
想
像
力
を
鍛
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
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﹁
わ
た
し
た
ち
は
い
か
な
る
社
会
を
望
む
の
か
﹂
と
い
う
問
い
で
す
。

ど
う
し
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、﹁
で
き
る
﹂
こ
と
を
拡
大
し
よ
う
と
し
が
ち
で
す
。
あ
れ
も
で
き
ま
す
、
こ
れ
も

で
き
ま
す
。
資
本
主
義
が
﹁
助
長
﹂
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
﹁
で
き
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

欲
望
が
い
っ
た
ん
は
充
足
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
﹁
で
き
る
﹂
こ
と
に
は
限
り
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

再
び
、
次
の
﹁
で
き
る
﹂
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
の
で
す
。

で
は
、
﹁
望
む
﹂
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
﹁
で
き
る
﹂
と
は
異
な
る
欲
望
の
形
で
す
。
﹁
希
む
﹂
と
書
い
た

ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
﹁
こ
の
国
に
は
何
で
も
あ
る
。
だ
が
、
希
望
だ
け
が
な
い
﹂
と
言
っ
て
い
た
の
は
、

村
上
龍
﹃
希
望
の
国
の
エ
ク
ソ
ダ
ス
﹄︵
文
藝
春
秋
、
2
0
0
0
年
︶
の
少
年
で
し
た
。
わ
た
し
た
ち
は
、
希
望
の
レ
ッ

ス
ン
を
ず
い
ぶ
ん
怠
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
社
会
的
想
像
力
は
、
希
望
の
レ
ッ
ス
ン
な
し
に
は
育
ま
れ
ま
せ

ん
。
わ
た
し
は
か
つ
て
立
命
館
大
学
に
在
職
し
て
い
た
際
に
、
当
時
文
学
部
長
で
あ
っ
た
長
田
豊
臣
先
生
か
ら
、
現

在
の
立
命
館
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
大
学
の
構
想
を
手
伝
う
よ
う
に
と
お
声
が
け
い
た
だ
い
た
と
き
に
、
﹁
日
本
に
か

つ
て
な
か
っ
た
大
学
を
構
想
し
な
さ
い
﹂
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
心
に
震
え
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
長
田
先
生
な
り

の
希
望
の
レ
ッ
ス
ン
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
﹁
で
き
る
﹂
で
は
な
く
﹁
望
む
﹂
こ
と
に
真
剣
に
向
き
合
う
時

間
が
そ
こ
に
は
あ
り
ま
し
た
。

﹁
わ
た
し
た
ち
は
い
か
な
る
社
会
を
望
む
の
か
﹂
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
社
会
的
想
像
力
を
鍛
え
る
こ
と
で
、
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
資
本
主
義
を
よ
い
方
向
に
少
し
は
飼
い
慣
ら
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
は
逆
に

な
っ
て
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
資
本
主
義
に
よ
っ
て
社
会
シ
ス
テ
ム
の
方
が
変
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
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す
。
そ
れ
は
資
本
主
義
に
と
っ
て
も
不
幸
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

資
本
主
義
に
よ
り
賢
く
な
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
三
番
目
に
大
事
な
こ
と
は
、
言
葉
の
問
題
で
す
。
欲
望
、
利
己

心
、
資
本
、
時
間
、
貨
幣
、
利
潤
、
利
子
、
価
値
、
差
異
等
々
、
資
本
主
義
を
支
え
て
い
る
重
要
な
概
念
が
い
く
つ

も
あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
概
念
は
十
分
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
在
の
資
本

主
義
を
理
解
す
る
た
め
に
役
に
立
っ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
近
代
的
な
諸
概
念
を
ア
ッ
プ
デ
ー

ト
す
る
と
同
時
に
、
新
し
い
概
念
、
新
し
い
言
葉
を
生
み
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
本
書
に
は

﹁
共
生
﹂
、﹁
定
常
経
済
﹂
、﹁
脱
成
長
﹂
、﹁
手
入
れ
﹂
等
々
の
新
し
い
言
葉
が
い
く
つ
も
登
場
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
現
在

の
資
本
主
義
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
概
念
な
の
で
す
。

わ
た
し
た
ち
の
生
は
き
わ
め
て
複
雑
な
複
雑
系
で
す
。
そ
れ
を
い
か
な
る
概
念
で
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と

自
体
が
、
生
に
影
響
を
与
え
ま
す
。
概
念
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
た
り
、
新
し
く
生
み
出
す
こ
と
は
、
単
に
記
述
を
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
生
に
関
与
し
て
い
る
の
で
す
。
資
本
主
義
も
同
様
に
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
す
で
に
生

き
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
シ
ス
テ
ム
で
は
も
は
や
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
概
念
を
通
じ

て
、
資
本
主
義
自
体
を
よ
い
方
向
に
変
容
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
す
。

人
の
資
本
主
義
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
自
体
が
、
新
し
い
概
念
で
す
。
そ
れ
は
、
人
間
を
資
本
と
み
な
す
よ
う

な

h
u
m
a
n
c
a
p
ita
l
の
議
論
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
し
、
人
間
中
心
主
義
的
な
匂
い
が
消
え
な
い
人
間
的
な
資

本
主
義
と
も
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
と
資
本
主
義
の
再
定
義
を
同
時
に
要
求
す
る
も
の
で
す
。
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人
間
の
方
か
ら
述
べ
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
近
代
に
な
っ
て
、
ず
い
ぶ
ん
人
間
中
心
主
義
的
な
人
間
観
に
浸
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
れ
は
神
の
代
わ
り
な
の
で
す
。
人
間
以
外
の
動
物
や
生
物
そ
し
て
環
境
が
、
人
間
に
ど
れ
だ
け
苛
ま

れ
て
き
た
か
を
考
え
る
だ
け
で
も
、
人
間
中
心
主
義
の
残
酷
さ
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
人
間
の
中

に
折
り
返
さ
れ
て
、
人
間
を
深
く
分
断
し
て
い
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ
が
そ
の
﹃
ホ
モ
・
デ
ウ
ス
﹄
︵
柴
田
裕
之
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
2
0
1
8
年
︶
の
中
で
、

神
の
よ
う
に
な
っ
た
人
間
す
な
わ
ち
ホ
モ
・
デ
ウ
ス
と
、
そ
れ
以
外
の
多
く
の
﹁
無
用
者
階
級
﹂
へ
の
分
断
を
描
い

た
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
を
戦
慄
さ
せ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
る
程
度
は
す
で
に
現
実
化
し
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
考
え
て
い
る
の
は
、
H
u
m
a
n
C
o
-
b
e
c
o
m
in
g
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
り
わ
け

西
洋
哲
学
の
文
脈
で
は
、
人
間
は

H
u
m
a
n
B
e
in
g
と
し
て
、
存
在
の
側
か
ら
、
つ
ま
り
は
存
在
と
し
て
の
神
の
側
か

ら
見
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
近
年
、
東
洋
哲
学
を
研
究
す
る
人
々
か
ら
、
H
u
m
a
n
B
e
c
o
m
in
g
と
い

う
考
え
が
出
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
﹁
仁
﹂
と
い
う
古
い
概
念
の
読
み
直
し
で
も
あ
り
、
人
間
は
人
間
的
に

な
っ
て
い
く
も
の
だ
、
と
い
う
意
味
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
に

c
o
す
な
わ
ち
﹁
一
緒
に
﹂
と
い
う
言
葉
を
付
け

加
え
て
、
H
u
m
a
n
C
o
-
b
e
c
o
m
in
g
と
言
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
は
ひ
と
り
で
人
間
的
に

な
る
こ
と
は
で
き
ず
、
他
者
と
共
に
あ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
人
間
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
が
、
西
洋
哲
学
の
根
本
概
念
で
あ
る
存
在
論
へ
の
挑
戦
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
存

在
に
代
え
て
変
容
を
、
し
か
も
共
に
変
容
す
る
こ
と
を
、
人
間
の
再
定
義
と
し
て
考
え
て
み
た
い
の
で
す
。
ひ
と
り
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ひ
と
り
の
人
間
が
根
底
的
に
変
容
す
る
こ
と
に
、
人
間
の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
人
間

の
価
値
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
変
容
す
る
人
間
に
価
値
を
置
く
こ
と
に
、
も
し
新
た
な
資
本
主
義
が
貢
献
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
望
ま
し
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
人
の
資
本
主
義
と
呼
ん
で
み
た
い
の
で
す
。

で
は
、
資
本
主
義
の
ほ
う
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
、
資
本
主
義
も
大
き
く
変
化
し
続
け
て
い
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
見
取
り
図
と
し
て
、
モ
ノ
の
資
本
主
義
と
コ
ト
の
資
本
主
義
を
考
え
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

モ
ノ
の
資
本
主
義
で
は
、
労
働
に
よ
っ
て
製
品
と
い
う
モ
ノ
を
生
産
し
、
そ
れ
を
流
通
さ
せ
て
所
有
し
ま
す
。
人

間
は
、
そ
こ
で
は
労
働
者
で
す
。
生
産
が
労
働
の
中
心
に
あ
り
、
所
有
が
生
を
彩
っ
て
い
ま
し
た
。
﹁
わ
た
し
と
は
何

で
あ
る
の
か
﹂
と
問
わ
れ
れ
ば
、
﹁
働
く
者
だ
﹂
と
容
易
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
あ
る
時
期
か
ら
世
の
中
に
は
モ
ノ
が
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
消
費
し
て
も
消
費
し
て
も
追
い
付
か

な
く
な
り
ま
す
。
す
る
と
身
体
的
だ
け
で
な
く
精
神
的
に
も
過
剰
な
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
に
苦
し
む
と
い
う
、
何
と
も
皮

肉
な
状
況
が
で
き
ま
し
た
。

資
本
主
義
は
こ
こ
で
、
コ
ト
に
向
か
い
ま
し
た
。
差
異
を
つ
く
り
出
し
、
差
異
を
消
費
す
る
資
本
主
義
は
、
モ
ノ

で
は
な
く
コ
ト
、
す
な
わ
ち
あ
る
種
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
た
出
来
事
や
情
報
に
向
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
し
て
差

異
が
な
け
れ
ば
差
異
が
あ
る
よ
う
に
見
せ
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
経
験
す
る
出
来
事
自
体
が
差
異
と
し
て
消
費
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
﹁
違
い
を
つ
く
り
出
す
﹂
が
合
言
葉
で
す
。

はじめに vi



た
だ
し
、
そ
の
コ
ト
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
さ
れ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
偶
然
性
に
乏
し
い
も
の
で
す
。

そ
こ
に
偶
然
性
を
ど
う
組
み
込
ん
で
い
く
か
が
腕
の
見
せ
所
で
す
か
ら
、
偶
然
性
が
脚
光
を
浴
び
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
は
や
は
り
相
変
わ
ら
ず
偶
然
性
に
乏
し
い
も
の
で
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。

あ
る
人
の
個
性
も
、
こ
う
し
た
コ
ト
の
資
本
主
義
で
は
重
要
な
価
値
に
な
り
ま
す
。
何
を
所
有
し
て
い
る
か
と
い

う
よ
り
む
し
ろ
、
ど
の
よ
う
な
経
験
を
し
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
る
か
が
、
そ
の
人
の
ユ
ニ
ー

ク
さ
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
た
だ
、
ユ
ニ
ー
ク
さ
と
い
っ
て
も
あ
る
範
囲
で
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

越
え
る
と
す
ぐ
さ
ま
叩
か
れ
る
わ
け
で
す
。

で
は
、
資
本
主
義
は
ど
こ
に
向
か
え
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
、
そ
れ
が
﹁
人
の
資
本
主
義
﹂
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
そ
の
場
合
の
﹁
人
﹂
は
、
生
産
者
、
消
費
者
、
労
働
者
、
個
性
あ
る
個
人
、
と
い
っ
た
近
代
的
な
概

念
に
は
収
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
遥
か
昔
の
﹁
仁
﹂
や
、
今
日
的
な

H
u
m
a
n
C
o
-
b
e
c
o
m
in
g
が
同
時
に
告
げ
て
い

る
﹁
人
﹂
な
の
で
す
。
そ
う
し
た
﹁
人
﹂
が
花
咲
く
こ
と
を
価
値
と
す
る
こ
と
。
も
し
資
本
主
義
が
そ
ち
ら
に
向
か

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
世
界
の
風
景
は
大
き
く
変
わ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

人
の
資
本
主
義
。
こ
の
新
し
い
複
合
語
が
開
く
も
の
は
、
あ
る
慎
ま
し
い
生
の
様
式
で
す
。
そ
れ
は
人
間
が
と
も

に
人
間
的
に
な
っ
て
い
く
望
み
の
も
と
に
生
き
る
も
の
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
も
し
か
す
る
と
人
間
は
動
物
や

植
物
の
高
貴
さ
に
少
し
は
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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第
Ⅰ
部
]

資
本
主
義
の
問
い
直
し
方



小
野
塚
知
二

第
１
章

﹁
人
の
資
本
主
義
﹂
の
意
味
と

可
能
性
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き



1
．

資
本
主
義
の
人
間
的
性
格
と
非
人
間
的
︵
あ
る
い
は
非
人
格
的
︶
性
格

ま
ず
資
本
主
義
と
い
う
言
葉
を
、
わ
た
し
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
ま
す
。

①
商
品
生
産
を
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
で
ど
れ
ほ
ど
の
割
合
を
占
め
て
い
る
の
か
と
い
う
量

的
な
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、

②
商
品
と
し
て
売
れ
る
も
の
が
先
に
決
ま
っ
て
い
て
、
残
余
が
非
商
品
と
し
て
供
給
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、

商
品
生
産
は
、
人
間
＝
社
会
全
体
の
再
生
産
に
お
い
て
基
底
的
な
性
格
を
有
し
て
お
り
、

③
そ
の
商
品
生
産
の
基
底
的
な
部
分
を
、
自
営
的
な
小
商
品
生
産
者
で
は
な
く
、
他
人
の
賃
労
働
を
雇
う
資
本
の

運
動
が
担
う
社
会
・
経
済
で
あ
る
。

わ
た
し
に
特
有
の
定
義
の
仕
方
は
②
で
す
。
①
と
③
に
関
し
て
は
、
通
常
ど
の
辞
典
や
辞
書
、
あ
る
い
は
経
済
学

の
概
説
書
に
も
、
だ
い
た
い
そ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。

資
本
主
義
と
い
う
の
は
、
商
品
生
産
が
重
要
だ
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
商
品
生
産
と
は
端
的
に
言
う
と
、
金
儲
け

の
た
め
の
生
産
で
あ
り
、
貨
幣
を
獲
得
す
る
こ
と
を
目
的
に
す
る
生
産
の
こ
と
を
い
う
わ
け
で
す
。

た
だ
、
通
常
の
定
義
で
は
、
商
品
生
産
が
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
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そ
れ
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
現
在
で
も
、
ま
た
先
進
国
の
経
済
で
あ
っ
て
も
、
商
品
生
産
︵
市
場
向
け
の
貨
幣
を
目
的
と

し
た
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
︶
は
、
人
間
の
投
入
し
て
い
る
総
労
働
時
間
の
5
～
7
割
程
度
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。
し

た
が
っ
て
、
商
品
生
産
が
全
て
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
な
く
て
、
②
が
重
要
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、

商
品
と
し
て
売
れ
る
も
の
が
先
に
決
ま
っ
て
い
て
残
余
が
非
商
品
と
し
て
供
給
さ
れ
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
財
を

非
商
品
と
し
て
供
給
し
、
ま
た
非
商
品
と
し
て
流
出
さ
せ
る
ほ
う
が
よ
り
多
く
の
貨
幣
が
手
に
入
る
か
ら
で
す
。
個

人
で
あ
れ
、
家
で
あ
れ
、
企
業
の
よ
う
な
大
き
な
組
織
で
あ
れ
、
産
み
出
す
も
の
を
す
べ
て
市
場
向
け
に
商
品
と
し

て
売
り
、
ま
た
必
要
な
も
の
を
す
べ
て
市
場
で
購
入
す
る
よ
り
も
、
内
部
で
非
商
品
形
態
で
自
家
生
産
し
、
そ
れ
を

自
家
消
費
す
る
方
が
、
貨
幣
収
入
と
貨
幣
支
出
の
差
額
を
よ
り
大
き
く
で
き
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
家
族
成
員
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
家
事
、
自
営
業
者
の
自
家
消
費
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
有
償
の
賃
労
働
を
購

入
し
て
財
･
サ
ー
ビ
ス
を
生
産
し
た
り
、
有
償
の
財
･
サ
ー
ビ
ス
を
外
部
市
場
か
ら
購
入
す
る
よ
り
も
、
無
償
労
働
で

財
･
サ
ー
ビ
ス
を
生
産
す
る
方
が
、
最
終
的
に
よ
り
多
く
の
貨
幣
を
入
手
で
き
る
の
で
す
。
公
共
部
門
の
公
共
サ
ー

ビ
ス
は
、
産
み
出
す
の
に
投
入
さ
れ
る
労
働
は
有
償
の
賃
労
働
で
す
が
、
産
み
出
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
は
公
共
財
と
し

て
無
償
で
供
給
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
各
人
が
個
別
的
に
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
市
場
で
購
入
す
る
よ

り
も
、
税
金
を
払
っ
た
う
え
で
無
償
の
公
共
財
と
し
て
調
達
す
る
方
が
、
各
人
の
貨
幣
支
出
が
減
る
し
、
非
効
率
や

不
公
平
も
減
少
す
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
貨
幣
を
獲
得
す
る
た
め
の
商
品
生
産
は
人
間
社
会
全
体

の
再
生
産
に
お
い
て
基
底
的
な
性
格
を
有
し
て
い
て
、
そ
の
商
品
生
産
の
基
底
的
な
部
分
を
自
営
的
な
小
商
品
生
産

者
で
は
な
く
、
他
人
の
賃
労
働
を
雇
う
資
本
の
運
動
が
担
う
よ
う
な
社
会
・
経
済
を
資
本
主
義
と
い
う
の
で
す
。
そ
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れ
が
わ
た
し
の
資
本
主
義
の
定
義
で
す
。

資
本
主
義
成
立
の
前
提
条
件

こ
う
し
た
資
本
主
義
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
前
提
条
件
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
金
儲
け
の
た
め
に
商
品
を
生
産
す
る
の
で
、
万
人
が
よ
り
多
く
の
貨
幣
を
得
よ
う
と
し
て
、
よ
り
多
く
の

生
活
必
需
品
が
自
家
生
産
・
自
家
消
費
で
は
な
く
、
市
場
向
け
の
商
品
と
し
て
生
産
・
販
売
さ
れ
、
そ
の
商
品
を
市

場
で
買
っ
て
く
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
王
侯
貴
族
や
大
商
人
の
顕
示
的
な
消
費
は
、

市
場
の
一
部
し
か
占
め
て
い
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
意
味
で
の
資
本
主
義
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
言
う
よ
う

に
、
2
0
0
0
年
前
な
い
し
は
5
0
0
0
年
前
ぐ
ら
い
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
社
会
の
中
の
無

視
で
き
な
い
部
分
、
特
に
生
活
必
需
品
を
つ
か
む
こ
と
が
、
資
本
主
義
に
は
決
定
的
に
重
要
な
の
で
す
。
生
活
必
需

品
が
市
場
向
け
の
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
消
費
さ
れ
る
点
で
は
、
市
場
経
済
が
資
本
主
義
の
論
理
的
前
提
に
な
り
ま

す
。
も
う
一
つ
は
、
他
人
の
賃
労
働
を
雇
う
資
本
の
運
動
が
商
品
生
産
を
担
う
わ
け
で
す
か
ら
、
自
由
な
賃
労
働
が

あ
ら
か
じ
め
市
場
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
賃
労
働
の
存
在
が
資
本
主
義
の
論
理
的
前
提
で
あ

る
と
同
時
に
、
歴
史
的
な
前
提
で
も
あ
り
ま
す
。

マ
ル
ク
ス
の
﹃
資
本
論
﹄
は
、
資
本
の
発
生
を
、
資
本
の
本
源
的
蓄
積
や
原
始
的
蓄
積
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
は
な
ぜ
賃
労
働
が
発
生
す
る
の
か
は
論
理
的
に
う
ま
く
説
明
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
イ

ギ
リ
ス
の
歴
史
を
踏
ま
え
て
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
賃
労
働
が
登
場
し
た
と
い
う
歴
史
の
話
に
論
理
を
す
り
替
え
る
こ
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と
で
、﹃
資
本
論
﹄
は
で
き
あ
が
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
資
本
主
義
に
先
立
っ
て
賃
労
働
が
存
在
し
な

い
と
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
資
本
主
義
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
論
理
的
に
労
働
市
場
が
先
に
存
在

し
て
い
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
ま
す
。

資
本
主
義
は
、
そ
の
他
の
生
産
様
式
と
同
様
に
、
簡
単
に
言
う
な
ら
欲
望
充
足
シ
ス
テ
ム
の
一
つ
の
種
類
で
す
。

際
限
の
な
い
欲
望
が
人
間
の
本
質
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
前
近
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
産
様
式
は
、
そ
う
し
た
人
の
欲
望

を
充
足
し
ま
す
が
、
な
ん
ら
か
の
力
で
も
っ
て
規
制
す
る
シ
ス
テ
ム
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
資
本
主
義
は
、
そ

の
チ
ェ
ッ
ク
機
構
を
外
し
て
人
の
際
限
の
な
い
欲
望
に
対
応
す
る
形
で
成
長
し
て
い
き
ま
し
た
。
2
0
世
紀
に
入
る

と
、
さ
ら
に
人
の
欲
望
を
人
為
的
に
か
き
立
て
も
し
ま
し
た
。
よ
く
需
要
の
創
出
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
際

限
の
な
い
欲
望
と
い
う
人
間
の
本
質
か
ら
照
ら
し
て
み
た
場
合
、
そ
れ
以
前
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
産
様
式
よ
り
も
、
資

本
主
義
の
ほ
う
が
人
間
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ル
ネ
サ
ン
ス
が
人
文
主
義
︵
h
u
m
a
n
is
m
,

人
間
中
心
主
義
︶
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

原
子
論
モ
デ
ル

そ
れ
で
も
、
資
本
主
義
に
は
非
人
間
的
で
非
人
格
的
な
性
格
も
あ
り
ま
す
。
原
子
論
モ
デ
ル
も
し
く
は
方
法
的
個

人
主
義
か
ら
資
本
主
義
を
考
え
た
場
合
、
市
場
経
済
は
組
織
さ
れ
な
い
複
雑
系
で
あ
っ
て
、
要
素
と
要
素
の
間
に
何

も
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
人
々
は
自
分
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
に
市
場
に
出
て
き
て
、
他
人
と
モ
ノ
の
交
換
あ
る
い

は
モ
ノ
の
売
り
買
い
を
し
ま
す
が
、
そ
こ
で
の
他
人
と
の
関
係
は
別
に
そ
の
人
と
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
目
的
は
あ

7 第１章 「人の資本主義」の意味と可能性についての覚え書き



り
ま
せ
ん
。
自
分
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
に
自
分
の
持
っ
て
い
な
い
も
の
を
獲
得
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
、
他
人

と
の
協
同
性
が
結
果
と
し
て
は
形
成
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
自
体
に
は
何
の
意
味
も
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
方
法
的
個
人
主
義
か
ら
で
も
、
ホ
ッ
ブ
ズ
以
後
の
1
7
世
紀
・
1
8
世
紀
の
学
者
た
ち
は
、

社
会
契
約
論
に
従
っ
て
、
市
場
社
会
と
は
異
な
る
原
理
の
市
民
社
会
を
導
出
し
ま
し
た
。
市
民
社
会
は
相
手
の
人
格

を
目
的
に
す
る
も
の
で
す
。
相
手
と
の
間
に
平
和
的
な
関
係
を
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め
に
、
相
互
に
自
分
の
も
っ

て
い
る
自
然
権
の
一
部
を
国
家
権
力
に
プ
ー
ル
す
る
こ
と
で
国
家
権
力
を
作
り
、
急
迫
不
正
の
場
合
以
外
は
、
自
衛

権
を
放
棄
し
て
司
法
権
力
を
信
頼
し
、
私
刑
・
私
裁
を
禁
止
す
る
と
い
う
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

契
約
当
事
者
と
い
う
点
で
も
、
契
約
目
的
と
い
う
点
で
も
、
他
者
の
人
格
を
承
認
し
た
う
え
で
の
目
的
意
識
的
な
協

同
性
に
な
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
原
子
論
モ
デ
ル
か
ら
出
て
く
る
二
つ
の
近
代
社
会
の
あ
り
方
は
、
市
場
社
会
で
あ
る
か
市
民
社
会

で
あ
る
か
、
非
人
格
的
で
あ
る
か
人
格
的
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
で
、
二
つ
の
異
な
る
顔
を
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

市
場
は
非
人
格
的
で
、
自
分
の
際
限
の
な
い
欲
望
を
よ
り
よ
く
満
た
す
た
め
の
場
に
す
ぎ
ず
、
他
者
は
自
分
に
と
っ

て
の
手
段
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
市
場
で
は
、
モ
ノ
の
値
段
が
上
が
る
と
思
え
ば
ど
ん
ど
ん
買
い
占
め
て
も
い
い
し
、
売

り
惜
し
み
を
し
て
も
い
い
。
そ
の
こ
と
は
市
場
に
お
い
て
は
ご
く
当
然
の
機
会
主
義
的
な
行
動
だ
と
し
て
、
市
場
経

済
、
あ
る
い
は
経
済
学
で
は
、
経
済
主
体
の
当
然
の
行
動
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
形
式
合
理
性
を
放
っ
て
お
く
と
、
﹃
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
﹄
や
﹃
水
戸
黄
門
﹄
の
話
の
よ
う
に
、
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人
間
の
生
活
や
生
存
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
こ
と
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
生
活
や
生
存
の
実
質

合
理
性
と
市
場
の
形
式
合
理
性
が
衝
突
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｐ
・
ト
ム
ス
ン
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス

コ
ッ
ト
が
述
べ
た
よ
う
な
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
が
登
場
し
て
き
ま
す
し
、
﹃
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
﹄
や
﹃
水
戸
黄
門
﹄

﹃
鶴
の
恩
返
し
﹄
﹃
猫
の
恩
返
し
﹄
に
表
現
さ
れ
た
よ
う
な
、
市
場
の
形
式
合
理
性
へ
の
不
満
・
不
信
感
と
、
生
活
や

生
存
の
実
質
合
理
性
の
回
復
欲
求
み
た
い
な
も
の
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

2
．

協
同
性
モ
デ
ル
の
難
点

こ
こ
ま
で
が
、
原
子
論
モ
デ
ル
も
し
く
は
方
法
的
個
人
主
義
か
ら
資
本
主
義
を
見
た
場
合
に
出
て
く
る
、
非
人
間

的
な
性
格
の
二
つ
の
側
面
で
す
。
そ
れ
と
は
別
に
、
資
本
主
義
を
協
同
性
モ
デ
ル
も
し
く
は
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
モ

デ
ル
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
モ
デ
ル
が
資
本
主
義
で
あ
る
こ
と
を
一
番
わ
か
り
や
す

く
表
現
し
て
い
る
の
が
株
式
会
社
で
す
。
株
式
会
社
は
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
で
す
。
株
式
会
社
の
定
款
は
、
ア
ー

テ
ィ
ク
ル
・
オ
ブ
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン

A
r
tic
le
o
f
A
s
s
o
c
ia
tio
n
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
株
式
会
社
は
、
複
数

の
赤
の
他
人
が
会
社
を
作
る
と
か
、
何
か
の
事
業
を
す
る
目
的
で
結
合
す
る
こ
と
、
仲
間
に
な
る
こ
と
を
本
質
と
し

て
い
ま
す
。

株
式
会
社
は
本
来
、
あ
る
特
定
の
事
業
を
行
う
た
め
に
、
人
々
が
自
分
の
出
資
分
を
持
ち
寄
っ
て
仲
間
に
な
る
こ

と
に
本
質
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
何
十
年
か
で
、
日
本
で
も
急
速
に
ア
メ
リ
カ
風
の
株
主
主
権
論
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
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