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ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
学
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
―
二
年
の
,
,
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 k
a
u
f
m
a
n
n
i
s
c
h
e
 B
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
 als 

P
r
i
v
a
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 d
e
s
 H
a
n
d
e
l
s
 (
u
n
d
 d
e
r
 I
n
d
u
s
t
r
i
e
)
"
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
か
れ
は
、
か
れ
よ
り
も
以
前

ま
た
は
よ
り
以
後
に
お
い
て
経
営
学
の
論
理
的
存
在
可
能
性
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
す
べ
て
の
論
者
と
同
様
に
、
国
民
経
済
学
か
ら
経

営
学
を
い
か
に
境
界
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。
か
れ
は
同
書
に
お
い
て
、
一
方
に
お
い
て
は
国
民
経
済
学
と
私
経
済
学
と

の
密
接
な
関
係
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
は
、
私
経
済
学
の
国
民
経
済
学
か
ら
の
独
立
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
際
に
お
け
る
両
学
問
の
関
係
お
よ
び
私
経
済
学
の
独
立
に
つ
い
て
の
論
証
は
決
し
て
十
分
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ

は
い
わ
ば
一
方
的
な
宜
言
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
そ
の
際
、
「
私
経
済
学
は
個
別
経
済
も
し

く
は
企
業
の
概
念
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
経
済
学
か
ら
分
岐
す
る
の
で
あ
る
」

(
S
.
2
T

と
主
張
す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
九

―
二
年
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
所
説
に
お
い
て
は
、
個
別
経
済
ま
た
は
企
業
の
概
念
が
軍
要
な
地
位
を
占
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
わ
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れ
わ
れ
は
、
前
稿
に
お
い
て
か
れ
の
当
時
の
企
業
概
念
を
と
り
あ
げ
て
究
明
し
、
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば151 

私
的
、
大
経
営
的
商
事
企
業

(die
private, 
g
r
o
B
b
e
t
r
i
e
b
l
i
c
h
e
 k
a
u
f
m
a
n
n
i
s
c
h
e
 U
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
)
と
し
て
規
定
さ
れ
る
、

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）

二

き

ゞ

は

し

カ

ッ
ク
リ
ッ
シ

大

価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察

ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る

橋

五
昭
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と
く
に
思
想
的
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
み
る
と

か
れ
が
当
時
新
し
き
学
問
た
る
私
経
済
学
を
樹
立
す
る
に
際
し
て
既
存
の
学
問
の
い
ず
れ
に
、
し
か
も
そ
の
学
問
の
う
ち
、
ど

の
よ
う
な
立
場
に
た
つ
も
の
に
依
拠
し
た
の
か
と
い
う
点
が
、
さ
ら
に
追
及
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の

一
九
―
二
年
当
時
の
価
値
概
念
を
手
が
か
り
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

注
山

F.
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
,
 
B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
,
 2
.
 
Aul'!., 
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
 v
o
n
 H
.
 Seischab, 
Stuttgart 1
9
5
4
,
 
S. 
1
5
7
.
 

②
中
村
常
次
郎
「
私
経
済
学
時
代
の
独
逸
経
営
学
」
馬
場
敬
治
編
集
「
経
営
学
全
集
」
第
六
巻
「
独
逸
経
営
学
」
（
上
）
一
五
七
ベ
ー
ジ
。

同
「
『
経
営
経
済
学
』
の
成
立
」
商
学
論
集
（
福
島
大
学
）
第
二

0
巻
第
二
号
五
八
ペ
ー
ジ
。

こ
の
引
用
ペ
ー
ジ
数
は

H
•
Nicklisch, 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 
k
a
u
f
m
a
n
n
i
s
c
h
e
 
B
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
 
als 
P
r
i
v
a
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 
d
e
s
 

H
a
n
d
e
l
s
 
(
u
n
d
 d
e
r
 Industrie), 
B
d
.
 I
•疇
L
e
i
p
z
i
g

1
9
1
2
.
 

の
ペ
ー
ジ
数
で
あ
る
。
以
下
同
様
。

拙
稿
「
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
市
経
営
学
に
お
け
る
企
業
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
関
西
大
学
商
学
論
渠
第
一

0
巻
第
一
号
。

S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
1
6
7
.
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
次
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。
H
•
Nicklisch, N
a
c
h
w
o
r
t
 z
u
 d
e
n
 A
u
s
f
U
h
r
u
n
g
 U
b
e
r
 die 
R
e
n
t
a
-

bilitat 
v
o
n
 D
r
.
 P
a
p
e
,
 N
 H
w
H
p
.
,
 Jg. 7
.
,
 
S
S
.
 
113 1
 114. 

図

周
知
の
よ
う
に
価
値
概
念
は
、
経
営
学
一
般
に
お
い
て
基
底
的
重
要
性
を
も
つ
問
題
で
あ
っ
て
、
最
近
に
お
い
て
も
ル
ー
フ
お
よ
び

ゅ

ヴ
ィ
ッ
ト
マ
ン
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
な
か
ん
ず
＜
―
-
ッ

(6) (5) 14) (3) 

こ
ろ
、

価

値

概

念

ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）

ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
の
当
時
に
お
け
る
企
業
概
念
が
、
単
な
る
大
規
模
企
業
で
あ
っ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
出
資
と
経
営
の
分
離
を
前
提
と

し
た
継
続
企
業
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
が
す
で
に
当
時
、
た
と
え
経
営
の
立
場
で
は
な
く
て
も
企
業
全
体
の
立

湯
に
た
っ
て
い
て
、
単
な
る
企
業
者
の
立
場
に
た
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
当
時
に
お
け
る
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
考
え
、

五
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ク
リ
ッ
ツ
ュ
に
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
一
九
三
三
年
に
ツ
ェ
ー
ソ
。
フ
ル
ー
ク
は
そ
れ
を
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ぎ
体
系
の
核
心
的
問

囚

題
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
価
値
概
念
も
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
の
体
系
全
体
の
発
展
、
変
化
と

と
も
に
発
展
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
価
値
概
念
の
最
も
完
全
な
る
展
開
は
い
う
ま
で
も
な
く
一
九
二
九
ー
三
二

年
の
著
書
,
,
D
i
e
 B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
 "
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
出
発
点
が
一
九
―
二
年
の
商
事
経
営

学
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
価
値
概
念
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
か
れ
の
経
済
観
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
当
時
原
子
論
的
な
(
a
t
o
m
i
s
c
h
)
経
済
観
を
い
だ
い
て
い
た
こ
と
は
、
前
稿
で
指
摘
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
他
方
か
れ
は
、
経
済
の
本
質
が
欲
望
充
足
に
あ
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
っ
て
、

と
題
す
る
第
一
章
に
お
い
て
、
ま
ず
第
一
に
欲
望
(
B
e
d
u
r
f
n
i
s
)
の
概
念
に
つ
い
て
論
じ
る
の
で
あ
る
。

は
、
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
マ
ン
(
v
o
n
H
e
r
m
a
n
n
)
に
よ
る
欲
望
の
定
義
を
可
と
し
、
欲
望
に
た
い
し
て
、

そ
の
際
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ

そ
れ
が
「
充
足
さ
れ
る
す
べ

て
の
快
楽
、
避
け
ら
れ
る
べ
き
す
べ
て
の
不
快
を
包
括
し
て
お
り
、
…
…
生
活
の
進
行
を
圧
迫
し
、
妨
害
し
、
脅
か
す
と
こ
ろ
の
：

．．．． 

な
ん
ら
か
の
欠
乏
の
感
じ
も
し
く
は
意
識
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
脱
却
せ
ん
と
す
る
努
力
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
」

(
S
.
1
6
)

と
、
一
般
的
な
定
義
を
与
え
て
い
る
が
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
そ
の
商
事
経
営
学
に
お
い
て
価
値
論
の
出
発
点
と
し
て
い
る
欲
望
は
、

以
上
の
よ
う
な
欲
望
一
般
で
は
な
く
て
、
さ
し
あ
た
り
、
と
に
か
く
経
済
的
欲
望
(
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
B
e
d
i
.
i
r
f
n
i
s
)
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
充
足
に
股
用
を
惹
起
す
る
欲
望
で
あ
る
」
が
、
私
経
済
学
と
し
て
の
商
事
経

営
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
欲
望
は
さ
ら
に
具
体
化
、
限
定
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
経
済
的
欲
望
の
私
経
済
的
意
義

は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
、
「
営
利
経
済
が
こ
の
欲
望
充
足
を
営
業
と
し
て
配
慮
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
す
べ
て
の
営
利
経
済

は
こ
の
欲
望
充
足
に
た
い
し
て
間
接
的
も
し
く
は
直
接
的
に
関
与
し
、
し
か
も
で
き
る
限
り
広
範
囲
に
お
い
て
関
与
し
よ
う
と
試
み
る

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）

さ
て
、

五

「
経
営
学
の
一
般
経
済
的
基
礎
」
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口、 （一）

ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
．
（
大
栖
）

が
、
そ
れ
は
、
か
れ
ら
の
獲
得
す
る
利
潤
蘇
が
こ
の
範
囲
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
」
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
は
、
こ
の
よ
う
に
欲
望
を
ば
、
利
潤
追
求
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
具
体
化
し
、
こ
の
具
体
化
さ
れ
た
、
い
わ
ば

私
経
済
的
欲
望
概
念
を
そ
の
理
論
の
、
従
っ
て
価
値
理
論
の
根
本
的
出
発
点
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
以

上
の
よ
う
な
欲
望
を
出
発
点
と
す
る
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
観
が
、
当
時
存
在
し
た
経
済
思
想
の
中
で
は
、
粍
済
を
消
代
の
面
か
ら
、

す
な
わ
ち
享
楽
（
ゴ
ッ
セ
ソ
）
や
欲
望
（
メ
ソ
ガ
ー
）
か
ら
把
握
せ
ん
と
し
た
、
当
時
支
配
的
理
論
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
限
界
効
用
学

派
経
済
学
の
経
済
観
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
が
限
界
効
用
学

派
経
済
学
と
密
接
な
関
係
に
お
い
て
そ
の
理
論
を
組
み
立
て
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
限
界
効
用
学
派
の
凡
祖
メ

ソ
ガ
ー
と
軌
を
一
に
し
て
、
欲
望
以
外
に
、
メ
ソ
ガ
ー
が
価
値
論
の
出
発
点
と
し
た
欲
求

(
B
e
d
a
r
f
)
と
き
わ
め
て
類
似
の
概
念
た
る
、

名
称
す
ら
同
一
の
欲
求
な
る
概
念
を
設
け
、
そ
れ
を
、
そ
の
価
値
理
論
の
具
体
的
出
発
点
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
は
っ
含
り
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
メ
ン
ガ
ー
が
、
「
人
間
の
配
慮
す
る
期
間
内
に
お
け
る
欲
望
を
満
足
す
る
に
必
要
な
財
貨
の
数
批
」

固

を
欲
求
と
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
欲
求
を
、
「
い
か
ほ
ど
の
財
貨
械
お
よ
び
い
か
な
る
（
技
術
的
）
質
の
も
の

に
よ
っ
て
、
現
存
す
る
欲
望
と
い
う
複
合
体
の
全
部
も
し
く
は
一
部
が
充
足
さ
れ
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
所
与
の
時
期
に
お
け
る

財
在
高

(
V
o
r
r
a
t
)

と
対
応
的
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
」

(
S
.
2
0
)

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
価
値
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ジ
ュ
は
、

固

こ
と
で
有
名
で
あ
っ
て
、
こ
の
傾
向
は
す
で
に
一
九
―
二
年
の
商
事
経
営
学
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
当
時
の
か
れ
の
価
値

理
論
に
お
い
て
主
た
る
役
割
を
洞
じ
て
い
る
も
の
は
、
次
の
三
つ
の
分
類
で
あ
る
。

主
観
的
価
値

(
s
u
b
j
e
k
t
i
v
e
r
W
e
r
t
)

と
客
般
的
価
値

(
o
b
j
e
k
t
i
v
e
r
W
e
r
t
)
 

技
術
的
価
値

(
t
e
c
h
n
i
s
c
h
e
r
W
e
r
t
)

と
経
済
的
価
値

(
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
r
W
e
r
t
)
 

一
義
的
に
価
値
概
念
を
規
定
せ
ず
数
多
く
の
価
値
概
念
を
提
示
し
て
い
る

五
四
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使
用
価
値

(
G
e
b
r
a
u
c
h
s
w
e
r
t
)
、
生
産
価
値

(
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
s
w
e
r
t
)
、
市
湯
価
値
を
l
a
r
k
t
w
e
r
t
)

ま
ず
第
一
の
分
類
に
つ
い
て
か
れ
は
、
「
価
値
ほ
価
値
判
断
で
あ
る
。
価
値
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
客
観
的
な
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
な
事
実
を
主
観
に
お
い
て
映
し
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

(objektive
T
a
t
s
a
c
h
e
n
 in subjektiver 

従
っ
て
主
観
的
価
値
と
客
観
的
価
値
と
に
お
い
て
は
な
ん
の
相
違
も
な
い
」

(
S
S
.
2
0ー

2
1
)

す
ぎ
ず
、
主
観
的
価
値
と
客
観
的
価
値
と
い
う
こ
の
二
つ
の
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
規
定
そ
の
も
の
は
、
ま
こ
と

に
不
十
分
、
不
明
確
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
、
他
の
問
題
に
つ
い
て
の
か
れ
の
叙
述
か
ら
推
測
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
後
述
の
ご
と
く
、
少
な
く
と
も
客
観
的
価
値
が
次
の
分
類
に
お
け
る
技
術
的
価
値
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
は
さ
て
お
き
、
と
り
あ
え
ず
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
主
観
的
価
値
と
客
観
的
価
値
と
の
存

在
は
こ
れ
を
一
応
認
め
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
、
両
者
を
主
観
的
価
値
に
お
い
て
統
合
さ
せ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
、
確
認
し
て
お
き
た

い
と
思
う
。

五
五

と
の
み
の
べ
て
い
る
に

第
二
の
技
術
的
価
値
と
経
済
的
価
値
は
か
れ
の
価
値
理
論
の
土
台
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
両
概
念
に
た
い
し
て
も
ニ

ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
自
身
は
簡
単
な
説
明
し
か
与
え
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
技
術
的
価
値
は
「
一
も
し
く
は
二
以
上
の
欲
望
に
た
い

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
度
合
で
な
さ
れ
う
る
充
足
の
た
め
の
、
財
の
単
な
る
技
術
的
適
性
」
で
あ
り
、
経
済
的
価
値
は
「
技
術
的
適
性
と
、

そ
の
高
さ
に
お
い
て
ほ
と
く
に
欲
求
と
財
在
高
と
の
簸
的
関
係
に
依
存
す
る
も
の
」

(
S
.
2
1
)

で
あ
る
。
ま
た
経
済
的
価
値
は
、
ニ
ッ
ク

リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
、
そ
の
財
の
消
喪
と
と
も
に
消
減
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
財
の
技
術
的
適
性
た
る
充
足
価
値

(
B
e
f
r
i
e
d
i
g
u
n
g
s
,
 

w
e
r
t
)

は
財
の
消
費
に
よ
っ
て
消
減
す
る
こ
と
な
く
、
人
間
の
力
そ
の
も
の
も
し
く
は
人
間
の
生
活
の
維
持
に
役
立
つ
も
の
に
転
化

す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
力
や
そ
れ
ら
の
も
の
が
経
済
に
お
い
て
働
く
限
り
に
お
い
て
は
、
再
び
価
値
に
、
し
か
も
充
足
価
値

に
回
婦
す
る
も
の
で
あ
る
(
S
S
.
3
2
1

お
）
。
こ
こ
に
、
後
年
の
価
値
循
環
思
考
に
た
い
す
る
朋
芽
が
す
で
に
明
瞭
に
よ
み
と
ら
れ
う
る
の

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
椅
）

S
p
i
e
g
e
l
u
n
g
)
。

日
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で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
技
術
的
価
値
の
領
域
と
経
済
的
価
値
の
領
域
と
の
二

本
立
に
お
い
て
経
済
、
そ
し
て
経
営
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
そ
の
価
値
論
全
体
の
第
一
の
土
台
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
技
術
的
価
値
と
経
済
的
価
値
と
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
技
術
的
価
値
と
経
済
的
価
値
と

を
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
対
応
的
に
提
示
し
て
い
る
と
は
い
え
、
経
済
的
価
値
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
技
術
的
適
性

(11
技
術
的
価
値

11
充
足
価
値
）
と
欲
求
と
財
貨
祉
と
の
関
係
と
い
う
二
つ
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、
技
術
的
価
値
と
経
済
的
価
値
と
が
次
元
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
ま
ず
も
っ
て
推
測
さ
せ
る
の
で

あ
る
。

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
さ
ら
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
こ
と
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
、
少
な
く
と
も
当
時
に
お
い
て
は
、
価
値
論

し
か
展
開
し
て
お
ら
ず
、
価
値
と
価
格
と
を
基
本
的
に
は
全
然
区
別
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
は
確
か
に
「
価
格
」
と

い
う
七
行
か
ら
の
み
な
る
一
節
を
設
け
て
は
い
る
が
、
価
格
を
「
一
定
の
財
貨
蘇
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
市
場
価
値
で
あ
る
」

(
S
.
3
2
)

と

し
て
、
独
自
の
価
格
論
を
展
開
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
ず
れ
に
し
ろ
か
れ
が
価
値
論
と
価
格
論
と
の
区
別
を
、

少
な
く
と
も
す
る
必
要
性
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
通
常
は
価
格
論
に
お
い
て
論
じ

ら
れ
る
事
柄
を
、
か
れ
が
全
然
ふ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
価
値
論
と
し
て
技
術
的
価
値
と
経
済
的
価
値
と
の
次

元
を
異
に
す
る
二
つ
の
価
値
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
価
格
論
が
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
ま
さ
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
価
値
論
全
体
は
、
今
問
題
に
し
て
い
る
技
術
的
価
値
と
経
済
的
価
値
に
し
て
も
、

価
値
論
と
価
格
論
と
の
二
つ
の
範
時
に
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
ま
ず
も
っ
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
次
の
使
用
価
値
、
生
産
価
値
、
市
場
価
値
に
つ
い
て
の
か
れ
の
叙
述
を
み
れ
ば
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
る
が
、
本
稿
に

お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
問
題
設
定
た
る
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
専
経
営
学
の
性
格
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
こ
こ
で
は
次
の
点
が
注
目
さ
れ
る

五
六
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五
七

べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
済
的
価
値
は
な
る
ほ
ど
欲
求
と
財
貨
量
と
の
関
係
に
よ
っ
て
そ
の
大
き
さ
が
き
ま
る
と
、
限
界
効
用
学
派

経
済
学
の
意
味
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
技
術
的
価
値
は
、
財
に
付
着
せ
る
も
の
と
し
て
、
独
立
し
て
そ
れ
自
身
で
存

在
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
価
値
が
、
経
済
的
価
値
と
は
異
な
っ
て
、
財
の
消
費
に
よ
っ
て
も

消
滅
じ
な
い
も
の
と
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
い
っ
て
も
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
着
目
し
て

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
技
術
的
価
値
が
第
一
の
分
類
に
お
け
る
客
観
的
価
値
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
か
と
の
解
釈
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
と
も
か
く
、
技
術
的
価
値
に
つ
い
て
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
こ
の
よ
う
な
考
え
が
、
ポ
ェ
ー
ム
・
バ
ウ
ェ
ル
ク
の
客
観
的
価
値

に
、
た
と
え
完
全
で
は
な
く
あ
る
程
度
に
し
ろ
通
ず
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
価
値
を
財
に
付
着
し
て
い
る
属
性
で
は
な
く
て
、
財

181 

に
対
立
す
る
主
体
そ
れ
自
身
の
一
定
の
精
神
的
状
態
と
し
て
、
文
字
通
り
主
観
的
価
値
の
意
味
に
お
い
て
把
握
す
る
限
界
効
用
学
派
経

済
学
の
本
来
の
価
値
観
の
枠
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

第
三
の
使
用
価
値
、
生
産
価
値
、
市
場
価
値
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
価
値
理
論
の
主
た
る
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
使
用
価

値
で
あ
る
が
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
「
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
一
定
の
欲
望
の
充
足
の
た
め
の
技
術
的
適
性
で
あ
る
が
、
欲
求
と
財
在
高

と
の
数
蘊
関
係
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
的
価
値
で
も
あ
る
」

(
5
.
2
1
)

と
し
て
、
使
用
価
値
が
技
術

的
価
値
で
あ
る
と
同
時
に
経
済
的
価
値
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
っ
て
、
技
術
的
価
値
と
経
済
的
価
値
と
が
い
わ
ば
二
重
性
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
れ
は
つ
づ
い
て
、
「
使
用
価
値
は
、
欲
望
者
が
そ
の
個
人
的
存

在
と
福
祉
の
た
め
に
そ
の
欲
望
に
与
え
る
意
義
に
、
存
在
す
る
」

(
5
.
2
1
)

と
の
べ
、
使
用
価
値
そ
の
も
の
が
主
観
的
価
値
た
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
こ
の
使
用
価
値
が
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
き
ま
る
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
与
え

て
い
る
。
使
用
価
値
の
決
定
の
問
題
に
お
い
て
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
、
二
つ
の
段
階
が
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
個
別
的
価

値
と
し
て
の
使
用
価
値
と
、
一
般
的
価
値
と
し
て
の
使
用
価
値
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
使
用
価
値
は
、
欲
望
と
財
在

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）
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—
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
独
占
以
外
の
場
合
で
あ
る
か
ら
、
常

ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）

高
と
の
関
係
に
よ
っ
て
き
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
ず
前
者
の
個
別
的
価
値
と
し
て
の
段
階
に
お
け
る
使
用
価
値
に
お
い
て
、
財
在
高
の

側
面
か
ら
い
え
ば
、
財
在
高
大
な
る
ほ
ど
個
別
財
の
価
値
は
下
る
。
次
に
欲
望
の
側
か
ら
い
え
ば
財
は
強
度
の
種
々
な
る
欲
望
の
充
足

に
役
立
ち
う
る
し
、
程
度
の
同
じ
ま
た
は
異
な
っ
た
複
数
の
欲
望
の
充
足
に
役
立
ち
う
る
が
、
前
の
場
合
に
は
平
均
強
度
の
欲
望
が
、

後
の
場
合
に
は
、
問
題
に
な
り
う
る
欲
望
の
平
均
的
重
要
性
が
、
そ
の
財
の
使
用
価
値
を
決
定
す
る
要
因
と
な
り
、
使
用
価
値
は
こ
の

平
均
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
変
動
す
る
。
し
か
も
こ
の
平
均
は
財
在
高
の
蕨
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
変
動
し
、
た
と
え
ば
在
高
大
の
時
に
は
、

重
要
性
よ
り
小
の
欲
望
も
充
足
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
平
均
は
下
落
す
る

(
S
S
.
2
1ー

2
2
)

。

た
だ
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
ぺ
き
こ
と
は
、
こ
こ
で
い
う
平
均
が
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
に
よ
れ
ば
、
あ
く
ま
で
一
個
別
経
済
内
に
お
け

る
平
均
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
個
別
経
済
内
に
お
い
て
も
、
あ
る
特
定
財
に
た
い
す
る
欲
望
の
強
度
は
場
合
の
い
か
ん

に
よ
り
種
々
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
平
均
し
た
も
の
が
こ
こ
で
い
う
平
均
強
度
で
あ
っ
て
、
複
数
個
別
経
済
に
よ
る
あ
る
特
定
財
に
た
い

す
る
欲
望
の
強
度
を
平
均
し
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
、
平
均
の
形
成
は
統
一
的
指
揮
の
も
と
に
あ
る

個
別
経
済
内
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
っ
て
、
単
一
経
済
(
e
i
n
e
e
i
n
z
i
g
e
 
g
r
o
B
e
 W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
)
で
は
な
い
国
民
経
済
や
世
界
経
済

で
は
、
不
可
能
な
の
で
あ
る
（
S.23)
。
こ
こ
に
、
国
民
経
済
学
に
た
い
す
る
私
経
済
学
の
礎
石
と
し
て
の
基
底
的
重
要
性
、
従
っ
て
私

191 

経
済
学
の
国
民
経
済
学
か
ら
の
独
立
の
論
拠
を
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
求
め
て
い
る
こ
と
は
推
察
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
と
も
か
く
、
こ
の
際
生
ず
る
平
均
が
個
別
経
済
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
相
異
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
結
果

形
成
さ
れ
る
使
用
価
値
も
、
個
別
経
済
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
相
異
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
に
お
か
て
こ
れ
は
個
別
的
価
値
と
し

て
の
使
用
価
値
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
個
別
的
価
値
と
し
て
の
使
用
価
値
か
ら
一
般
的
価
値
と
し
て
の
使
用
価
値
が
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
｀
個
別
的
価

値
と
は
別
個
な
も
の
と
し
て
一
般
的
価
値
が
存
在
し
う
る
の
ほ
、

五
八



li:13 

五
九

一
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
は
一
般
的
価
値
の
形
成
と
い
う
こ
の
問
題
を
解
決
す
る

に
競
争
の
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
一
般
的
価
値
を
形
成
さ
せ
る
も
の
と
し
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
が
あ

げ
る
も
の
は
、
平
均
原
理
で
は
な
く
て
限
界
原
理
で
あ
る
。

た
め
に
、
生
活
必
需
品
の
場
合
を
例
に
と
り
、
そ
の
財
の
価
値
が
最
高
と
な
る
場
合
と
最
低
に
な
る
場
合
と
い
う
二
つ
の
両
極
端
の
場

合
を
、
例
と
し
て
あ
げ
る
。
第
一
の
場
合
は
財
在
高
が
き
わ
め
て
僅
少
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
欲
望
者
の
側
に
お
い
て
財

在
高
に
た
い
す
る
競
争
が
起
り
、
欲
望
強
度
最
大
の
者
の
そ
の
財
に
た
い
す
る
評
価
に
よ
っ
て
、
そ
の
財
の
一
般
的
使
用
価
値
は
き
ま

る
。
第
二
の
財
在
高
が
き
わ
め
て
大
の
場
合
、
す
な
わ
ち
過
剰
生
産
の
場
合
に
は
、
反
対
に
財
在
高
所
有
者
の
側
に
お
い
て
競
争
が
生

じ
、
欲
望
強
度
最
小
の
欲
望
者
の
評
価
が
決
定
的
な
も
の
に
な
る
。
前
の
場
合
は
極
大
効
用
で
あ
り
、
後
の
場
合
は
極
小
効
用
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
い
わ
ゆ
る
限
界
効
用
が
一
般
的
価
値
の
決
定
要
因
に
な
る
、
と
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
い
う
の
で
あ
る
。

以
土
の
ご
と
き
―
一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
使
用
価
値
論
に
お
い
て
、
今
日
の
理
論
水
準
か
ら
す
れ
ば
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
う
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
問
題
設
定
か
ら
す
れ
ば
、
か
れ
の
規
定
す
る
通
り
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ

ュ
の
使
用
価
値
が
す
ぺ
て
欲
望
者
の
側
に
お
け
る
価
値
評
価
に
依
存
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
価
値
評
価
は
、
財
の
技
術
的
適
性
を
基

礎
に
す
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
欲
求
と
財
貨
盤
と
の
数
最
関
係
に
た
い
す
る
評
価
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
要
す
る
に
、
た
と
え
全
く

完
全
に
と
い
う
わ
け
で
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
基
本
的
に
は
限
界
効
用
学
派
経
済
学
の
意
味
に
お
い
て
使
用
価
値
を
規
定
し
て

い
る
こ
と
が
、
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
使
用
価
値
に
お
い
て
も
、
価
値
は
客
観
的
な
技
術
的
価
値
と
主
観
的
な
経
済
的
価

値
と
の
二
重
性
を
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
経
済
的
価
値
が
市
場
で
決
定
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
少
な
く
と
も
一
般
的
価
値
と
し
て
の
経
済
的
価
値
は
い
わ
ゆ
る
価
格
的
範
疇
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
指
摘

さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

生
産
価
値
も
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
技
術
的
価
値
と
経
済
的
価
値
と
の
二
重
性
を
な
す
。
生
産
価
値
は
、
使
用
価
値
が
消
費
領

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
咲

(
K
惰）



15鼻

ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）

域
で
問
題
と
な
る
価
値
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
生
産
領
域
に
お
い
て
問
題
と
な
る
価
値
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
性
質
上
、

ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
『
加
算
』

(Addition)
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
ま
ず
技
術
的
価
値
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
生
産
物
の
生
産
価
値
は
、

生
産
過
程
に
お
い
て
原
材
料
、
労
働
手
段
、
人
間
労
働
と
し
て
消
費
さ
れ
た
財
の
も
つ
技
術
的
適
性
す
な
わ
ち
技
術
的
価
値
が
、
生
産

さ
れ
た
財
へ
移
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
製
造
価
値

(Herstllungswert)
と
よ

ぶ
。
他
方
か
れ
は
、
こ
れ
ら
の
生
産
要
素
が
欲
求
と
在
高
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
と
る
価
値
を
擬
固
価
値
(
G
e
s
t
e
h
u
n
g
s
w
e
r
t
)

と
よ
び
、
こ
れ
ら
の
諸
凝
固
価
値
が
生
産
に
お
い
て
加
算
さ
れ
た
も
の
と
し
て
費
用
価
値

(Kostenwert)
な
る
概
念
を
設
定
し
、

こ
の
費
用
価
値
を
、
販
売
に
お
い
て
回
収
さ
れ
る
べ
き
価
値
で
あ
る
と
し
て
い
る

(S.36)
。
か
く
し
て
生
産
価
値
は
、
そ
の
性
質
上
使

用
価
値
と
は
異
な
っ
て
高
度
に
生
産
技
術
上
の
制
約
を
う
け
、
そ
の
意
味
で
は
さ
し
あ
た
り
原
価
価
値
(
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
s
k
o
s
t
e
n
w
e
r
t

`
 

S
e
l
b
s
t
k
o
s
t
e
n
w
e
r
t
)
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
他
面
に
お
い
て
、
「
財
在
高
と
欲
求
と
の
数
呈
関
係
を
顧
慮
し
て
生
産
さ
れ
た
と
み
な

さ
れ
る
価
値
」

(
S
.
2
7
)

と
い
う
純
粋
に
経
済
的
な
価
値
と
し
て
も
、
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、

経
済
的
価
値
と
し
て
の
生
産
価
値
は
、
使
用
価
値
の
場
合
と
同
様
、
使
用
価
値
の
場
合
と
同
様
な
概
念
的
な
前
提
、
原
理
、
傾
向
の
も

と
に
行
な
わ
れ
る
評
価
に
も
と
ず
く
価
値
で
あ
る
。
た
だ
、
使
用
価
値
の
場
合
に
は
欲
望
者
の
側
で
の
評
価
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、

生
産
価
値
の
場
合
に
は
生
産
者
の
側
で
な
さ
れ
る
評
価
で
あ
る
点
が
異
な
る
の
み
で
あ
る

(
S
.
2
7
)

。
か
く
し
て
生
産
価
値
も
、
使
用
価

値
と
同
様
、
基
本
的
に
は
限
界
効
用
学
派
経
済
学
の
意
味
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ

の
い
う
『
加
算
』
が
、
メ
ソ
ガ
ー
に
よ
っ
て
端
緒
を
与
え
ら
れ
ウ
ィ
ー
ザ
ー
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
帰
属
(
N
u
r
e
c
h
n
u
n
g
)
 

理
論
の
裏
返
し
で
あ
る
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
生
産
物
の
価
値
を
出
発
点
と
し
て
そ
の
価
値
の
個
々
の
生
産
手
段
へ

の
帰
属
を
問
題
に
す
る
帰
属
理
論
を
と
る
か
、
も
し
く
は
生
産
手
段
の
価
値
か
ら
生
産
物
の
価
値
と
加
箕
す
る
加
符
理
論
を
と
る
か
と

い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
問
題
を
個
別
経
済
の
立
場
か
ら
み
る
か
、
そ
れ
と
も
全
体
経
済
の
立
場
か
ら
み
る
か
の
途
い
を
慈
味
す
る
も
の

六
0

一
ッ
ク
リ
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(7) (6) (5) (4) (3) (2) 
注
山

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
が
こ
れ
を
加
算
問
題
と
し
て
把
握
し
た
こ
と
は
、
価
値
問
題
に
お
い
て
か
れ
が

国
民
経
済
学
の
価
値
理
論
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
経
営
学
的
に
修
正
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

他
方
メ
ソ
ガ
ー
が
そ
れ
を
帰
属
問
題
と
し
て
設
定
し
た
こ
と
は
、
メ
ン
ガ
ー
が
た
と
え
マ
イ
ク
ロ
コ
ス
ミ
ッ
ク
な
見
方
を
と
っ
て
い
た

と
し
て
も
、
畢
党
国
民
経
済
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
使
用
価
値
と
生
産
価
値
と
は
根
本
的
に
は
主
観
的
価
値
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
技
術
的
価
値
と
経
済
的
価
値
と
の
い
わ

ば
二
重
性
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
技
術
的
価
値
と
経
済
的
価
値
と
は
単
に
技
術
的
な
も
の
と
経
済
的
な
も
の
と
い
う
意

味
ば
か
り
で
は
な
く
、
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
を
考
慮
し
て
わ
れ
わ
れ
は
後
者
を

価
格
た
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
経
済
的
価
値
は
、
使
用
価
値
に
お
い
て
も
生
産
価
値
に
お
い
て
も
、

欲
求
と
財
貨
最
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
い
う
共
通
性
を
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
‘
―
つ
の
も
の
に
結
合
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
か

れ
の
い
う
第
三
の
価
値
、
市
場
価
値
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
市
場
価
値
は
、
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は

考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
節
を
あ
ら
た
め
て
究
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

但
し
、
こ
う
し
た
見
解
が
、
た
と
え
ば
今
日
の
ド
イ
ッ
経
営
学
に
お
い
て
も
一
般
的
な
見
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
戦
後
の
代
表
的
文
献
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
る
グ
ー
テ
ン
ペ
ル
ク
の
,
,
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
 d
e
r
 B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
"
ゃ
ッ

ェ
ー
フ
ァ
ー
の
,
,
D
i
e
 U
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
"
に
は
、
い
わ
ゆ
る
価
値
理
論
は
全
然
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

W
.
 R
u
f
,
 D
i
e
 G
r
 g
 
d
l
a
g
e
n
 e
i
n
e
s
 betriebswirtschaftlichen Wertbegriffes, B
e
r
n
 1955. 

W
.
 W
i
t
t
m
a
n
n
,
 D
e
r
 W
e
r
t
b
e
g
r
i
f
f
 in 
d
e
r
 Betriebswirtschaftslehre, K
o
l
n
 u
n
d
 O
p
l
a
d
e
n
 1956. 

Schi:inpflug, 
a. 
a. 
0., 
S.219. 
な
お

R
u
f
,
a. 
a. 
0
 ,
 
,
 S.107. ~
~
。

C. 
M
e
n
g
e
r
.
 Grundslltze d
e
r
 V
o
l
k
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
,
 
W
i
e
n
 1871, 
S.34. 

R
u
f
,
 a. 
a, 
0., 
S.111. 
W
i
t
t
m
a
n
n
,
 a. 
a. 
0., 
S.15. 

E• 

v. 
B
o
h
m
 ,
 
B
a
w
e
r
k
,
 K
a
p
i
t
a
l
 u
n
d
 Kapitalzins, 
B
d
.
 
II., 
S.214. 

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）

六



156 

（

S.28)
。
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m
 

Q
w
 
1
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従
っ
て
欲
望
を
最
有
利
に
充
足
す
る
た
め
に
は
、
財
の
購
買
者
は
、

m
す
な
わ
ち
市
場
価
値
を
で
き
る
限
り
低
く
、

術
的
適
性
を
で
き
る
限
り
高
く
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
生
産
者
に
と
っ
て
も
購
買
過
程
に
関
す
る
限
り
そ
の
ま
ま
妥

当
す
る
が
、
生
産
者
に
と
っ
て
と
く
に
関
係
す
る
関
係
式
と
し
て
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
次
の
二
つ
の
式
を
提
示
す
る
。
但
し

y
は
原

価
価
値
を
さ
す
。

成
立
す
る

m
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財
の
経
済
的
適
性
を
如
‘
技
術
的
適
性
を

x
、
市
湯
価
値
を

m
と
す
る
と
、

(11) rrm (9) (8) 

ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）

住
谷
悦
治
「
経
済
学
史
概
論
」
八
七
ペ
ー
ジ
。

こ
の
点
で
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
ゴ
ム
ペ
ル
ク
と
、
考
え
方
で
は
一
致
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
・n
ム
ペ
ル
ク
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
国
民
経

済
的
現
象
は
数
批
的
に
表
現
で
き
な
い
故
、
数
裁
化
の
可
能
な
個
別
経
済
的
現
象
を
対
象
と
す
る
個
別
経
済
学
の
基
礎
の
上
に
の
み
、
国
民
経

済
学
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
L
•
G
o
m
b
e
r
g
 
G
r
u
n
d
l
e
g
u
n
g
 
d
e
r
 
V
e
r
r
e
c
h
n
u
n
g
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
,
 
L
e
i
p
z
i
g
 

1908. 

S
.
6
9
.
 

経
済
学
で
い
う
限
界
効
用
が
、
原
則
と
し
て
後
者
の
極
小
効
用
の
場
合
だ
け
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
指
摘
し
て
い
る
通

り
で
あ
る
（

S.25)。

三
谷
友
吉
「
近
代
経
済
学
」
（
上
）
―
―

-
0ペ
ー
ジ
。

市

場

価

値

論

一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
関
係
式
が

~ .,, 

x
す
な
わ
ち
技



1.57 

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六

一
九
―
二
年
の
商
事
経
営
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の
式
を
相
前
後
し
て
か
か
げ
、
と
も
に
生
産
者
に
と
っ
て

重
要
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
み
で
、
両
式
の
相
違
に
つ
い
て
は
全
然
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
生
産
そ
の
も
の
に
と

っ
て
は
」
②
式
が
決
定
的
意
義
を
も
ち
、
③
式
に
つ
い
て
は
、
「
“
が
大
で
あ
り

y
が
小
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
生
産
物
の
販
売
は
容
易

に
な
る
」
と
し
て
、
販
売
に
と
っ
て
矧
式
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
か
の
ご
と
く
記
述
し
て
い
る
(
S
S
.
2
8ー

2
9
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

よ
う
な
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
当
時
の
理
解
は
、
第
五
版
に
お
い
て
す
で
に
か
れ
自
身
訂
正
し
て
い
る
よ
う
に
、
完
全
に
誤
り
で
あ
っ
て
、

正
し
く
は
ま
さ
に
そ
の
逆
で
あ
り
、
生
産
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は
③
式
が
、
販
売
を
含
め
た
全
体
に
と
っ
て
②
式
が
妥
当
す
べ
き
も
の

121 

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
は
価
値
論
か
ら
薄
き
出
さ
れ
う
る
個
別
経
済
の
指
導
原
理
で
あ
り
、
そ
れ
が
経
済
原
則
の
意
味
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
は
、
叙
述
の
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
経
済
原
則
を
個
別
経
済
の
指
導
原
則
と
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
か
れ
は
、
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
経
済
原
則
の
内
容
を
一
義
的
に
規
定
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
叙
述
、

理
解
は
個
所
に
よ
っ
て
相
異
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
山
式
と
③
式
に
つ
い
て
の
前
記
の
か
れ
の
解
釈
か
ら
明
瞭

に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
俗
に
『
最
小
の
費
用
で
最
大
の
成
果
を
獲
得
す
る
』
と
規
定
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
経
済

原
則
を
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
経
済
原
則
の
正
し
い
理
解
に
と
っ
て
決
し
て
十
分
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た

前
稿
で
指
摘
し
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
か
れ
は
、
図
式
を
生
産
過
程
に
た
い
す
る
指
導
原
理
と
し
て
把
握
し
、
さ
ら
に
そ

れ
を
く
わ
し
く
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

y
を
最
有
利
に
形
成
す
る
た
め
に
は
「
生
産
的
総
効
用
(
p
r
o
d
u
k
t
i
v
e
r
G
e
s
-

a
m
t
n
u
t
z
e
n
)
最
大
で
経
済
す
る
こ
と
」
が
重
要
で
あ
り
、
か
く
て
こ
こ
に
お
い
て
も
限
界
効
用
の
法
則
す
な
わ
ち
「
生
産
適
性
の
法

則」

(
d
a
s
G
e
s
e
t
z
 d
e
s
 O
p
t
i
m
u
s
 in 
d
e
r
 P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
)
が
妥
当
1

す
る
(
S
.
2
9
)

と
、
限
界
原
理
を
ば
指
導
原
理

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）

し
か
し
か
れ
は
、
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ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）

さ
て
、
各
個
別
経
済
が
以
上
の
よ
う
な
原
理
に
も
と
ず
い
て
行
動
す
る
時
、
形
成
さ
れ
る
市
場
価
値
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
に
よ
れ
ば
要
す
る
に
原
価
価
値
と
市
湯
価
値
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
っ
て
、
各
財
の
原

価
価
値
と
生
産
薩
と
の
関
係
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
異
な
る
。
す
な
わ
ち
日
、
同
一
の
原
価
価
値
で
任
意
に
生
産
撒
が
増
加
さ
れ
う
る

財
に
あ
っ
て
は
、
自
由
競
争
を
前
提
と
す
る
限
り
、
市
湯
価
値
は
、
少
な
く
と
も
長
期
的
に
は
、
平
均
的
原
価
価
値
に
応
じ
て
き
ま
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
財
に
あ
っ
て
は
平
均
的
原
価
価
値
で
生
産
批
を
任
意
に
増
大
し
う
る
か
ら
、
高
原
価
価
値
で
生
産
さ
れ
た
も

の
は
販
売
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
口
、
同
一
の
原
価
で
任
意
に
は
生
産
鼠
を
増
加
し
え
な
い
財
に
あ
っ
て
は
、
生
産
批
増
加
は
必

ず
原
価
価
値
騰
貴
を
伴
う
か
ら
、
市
場
価
値
は
欲
望
増
大
に
際
し
て
、
企
業
が
高
原
価
価
値
に
お
い
て
生
産
を
な
す
限
り
に
お
い
て
の

み
、
高
ま
り
う
る
。
従
っ
て
こ
の
種
の
財
に
あ
っ
て
は
、
市
場
価
値
が
原
価
価
値
を
基
礎
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
、

市
場
価
値
の
高
さ
が
よ
り
高
い
原
価
価
値
で
生
産
を
行
な
う
か
ど
う
か
の
決
定
条
件
と
な
る
。
こ
の
結
果
、
低
原
価
で
同
一
財
を
生
産

し
う
る
生
産
者
に
は
、
そ
の
原
価
と
原
価
最
高
の
生
産
者
の
原
価
と
の
差
で
あ
る
『
レ
ン
ト
』
が
生
じ
る
。
国
、
枇
に
限
界
の
あ
る
財

で
は
、
独
占
に
た
い
す
る
自
然
的
な
基
盤
が
存
在
し
、
市
場
価
値
は
い
わ
ゆ
る
独
占
価
格
へ
容
易
に
転
ず
る

(
S
S
.
2
9

—

3
1
)。
以
上
の
ご

と
く
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
ほ
、
日
の
財
に
は
平
均
原
理
が
適
用
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
湯
合
の
均
衡
点
が
い
わ
ゆ
る

平
均
費
用
1
1
限
界
喪
用
1
1
価
格
の
点
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
結
局
個
別
経
済
は
、
い
わ
ゆ
る
経
済
性
原
理
に
よ
っ
て
蒔
か

れ
る
も
の
と
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
は
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
口
の
財
で
は
、
限
界
原
理
が
適
用
さ
れ
う
る
も
の
と
さ
れ
、

そ
し
て
乎
均
喪
用
極
小
点
で
は
な
く
て
、
限
界
喪
用
1
1
価
格
の
点
が
均
衡
点
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
利
潤
極
大
化
原
理
が
個
別
経
済
の

指
渫
原
理
と
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
国
の
財
に
は
完
全
に
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
自
身
、
あ
ら
ゆ
る

点
か
ら
考
え
て
「
生
産
者
に
最
大
の
利
益
と
な
る
価
格
の
確
定
が
問
題
で
あ
る
」

(
S
.
3
1
)

と
の
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
こ
に
お
い
て
、
体
系
理
念
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
経
済
原
則
と
と
も
に
利
潤
原
則
が
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
叙
述
に
は
い
っ

六
四
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い
ず
れ
に
し
ろ
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
商
事
経
営
学
に
お
い
て
は
、
利
潤
が
枢
要
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
、

学
で
は
国
民
経
済
学
と
は
異
な
っ
て
収
益
性
が
支
配
的
意
義
を
も
ち

(
S
.
2
)

、

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）

る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
は
っ
き
り
主
張
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

お
い
て
こ
の
原
則
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ず
、

六
五

収
益
性
の
問
題
で
は
利
潤
概
念
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な

て
く
る
。
否
、
現
実
に
は
、
収
獲
逓
減
の
法
則
が
妥
当
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
本
来

t
の
財
が
存
在
し
う
る
の
は
ご
く
稀
な
場
合
で
あ

り
、
少
な
く
と
も
今
日
で
は
、
そ
の
社
会
経
済
的
条
件
か
ら
い
っ
て
も
、
現
実
の
財
の
大
多
数
を
占
め
る
も
の
は
口
も
し
く
は
国
の
財

ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
は
こ
こ
に
お
い
て
、
実
際
に
は
、
利
潤
原
則
を
個
別
経
済
の
指
導
原
則
と
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
個
別
経
済
の
指
導
原
則
と
し
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
利
潤
原
則
を
と
る
の
か
そ
れ
と
も
経
済
原
則
を
と
る
か
に
つ
い
て
の
か

れ
の
記
述
は
ま
こ
と
に
不
十
分
、
不
明
確
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
か
れ
は
利
潤
原
則
と
経
済
原
則
と
の
間
を
さ
ま
よ
う
て
い
る
と
い

③
 

っ
た
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
お
い
て
、
個
別
経
済
内
部
の
い
わ
ば
経
営
内
的
活

動
に
た
い
す
る
指
導
原
則
と
、
他
の
個
別
経
済
と
の
関
連
に
お
い
て
い
わ
ば
個
別
経
済
全
体
を
指
薄
す
べ
き
原
則
と
を
区
別
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
確
か
に
個
別
経
済
の
指
導
原
則
と
し
て
は
経
済
原

則
か
そ
れ
と
も
利
潤
原
則
の
い
ず
れ
が
支
配
的
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
一
義
的
な
決
断
を
下
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
前

者
を
対
内
的
な
指
導
原
則
と
し
て
、
後
者
を
対
外
的
な
指
導
原
則
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
か
れ
が
経
済
原
則
と
利
潤
原
則
と
は
本
質
的
に
み
れ
ば
同
一
の
思
想
を
異
な
っ
た
形
で
定
式
化

し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
詳
細
に
検
討
す
る
と
非
本
質
的
と
し
て
片
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
相
異
点
が
あ
る
と
し
て
、
経

済
原
則
が
一
定
の
原
則
の
追
求
を
経
済
の
目
的
と
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
、
利
潤
原
則
は
経
済
原
則
の
遥
守
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

結
果
を
経
済
の
目
的
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
個
別
経
済
の
生
活
原
則
は
経
済
原
則
で
あ
っ
て
、
個
別
経
済
は
そ
の
組
織
お
よ
び
活
動
に

し
か
も
こ
の
原
則
に
従
う
限
り
に
お
い
て
の
み
純
利
潤
は
獲
得
で
き
る

(
S
.
6
)

、
と
し
て
い

で
あ
る
か
ら
、

か
れ
は
、
私
経
済
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一
九
―
二
年
の
商
事
経
営
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
価
値
概
念
を
箇
単
な
が
ら

紹
介
し
、
そ
れ
に
た
い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
見
解
を
の
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
そ
の

価
値
論
を
国
民
経
済
学
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
は
、
そ
の
よ
う
な
価

値
論
そ
の
も
の
が
す
で
に
私
経
済
学
独
自
の
問
題
に
な
る
と
は
考
え
ず
、
そ
れ
は
、
「
そ
の
上
に
私
経
済
的
評
価
論
(
B
e
w
e
r
t
u
n
g
s
-

l
e
h
r
e
)

が
形
成
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
」
一
般
的
価
値
論
で
あ
る
と
し
て

(S.29
、
98)
、
個
々
の
財
に
つ
い
て
の
私
経
済
的
評
価
論
を

詳
細
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
り
(S.9Bff.)
、
ま
た
、
生
産
価
値
に
お
け
る
加
算
理
論
の
ご
と
く
、
価
値
の

l

般
理
論
そ
の
も
の
に
お

以
上
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、

(3) (2) 
注
山

一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
の
性
格

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）

い
の
で
あ
っ
て
、
利
澗
概
念
は
経
済
性
概
念
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
え
主
張
し
た
の
で
あ
る

(S.45)
。
し
か
し
、
利
潤
が
ニ
ッ

ク
リ
ッ
シ
ュ
の
体
系
に
お
い
て
主
要
な
意
義
を
も
つ
の
は
、
あ
く
ま
で
、
市
場
と
の
関
連
に
お
い
て
個
別
経
済
を
と
ら
え
る
場
合
で
あ

る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
個
別
経
済
の
内
部
の
生
活
原
則
は
あ
く
ま
で
経
済
原
則
で
あ
っ
て
、
利
潤
は
国
民
経
済
の
機
構

を
通
じ
て
結
果
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

H• 

N
i
c
k
l
i
s
c
h
,
 
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 Betriebslehre• 

5. 
A
u
f
l
a
g
e
 d
e
r
 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 k
a
u
f
m
l
l
n
n
i
s
c
h
e
 
B
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
 
als 

P
r
i
v
a
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 d
e
s
 H
a
n
d
e
l
s
 (
u
n
d
 d
e
r
 Industrie), 
S
t
u
t
t
g
a
r
t
 1921, 
S.11 ff. 
@Iし
、
々
勺
翫
5

や
宇
6
塊
J
9
亦
《
史
さ
れ
て

い
る
。

販
売
の
み
に
つ
い
て
は
膚
と
い
う
式
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
の
ゆ
式
は
層
I
I
m
.
X

と
分
解
し
て
考
え

ぃ

y

x

y

ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
理
論
的
に
も
そ
う
あ
る
ぺ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
第
五
版
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

中
村
常
次
郎
「
私
経
済
学
時
代
の
独
逸
経
営
学
」
一
五
四
ペ
ー
ジ
。
な
お
、

H
.
G
.
 Otto, J
o
h
a
n
n
 F
r
i
e
d
r
i
c
h
 
St "
 
hllr 

g
 
d
 di
e
 m
o
 ,
 

d
e
r
n
e
 d
e
u
t
s
c
h
s
p
r
a
c
h
i
g
e
 B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
,
 B
a
s
e
l
 
1957, 
S.23. 
お
よ
び
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
,
a. 
a. 
O., 
S.161. ~
 昭
唸

六
六
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こ
の
点
は
、
経
営
学
者
と
し
て
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
ま
ず
第
一
の
特
徴
と
し
て
あ
げ

ら
れ
る
ぺ
き
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
周
知
の
よ
う
に
、
商
科
大
学
の
創
設
を
直
接
の
契
機
と
し
て
当
時
旧
来
の
商
業
学
を
科
学
化
し

て
科
学
的
私
経
済
学
を
樹
立
せ
ん
と
す
る
試
み
が
い
く
つ
か
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
試
み
は
、
学
問
的
系
譜
か
ら
す
る
と
、

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
、
シ
ェ
ア
ー
、
ゴ
ム
ベ
ル
ク
、
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
＾
ら
の
ご
と
く
商
業
学
と
い
う
経
営
学
固
有
の
領
域
か
ら
、
い

わ
ば
は
え
抜
き
の
経
営
学
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
と
、
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
、
シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
ら
の
ご
と
く
国
民
経
済
学
の
枠
内
か
ら
、

囚

国
民
経
済
学
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
の
系
列
に
は
い
る
論
者
た
ち
は
、
そ
の
科
学
化

ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）

精
密
性
を
論
証
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

六
七

い
て
さ
え
、
国
民
経
済
学
的
価
値
理
論
を
修
正
し
て
私
経
済
学
的
価
値
理
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
価
値
論
が
国
民
経
済
学
の
価
値
論
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
国
民
経
済

図

学
と
商
業
学
と
い
う
当
時
私
経
済
学
建
設
の
土
台
と
し
て
役
立
っ
た
既
存
の
学
問
の
う
ち
、
基
本
的
に
は
、
国
民
経
済
学
に
依
拠
し
て

商
業
学
を
科
学
化
し
、
私
経
済
学
と
い
う
新
し
き
学
問
の
形
成
を
試
み
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
経
営
学
を
国
民
経
済
学
の
一

分
野
と
し
な
が
ら
も
自
然
科
学
的
科
学
概
念
に
直
接
よ
り
か
か
っ
て
、
商
業
学
を
数
学
も
し
く
は
物
理
学
の
ご
と
き
も
の
に
す
る
こ
と

が
、
す
な
わ
ち
商
業
学
を
科
学
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
シ
ェ
ア
ー
や
、
数
董
的
測
定
可
能
性
を
直
ち
に
科
学
性
の
メ
ル
ク
マ
ー

③
 

ル
と
し
た
ゴ
ム
ペ
ル
ク
と
は
、

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
や
や
態
度
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
、
少
な
く
と

も
か
れ
の
拠
り
所
と
す
る
国
民
経
済
学
を
科
学
た
る
も
の
と
し
て
前
提
し
え
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と

は
、
か
れ
の
拠
り
所
と
す
る
国
民
経
済
学
が
基
本
的
に
は
、
た
と
え
ば
シ
ェ
ア
ー
の
拠
り
所
と
し
た
新
歴
史
学
派
経
済
学
に
反
対
し
て
、

精
密
科
学

(
e
x
a
k
t
e
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
と
し
て
主
張
さ
れ
た
限
界
効
用
学
派
経
済
学
で
あ
っ
た
た
め
に
、
ま
さ
に
可
能
で
あ
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
と
し
て
は
、
か
か
る
国
民
経
済
学
と
私
経
済
学
と
の
一
体
性
が
論
証
さ
れ
れ
ば
、
私
経
済
学
の
科
学
的
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ま‘．＇ 

ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
横
）
、

の
方
法
や
体
系
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ツ
ェ
ア
ー
の
み
を
例
外
と
し
て
、
い
ず
れ
も
経
営
学
を
単
に
科
学
と

し
て
形
成
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
国
民
経
済
学
か
ら
独
立
し
た
別
個
の
も
の
と
し
て
建
設
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ

て
か
れ
ら
は
、
た
と
え
ば
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
の
ご
と
く
、
国
民
経
済
学
は
哲
学
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
科
学

(
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h

固

g
e
r
i
c
h
t
e
t
e
 W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)

で
太
て
る
か
ら
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
従
っ
て
真
正
の
科
学
た
り
え
な
い
と
い
う
論
拠
に
よ
る
に
し
ろ
、

ま
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
ご
と
く
、
国
民
経
済
学
は
経
営
の
外
部
生
活
の
み
を
研
究
し
て
内
部
生
活
の
研
究
を
ほ
と
ん
ど
な
し
て
こ
な

か
っ
た
と
い
う
論
拠
に
よ
る
に
し
ろ

r
と
も
か
く
、
国
民
経
済
学
の
批
判
的
克
服
の
上
に
私
経
済
学
を
建
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
も
経
営
学
固
有
の
領
域
か
ら
い
わ
ば
は
え
抜
き
の
経
営
学
者
と
し
て
私
経
済
学
の
樹
立
に
取
り
組
ん
だ
も
の
と

し
て
、
私
経
済
学
を
国
民
経
済
学
か
ら
独
立
し
た
学
問
と
し
て
主
張
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
か
れ
は
、
国
民
経
済
学
を
無
用
の

も
の
と
し
て
否
定
し
さ
る
の
で
は
な
く
て
、
国
民
経
済
学
の
基
礎
の
上
に
、
国
民
経
済
学
的
理
論
や
概
念
の
私
経
済
学
的
限
定
な
い
し

は
改
鋳
と
い
う
方
法
を
通
じ
て
、
と
も
か
く
独
立
し
た
私
経
済
学
を
樹
立
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
私
経
済
学
の
独
立
化
に
つ
い
て
の
主
張
、
論
拠
は
薄
弱
と
な
り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
一
方
的
宜
言
ご

m
 

と
き
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

国
民
経
済
学
か
ら
独
立
か
も
し
く
は
非
独
立
か
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
ま
た
科
学
化
の
方
法
に
差
異
が
あ
る
に
せ
よ
、
国
民
経
済

学
に
依
拠
し
て
私
経
済
学
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
点
で
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
と
シ
ェ
ア
ー
と
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
と
ツ
ェ
ア
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
依
拠
せ
ん
と
し
た
国
民
経
済
学
は
、
名
称
こ
そ
同
一
で
あ
る
が
、
そ
の
性
格
を
全

く
異
に
す
る
国
民
経
済
学
で
あ
っ
た
点
が
、
次
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
一
の
点
が
国
民
経
済
学
に
お
け
る
方
法
論
論
争
に
関

連
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
第
二
点
は
ま
さ
に
価
値
判
断
論
争
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
お
い
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ

「
私
経
済
学
は
言
葉
の
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
科
学
的
学
問
で
あ
っ
て
、
…
•
•
•
最
大
可
能
な
利
澗
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
場
合
に
は

六
八
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て、 厳
守
さ
れ
る
べ
き
規
則
を
与
え
る
技
術
論
で
は
な
い
」

(
S
.
4
)

と
主
張
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
、
た
と
え
理
論
そ
の
も
の
の
特
質

が
さ
ら
に
た
ち
い
っ
て
解
明
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
企
業
の
収
益
性
に
関
す
る
研
究
が
決
し
て
私
経
済
学
を
技
術
論
や
技
術
に
転
化

⑧
 

せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
と
消
極
的
に
私
経
済
学
の
科
学
性
を
擁
護
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
ま
た
、
か
れ
が
国
民
経
済
学
も
私

経
済
学
も
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
国
民
経
済
ま
た
は
私
経
済
の
福
祉
を
促
進
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
ち
じ
る
し
く
実
践
的
な
観
点
に
お

191 

い
て
両
者
を
理
解
し
、
か
れ
自
身
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
科
学
と
技
術
論
と
の
区
別
は
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
従
っ

て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
価
値
判
断
排
撃
が
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
没
価
値
論
を
悪
用
す
る
と
こ
ろ
の
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
自
身
極
力
排
撃
し
た
と
こ
ろ
の
「
似
而
非
没
価
値
性
論
」

(
p
s
e
u
d
o
,
 
wertfrei)
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
当

時
倫
理
主
義
的
経
済
学
の
立
場
と
は
反
対
の
立
場
に
あ
り
、
と
に
か
く
没
価
値
的
な
理
論
科
学
を
可
と
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

そ
の
点
、
利
潤
追
求
を
排
除
し
た
規
範
的
商
業
概
念
を
主
張
し
商
業
の
規
範
理
論
を
展
開
し
た
シ
ェ
ア
ー
が
、
シ
ュ
モ
ラ
ー
ら
の
新

歴
史
学
派
的
な
倫
理
主
義
的
経
済
学
の
立
場
に
た
ち
、
社
会
改
良
主
義
的
な
全
体
の
立
場
に
た
っ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
ニ
ッ
ク
リ

ッ
シ
ュ
は
全
く
反
対
の
思
想
的
立
場
に
た
つ
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
も
、
経
営
の
主
体
、
少
な
く
と
も
人
間
に
は
全
然
関
心
を
よ
せ

⑫
 

ず
、
経
済
を
純
即
物
的
に
客
体
的
に
の
み
把
握
し
、
財
務
論
と
し
て
の
み
経
営
理
論
を
展
開
し
た
当
時
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
か
れ

自
身
が
そ
の
著
害
の
な
か
で
私
経
済
学
を
厳
密
な
意
味
の
科
学
た
ら
し
め
た
も
の
と
し
て
称
校
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
古
典
派
経
済
学

の
立
場
に
た
っ
て
経
済
を
個
別
的
、
物
財
的
に
把
握
し
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
価
値
関
係
づ
け
の
原
理
に
依
拠
し
て
没
価
値
的
な
科
学
的
私

経
済
学
を
樹
立
せ
ん
と
し
た
と
こ
ろ
の
、
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
、
シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
と
、
結
局
同
じ
立
場
に
た
つ
の
で
あ
る
。
た
だ
、
ワ
イ
ヤ

ー
マ
ソ
、

シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
が
総
究
本
の
立
場
に
た
っ
て
国
民
経
済
学
の
枠
内
に
お
い
て
の
み
私
経
済
学
の
樹
立
を
考
え
た
の
に
た
い
し

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
個
別
資
本
、
と
く
に
大
商
業
資
本
の
立
場
に
た
っ
て
あ
く
ま
で
私
経
済
学
を
国
民
経
済
学
か
ら
独
立
し
た
別

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）

と
だ
け
は
、
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

六
九



164 

UO) (9) (8) (7) 16) (5) (4) (3) (2) 
注
山

個
の
も
の
と
し
て
建
設
し
よ
う
と
し
た
点
が
、
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。
総
資
本
の
立
場
に
た
っ
ヮ
イ
ヤ
ー
マ
ソ
、
ツ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
と
個

別
資
本
の
立
場
に
た
つ
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
同
じ
思
想
的
立
場
に
た
っ
て
同
じ
性
格
の
私
経
済
学
の
樹
立
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
に
ま
さ

に
、
当
時
ド
イ
ツ
で
は
、
総
究
本
の
立
場
に
た
つ
国
民
経
済
学
の
関
心
事
た
る
ド
イ
ッ
資
本
家
階
級
の
一
般
的
階
級
的
利
害
が
、
個
々

の
企
業
資
本
家
の
個
別
的
利
害
、
と
り
わ
け
支
配
的
な
独
占
企
業
の
そ
れ
に
い
ち
じ
る
し
く
接
近
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
、
す
で
に

北
川
宗
蔵
博
士
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
ド
イ
ッ
資
本
主
義
の
当
時
の
特
殊
な
事
情
が
、
象
徴
的
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
最
近
に
お
い
て
も
ル
ー
フ
は
、
価
値
の
問
題
が
国
民
経
済
学
的
に
は
『
価
値
問
題
』

(
W
e
r
t
p
r
o
b
l
e
m
)

で
あ
る
が
、
経
営
学
的
に

は
『
評
価
問
題
』

(
B
e
w
e
r
t
u
n
g
p
r
o
b
l
e
m
)

で
あ
る
と
い
う
見
解
を
主
張
し
て
い
る
。

R
u
f
,
a. 
a. 
0., 
S.9ff. 

W
i
t
t
m
a
n
n
,
 a. 
a. 
0., 
S.7. 

こ
の
点
に
関
す
る
シ
ェ
ア
ー
や
ゴ
ム
ペ
ル
ク
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
」

関
西
大
学
商
学
論
集
第
四
巻
第
三
号
、
四
号
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。

中
村
常
次
郎
「
私
経
済
学
時
代
の
独
逸
経
営
学
」

1
0
0
ペ
ー
ジ
。

E
.
 
S
c
h
m
a
l
e
n
b
a
c
h
,
 P
r
i
v
a
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 
als 
K
u
n
s
t
l
e
h
r
e
,
 N
H占
F・,
VI. Jahrg., 
S
S
.
3
0
7
ー
308.

il/l:! 膝
虚
中
天

liR
「
ジ
ュ
マ

l

>
ソ
バ
ッ
ハ
技
術
論
と
し
て
の
私
経
済
学
」
会
計
第
六
七
巻
第
一
号
一
八

0
ペ
ー
ジ
。

R• 

D
i
e
t
r
i
c
h
,
 
B
e
t
r
i
e
b
 ,
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
,
 
M
l
i
n
c
h
e
n
 u
n
d
 L
e
i
p
z
i
g
 1914, 
S
S
.
 
IV, 11. 
拙
稿
「
デ
イ
ー
ト
リ
ゾ
ヒ
労
働
共
同
体
論

に
関
す
る
一
考
察

H
」
関
西
大
学
商
学
論
躾
第
四
巻
第
五
号
四
三
ペ
ー
ジ
。

中
村
常
次
郎
前
掲
稿
一
五
七
ペ
ー
ジ
。

中
村
常
次
郎
前
掲
稿
一
五
五
ペ
ー
ジ
。

A. 0. Stich, 
D
i
e
 E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 d
e
r
 B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 
z
u
r
 
s
e
l
b
s
t
a
n
d
i
g
e
n
 
Disziplin, 
B
a
s
e
l
 
1956, 
S.38. 

わ
が
国
に
お
け
る
蚊
も
す
ぐ
れ
た
方
法
論
研
究
者
の
一
人
で
あ
っ
た
馬
場
敬
治
氏
は
、
直
接
的
に
は
一
九
二
九
ー
一
―
―
―
一
年
の
第
七
版
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が

W
e
r
t
f
r
e
i
t
h
e
i
t
と

W
e
r
t
b
e
z
o
g
e
n
h
e
i
 t
と
い
う
二
つ
の
五
葉
の
慈
味
す
ら
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い

こ
と
を
、
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
馬
場
敬
治
「
経
営
学
方
法
論
」
三
四
ペ
ー
ジ
。

一
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
振
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
栖
）

七
0
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以
上
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
主
張
せ
ん
と
し
た
こ
と
は
、
要
す
る
に
、

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
、
少
な
く
と
も
当
時
に
お
い
て
は
、
限

界
効
用
学
派
経
済
学
と
同
じ
理
論
的
立
場
に
た
ち
、
そ
れ
を
そ
の
科
学
的
私
経
済
学
建
設
の
拠
り
所
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
か
れ
は
、
な
る
ほ
ど
個
別
経
済
内
で
は
平
均
原
理
が
妥
当
す
る
と
か
、
客
観
的
価
値
を
認
め
る
と
か
と
い
っ
た
点
に
お
い
て
、
限

界
効
用
学
派
経
済
学
と
全
く
軌
を
一
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
か
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
有

名
な
限
界
効
用
学
派
経
済
学
者
ク
ラ
ー
ク
の
資
本
概
念
を
拠
り
所
と
し
て
資
本
概
念
を
規
定
し
、
そ
れ
に
も
と
ず
い
て
、
一
九
―
二
年

の
商
事
経
営
学
の
一
大
支
桂
た
る
資
産
概
念
を
と
り
だ
し
て
い
る
と
こ
ろ
や
、
本
稿
に
お
い
て
紹
介
、
指
摘
し
た
よ
う
に
、
経
済
を
消

費
の
面
か
ら
欲
望
充
足
と
し
て
把
握
し
、
限
界
原
理
を
主
た
る
原
理
と
し
て
甚
本
的
に
は
主
観
的
価
値
論
を
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

か
れ
が
根
本
的
に
は
ど
の
よ
う
な
理
論
的
立
場
に
た
つ
も
の
で
あ
る
を
、
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
、

お
い
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
い
か
な
る
社
会
経
済
的
甚
盤
に
た
っ
て
い
た
か
を
解
明
す
る
鍵
が
あ
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
究
本
主
義
は
、
独
占
資
本
主
義
段
階
へ
の
移
行
と
と
も
に
世
界
市
場
進
出
と
い
う
帝
国
主
義
的
政
策
を
と
っ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
進
資
本
主
義
国
と
い
う
制
約
の
た
め
に
、
ド
イ
ッ
独
占
資
本
は
、
当
時
、
賃
金
の
低
下
と
社
会
政
策
的
諸
負

(141 (13) (12, 111) 

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橘
）

む

す

び

七

拙
稿
「
ツ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

拙
稿
「
ニ
ゾ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
廿
経
党
学
に
お
け
る
企
業
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
参
照
。

W
e
y
e
r
m
a
n
n
-
S
c
h
t
i
n
i
t
z
,
 G
r
u
n
d
l
e
g
u
n
g
 u
n
d
 S
y
s
t
e
m
a
t
i
k
 e
i
n
e
r
 w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
n
 P
r
i
v
a
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 u
n
d
 ihre 

P
f
l
e
g
e
 a
n
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
e
n
 
u
n
d
 
Fach• 

H
o
c
h
s
c
h
u
l
e
n
,
 K
a
r
l
s
r
u
h
e
 1
9
1
2
.
 

北
川
宗
蔵
「
経
営
学
方
法
論
研
究
」
一
四
ー
一
六
ペ
ー
ジ
。
中
村
常
次
郎
前
掲
稿
一

01
―
―
ペ
ー
ジ
。
牛
尾
真
造
「
経
営
学
説
史
」
一
三
六
ー
一

三
七
ペ
ー
ジ
。

一
九
―
二
年
当
時
に
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1
 

、1
,ー

ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
栢
）

担
の
切
り
下
げ
に
よ
っ
て
生
産
費
の
低
減
を
は
か
り
利
潤
の
獲
得
を
は
か
る
こ
と
を
第
一
の
階
級
的
目
的
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

た
め
、
旧
来
の
新
歴
史
学
派
経
済
学
に
よ
る
社
会
改
良
の
科
学
の
名
に
お
け
る
提
案
は
、
今
や
、
そ
の
科
学
的
客
観
性
を
否
定
せ
ら
れ
、

没
価
値
性
な
る
と
こ
ろ
に
科
学
性
、
客
観
性
が
お
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ッ
資
本
主
義
の
変
容
と
と
も
に
、
旧
来
支
配
的
学
説
で
あ

っ
た
新
歴
史
学
派
経
済
学
は
、
方
法
論
論
争
お
よ
び
価
値
判
断
論
争
を
通
じ
て
克
服
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
孤
立
的
個
人
を
前
提

と
し
て
消
費
を
理
論
的
出
発
点
と
す
る
、
甚
本
的
に
は
平
均
原
理
で
は
な
く
て
限
界
原
理
に
よ
っ
て
理
論
を
た
て
る
、
非
歴
史
的
超
越

的
理
論
を
主
張
す
る
、
ま
さ
に
金
融
資
本
主
義
段
階
の
経
済
理
論
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
限
界
効
用
学
派
経
済
学
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

経
済
学
に
お
い
て
限
界
効
用
学
派
の
果
し
た
役
割
を
、
私
経
済
学
に
お
い
て
果
さ
ん
と
し
て
登
場
し
た
も
の
こ
そ
が
、
ま
さ
に
ニ
ッ

③
 

ク
リ
ッ
シ
ュ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
か
れ
は
、
エ
レ
ソ
ベ
ル
ヒ
や
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ソ
、
ツ
ェ
ー
ニ
ッ

ツ
と
な
ん
ら
相
異
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
れ
の
特
殊
性
は
、
か
れ
が
個
別
資
本
の
立
場
に
た
っ
て
商
業
学
と
い
う
経
営
学

固
有
の
領
域
か
ら
経
営
学
の
科
学
的
樹
立
を
試
み
た
と
い
う
点
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
当
時
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
商
業
資

本
を
甚
盤
と
し
て
私
的
大
経
営
的
商
事
企
業
を
中
心
と
し
て
、
ド
イ
ッ
独
占
資
本
、
と
く
に
大
商
業
資
本
の
階
級
的
利
害
に
完
全
に
照

応
し
て
、
そ
の
利
潤
創
出
機
構
を
後
年
の
ご
と
く
臣
蔽
す
る
と
い
う
よ
り
は
体
系
的
客
観
的
に
叙
述
し
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
当
時
の
か
れ
が
後
年
の
主
張
よ
り
も
理
論
的
に
正
し
い
も
の
を
か
え
っ
て
多
く
含
み
え
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
た
め
で
あ
っ

た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
論
的
に
い
え
ば
そ
の
根
本
的
な
思
想
的
立
場
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
て
、
真
に
正
し
い
科
学

的
理
論
に
到
達
し
え
ず
、
そ
の
後
に
お
い
て
は
、
科
学
的
立
湯
か
ら
い
え
ば
か
え
っ
て
退
歩
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
か
れ
が
ま
さ
に

大
独
占
賓
本
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
そ
の
限
界
の
た
め
で
あ
っ
た
で
あ
る
う
。

ち
な
み
に
、
松
本
剛
助
教
授
に
よ
る
と
、
シ
ュ
マ
ー
レ
ソ
バ
ッ
ハ
は
こ
れ
と
は
異
な
る
経
済
観
を
有
し
て
い
た
。
こ
こ
に
も
ニ
ッ
ク
リ
ゾ
シ
ュ

と
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ソ
ハ
の
対
照
点
が
求
め
ら
れ
る
。
松
本
剛
「
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ソ
ハ
の
経
済
観
に
つ
い
て
L

経
営
経
済
第
一
号
と
く
に
八

七
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(5) (4) (3) (2) 

付
記

七

〔
一
九
六
五
•
四
・
ニ
〇
〕

0
ペ
ー
ジ
。

周
知
の
よ
う
に
プ
ハ
ー
リ
ソ
は
、
消
貨
の
観
点
、
個
人
主
義
的
主
観
性
、
非
歴
史
的
超
越
性
と
い
う
三
つ
の
根
拠
か
ら
、
限
界
効
用
学
派
が
金

糾

融
資
本
主
義
段
階
に
お
け
る
利
子
生
活
者
を
社
会
的
甚
盤
と
す
る
経
済
理
論
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
ケ
ッ
ペ
ル
は
、

か
か
る
プ
ハ
ー
リ
ン
の
規
定
は
限
界
効
用
学
派
が
―
つ
の
限
界
理
論
で
あ
る
点
で
は
な
く
て
む
し
ろ
そ
れ
が
一
つ
の
効
用
理
論
た
る
点
の
た
め

51 

で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
批
判
、
規
定
は
正
鵠
を
射
て
い
な
い
と
、
反
批
判
し
て
い
る
Ol

ニ
ー
レ
ソ
ペ
ル
ヒ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
エ
ー
レ
ソ
ペ
ル
ヒ
の
労
働
共
同
体
論
に
つ
い
て
」
関
西
大
学
商
学
論
集
第
七
巻
第
六
号
、
第
八
巻
第
一

号
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。

N. B
u
c
h
a
r
i
n
,
 D
i
e
 politische Okonomi~des 

R
e
n
t
n
e
r
s
.
 1
9
2
5
.
 
S
.
2
0
f
f
.
 

藤
田
桁
沢
「
限
界
効
用
説
と
マ
ル
ク
ス
主
義
」
社
会
文
庫
第
一
五
冊
と
く
に
五
—
六
ペ
ー
ジ
。

本
稿
は
昭
和
三
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
商
事
経
営
学
に
お
け
る
価
値
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
大
橋
）




