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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
三
巻

七
月
号

エ
ゴ
追
求
社
会
の
帰
結

い
ま

そ
れ
は

世
界
中
で

自
己
社
会

民
族
主
義

エ
ゴ
追
求
社
会
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

必
然
の
帰
結

極
右
の

国
粋
主
義

フ
ァ
シ
ズ
ム
な
ど
の

風
が
吹
き
荒
れ
て
い
る

子
ど
も
の
睡
眠
の
乱
れ

子
ど
も
た
ち
の
睡
眠
が

そ
れ
は

宵
っ
張
り
で

生
活
習
慣
の
乱
れ

朝
寝
坊
型
に
な
り

他
己
の
喪
失
の

睡
眠
時
間
も

現
れ
で
あ
る

短
く
な
っ
て
い
る

と
い
う
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
一
〇
三
）

―

―

空
海
『
即
身
成
仏
義
』
解
説
（
六
）

（
三
）
二
頌
（
じ
ゅ
）
八
句
の
総
釈
と
科
分

釈
し
て
曰
く
、
こ
の
二
頌
八
句
を
以
て
即
身
成
仏
の
四
字

を
歎
ず
。
即
ち
、
こ
の
四
字
に
無
辺
の
義
を
含
ぜ
り
。
一
切

の
仏
法
は
、
こ
の
一
句
を
出
で
ず
。
故
に
、
略
し
て
両
頌
を

樹
（
た
）
て
て
無
辺
の
徳
を
顕
（
あ
ら
）
わ
す
。

頌
の
文
を
二
に
分
か
つ
。
初
め
の
一
頌
は
、
即
身
の
二
字

を
歎
じ
、
次
の
一
頌
は
、
成
仏
の
両
字
を
歎
ず
。

初
め
の
中
に
、
ま
た
、
四
有
り
。
初
め
の
一
句
は
体
（
た

い

、
二
に
は
相
（
そ
う

、
三
に
は
用
（
ゆ
う

、
四
に

）

）

）

は
無
礙
（
む
げ
）
な
り
。

後
の
頌
の
中
に
四
有
り
。
初
め
に
は
法
仏
の
成
仏
を
挙

げ
、
次
に
は
無
数
（
む
し
ゅ
）
を
表
わ
し
、
三
に
は
輪
円
を

顕
わ
し
、
後
に
は
所
由
（
し
ょ
ゆ
）
を
出
だ
す
。

参
考
ま
で
に
、
現
代
語
訳
と
し
て
『
弘
法
大
師
空
海
全
集
第
二

巻

（
筑
摩
書
房
刊
）
の
中
の
松
本
照
敬
訳
を
引
用
さ
せ
て
頂
き

』

ま
す
。

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

「

＊

＊

＊

右
の
詩
を
解
釈
し
て
い
う
。
こ
の
二
つ
の
句
は

「
即
身
成

、

仏
」
と
い
う
四
文
字
を
賛
（
た
た
）
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
四
文
字
に
は
、
か
ぎ
り
な
い
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。

す
べ
て
の
仏
教
の
教
え
は
、
こ
の
「
即
身
成
仏
」
の
一
句
に
表
現

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
ゆ
え
に
、
略

、

。

し
て
二
つ
の
詩
を
あ
げ
て

か
ぎ
り
な
い
徳
を
表
し
た
の
で
あ
る

詩
の
全
体
を
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
。
初
め
の
一
詩
は

「
即

、

」

、

「

」

。

身

の
二
字
を
賛
え

次
の
一
詩
は

成
仏

の
二
字
を
賛
え
る

初
め
の
詩
に
、
ま
た
、
四
つ
の
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
最
初

、

、

、

、

の
句
に
は

即
身
の
本
体

二
番
目
の
句
に
は

即
身
の
真
実
相

三
番
目
の
句
に
は
、
即
身
の
は
た
ら
き
、
四
番
目
の
句
に
は
、
即

身
の
自
由
自
在
な
交
渉
が
説
か
れ
て
い
る
。

。

、

あ
と
の
詩
に
も
四
つ
の
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る

最
初
の
句
に

宇
宙
の
真
理
そ
の
も
の
た
る
仏
の
成
仏
を
あ
げ
、
次
の
句
に
お
い

て
は
、
無
数
の
人
び
と
を
表
わ
し
、
三
番
目
の
句
は
、
世
界
の
真

、

、

。

実
相
を
表
わ
し

最
後
の
句
に
は

成
仏
の
理
由
を
示
し
て
い
る

＊

＊

＊

」

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

出
だ
し
に
あ
り
ま
す
「
右
の
詩
を
解
釈
し
て
い
う
」
の
右
の
詩

と
は
、
先
月
号
に
載
せ
ま
し
た
八
行
か
ら
な
る
詩
の
こ
と
で
す
。

大
切
で
す
の
で
、
次
に
再
掲
し
て
み
ま
す
。
覚
え
て
し
ま
う
ほ
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ど
読
ん
で
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

六
大
無
礙
（
む
げ
）
に
し
て
常
に
瑜
伽
な
り

体

四
種
曼
荼
各
々
離
れ
ず

相

三
密
加
持
す
れ
ば
速
疾
に
顕
わ
る

用
（
ゆ
う
）

重
重
帝
網
な
る
を
即
身
と
名
づ
く

無
礙

法
然
に
薩
般
若
（
さ
は
ん
に
ゃ
）
を
具
足
し
て

心
数
（
し
ん
じ
ゅ

・
心
王
、
刹
塵
に
過
ぎ
た
り

）

各
五
智
・
無
際
智
を
具
す

円
鏡
力
の
故
に
実
覚
智
な
り

成
仏

お
読
み
頂
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
解
説
も
あ
り
、
大
体
、
意
味

。

、

。

は
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す

少
し
だ
け

解
説
し
て
お
き
ま
す

即
身
成
仏
に
は
限
り
な
い
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り

「
す
べ
て

、

の
仏
教
の
教
え
は
、
こ
の
「
即
身
成
仏
」
の
一
句
に
表
現
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
を
出
る
も
の
で
は
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
の

で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
解
説
の
中
に

「
五
分
法
身
と
は
戒
・
定
・
恵
・

、

解
脱
・
解
脱
知
見
な
り
」
と
い
う
の
が
出
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
①
身
を
浄
め
る
た
め
に
戒
律
を
守
り
、
②
瞑
想
・
精
神

統
一
す
る
た
め
に
禅
定
（
ヨ
ー
ガ
）
に
励
む
、
③
そ
う
し
て
い
る

と
き
、
単
な
る
「
知
識
」
で
は
な
い
、
直
観
的
な
「
智
恵
」
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
、
④
そ
う
し
た
智
恵
を
得
る
修
行
を
重
ね
て
い

け
ば
、
解
脱
に
至
れ
る
、
⑤
そ
う
す
れ
ば
、
一
々
の
生
活
上
の
問

題
場
面
で
、
解
脱
に
基
づ
く
知
見
（
＝
解
決
法
）
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

仏
教
が
目
指
す
も
の
は
、
自
ら
の
苦
を
脱
し
て
、
安
心
立
命
・

大
楽
に
至
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
他
者
を
救
済
す
る
（
自
分
と
同

じ
境
地
に
導
く
）
こ
と
で
す
。
一
言
で
言
え
ば

「
上
求
菩
提
・

、

」

。

、

。

下
化
衆
生

で
す

そ
れ
を
歌
に
し
た
も
の
が

次
の
も
の
で
す

人
多
き

人
の
中
に
も

人
ぞ
な
き

人
に
な
れ
人

人
に
な
せ
人

こ
の
仏
教
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
が
真
の
人
に

成
る
（
＝
即
身
成
仏
す
る
）
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
民
主
主
義
の
時
代
に
生
き
る
現
代
人
に
と
っ

て
は
、
他
を
制
す
る
こ
と
や
環
境
を
制
御
す
る
こ
と
は
知
っ
て
い

ま
す
が
、
自
ら
を
制
す
る
「
自
制
」
と
か
、
節
度
を
も
っ
て
自
己

を
制
す
る
「
節
制
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
ま
っ
た
く
死
語
に
な
っ

。

、

「

」

、

て
い
ま
す

で
も

自
ら
が

大
楽
＝
真
の
幸
福

に
な
っ
た
り

「

」

、

、

他
者
を

大
楽
＝
真
の
幸
福

に
し
た
り
す
る
た
め
に
は

実
は

こ
の
自
己
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
、
不
可
欠
な
の
で
す
。

実
は
、
こ
の
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
極
致
が
、
即
身
成
仏
に
至

る
こ
と
だ
、
と
言
え
る
の
で
す
。
そ
の
境
地
は
、
現
代
語
訳
に
も

、

「

」

。

あ
り
ま
す
よ
う
に

ま
さ
に

自
由
自
在

と
言
え
る
も
の
で
す
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本
文
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と

「
無
礙
」
な
の
で
す
。

、

で
す
か
ら
、
こ
の
即
身
成
仏
に
至
り
ま
す
と
、
現
代
語
訳
に
あ

り
ま
す
よ
う
に

「
か
ぎ
り
な
い
徳
」
が
備
わ
る
、
と
い
う
こ
と

、

に
な
る
の
で
す
。

こ
こ
で
、
徳
と
は
何
か
、
少
し
本
題
か
ら
そ
れ
ま
す
が
、
解
説

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
第
八
巻
（
平
成
九
年
）
四
月
号
で
マ

、

。

タ
イ
福
音
書
を
解
説
し
た
際

老
子
の
主
張
を
引
用
し
て
い
ま
す

そ
れ
は

『
老
子
』
第
三
十
八
章
で
「
道
を
失
っ
て
而
る
後
に
徳

、

あ
り
、
徳
を
失
っ
て
而
る
後
に
仁
あ
り
、
仁
を
失
っ
て
而
る
後
に

義
あ
り
、
義
を
失
っ
て
而
る
後
に
礼
あ
り
」
と
い
う
部
分
で
す
。

こ
こ
に
出
て
き
ま
す
、
老
子
の
道
は
、
弘
法
大
師
空
海
で
は
即
身

成
仏
の
境
地
の
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
道
の
境
地
に
至
り
ま

「

」

。

す
と

か
ぎ
り
な
い
徳

が
備
わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す

老
子
で
言
い
ま
す
と
、
徳
と
は
、
礼
、
義
、
仁
の
す
べ
て
が
実

現
さ
れ
た
状
態
を
言
い
ま
す
。
な
お
、
私
の
モ
デ
ル
で
は
、
礼
は

「
感
覚

運
動
」
の
働
き
と
し
て
、
義
は
「
認
知

言
語
」
の
働

―

―

き
と
し
て
、
仁
は
「
情
動

感
情
」
の
働
き
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

―

実
現
さ
れ
る
価
値
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
意
識
領

域
に
属
し
ま
す
。

無
意
識
領
域
で
、
即
身
成
仏
が
達
成
さ
れ
ま
す
と
、
意
識
領
域
で

為
す
あ
ら
ゆ
る
精
神
の
営
み
に
徳
が
備
わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

自
作
詩
短
歌
等
選

日

本

丸

の

行

く

末

銀
行
の
シ
ス
テ
ム
障
害
が

日
本
に
だ
け
引
き
こ
も
り
が

な
ぜ
起
こ
る
の
か

な
ぜ
起
こ
る
の
か

行
政
マ
ン
の
士
気
が

自
殺
者
が

な
ぜ
低
下
す
る
の
か

な
ぜ
こ
う
も
多
い
の
か

政
治
家
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が

犯
罪
が

な
ぜ
頻
発
す
る
の
か

な
ぜ
凶
悪
化
す
る
の
か

企
業
の
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
が

犯
罪
検
挙
率
が

な
ぜ
起
き
る
の
か

な
ぜ
二
割
な
の
か

教
育
が

日
本
は

な
ぜ
荒
廃
す
る
の
か

な
ぜ
衰
退
し
て
い
く
の
か

学
力
水
準
が

な
ぜ
落
ち
る
の
か

目
指
す
べ
き
港
も
分
か
ら
ず

若
者
の
心
が

人
生
の
羅
針
盤
と
灯
台
と
を

な
ぜ
世
界
一
荒
れ
る
の
か

失
っ
て

航
行
す
る

日
本
丸
の
行
く
末
は

ど
こ
ま
で
も
危
う
い
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自

分

の

内

を

探

そ

う

近
代
・
現
代
人
は

自
分
の
外
ば
か
り

探
し
て
き
た

で
も

い
ま
や
そ
れ
は

人
類
に
破
滅
を

も
た
ら
し
つ
つ
あ
る

民
族
・
宗
教
観
の
対
立
激
化

真
の
信
仰
の
消
滅

家
庭
の
崩
壊

地
域
社
会
の
消
失

社
会
規
範
の
喪
失

地
球
環
境
の
破
壊

な
ど
な
ど

こ
れ
か
ら
先
は

自
分
の
外
で
は
な
く

内
を
探
そ
う

そ
う
す
れ
ば

財
産
は
な
く
て
も

名
声
は
な
く
て
も

自
ず
と
幸
せ
が

訪
れ
て
く
る
か
ら

真
の
幸
せ
は

自
分
の
内
の

暗
い
と
こ
ろ
に

あ
る
の
だ
か
ら

先

進

国

の

落

胆

自
助
努
力

す
る
国
だ
け
に

援
助
す
る

や
が
て
儲
け
が

転
が
り
込
む
か
ら

環

境

を

大

切

に

中
国
で
は

毎
年

神
奈
川
県
一
県
が

砂
漠
化
し
て
い
て

緑
化
が
追
い
つ
か
な
い

と
い
う

原
因
は

山
林
の
開
発
や

放
牧
に
よ
る
土
地
の
荒
廃

だ
と
い
う

日
本
に
も

韓
国
に
も

今
年
は

過
去
に
な
い

大
量
の
黄
砂
が

飛
来
し
た

地
球
は
有
限

環
境
を
大
切
に
し
よ
う

日

本

・

信

を

喪

失

し

た

社

会

日
本
ほ
ど

社
会
崩
壊
が

進
ん
だ
国
は
な
い

日
本
で
は

家
族
や
隣
人
す
ら
が

い
つ
自
分
へ
の

加
害
者
に
変
わ
る
か

わ
か
ら
な
い

だ
か
ら

自
分
の
安
全
を

護
る
こ
と
が

人
生
の
最
重
要
課
題
と

な
る

誰
も
信
じ
ら
れ
な
い
社
会

「
信
」
を
喪
失
し
た
社
会

そ
の
根
本
原
因
は

信
仰
を
喪
失
し
た
か
ら

で
も

誰
も
そ
れ
に
気
付
か
な
い
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こ
れ
も

精

神

的

ゆ

と

り

の

な

さ

フ
ラ
ン
ス
人
は

ア
メ
リ
カ
文
化
の

食
事
を
楽
し
む
国
民
だ

悪
影
響

と
い
う

教

育

復

興

の

決

め

手

で
も

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の

お
か
げ
で

教
育
復
興
の
決
め
手
は

道
を
歩
き
な
が
ら

日
本
の
よ
い
と
こ
ろ
を

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
を
食
べ
る

教
え
て

若
者
た
ち
の
姿
が

自
国
へ
の

日
常
化
し
て
い
る

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を

と
い
う

確
立
す
る
こ
と
だ
と

主
張
す
る
人
が
い
る

フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
は
な
い

日
本
で
も
同
じ
こ
と

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

煽
っ
た
ぐ
ら
い
で

世
界
中
が

教
育
は

食
文
化
さ
え

よ
く
な
ら
な
い
ぞ

せ
か
せ
か
と
し
た

ゆ
と
り
の
な
い
も
の
に

か
え
っ
て

な
っ
て
い
く

危
険
な
だ
け
だ

自
作
随
筆
選

農
業
は
魅
力
あ
る
職
業
！
？

六
月
二
十
七
日
付
け
毎
日
新
聞
の
「
ひ
と
」
欄
に

「
農
業
は

、

魅
力
あ
る
職
業

確
か
な
も
の
に
し
た
い
」
と
題
し
て
、
土
門
秀

樹
と
い
う
方
（
四
十
五
歳
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
見
出
し

に
魅
力
を
感
じ
て
、
す
ぐ
読
ん
で
み
ま
し
た
。

、

、

、

こ
の
方
は

東
京
大
学
を
卒
業
さ
れ
て

農
水
省
に
入
省
さ
れ

エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
（
キ
ャ
リ
ア
官
僚
）
の
道
を
歩
ま
れ
て
い
た
よ

う
で
す
が
、
農
業
の
現
場
に
魅
力
を
感
じ
ら
れ
て
、
退
職
さ
れ
、

（

）

、

、

奥
さ
ん
と
共
に
山
形
県
遊
佐

ゆ
ざ

町
で

米
と
花
類
を
主
に

専
業
で
農
業
を
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
方
の
よ

う
で
す
。

こ
の
方
の
農
業
の
現
状
認
識
は
と
て
も
的
確
で

「
い
わ
ゆ
る

、

専
業
農
家
は
絶
滅
寸
前
。
新
規
就
農
は
と
て
も
人
に
勧
め
ら
れ
な

い
」
と
か
「
い
ま
農
業
は
時
給
５
０
０
～
１
０
０
０
円
の
世
界
」

「

、

と
か

最
初
に
育
て
た
オ
ク
ラ
の
収
入
を
時
給
換
算
し
て
み
た
ら

た
っ
た
２
０
０
円
だ
っ
た
。
こ
れ
で
は
外
で
働
か
な
い
と
暮
ら
せ

。

、

、

な
い

農
業
を
始
め
た
時

集
落
に

軒
あ
っ
た
専
業
農
家
が

10

今
で
は
３
軒
」
と
か
、
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
も
、
こ
れ
は
本
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当
だ
、
と
実
感
で
き
ま
す
。

こ
の
方
が
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
「
農
業
は
国
民
の
命
と
暮
ら
し

に
密
接
に
係
わ
る

「
魅
力
あ
る
職
業
」
だ
と
、
私
も
思
い
ま
す

」

が
、
で
は
、
絶
滅
し
そ
う
な
農
業
を
復
活
す
る
道
は
、
ど
こ
に
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
期
待
し
て
読
み
ま
し
た
が
、
で
も
、
失
望
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
方
の
解
決
策
は
、
農
業
従
事
者
を
「
医
師
や

教
師
の
よ
う
に
、
国
家
試
験
で
安
全
な
食
べ
物
を
国
民
に
届
け
る

『
農
師

」
と
し
て
資
格
認
定
す
る
制
度
を
作
れ
ば
よ
い
と
い
う

』

も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

な
る
ほ
ど
、
東
京
大
学
を
卒
業
さ
れ
、
エ
リ
ー
ト
官
僚
だ
っ
た

よ
う
な
方
は
、
何
か
に
つ
け
て
「
試
験
」
で
人
に
特
別
な
資
格
を

付
与
す
る
の
が
、
お
好
き
な
の
で
し
ょ
う
が
、
で
も
、
そ
ん
な
制

度
を
作
っ
た
ぐ
ら
い
で
、
農
業
が
再
建
で
き
る
と
は
と
て
も
考
え

ら
れ
ま
せ
ん

「
農
師
」
が
生
産
し
た
も
の
だ
か
ら
安
心
で
、
そ

。

の
人
の
生
産
品
に
特
別
な
付
加
価
値
を
つ
け
る
、
と
い
っ
た
こ
と

は
、
だ
ん
だ
ん
と
「
信
」
が
失
わ
れ
て
い
く
民
主
主
義
社
会
の
い

ま
で
は
、
到
底
、
期
待
で
き
な
い
の
で
す
。
ま
た
、
た
と
え
「
農

師
」
が
難
し
い
試
験
で
、
そ
れ
に
合
格
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
だ
け

で
尊
敬
さ
れ
、
自
分
も
プ
ラ
イ
ド
を
も
っ
て
立
派
な
仕
事
を
す
る

と
、
期
待
さ
れ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
も
し
、
そ
う
し
た
難

し
い
試
験
を
通
っ
て
も
、
た
い
し
た
所
得
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、

試
験
を
受
け
る
人
す
ら
出
て
こ
な
い
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
も
し
国
家
試
験
を
通
っ
た
医
師
で
も
、
低
い
所
得

し
か
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
誰
も
す
る
人
が
い
な
く
な
る
の
で
は
な

。

、

（

）

、

い
で
し
ょ
う
か

な
ぜ
な
ら

医
師
の
仕
事

例
え
ば
外
科

も

人
に
嫌
わ
れ
る
３
Ｋ
を
備
え
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
つ
ま
り
、
医
師
の
仕
事
は
、
血
を
見
た
り
、
触
っ
た
り
、
あ

る
い
は
死
体
を
処
理
し
た
り
と
い
っ
た
、
あ
る
意
味
で
は
「
き
た

な
い
」
仕
事
で
す
し
、
ま
た
、
深
夜
に
も
た
た
き
起
こ
さ
れ
る

「
き
つ
い
」
仕
事
で
、
か
つ
重
い
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
「
き
け
ん

な
」
仕
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
こ
と
が
、
こ
の
方
に
は
、
お
分
か
り
に
な
っ
て
お
ら

れ
な
い
よ
う
で
す
。

今
日
の
よ
う
に
、
経
済
行
為
の
目
的
が

「
利
益
と
選
好
の
追

、

求
」
と
さ
れ
、
か
つ
、
そ
れ
が
「
合
理
的
行
動
」
だ
と
さ
れ
る
資

本
主
義
経
済
制
度
・
自
由
主
義
経
済
制
度
の
下
で
は
、
食
料
品
も

商
品
で
す
か
ら
、
生
産
品
の
売
価
に
よ
っ
て
利
潤
が
決
ま
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
生
産
意
欲
の
強
弱
も
決
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。
価
格

が
高
く
、
利
益
が
あ
が
れ
ば
誰
も
が
生
産
し
た
が
り
ま
す
し
、
逆

に
価
格
が
安
く
、
利
益
が
出
な
け
れ
ば
、
生
産
を
止
め
て
し
ま
い

。

、

ま
す

北
海
道
で

㌶
の
農
地
を
も
つ
米
の
生
産
農
家
が
毎
年

20

五
百
軒
も
離
農
し
て
い
く
現
実
は
、
米
価
が
下
が
り
、
赤
字
が
続

く
こ
と
で
、
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
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ま
さ
に
、
日
本
の
農
業
は
「
農
産
品
を
作
る
こ
と
そ
の
こ
と
」

が
好
き
で
、
そ
れ
に
生
き
甲
斐
を
感
じ
る
人
か
、
あ
る
い
は
、
先

祖
か
ら
引
き
継
い
で
こ
れ
ま
で
や
っ
て
来
た
こ
と
を
今
さ
ら
や
め

ら
れ
な
い
人
が
、
利
益
を
度
外
視
し
て
も
や
り
抜
こ
う
、
あ
る
い

は
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
そ
の
「
生
き
方
」
に
依
存
し
て
い
る
よ

う
に
、
私
に
は
思
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
生
き
方
は
、
若

い
人
に
は
殆
ど
理
解
さ
れ
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
多
く
の
人

に
期
待
す
る
の
も
現
実
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
利
益

の
あ
が
ら
な
い
農
業
が
、
ど
ん
ど
ん
衰
退
し
て
い
く
の
は
必
然
の

帰
結
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

で
は
、
こ
う
し
て
八
方
塞
（
ふ
さ
）
が
り
の
農
業
を
復
活
さ
せ

る
道
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

私
に
は
、
そ
れ
は
、
完
全
な
自
由
経
済
を
や
め
て
、
国
家
政
策

に
よ
っ
て
農
業
に
何
が
し
か
の
統
制
・
保
護
を
加
え
る
こ
と
だ
と

思
わ
れ
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
そ
の
第
一
の
道
は
、
農
産
品
を
初
め
と
し
て
第
一
次

産
品
を
、
徐
々
に
で
も
い
い
の
で
す
が
、
貿
易
禁
止
に
す
る
こ
と

で
す
。
少
な
く
と
も
輸
入
を
禁
止
す
る
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
こ

と
で
、
た
と
え
国
際
的
に
非
難
の
声
が
あ
が
り
、
日
本
の
工
業
製

品
の
輸
出
量
が
減
り
、
経
済
が
停
滞
し
よ
う
と
も
、
で
す
。

そ
う
し
た
貿
易
禁
止
を
実
行
す
れ
ば
、
今
日
の
よ
う
に
食
糧
の

海
外
依
存
度
の
高
い
日
本
で
は
、
必
然
的
に
食
料
品
が
不
足
し
、

そ
の
値
段
は
現
在
の
何
倍
、
何
十
倍
に
も
な
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
う
な
れ
ば
、
農
業
希
望
者
は
き
っ
と
増
え
ま
す
。
か
つ

て
、
米
は
輸
入
禁
止
で
し
た
が
、
い
ま
や
、
高
い
関
税
を
か
け
て

い
る
と
は
い
え
、
自
由
貿
易
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
需

要
の
減
少
も
あ
っ
て
値
段
は
徐
々
に
下
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う

ち
国
際
的
な
圧
力
に
よ
っ
て
、
関
税
率
は
引
き
下
げ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
の
持
論
で
す
が
、
農
業
・
漁
業
・
林
業
な
ど
の
第
一
次
産
業

は
、
土
地
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
も
の
は
、

。

、

、

人
間
の
生
存
に
不
可
欠
の
も
の
で
す

と
い
う
こ
と
は

人
間
は

そ
も
そ
も
、
土
地
に
依
存
し
て
の
み
生
命
の
維
持
が
可
能
だ
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
土
地
に
依
存
し
た
生
活
必
需
品

、

。

は

そ
の
土
地
で
生
産
で
き
た
も
の
で
ま
か
な
う
べ
き
な
の
で
す

そ
う
し
な
い
と
、
人
類
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
（
こ
こ
で
は
述
べ

ま
せ
ん
が

、
常
に
滅
亡
の
危
機
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

）

な
り
ま
す
。
自
由
貿
易
に
よ
る
世
界
規
模
で
の
分
業
か
ら
は
、
農

業
は
除
外
す
べ
き
な
の
で
す
。
人
間
が
平
和
で
安
定
し
安
全
に
生

き
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
れ
が
不
可
欠
だ
と
思
う
の
で
す
。

次
に
、
農
業
を
復
活
さ
せ
る
第
二
の
道
で
す
が
、
そ
れ
は
、
農

業
経
済
に
統
制
を
加
え
る
代
わ
り
に
、
農
家
を
直
接
保
護
す
る
方

法
で
す
。
自
由
経
済
の
い
ま
、
一
般
に
世
界
中
で
行
わ
れ
て
い
る

。

、

、

、

の
は
こ
ち
ら
で
す

で
も

日
本
で
は

経
済
原
則
が
優
先
し
て
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市
場
原
理
に
ま
か
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
優
位
を
占
め
、
保

護
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

、

、

、

、

こ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
て

日
本
の
農
業

い
や

林
業
も

先
進
国
中
で
（
世
界
中
か
も
し
れ
ま
せ
ん

、
一
番
、
崩
壊
し
て

）

い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

こ
こ
ま
で
は
、
主
と
し
て
農
業
を
食
糧
供
給
の
面
か
ら
検
討
し

て
来
ま
し
た
が
、
農
業
は
、
単
に
、
そ
れ
だ
け
の
働
き
を
す
る
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
農
業
は
人
び
と
、
特
に
子
ど
も
を

自
然
と
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
で
、
人
間
が
生
き
る
と
は
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
を
体
験
さ
せ
る
絶
好
の
機
会
を
提
供
す
る
も
の
だ
と

思
う
の
で
す
。
自
然
と
触
れ
合
い
、
自
然
に
対
し
て
関
心
を
い
だ

か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
ま
た
、
大
人
と
共
に
労
働
す
る
こ

と
で
、
労
働
と
は
何
か
、
大
人
は
ど
の
よ
う
に
労
働
し
て
い
る
の

か
、
を
身
を
も
っ
て
体
験
さ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
家
族

が
共
に
労
働
す
る
こ
と
で
、
家
族
と
し
て
の
一
体
感
を
高
め
る
こ

。

。

、

と
が
で
き
る
の
で
す

百
姓
に
資
格
な
ど
い
り
ま
せ
ん

農
業
は

自
ら
が
生
き
る
こ
と
そ
の
こ
と
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
で
き
れ

ば
あ
ら
ゆ
る
人
が
、
自
給
の
た
め
の
農
業
を
体
験
す
べ
き
な
の
で

す
。
そ
の
体
験
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
自
然
と
共
に
生
き

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
る
機
会
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
う
し
た
体
験
を
可
能
に
す
る
社
会
制
度
を
作
る
こ
と
も
、
農

業
を
復
活
さ
せ
る
道
な
の
で
す
。

釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
一
三
）

│

│

法
句
経
解
説

（
三
五
五
）
彼
岸
に
わ
た
る
こ
と
を
求
め
る
人
々
は
享
楽
に

害
（
そ
こ
な
）
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
愚
人
は
享
楽
の
た
め

に
害
わ
れ
る
が
、
享
楽
を
妄
執
す
る
が
ゆ
え
に
、
愚
者
は
他

人
を
害
う
よ
う
に
自
分
を
も
害
う
。

「
彼
岸
に
わ
た
る
」
と
は
、
弘
法
大
師
空
海
で
言
い
ま
す
と
、

即
身
成
仏
、
仏
教
一
般
で
言
い
ま
す
と
解
脱
、
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
釈
尊
の
弟
子
で
あ
る
仏
教
僧
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ

を
求
め
て
い
る
は
ず
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
「
求
め
る
人
々

は
享
楽
に
害
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
今
の
日
本
で
は

「
害
わ
れ
る
こ

、

と
が
な
い
」
と
断
定
的
に
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
が
、
残

念
な
が
ら
、
僧
侶
の
現
実
で
す
。
で
す
か
ら

「
害
わ
れ
て
は
な

、

ら
な
い
」
と
改
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

、「

」

、

次
に

愚
人
は
享
楽
の
た
め
に
害
わ
れ
る

と
あ
り
ま
す
が

前
述
の
通
り
、
僧
侶
も
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。

テ
レ
ビ
に
度
々
出
演
し
て
い
る
、
あ
る
僧
侶
は
、
高
級
車
に
乗

り
、
銀
座
の
高
級
バ
ー
に
夜
な
夜
な
飲
み
に
行
く
、
と
い
う
こ
と

で
、
あ
る
外
国
人
か
ら
不
思
議
が
ら
れ
ま
し
た
が

「
こ
れ
が
私

、
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の
生
き
方
で
、
他
人
か
ら
と
や
か
く
言
わ
れ
る
筋
合
い
は
な
い
」

と
い
っ
た
と
言
い
ま
す
。

釈
尊
の
弟
子
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
偈
（
教
え
）
が
全
く
分
か

っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

そ
の
方
は

「
享
楽
を
妄
執
す
る
が
ゆ
え
に
、
愚
者
は
他
人
を

、

」

。

、

害
う
よ
う
に
自
分
を
も
害
う

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

つ
ま
り

自
ら
は
堕
落
す
る
こ
と
で
僧
侶
の
資
格
を
害
い
、
傷
つ
け
て
い
ま

す
し
、
ま
た
、
他
者
に
僧
侶
へ
の
信
頼
の
念
を
失
わ
し
め
、
宗
教

へ
の
人
び
と
の
態
度
を
悪
い
も
の
に
し
て
い
ま
す
。

「

」

、

、

こ
れ
が
私
の
生
き
方

な
ぞ
と

う
そ
ぶ
く
ひ
ま
が
あ
れ
ば

僧
侶
の
生
き
方
は

「
私
を
捨
て
た
と
こ
ろ
に
し
か
な
い
」
こ
と

、

に
思
い
を
い
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
僧
侶
に
限
ら
ず
、
享
楽
へ
の
妄
執
は
、
現
代
人
に

は
生
き
甲
斐
追
求
の
重
要
な
条
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

度
々
書
い
て
き
た
こ
と
で
す
が
、
現
代
の
資
本
主
義
・
民
主
主

義
は
、
自
己
追
求
の
制
度
で
、
そ
の
追
求
の
目
的
は
、
自
己
の
利

便
性
・
快
適
性
・
享
楽
性
（
エ
ン
ジ
ョ
イ
す
る
こ
と
）
で
す
。
別

の
言
葉
で
言
え
ば
、
自
己
の
利
益
と
選
好
の
追
求
で
す
。

、

、

最
近
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
も

若
者
た
ち
の
生
き
る
目
的
は

「
楽
を
し
て

「
楽
し
く
暮
ら
す
こ
と
」
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

」

つ
ま
り
、
人
生
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
（
享
楽
）
す
る
こ
と
が
、
人
生
の

目
的
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
嘆
か
わ
し
い
限
り
で
す
。

こ
の
偈
で
は
、
享
楽
へ
執
着
す
る
こ
と
で
「
愚
者
は
他
人
を
害

う
よ
う
に
自
分
を
も
害
う
」
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
な
ぜ
な
の
で

し
ょ
う
か
。
僧
侶
の
よ
う
に
自
制
・
節
制
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
職
業
で
は
、
享
楽
へ
執
着
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、
分

か
る
け
れ
ど
も
、
一
般
の
人
ま
で
が
「
享
楽
が
他
者
を
害
い
、
自

分
も
害
う
」
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
享
楽
追
求
を
生
き
甲
斐
と
す

る
現
代
人
に
は
、
全
く
理
解
し
が
た
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

で
も
、
そ
う
な
の
で
す
。
極
端
な
例
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
例

え
ば
、
多
額
の
不
労
所
得
（
利
子
、
配
当
、
家
賃
、
地
代
な
ど
）

や
、
一
般
人
よ
り
極
端
に
高
い
所
得
を
得
る
人
は
、
こ
つ
こ
つ
、

ま
じ
め
に
働
く
必
要
は
な
く
、
高
級
住
宅
地
に
贅
沢
な
邸
宅
を
建

て
た
上
、
別
荘
ま
で
持
ち
、
高
級
外
国
車
に
乗
り
、
港
に
は
大
型

の
ヨ
ッ
ト
や
ク
ル
ー
ザ
ー
を
係
留
し
、
夜
の
市
長
と
よ
ば
れ
る
ほ

ど
夜
の
町
を
徘
徊
し
、
好
き
な
人
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
も
興
じ
て
、

人
生
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

こ
ん
な
人
は
、
正
に
人
生
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
（
享
楽
）
し
て
い
る

と
言
え
ま
す
が
、
で
も
、
そ
う
し
た
人
た
ち
は
、
自
ら
を
害
い
、

他
者
を
害
っ
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
、
遊
び
に
耽
っ
て
い
る
人
々
は
、
健
康
を
害
す
る
と

い
う
、
ま
さ
に
目
に
見
え
て
自
ら
を
害
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

、

。

こ
こ
で
言
っ
て
い
る
の
は

そ
ん
な
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
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そ
れ
以
外
に
、
も
っ
と
人
間
と
し
て
自
分
を
害
っ
て
い
る
、
と
言

っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
点
が
現
代
人
に
は
、
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
の
で
す
。

人
間
は

「
真
の
幸
せ
」
に
至
る
た
め
に
は
、
享
楽
し
て
い
て
は

、

だ
め
な
の
で
す
。
享
楽
す
る
こ
と
で
、
真
の
幸
せ
か
ら
遠
ざ
か
っ

て
い
る
の
で
す
。
自
ら
の
真
の
幸
せ
を
害
し
て
い
る
の
で
す
。
そ

れ
な
の
に
、
そ
う
し
た
享
楽
・
堕
落
に
気
付
か
ず
、
自
分
の
不
幸

を
嘆
き
、
他
者
を
責
め
、
他
者
を
不
幸
に
さ
え
す
る
の
で
す
。

人
間
が
真
の
幸
せ
に
達
す
る
た
め
に
は
、
自
己
と
他
己
、
二
つ

の
人
生
の
基
本
命
題
（
目
標
）
を
自
覚
す
る
と
共
に
、
そ
れ
ら
を

実
現
し
よ
う
と
し
、
同
時
に
、
二
つ
の
命
題
を
統
合
す
べ
く
精
進

。

、

。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す

そ
の
命
題
は

次
の
二
つ
で
す

自
己
の
側
の
基
本
命
題
（
目
標
）

人
間
は
自
分
自
身
を
知
る
こ
と
を
目
指
し
て
、

よ
り
善
く
生
き
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
。

他
己
の
側
の
基
本
命
題
（
目
標
）

人
間
は
法
を
目
指
し
て
、

よ
り
善
く
社
会
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
。

ま
ず
、
自
己
の
側
の
命
題
で
す
が
、
人
間
は
、
自
分
自
身
を
知

る
こ
と
を
目
指
し
て
生
き
る
存
在
な
の
で
す
。
こ
れ
は
、
そ
う
し

な
い
と
、
人
間
と
し
て
の
意
味
、
あ
る
い
は
存
在
意
義
を
失
う
と

い
う
意
味
で
、
基
本
命
題
な
の
で
す
。

現
代
人
の
よ
う
に
、
享
楽
を
生
き
甲
斐
と
し
て
い
て
は
、
自
分

自
身
を
知
る
こ
と
は
、
不
可
能
な
の
で
す
。

、

、

、

ま
た

享
楽
す
る
こ
と
を

私
の
心
理
モ
デ
ル
で
言
い
ま
す
と

そ
れ
は

「
自
己
」
の
「
情
動
」
へ
の
執
着
を
表
し
て
い
ま
す
。

、

と
い
う
こ
と
は
、
他
己
の
側
の
命
題
で
あ
る
「
法
を
目
指
す
」
こ

と
を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
社
会
的
で
あ
る
こ
と
を
放

棄
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
自
ら
を
害
う
こ
と
は
勿
論
、
他
者
を
害
っ
て
い
る
の

で
す
。

国
と
し
て
、
最
も
経
済
的
に
豊
か
な
の
は
米
国
で
す
が
、
最
近

の
こ
の
国
の
大
統
領
の
言
動
を
見
て
い
ま
す
と
、
ま
さ
に
享
楽
を

。

、

第
一
の
目
標
に
し
て
い
る
よ
う
に
し
か
思
え
ま
せ
ん

世
界
に
は

多
く
の
貧
困
な
人
々
が
い
ま
す
。
飢
え
死
に
し
て
い
る
人
も
「
ゴ

マ
ン
」
と
い
ま
す

「
人
間
」
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
手
を
差
し
伸

。

べ
る
べ
き
な
の
で
す
が
、
自
国
の
国
益
を
主
張
し
て
、
放
置
し
た

ま
ま
で
す
。
他
己
が
麻
痺
し
て
い
る
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。

「
他
者
を
害
っ
て
い
る
」
の
で
す
。
勿
論
自
ら
も
害
っ
て
い
ま

。

。

す

リ
ン
ゴ
の
よ
う
に
中
か
ら
だ
ん
だ
ん
腐
敗
し
て
行
く
の
で
す
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後
記

、

。

。

一

雨
台
風
が
襲
来
し
ま
し
た

被
害
が
か
な
り
出
た
よ
う
で
す

経
済
大
国
で
文
明
国
だ
と
い
う
の
に
、
災
害
に
弱
い
国
・
日
本
の

面
目
躍
如
で
す
。

二
、
毎
日
の
よ
う
に
畑
に
行
き
ま
す
。
キ
ュ
ウ
リ
が
ど
ん
ど
ん
で

き
ま
す
。
毎
日
沢
山
食
べ
て
い
ま
す
。
よ
そ
様
へ
差
し
上
げ
る
の

で
す
が
、
お
い
つ
き
ま
せ
ん
。
ト
マ
ト
、
ナ
ス
も
、
結
構
、
取
れ

。

、

。

て
い
ま
す

で
も

雑
草
も
一
日
一
日
み
る
み
る
伸
び
て
き
ま
す

三
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
、
増

え
て
き
た
よ
う
で
す
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
読
者
の
方
で
ま

だ
の
方
は
、
ど
う
ぞ
ア
ク
セ
ス
し
て
み
て
下
さ
い

『
こ
こ
ろ
の

。

と
も
』
も
出
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も

「
ラ
イ
ブ
ラ
リ

、

ー
」
や
「
ひ
び
き
の
さ
と
だ
よ
り
」
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
論
文

も
徐
々
に
全
文
が
見
え
る
よ
う
に
し
て
い
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。
小

川
敦
君
が
、
い
ろ
い
ろ
努
力
し
て
進
歩
さ
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

四
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
、
資
料
を
請
求
し
て
来
る
方
も
、
増

え
て
き
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

五
、
か
つ
て
本
誌
に
連
載
し
ま
し
た
『
老
子
』
の
解
説
を
、
大
学

の
紀
要
に
連
載
し
て
二
回
載
せ
ま
し
た
。
結
構
、
皆
さ
ん
の
関
心

が
高
い
の
か
、
資
料
集
に
載
せ
た
い
と
か
、
出
版
し
た
い
（
た
だ

し
自
費
出
版
に
近
い
費
用
が
か
か
る
）
と
か
、
そ
う
い
う
申
込
み

が
あ
り
ま
し
た
。
出
版
社
の
負
担
で
出
し
て
頂
け
た
ら
と
思
う
の

で
す
が
、
今
は
出
版
に
は
か
な
り
の
リ
ス
ク
が
あ
る
よ
う
で
、
な

か
な
か
、
そ
う
は
い
か
な
い
よ
う
で
す
。

六
、
こ
の
頃
で
は
、
出
版
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
思
わ
な
く

な
り
ま
し
た
。
儲
け
た
い
と
か
有
名
に
な
り
た
い
と
か
野
心
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
費
用
の
か
か
ら
な
い
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
人
び

と
が
幸
せ
に
な
れ
る
よ
う
な
情
報
（
哲
学
・
思
想
な
ど
）
を
、
少

し
で
も
公
開
し
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
と
一
年
半
余

り
で
、
大
学
を
定
年
退
職
し
ま
す
が
、
そ
の
後
も
、
世
界
に
向
け

、

。

て

情
報
発
信
の
基
地
と
し
て
存
在
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す

七
、
そ
の
名
称
も
仮
で
す
が

「
ひ
び
き
の
さ
と
人
間
精
神
学
研

、

究
所
」
で
ど
う
だ
ろ
う
か
、
な
ど
と
思
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

月
刊

平
成
十
四
年
七
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
三
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

七
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
五
一
号
）

（
ひ
び
き
の
さ
と

沙
門
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
料
と
し
て
郵
便
振
替
で
年
間
千
円
を

次
の
口
座
に
お
振
り
込
み
下
さ
い
。
加
入
者
名

ひ
び
き
の
さ

と

口
座
番
号
０
１
６
１
０
│
８
│
３
８
６
６
０
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