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「
二
次
創
作
」
は
い
か
な
る
意
味
で
「
消
費
」
で
あ
る
の
か

―
―
大
塚
英
志
の
消
費
論
を
中
心
に

永
田
大
輔

る
行
為
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
語
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
問
題
を

考
え
る
た
め
に
ま
ず
﹁
二
次
創
作
﹂
を
﹁
消
費
﹂
だ
と
位
置
づ
け
て
き
た
議
論

の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
︑
趣
味
を
研
究
す
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
領
域
（
と
り

わ
け
文
化
社
会
学
（
で
も
注
目
さ
れ
る
機
会
が
多
い
物
語
消
費
（
大
塚 

一
九
八

九
（・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
（
東 

二
〇
〇
一
（
と
い
う
概
念
が
発
せ
ら
れ
た
文
脈

に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　
そ
れ
ら
は
共
に
﹁
お
た
く
﹂﹁
オ
タ
ク
﹂
と
呼
ば
れ
る
消
費
者
類
型
に
結
び
付

け
ら
れ
て
後
続
言
説
で
は
理
解
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
本
来
﹁
製
作
（
者
（﹂

﹁
生
産
（
者
（﹂
と
呼
ば
れ
て
も
よ
い
も
の
が
﹁
消
費
（
者
（﹂
と
さ
れ
て
き
た
こ

と
の
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
東
か
ら
の
参
照

を
通
し
て
忘
却
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
大
塚
の
議
論
は
む
し
ろ
そ
の
点
を
主

一
、「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
」
と
「
物
語
消
費
」
を
め
ぐ
る
理
解

（
一
）「
二
次
創
作
」
と
「
消
費
者
」

　
本
稿
で
は
︑
二
次
創
作
が
い
か
な
る
文
脈
に
お
い
て
﹁
消
費
﹂
と
批
評
的
な

言
論
の
中
で
呼
ば
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
議
論
す
る
︒

　
日
本
国
内
に
お
い
て
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
・
ゲ
ー
ム
等
に
つ
い
て
︑﹁
二
次
創

作
﹂
を
す
る
こ
と
は
﹁
オ
タ
ク
的
﹂（
東 

二
〇
〇
一
（
な
﹁
消
費
﹂
行
為
の
代
表

的
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑﹁
二
次
創
作
﹂
は
﹁
創
作
﹂
と
い
う
言
葉

が
つ
い
て
い
る
以
上
︑
何
か
も
の
を
﹁
生
産
﹂
し
て
い
る
行
為
で
あ
る
︒
そ
う

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
い
か
に
し
て
﹁
二
次
創
作
﹂
は
﹁
消
費
﹂
に
属
す
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題
化
し
た
も
の
で
あ
る
︒
本
稿
は
こ
う
し
た
議
論
が
当
初
何
を
問
題
に
し
て
い

た
の
か
を
そ
の
他
の
類
似
概
念
と
比
較
し
た
上
で
大
塚
の
議
論
を
中
心
に
言
説

史
的
に
振
り
返
り
つ
つ
︑
こ
れ
ま
で
の
大
塚
・
東
の
議
論
の
理
解
と
は
異
な
る

方
向
へ
の
接
続
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒

（
二
）「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
」・「
物
語
消
費
」
の
消
費
論
と
し
て
の
理
解

　
ま
ず
は
︑
議
論
の
前
提
と
し
て
物
語
消
費
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
と
い
う
概

念
を
紹
介
す
る
︒
た
だ
し
︑
物
語
消
費
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
が
ど
の
よ
う
な

文
脈
で
発
さ
れ
た
の
か
自
体
が
本
稿
の
分
析
の
対
象
と
な
る
た
め
︑
こ
こ
で
は

文
化
社
会
学
を
中
心
と
し
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
領
域
で
の
議
論
が
こ
れ
ら
の
消

費
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
・
整
理
し
て
い
た
か
に
着
目
す
る
︒

　
例
え
ば
東
園
子
（
二
〇
一
五
（
は
︑
自
身
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
し
た
女
性
の

同
人
誌
文
化
と
宝
塚
で
の
文
化
と
を
比
較
す
る
研
究
で
こ
れ
ら
の
議
論
を
参
照

し
て
い
る
︒
そ
う
し
た
女
性
の
文
化
実
践
の
特
徴
を
描
き
出
す
た
め
に
︑
物
語

消
費
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
に
お
け
る
二
次
創
作
の
分
析
を
﹁
男
性
オ
タ
ク
﹂

に
代
表
的
な
消
費
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
︒
東
園
子
は
︑﹁
原
作
か
ら
何
ら

か
の
要
素
を
抽
出
し
︑
そ
れ
を
元
に
創
作
を
行
う
の
が
二
次
創
作
﹂（
東 

二
〇
一

五
:
一
六
八
（
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
︑﹁﹃
物
語
消
費
﹄
と
は
︑（
中
略
（
広
義

に
は
︑
個
々
の
商
品
や
作
品
と
い
っ
た
︿
小
さ
な
物
語
﹀
の
背
後
に
存
在
す
る

︿
大
き
な
物
語
﹀
を
想
像
=
創
造
す
る
消
費
の
形
式
で
あ
る
︒（
中
略
（
物
語
消

費
に
お
い
て
受
け
手
が
見
出
す
︿
大
き
な
物
語
﹀
と
は
︑
物
語
の
舞
台
設
定
や

世
界
観
だ
と
し
て
い
た
︒
二
次
創
作
は
ア
ニ
メ
な
ど
の
作
品
の
背
後
に
あ
る
舞

台
設
定
に
関
心
を
向
け
る
物
語
消
費
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
﹂（
東 

二
〇
一
五
:
一

六
八
（
も
の
で
あ
る
と
整
理
し
て
い
る
︒
東
浩
紀
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
に
関

し
て
も
︑
以
下
の
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
る
︒

東
浩
紀
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
男
性
オ
タ
ク
文
化
を
考
察
し
て
︑
大
塚

の
議
論
の
大
枠
は
現
在
で
も
通
用
す
る
も
の
の
︑
彼
ら
の
消
費
対
象
は
物

語
の
設
定
や
世
界
観
で
は
な
い
と
し
て
︑
新
た
に
﹁
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消

費
﹂
と
い
う
概
念
を
提
起
し
た
（
東 

二
〇
〇
一
（︒﹁
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
﹂

と
は
︑
物
語
等
に
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
そ
の
構
成
要
素
を
物
語
世

界
か
ら
切
り
離
し
て
集
積
し
︑
そ
れ
ら
の
要
素
を
自
由
に
組
み
合
わ
せ
て

楽
し
む
消
費
の
仕
方
で
あ
る
（
東 

二
〇
一
五
:
一
六
九
（

　
こ
こ
で
は
物
語
消
費
に
対
し
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
が
﹁
大
枠
﹂
は
一
致
し
て

い
る
が
︑﹁
消
費
対
象
﹂
が
異
な
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
大
塚

（
二
〇
〇
四
（
で
は
︑
大
塚
自
身
が
東
浩
紀
の
議
論
を
整
理
し
︑
東
の
議
論
と
大

塚
の
違
い
を
﹁
世
界
観
﹂
と
﹁
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
﹂
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
︒
東

園
子
は
︑
大
塚
が
﹁
世
界
観
﹂
を
消
費
単
位
と
し
て
呼
ん
だ
こ
と
に
着
目
し
︑
そ

れ
を
﹁
物
語
消
費
﹂
の
特
徴
と
し
て
位
置
づ
け
︑
そ
れ
と
対
比
す
る
形
で
﹁
キ
ャ

ラ
萌
え
型
の
消
費
﹂
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
と
し
て
整
理
し
た
︒

　
そ
の
う
え
で
東
園
子
自
身
は
︑
同
じ
﹁
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
志
向
の
消
費
﹂
で
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あ
っ
て
も
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
と
は
異
な
っ
た
女
性
独
自
の
消
費
様
式
が
あ
る

と
し
︑
そ
れ
を
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
﹁
萌
え
る
﹂
の
で
は
な
く
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

の
﹁
関
係
性
﹂
に
基
盤
を
お
く
消
費
だ
と
し
て
﹁
相
関
図
消
費
﹂
を
定
義
づ
け

て
い
る
︒
そ
し
て
﹁
与
え
ら
れ
た
情
報
を
一
定
の
枠
組
み
の
中
で
受
け
手
に
創

作
さ
せ
て
い
く
消
費
の
形
式
を
「
物
語
消
費
」
と
定
義
し
た
﹂（
大
塚 

二
〇
〇

四
:
二
八
（
こ
と
に
着
目
し
て
︑
そ
れ
を
﹁
広
義
の
物
語
消
費
﹂
と
呼
び
︑﹁
世

界
観
消
費
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
・
相
関
図
消
費
は
︑
こ
の
広
義
の
︿
物
語
消

費
﹀
の
一
形
式
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
﹂（
東 
二
〇
一
五
:
一
七
四
︱
一
七
五
（
と

い
う
よ
う
に
相
関
図
消
費
の
上
位
概
念
と
し
て
い
る
︒

　
北
田
暁
大
は
︑
自
身
の
研
究
室
で
行
っ
た
練
馬
区
の
若
者
に
対
す
る
調
査
の

一
部
を
用
い
て
︑
東
園
子
の
相
関
図
消
費
と
東
浩
紀
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
の

差
異
に
着
目
し
た
分
析
を
行
っ
て
い
る
︒
東
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
に
関
し
て

以
下
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
︒

テ
ク
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
に
も
と
づ
き
︑
メ
デ
ィ
ア
テ
ク
ス
ト
を
内
容
・

物
語
定
位
的
に
受
容
す
る
（
一
定
の
世
界
観
と
相
関
し
た
物
語
的
な
奥
行
を

求
め
る
（
の
で
は
な
く
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
断
片
的
要
素
（
萌
え
要
素
（
を
︑

そ
れ
ら
の
要
素
が
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
抽
出
し
︑
そ
れ
ら
を

加
工
・
編
集
す
る
と
い
う
非
物
語
志
向
的
な
受
容
の
様
式
に
︑
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
社
会
の
世
界
認
識
の
特
質
を
見
い
だ
す
東
の
議
論
は
︑
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
や
歴
史
分
析
に
も
と
づ
く
社
会
学
的
研
究
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て

き
た
（
北
田 

二
〇
一
七
:
二
六
一
（

　
こ
の
よ
う
に
﹁
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
﹂
の
意
義
づ
け
を
行
い
︑
そ
れ
を
社
会

学
の
﹁
歴
史
分
析
﹂
や
﹁
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
﹂
が
継
承
し
て
き
た
と
位
置
付

け
て
い
る
︒
そ
の
上
で
東
園
子
の
﹁
相
関
図
消
費
﹂
の
概
念
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

消
費
と
対
比
的
に
位
置
付
け
て
い
る
︒﹁
断
片
的
な
萌
え
要
素
を
表
層
受
容
す

る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
の
枠
組
み
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
限
定
性
を
指
摘
し
︑
腐
女
子

た
ち
の
共
同
性
・
関
係
性
（
リ
ア
ル
性
（︑
つ
ま
り
人
物
相
関
図
こ
そ
が
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
﹂（
北
田 

二
〇
一
七
:
二
六
九
（
し
た
も
の
と
評
価

し
て
い
る
︒
そ
の
上
で
﹁
二
次
創
作
を
好
む
︑
あ
る
い
は
表
層
受
容
を
好
む
オ

タ
ク
た
ち
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
は
み
ら
れ
る
の
か
﹂（
北
田 

二
〇
一
七
:
二
六
九
（

を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
東
の
議
論
を
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
消
費
的

と
し
︑﹁
物
語
定
位
的
﹂
な
消
費
の
仕
方
と
の
差
異
を
示
し
て
い
る
︒

　
北
田
と
東
園
子
の
整
理
を
こ
こ
ま
で
概
観
し
て
き
た
が
︑
両
者
に
共
通
し
て

い
る
点
は
二
つ
あ
る
︒
一
つ
は
東
の
﹁
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
﹂
を
中
心
と
し
て
︑

そ
こ
か
ら
大
塚
の
物
語
消
費
論
が
議
論
・
再
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
︒
そ
こ
で
大
塚
の
議
論
自
体
に
対
す
る
解
釈
が
直
接
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

　
も
う
一
つ
は
と
り
わ
け
北
田
の
議
論
に
顕
著
で
あ
る
が
︑﹁
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

消
費
﹂﹁
物
語
消
費
﹂
が
現
代
の
﹁
受
容
の
様
式
﹂
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒
統
計
的
な
ラ
ン
ダ
ム
サ
ン
プ
リ
ン
グ
で
分
析
可
能
な
一
定
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数
の
回
答
数
を
集
め
る
と
い
う
実
査
の
都
合
上
仕
方
な
い
側
面
も
あ
る
が
︑
北

田
が
質
問
し
て
い
る
の
は
二
次
創
作
的
な
作
品
（
ス
ピ
ン
オ
フ
も
含
む
（
に
関
し

て
で
あ
る
︒
北
田
の
議
論
で
は
﹁
二
次
創
作
を
好
む
︑
あ
る
い
は
表
層
受
容
を

好
む
﹂
と
い
う
形
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
や
物
語
消
費
（
と
相
関
図
消
費
（
が
受

容
の
問
題
と
さ
れ
︑﹁
二
次
創
作
を
好
む
人
々
﹂（
消
費
・
受
容
（
と
﹁
二
次
創
作

を
作
る
人
々
﹂（
生
産
（
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
こ
の
消
費
概
念
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
真
に
既
存
の
消
費
社
会
論
と
区
別
さ
れ
る
大
塚
の

議
論
の
特
徴
と
は
︑﹁
好
む
人
々
﹂
と
﹁
作
る
人
々
﹂
の
関
係
を
こ
そ
問
題
化
す

る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

　
二
次
﹁
創
作
﹂
と
い
う
﹁
生
産
﹂
と
通
常
は
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
行
為
に
関

し
て
︑﹁
好
む
人
々
﹂
と
﹁
作
る
人
々
﹂
の
間
に
あ
っ
た
断
絶
を
意
図
的
に
読
み

替
え
︑
両
者
を
﹁
消
費
﹂
と
し
て
再
定
位
す
る
点
に
こ
そ
大
塚
の
議
論
の
重
要

性
が
あ
る
︒
そ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
︑
実
際
に
﹁
物
語
消
費
論
﹂
の
議
論

が
提
示
さ
れ
た
文
脈
と
そ
の
論
争
過
程
を
追
っ
て
い
く
こ
と
で
そ
れ
を
﹁
消

費
﹂
と
呼
ぶ
意
味
を
検
討
し
て
い
き
た
い
︒

　
こ
の
論
点
に
関
し
て
︑
大
塚
が
東
の
議
論
と
自
身
の
議
論
の
違
い
を
﹁
東
浩

紀
も
「
物
語
消
費
」
か
ら
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
」
へ
と
恣
意
的
に
筋
道
を
立

て
て
い
ま
す
が
︑
そ
れ
は
オ
タ
ク
業
界
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
変
化
以
上
の
意

味
は
な
い
﹂（
大
塚 

二
〇
一
四
:
五
五
（
と
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒
ま

ず
物
語
消
費
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
の
移
行
関
係
と
い
う
東
の
議
論
に
対
し
て
︑

そ
の
呼
び
方
の
違
い
や
何
を
好
む
か
は
真
の
争
点
で
は
な
い
と
し
て
い
る
︒
さ

ら
に
大
塚
は
物
語
消
費
を
﹁
物
語
労
働
﹂（
大
塚 

二
〇
一
六；

二
〇
二
一
（
と
呼

ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
後
付
け
的
な
発
言
に
過
ぎ
な

い
が
︑
こ
う
し
た
言
い
換
え
を
行
っ
た
含
意
は
検
討
に
値
す
る
︒
こ
れ
ら
の
発

言
の
含
意
や
両
者
の
議
論
の
関
係
を
検
討
す
る
た
め
に
も
大
塚
が
当
初
こ
れ
ら

の
概
念
を
使
い
だ
し
た
文
脈
を
見
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
点
を

踏
ま
え
て
こ
そ
﹁
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
﹂
や
﹁
物
語
消
費
﹂
を
北
田
や
東
園
子

の
議
論
と
異
な
る
形
で
引
き
継
ぐ
方
向
を
再
考
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
︒

　
次
節
で
は
そ
の
前
提
と
し
て
こ
う
し
た
ア
ニ
メ
文
化
な
ど
に
関
す
る
二
次
創

作
活
動
を
﹁
趣
味
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
論
点
が
あ
る
の
か
を

整
理
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

二
、
二
次
「
創
作
」
と
消
費
を
め
ぐ
る
諸
議
論

　
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
議
論
で
﹁
二
次
創
作
﹂
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
か

を
い
く
つ
か
確
認
し
た
い
︒

　
東
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
と
い
う
概
念
を
利
用
し
︑
二
次
創
作
の
二
次
創
作

と
い
っ
た
形
で
ど
れ
が
一
次
創
作
か
が
忘
却
さ
れ
る
ほ
ど
︑
コ
ン
テ
ン
ツ
が
増

殖
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
︑
そ
う
し
た
概
念
を
Ｎ
次
創

作
と
し
て
呼
称
し
た
濱
野
智
史
の
議
論
（
濱
野 

二
〇
〇
八
（
が
あ
る
︒
岡
本
健

は
︑
自
ら
の
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
の
聖
地
巡
礼
行
動
の
調
査
に
濱
野
の
Ｎ
次
創
作
の

議
論
を
応
用
し
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
︒
岡
本
は
こ
の
議
論
の
可
能
性
と
し
て
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﹁
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
の
オ
タ
ク
の
な
か
に
は
︑
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
︑
情

報
の
編
集
︑
発
信
行
動
な
ど
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
る
主
体
﹂（
岡
本 

二
〇
一
八
:

五
二
︱
五
三
（
を
分
析
す
る
う
え
で
重
要
だ
と
位
置
づ
け
て
い
る
︒
こ
こ
で
は

オ
タ
ク
の
特
徴
を
二
次
創
作
で
は
な
く
Ｎ
次
創
作
を
す
る
主
体
と
し
た
う
え
で
︑

﹁
創
作
﹂
を
よ
り
広
い
行
為
を
意
味
す
る
形
で
﹁
オ
タ
ク
の
情
報
の
編
集
・
発
信

行
動
﹂
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
発
信
行
動
﹂
と
﹁
創

作
﹂
を
等
値
す
る
こ
と
が
い
か
に
し
て
可
能
か
を
考
え
︑
そ
れ
が
通
常
の
創
作

と
何
が
異
な
る
か
こ
そ
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒

　
二
次
創
作
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
補
助
線
と
な
る
の
が
七
邊
信
重
が
博
士

論
文
内
で
提
起
し
た
議
論
で
あ
る
（
七
邊 

二
〇
一
三
（︒
七
邊
の
議
論
で
立
て
ら

れ
た
最
も
大
枠
の
問
い
と
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
で
得
ら
れ
た
個
別
的
な
デ
ー
タ
の

双
方
が
重
要
で
あ
り
︑
そ
の
二
つ
の
問
題
の
結
び
つ
き
方
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
︒

七
邊
が
提
示
す
る
問
い
と
は
︑
当
初
は
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
日
本
の
ゲ
ー

ム
産
業
の
展
開
が
二
〇
一
三
年
時
点
で
他
国
に
比
べ
て
伸
び
悩
む
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
原
因
は
何
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
答
え
の
一
つ

と
し
て
人
材
養
成
の
場
と
し
て
存
在
し
て
い
た
ア
マ
チ
ュ
ア
の
制
作
と
プ
ロ
の

制
作
の
場
が
次
第
に
切
断
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
︒
そ
れ
は
商
業
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
必
要
と
さ
れ
る
技
術
の
高
度
化
と
も
関
係

す
る
が
︑
同
時
に
両
者
の
文
化
的
な
断
絶
と
も
関
連
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
七
邊

（
二
〇
一
三
（
の
後
半
部
で
展
開
さ
れ
る
の
が
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
で
の

同
人
制
作
に
携
わ
る
集
団
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で

あ
る
︒
そ
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
﹁
好
き
な
こ
と
を
や
る
﹂
と
い
う
理

念
と
︑
そ
れ
が
経
済
活
動
的
な
側
面
を
持
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
葛
藤
で
あ
る
︒

七
邊
は
こ
の
経
済
活
動
に
結
び
つ
い
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
忌
避
感
が
ア
マ
チ
ュ

ア
の
世
界
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
界
の
概
念
を
用
い
な
が
ら
︑

﹁
同
人
界
の
論
理
﹂
と
名
付
け
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
こ
で
は
経
済
活
動
的
な
成

功
を
し
﹁
プ
ロ
に
な
る
こ
と
﹂
を
ゴ
ー
ル
と
す
る
よ
う
な
理
念
が
規
範
と
し
て

否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
結
局
の
と
こ
ろ
ア
マ
チ
ュ
ア
か

ら
プ
ロ
へ
と
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
し
て
い
く
よ
う
な
回
路
に
繋
が
り
に
く
く
な
っ
て

お
り
︑
同
人
文
化
が
成
熟
し
た
領
域
を
形
作
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
そ
う
し
た

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
的
な
志
向
を
と
り
に
く
く
な
る
と
い
っ
た
逆
説
が
示
さ
れ
て
い

る
の
だ
︒
こ
の
議
論
は
︑
二
次
﹁
創
作
﹂
が
﹁
消
費
﹂
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た

こ
と
の
意
味
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
︒

　
二
次
﹁
創
作
﹂
を
﹁
消
費
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
自
体
に
︑
七
邊
が
﹁
同
人
界
の
論

理
﹂
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
よ
う
な
プ
ロ
の
企
業
文
化
と
同
人
制
作
に
お
け

る
創
作
の
﹁
切
断
﹂
を
志
向
す
る
よ
う
な
理
念
が
予
め
含
み
こ
ま
れ
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
創
作
﹂
行
為
に
対
し
て

二
次
﹁
創
作
﹂
が
明
確
に
そ
れ
と
は
異
な
る
領
域
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る

こ
と
が
︑﹁
二
次
創
作
﹂
を
﹁
消
費
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
の
中
に
は
含
み
こ
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
る
︒﹁
創
作
﹂
と
﹁
消
費
﹂
が
分
断
さ
れ
た
も
の
と
し
て
記
述
が
可
能

に
な
る
意
味
を
こ
そ
む
し
ろ
社
会
学
的
に
は
見
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の

際
に
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
が
必
ず
し
も
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
制
作
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を
し
な
い
創
作
行
為
が
他
に
ど
の
よ
う
な
行
為
と
し
て
呼
ば
れ
う
る
の
か
と
い

う
点
で
あ
る
︒
次
節
で
は
何
ら
か
の
生
産
活
動
を
行
う
こ
と
が
﹁
趣
味
﹂（

≒

消

費
（
と
呼
ば
れ
う
る
こ
と
自
体
の
意
味
を
問
い
直
し
た
研
究
群
が
近
年
注
目
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
う
し
た
議
論
を
基
に
本
稿
で
検
討
す
る
論
点
の

重
要
性
を
指
摘
す
る
︒

三
、「
趣
味
」
と
し
て
の
「
創
作
」
行
為

　
必
ず
し
も
生
計
を
維
持
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
せ
ず
︑
そ
う
で
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
継
続
的
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
し
て
も
の
を
作
り
続
け
る
活
動
を

我
々
は
一
般
に
﹁
趣
味
﹂﹁
レ
ジ
ャ
ー
﹂
と
し
て
論
じ
て
き
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ

れ
ら
の
概
念
に
は
単
に
既
製
品
を
蒐
集
す
る
こ
と
や
映
像
や
音
楽
を
鑑
賞
す
る

と
い
う
行
為
ま
で
も
含
み
こ
む
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
近
年
日
本
国
内
で
九
〇
年

代
の
欧
米
の
レ
ジ
ャ
ー
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
輸
入
さ
れ
て
い
く
中
で
﹁
シ
リ
ア

ス
・
レ
ジ
ャ
ー
﹂
と
い
う
概
念
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
（
そ
の
概
念
の
国
外
で

の
全
体
的
な
動
向
と
し
て
は
杉
山 

二
〇
一
九
の
レ
ビ
ュ
ー
を
参
照
（︒

　Stebbins

の
議
論
に
絞
っ
た
際
に
︑
こ
の
概
念
は
﹁
労
働
﹂
と
の
関
係
の
中
で

議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
︒
ま
ずStebbins

に
よ
る
と
シ
リ
ア
ス
レ
ジ
ャ
ー
は
特

に
習
熟
を
必
要
と
し
な
い
﹁
カ
ジ
ュ
ア
ル
・
レ
ジ
ャ
ー
﹂
と
区
別
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
︑
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
﹁
専
門
性
﹂
を
楽
し
む
こ
と
に
お
か
れ
る
︒
そ
の

﹁
専
門
性
﹂
の
楽
し
み
方
は
︑
そ
の
活
動
で
生
計
を
た
て
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
が
い
る
領
域
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
る
（Stebbins 

（99（

（︒
さ
ら
に
そ
こ
で
の
﹁
シ
リ
ア
ス
・
レ
ジ
ャ
ー
﹂
の
議
論
を
基
礎
に
趣
味

的
に
労
働
に
は
ま
る
﹁
没
入
労
働
﹂
に
着
目
し
︑
両
者
の
境
界
（
と
そ
の
つ
け
づ

ら
さ
（
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
（Stebbins （00（

（︒

　
こ
う
し
た
議
論
を
日
本
で
引
き
継
い
だ
宮
入
・
杉
山
編
（
二
〇
二
一
（
で
は
︑

シ
リ
ア
ス
レ
ジ
ャ
ー
と
い
う
概
念
か
ら
様
々
な
論
考
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
︒
と

り
わ
け
第
二
部
﹁
シ
リ
ア
ス
レ
ジ
ャ
ー
に
打
ち
込
む
人
々
﹂
で
は
そ
れ
を
労
働

と
す
べ
き
で
あ
る
の
か
︑
趣
味
と
し
て
記
述
す
る
べ
き
な
の
か
を
葛
藤
し
な
が

ら
モ
ノ
を
生
産
し
た
り
活
動
を
行
な
っ
た
り
し
続
け
る
人
々
の
姿
が
様
々
な
事

例
で
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
で
は
も
う
一
つ
趣
味
と
消
費
の
関
係
は
ど
の
よ
う

に
記
述
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
︒

　
例
え
ば
こ
う
し
た
制
作
活
動
を
趣
味
活
動
に
す
る
こ
と
に
着
目
す
る
視
点
の

う
ち
最
新
の
も
の
の
一
つ
と
し
て
神
野
・
飯
田
・
辻
編
（
二
〇
一
九
（
が
存
在
す

る
︒
そ
こ
で
は
﹁
趣
味
﹂
が
﹁
大
量
消
費
社
会
﹂
と
対
置
さ
れ
る
形
で
定
式
化

さ
れ
て
い
る
︒﹁
廉
価
な
量
産
品
が
何
で
も
そ
ろ
う
社
会
で
︑﹃
あ
え
て
自
分
で

も
の
を
作
る
﹄
と
い
う
行
為
は
︑
生
き
て
い
く
た
め
に
必
須
で
は
な
く
︑
趣
味

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
﹂（
前
掲
書
:
一
三
（
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
︒
こ
こ

で
は
﹁
生
き
て
い
く
た
め
に
必
須
﹂
な
生
産
活
動
と
﹁
あ
え
て
自
分
で
も
の
を

作
る
﹂
と
い
う
趣
味
活
動
と
い
う
区
分
が
導
入
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
う
え
で
こ

う
し
た
素
人
の
制
作
活
動
が
女
性
で
は
﹁
手
づ
く
り
﹂︑
男
性
で
は
﹁
工
作
﹂
と

ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
し
て
記
述
さ
れ
て
い
く
と
と
も
に
国
家
体
制
と
結
び
付
け
ら
れ
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る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
︑
さ
ら
に
そ
の
境
界
の
ゆ
ら
ぎ
ま
で
も

記
述
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
既
存
の
商
品
が
あ
ふ
れ
る
中
で
あ
え
て
素
人
が

創
作
に
か
か
わ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
﹁
趣
味
﹂
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
が
可
能

な
の
で
あ
る
︒

　
勿
論
︑
こ
う
し
た
概
念
を
東
や
大
塚
が
直
接
参
照
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

こ
こ
で
は
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
︒﹁
生
産
﹂
と
呼
ん
で
も
よ
く
︑﹁
趣
味
﹂

と
呼
ん
で
も
よ
い
活
動
を
あ
え
て
﹁
消
費
﹂
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
こ
こ
で
は

考
え
た
い
の
で
あ
る
︒﹁
趣
味
﹂
と
﹁
消
費
﹂
の
呼
称
の
統
一
や
研
究
の
接
続
を

図
る
こ
と
自
体
は
今
後
模
索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
︑
そ
の
前
に
本
稿
で
着
目

し
た
い
の
は
﹁
二
次
創
作
﹂
が
﹁
消
費
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
達

成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
二
次
創
作
の
よ
う
な
行
為
は
﹁
趣
味
﹂
と
も
﹁
生
産
﹂
と
も
記

述
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
︑
そ
れ
が
﹁
消
費
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
の
意
味
が

考
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
︒
こ
う
し
た
検
討
を
行
う
こ
と
は
﹁
趣
味
﹂﹁
消
費
﹂

﹁
生
産
（
労
働
（﹂
等
の
諸
概
念
の
関
係
を
再
整
理
す
る
こ
と
に
も
繋
が
り
︑
上

記
の
よ
う
な
具
体
的
研
究
へ
の
接
続
可
能
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
具
体

例
と
し
て
二
次
創
作
を
消
費
社
会
の
一
側
面
を
考
え
る
重
要
な
対
象
と
し
て
位

置
付
け
る
大
塚
英
志
の
議
論
の
特
徴
を
示
し
（
四
節
・
五
節
（
そ
れ
を
引
き
継
い

だ
東
浩
紀
の
議
論
（
六
節
（
と
彼
ら
の
両
者
の
著
作
を
め
ぐ
る
対
談
（
七
節
（
に

着
目
し
︑
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
論
理
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
論
じ
た
い
︒

四
、
消
費
概
念
と
し
て
の
「〈
癒
し
〉
と
し
て
の
消
費
」

　
ま
ず
︑
参
考
に
な
る
の
が
大
塚
は
物
語
消
費
以
外
に
も
消
費
概
念
を
提
示
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
消
費
概
念
と
物
語
消
費
の
異
同
を
検
討
す
る

こ
と
で
︑﹁
物
語
消
費
﹂
の
特
質
を
再
度
議
論
す
る
︒

　
大
塚
英
志
の
消
費
社
会
論
に
お
け
る
達
成
の
一
つ
に
日
本
文
化
に
お
け
る
消

費
を
﹁
差
異
化
の
ゲ
ー
ム
﹂
と
は
異
な
る
仕
方
で
定
式
化
し
た
消
費
社
会
論
を

展
開
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
差
異
に
基
づ
い
て
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に

消
費
を
繰
り
返
す
と
い
う
消
費
社
会
の
論
理
と
異
な
る
論
理
を
定
式
化
し
よ
う

と
し
た
こ
と
で
あ
り
︑
北
田
暁
大
が
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
過
剰
に
差
異
化
さ
れ
た
人

間
像
と
異
な
る
論
理
を
ア
ニ
メ
文
化
・
マ
ン
ガ
文
化
に
見
出
す
起
点
と
も
な
っ

て
い
る
（
北
田 

二
〇
一
七
（︒
そ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
目
は
日
本
社
会
は
敗
戦
の
経

験
か
ら
自
ら
の
歴
史
（
=
物
語
（
か
ら
一
度
疎
外
さ
れ
て
い
る
が
た
め
に
︑
虚

構
の
中
に
物
語
を
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
の

特
徴
は
そ
の
疎
外
状
況
が
あ
る
た
め
に
差
異
化
と
は
異
な
る
形
で
︑
記
号
的
な

消
費
と
は
異
な
る
新
た
な
消
費
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
た
と
い
う
も
の

で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
二
点
目
の
消
費
の
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
る
の
が
︑
大
塚
の
﹁︿
癒

し
﹀
と
し
て
の
消
費
﹂
と
い
う
議
論
で
あ
る
︒
大
塚
は
﹁︿
癒
し
﹀
と
し
て
の
消

費
﹂
と
い
う
概
念
を
提
起
し
︑
時
評
と
い
う
形
で
議
論
を
積
み
重
ね
て
い
る
︒
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﹁
〇
〇
と
し
て
の
消
費
﹂
と
い
う
形
で
︑
通
常
の
消
費
（
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（

と
い
か
に
異
な
る
形
で
議
論
を
積
み
重
ね
て
い
る
の
か
が
こ
こ
で
は
重
要
で
あ

る
︒

こ
う
い
っ
た
セ
ラ
ピ
ー
型
商
品
が
九
〇
年
代
の
一
つ
の
流
れ
と
な
っ
て
い

く
こ
と
は
今
更
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
︑
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は

︿
癒
し
﹀
に
消
費
者
の
関
心
が
向
う
中
で
大
き
な
消
費
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転

換
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
点
だ
︒（
大
塚 

一
九
九
四
:
三
〇
一
（

　
そ
の
上
で
大
塚
は
こ
の
消
費
が
出
て
く
る
前
置
き
と
し
て
以
下
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
︒

ま
ず
︑︿
モ
ノ
﹀
で
さ
え
あ
れ
ば
何
で
も
よ
か
っ
た
敗
戦
直
後
の
特
異
な
時

代
︒
そ
こ
に
は
消
費
す
べ
き
︿
モ
ノ
﹀
が
根
源
的
に
欠
乏
し
て
い
た
︒（
中

略
（
戦
後
の
経
済
復
興
の
中
で
と
り
あ
え
ず
欠
乏
の
充
足
が
終
わ
る
と
︑

次
に
浮
上
す
る
の
が
︿
便
利
﹀
と
い
う
消
費
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
︒︿
モ

ノ
﹀
に
過
剰
な
ま
で
の
機
能
的
進
化
を
要
求
し
た
の
が
言
う
ま
で
も
な
く

高
度
成
長
の
時
代
で
あ
り
︑
そ
れ
が
70
年
代
初
め
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を

契
機
に
破
綻
し
た
こ
と
で
︑︿
モ
ノ
﹀
に
記
号
と
し
て
の
価
値
を
求
め
る

︿
差
異
化
﹀
が
消
費
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
採
用
さ
れ
る
︒（
大
塚 

一
九
九

四
:
三
〇
一
（

　
こ
の
整
理
自
体
は
﹁
欠
乏
﹂﹁
機
能
﹂﹁
記
号
﹂
と
い
う
形
で
論
じ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
︑
消
費
社
会
論
の
教
科
書
的
な
整
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し

か
し
︑
重
要
な
の
は
大
塚
が
﹁︿
癒
し
﹀
と
し
て
の
消
費
﹂
と
呼
ん
で
い
る
消
費

は
こ
の
第
三
の
局
面
の
﹁
極
限
﹂
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
︒80

年
代
の
末
に
わ
れ
わ
れ
が
体
験
し
え
た
の
は
︑
こ
の
三
つ
目
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
に
お
け
る
極
限
の
消
費
社
会
だ
っ
た
と
い
え
る
︒
し
か
も
今
︑
こ
の

︿
差
異
化
﹀
に
よ
る
消
費
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
に
消
費
者

は
明
ら
か
に
疲
れ
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
な
お
︑
わ
れ
わ
れ
の
消
費
社
会
あ

る
い
は
経
済
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
て
い
く
に
は
新
た
な
枠
組
み
の
も
と
に

消
費
行
動
が
再
統
合
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
入
浴
剤
な
ど
の
セ

ラ
ピ
ー
型
商
品
は
︑
そ
の
過
渡
期
に
成
立
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
︒（
大
塚 

一
九
九
四
:
三
〇
一
︱
三
〇
二
（

　
つ
ま
り
︑
差
異
に
基
づ
く
記
号
的
な
消
費
と
い
う
枠
組
み
と
は
区
別
さ
れ
る

何
者
か
と
し
て
﹁
癒
し
と
し
て
の
消
費
﹂
は
喚
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ

れ
は
大
塚
の
現
代
の
消
費
を
論
じ
る
上
で
の
一
つ
重
要
な
ス
タ
ン
ス
だ
と
考
え

ら
れ
る
︒
大
塚
は
し
ば
し
ば
消
費
社
会
に
つ
い
て
論
じ
る
上
で
︑﹁
ラ
イ
ナ
ス

の
毛
布
﹂
の
比
喩
を
用
い
る
︒
ラ
イ
ナ
ス
と
は
ア
メ
リ
カ
の
人
気
コ
ミ
ッ
ク

﹁
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
﹂
に
出
て
く
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
り
︑
い
つ
も
肌
身
離
さ
ず
毛
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布
を
持
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
心
理
学
に
お
け
る
幼
児
の
移
行
対
象
を
大
人
に

な
っ
て
も
多
か
れ
少
な
か
れ
持
ち
続
け
て
い
る
何
者
か
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
移

行
対
象
を
埋
め
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
消
費
を
位
置
づ
け
て
い
る
︒
差
異
化
で

は
な
く
︑
差
異
化
へ
の
疲
れ
に
対
す
る
﹁
癒
し
﹂
と
し
て
大
塚
の
消
費
は
位
置

す
る
の
で
あ
る
︒

五
、「
二
次
創
作
」
と
物
語
消
費

　
物
語
消
費
論
は
︑
こ
の
延
長
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
︒
例
え
ば
大
塚
（
一
九
九

四
（
の
中
で
は
﹁︿
癒
し
﹀
と
し
て
の
消
費
﹂
を
消
費
社
会
の
最
後
の
局
面
と
し

て
お
り
︑
そ
の
中
の
一
部
で
物
語
消
費
論
と
同
一
の
議
論
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
は
物
語
消
費
論
の
一
つ
の
展
開
し
た
議
論
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
︒
両
者
と
も
に
断
片
的
な
連
載
を
わ
ず
か
な
書
下
ろ
し
を
加
え
て
ま
と

め
た
も
の
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
り
︑
時
系
列
と
し
て
は
一
年
程
度

あ
と
の
連
載
が
﹃︿
癒
し
﹀
と
し
て
の
消
費
﹄
に
は
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

　
だ
が
大
塚
自
身
は
﹁
癒
し
と
し
て
の
消
費
﹂
と
い
う
概
念
を
そ
れ
以
降
書
籍

に
掲
げ
る
こ
と
が
な
い
一
方
で
物
語
消
費
は
繰
り
返
し
書
籍
と
し
て
書
き
直
さ

れ
︑
再
検
討
さ
れ
て
い
る
（
大
塚 

二
〇
〇
四；

二
〇
一
六；

二
〇
二
一
等
（︒
そ
れ

で
は
﹁
癒
し
と
し
て
の
消
費
﹂
よ
り
も
﹁
物
語
消
費
﹂
が
問
わ
れ
続
け
た
の
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒

　
中
で
も
重
要
な
の
は
大
塚
は
差
異
化
の
ゲ
ー
ム
に
夢
中
に
な
っ
た
﹁
新
人

類
﹂
と
﹁
お
た
く
﹂
と
の
類
似
性
と
差
異
に
つ
い
て
別
の
場
所
で
議
論
し
て
い

る
点
で
あ
る
︒
そ
こ
で
﹁
新
人
類
﹂
と
﹁
お
た
く
﹂
の
最
大
の
差
異
と
し
て
既

存
の
商
品
の
組
み
合
わ
せ
で
自
己
を
表
現
で
き
た
の
が
﹁
新
人
類
﹂
で
あ
り
︑

そ
う
で
は
な
く
独
自
の
市
場
を
作
り
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
が
﹁
お
た

く
﹂
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
（
大
塚 

二
〇
〇
四
（︒
そ
の
独
自
の
市
場
を
形

成
す
る
う
え
で
重
要
な
の
が
物
語
消
費
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

　
物
語
消
費
論
が
一
躍
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
る
の
は
︑
そ
の
事
例
の
選
択

が
明
晰
で
あ
っ
た
こ
と
を
ひ
と
つ
の
理
由
と
す
る
︒

　
ビ
ッ
ク
リ
マ
ン
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
と
い
う
そ
れ
自
体
で
は
物
語
性
を
持
た
な

い
が
そ
の
向
こ
う
に
設
定
=
大
き
な
物
語
が
な
け
れ
ば
消
費
の
継
続
の
し
よ
う

の
な
い
不
思
議
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
物
語
消
費
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
︒
重
要
な
の
は
︑
こ
れ
を
事
例
と
し
て
︑
作
品
の
消
費
形
式

と
二
次
創
作
と
い
う
実
践
を
繋
げ
て
い
る
そ
の
や
り
方
で
あ
る
︒
た
だ
ラ
ン
ダ

ム
に
書
か
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
で
は
な
く
﹁
ビ
ッ
ク
リ
マ
ン
の
世
界
﹂

の
世
界
観
に
属
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
我
々
が
そ
れ
ら
を
ま
と
ま
り
を

持
っ
た
も
の
と
し
て
認
識
し
︑
喜
ん
で
ビ
ッ
ク
リ
マ
ン
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
買

う
（
そ
し
て
そ
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
本
体
を
捨
て
る
（
の
は
︑
そ
の
設
定
が
認
識
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
中
で
も
そ
の
﹁
設
定
﹂
に
違
背
し
な
い
限
り
に
お
い
て
︑

次
か
ら
次
に
新
た
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
﹁
ビ
ッ
ク
リ
マ
ン
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
﹂

（
小
さ
な
物
語
（
と
し
て
投
入
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
仕
組

み
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
︒
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そ
う
し
た
整
理
を
し
た
う
え
で
︑
公
式
の
企
業
に
よ
ら
な
い
誰
か
が
設
定
に

依
拠
し
つ
つ
絵
柄
も
そ
っ
く
り
な
ま
ま
︑
新
た
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
加
え
た
と

し
た
ら
︑
そ
れ
は
﹁
ビ
ッ
ク
リ
マ
ン
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
﹂
に
な
り
う
る
か
と
い

う
こ
と
を
問
う
の
が
︑
物
語
消
費
論
で
出
さ
れ
た
事
例
の
意
味
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
世
界
観
・
設
定
を
そ
の
ま
ま
抜
き
出
す
行
為
が
﹁
同
人
誌
﹂
な
ど
で
見
ら

れ
る
二
次
創
作
だ
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
生
産
者
は
見
た

目
上
存
在
せ
ず
︑﹁︿
商
品
﹀
を
作
る
こ
と
と
消
費
す
る
こ
と
が
一
体
に
な
っ
て

し
ま
う
﹂（
大
塚 

一
九
八
九
:
二
四
（
と
い
う
事
態
に
繋
が
る
と
い
う
︒
そ
れ
で

は
そ
こ
で
は
製
作
者
の
地
位
は
ど
こ
に
お
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

　
こ
う
し
た
消
費
が
成
り
立
つ
前
提
と
し
て
我
々
は
物
語
を
強
く
求
め
て
い
る

こ
と
が
議
論
さ
れ
る
︒
こ
れ
が
近
代
社
会
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
と
大
塚
は
言

う
︒
物
語
と
共
同
体
の
分
離
が
進
ん
だ
の
が
近
代
社
会
で
あ
り
︑
そ
こ
で
物
語

を
無
限
に
人
々
が
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
﹁
物
語
消
費
論
の
基
礎
と
そ

の
戦
略
﹂（
一
九
九
一
（
と
い
う
﹃
世
界
と
趣
向
︱
︱
物
語
の
複
製
と
消
費
﹄（
弓

立
社
（
に
収
録
さ
れ
︑
大
塚
（
二
〇
〇
一
（
に
再
録
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
以
下
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

︿
物
語
﹀
へ
の
過
剰
な
ニ
ー
ズ
は
︿
物
語
﹀
と
︿
共
同
体
﹀
の
分
離
の
結
果

起
き
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
決
し
て
満
た
さ
れ
な
い
仕
掛
け
か
ら
な
る

︿
物
語
﹀
へ
の
飢
え
が
︿
物
語
ソ
フ
ト
﹀
の
複
製
や
流
通
の
技
術
の
進
歩
と

結
び
つ
い
て
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
半
ば
促
し
て
（
今
日
の
︑
個
人
の
消
費
の

キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
超
え
る
量
の
︿
物
語
ソ
フ
ト
﹀
の
氾
濫
と
い
う
事
態
を

生
ん
だ
の
で
あ
る
︒（
大
塚 

一
九
九
一
﹇
二
〇
〇
一
﹈:
二
七
（

　
こ
の
よ
う
に
人
々
が
物
語
を
求
め
る
こ
と
が
﹁
技
術
﹂
と
結
び
つ
い
て
消
費

財
と
し
て
物
語
が
氾
濫
し
た
こ
と
の
意
味
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑

こ
れ
は
﹁
癒
し
と
し
て
の
消
費
﹂
の
主
題
の
一
つ
と
し
て
物
語
が
選
ば
れ
︑
そ

れ
が
消
費
さ
れ
続
け
る
こ
と
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
︒

重
要
な
の
は
物
語
消
費
論
は
そ
の
延
長
上
に
あ
る
別
の
段
階
と
し
て
説
明
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

　
物
語
消
費
と
は
︑﹁
パ
ッ
ケ
ー
ジ
さ
れ
た
︿
物
語
ソ
フ
ト
﹀
で
は
も
は
や
消
費

者
が
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
を
消
費
者
自
身
が
察
知
す
る
こ
と
で
顕
在
化
﹂（
大

塚 

一
九
九
一
﹇
二
〇
〇
一
﹈:
二
七
︱
二
八
（
す
る
と
い
う
︒
そ
れ
は
と
り
わ
け
二

次
創
作
と
い
う
媒
体
が
氾
濫
す
る
こ
と
で
顕
在
化
す
る
︒﹁
自
然
発
生
的
な

︿
物
語
消
費
﹀
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︑
コ
ミ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
於
け
る
︿
や
お

い
同
人
誌
﹀
は
「
キ
ャ
プ
テ
ン
翼
」
や
「
聖
闘
士
星
矢
」
と
い
っ
た
人
気
ま
ん

が
家
を
︿
世
界
﹀
と
し
て
読
者
が
共
有
す
る
こ
と
で
︑
各
自
が
自
ら
の
︿
趣
向
﹀

と
し
て
の
物
語
を
自
作
の
コ
ミ
ッ
ク
に
よ
っ
て
創
出
し
た
も
の
で
あ
る
﹂（
大

塚 
一
九
九
一
﹇
二
〇
〇
一
﹈:
三
二
（
と
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
自
作
の
コ

ミ
ッ
ク
﹂
を
創
出
す
る
こ
と
は
︑
同
じ
﹁
世
界
﹂
を
そ
れ
ぞ
れ
﹁
趣
向
﹂
と
し

て
出
す
と
い
う
意
味
で
﹁
生
産
﹂
で
は
な
く
﹁
消
費
﹂
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
︒
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そ
の
上
で
﹁︿
物
語
消
費
﹀
を
誘
発
さ
せ
る
側
︑
す
な
わ
ち
︿
物
語
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
﹀
を
仕
掛
け
る
側
に
必
要
な
の
は
消
費
者
を
回
収
す
る
場
で
あ
り
︑

同
時
に
消
費
者
が
︿
物
語
﹀
る
場
で
あ
る
︿
世
界
﹀
を
準
備
す
る
こ
と
が
前
提

と
な
っ
て
こ
よ
う
︒（
中
略
（︿
世
界
﹀
が
定
ま
れ
ば
︿
趣
向
﹀
は
無
数
に
出
て

く
る
よ
う
に
︿
物
語
ソ
フ
ト
﹀
ビ
ジ
ネ
ス
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
︿
世
界
﹀
作

り
で
あ
る
﹂（
大
塚 

一
九
九
一
﹇
二
〇
〇
一
﹈:
三
三
（
と
し
て
い
る
︒

　
こ
こ
で
明
確
に
﹁
物
語
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
﹂
を
仕
掛
け
る
側
（
=
製
作
者
（
と

﹁︿
物
語
る
﹀
消
費
者
﹂
が
分
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
製
作
者
﹂
は
﹁
パ
ッ

ケ
ー
ジ
﹂
の
製
作
者
（
=
原
作
者
（
に
限
ら
れ
な
い
︒
物
語
消
費
／
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
消
費
と
い
っ
た
区
分
は
原
作
重
視
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
区
分
と
は

一
致
し
な
い
︒
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
者
も
同
じ
︿
世
界
﹀
の
ユ
ー
ザ
ー
の
側
に
位

置
づ
く
の
で
あ
れ
ば
容
易
に
消
費
者
の
側
に
区
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

物
語
消
費
論
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
最
も
重
要
な
点
と
い
う
の
は
︑
我
々
が

﹁
生
産
者
﹂
と
し
て
で
は
な
く
﹁
消
費
者
﹂
で
あ
る
ま
ま
物
語
を
﹁
作
っ
て
し
ま

う
﹂﹁
仕
組
み
﹂
に
つ
い
て
議
論
し
た
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
大

塚
が
﹁
物
語
消
費
論
﹂
を
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
は
︑
彼
が

行
う
自
己
卑
下
な
ど
で
は
な
く
︑
文
字
通
り
の
意
味
で
そ
う
し
た
概
念
な
の
で

あ
る
︒

　
物
語
消
費
論
の
議
論
で
重
要
な
の
は
︑
上
位
の
﹁
製
作
者
﹂
が
﹁
世
界
観
﹂

を
販
売
し
︑
そ
れ
に
従
っ
て
﹁
消
費
者
﹂
が
物
語
を
生
産
し
続
け
る
よ
う
な

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
現
実
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
︒
こ
こ

で
は
﹁
消
費
者
﹂
の
意
味
の
拡
大
（
同
人
誌
の
作
家
や
ア
ニ
メ
を
機
械
的
に
作
り

続
け
る
多
く
の
ア
ニ
メ
製
作
者
な
ど
を
含
ん
だ
個
々
の
作
品
を
作
る
人
々
を
含
む
よ

う
に
な
る
こ
と
（
と
﹁
生
産
者
・
製
作
者
﹂
の
意
味
の
限
定
（
設
定
・
世
界
観
を

作
る
側
に
な
る
こ
と
（
が
同
時
に
行
わ
れ
て
お
り
︑
そ
の
中
で
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

を
す
る
よ
り
大
き
な
﹁
製
作
者
﹂
が
い
る
と
い
う
図
式
を
あ
ら
わ
し
た
﹁
作
り

手
の
種
明
か
し
﹂
本
で
あ
る
と
自
ら
位
置
づ
け
て
い
る
︒
こ
の
点
以
外
は
む
し

ろ
消
費
者
を
主
題
と
し
て
論
じ
た
﹁
癒
し
と
し
て
の
消
費
﹂
の
一
事
例
を
示
し

た
も
の
だ
っ
た
の
だ
︒

六
、「
物
語
消
費
」
と
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
」

　
上
記
の
議
論
か
ら
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
は
以
下
の
二
点
で
あ

る
︒

　
一
点
目
は
物
語
消
費
と
い
う
概
念
は
大
塚
の
議
論
の
中
で
消
費
社
会
論
と
し

て
は
中
心
に
位
置
す
る
消
費
概
念
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
発
展
し
た
議
論
が
存
在

し
て
お
り
︑
そ
の
一
事
例
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
だ
が
︑
の

ち
に
振
り
返
ら
れ
る
の
は
物
語
消
費
論
で
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ら
の
議

論
に
は
な
い
独
自
の
議
論
が
大
塚
に
と
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
︒

　
二
点
目
は
物
語
消
費
論
に
他
の
消
費
概
念
と
異
な
る
特
別
な
意
味
が
あ
っ
た

と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
﹁
製
作
（
生
産
（
者
／
消
費
者
﹂
と
い
う
概
念
の
組
み
換
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え
を
行
う
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
組
み
換
え
を
前
提
と
し
た
新
た
な
﹁
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
の
論
理
﹂
の
浮
上
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
そ

う
し
た
大
塚
の
物
語
消
費
論
が
一
躍
大
き
な
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の

は
東
（
二
〇
〇
一
（
で
の
議
論
を
き
っ
か
け
と
す
る
︒
後
続
の
議
論
の
評
価
は

別
と
し
て
東
自
身
は
大
塚
の
議
論
の
位
置
を
明
確
に
理
解
し
て
い
た
︒
そ
の
こ

と
が
み
ら
れ
る
の
は
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
︒

大
塚
に
よ
れ
ば
︑
オ
タ
ク
系
文
化
に
お
い
て
は
︑
個
々
の
作
品
は
も
は
や

そ
の
﹁
大
き
な
物
語
﹂
の
入
口
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒

消
費
者
が
真
に
評
価
し
︑
買
う
の
は
い
ま
や
設
定
や
世
界
観
な
の
だ
︒
と

は
い
え
実
際
に
は
︑
設
定
や
世
界
観
を
そ
の
ま
ま
作
品
と
し
て
売
る
こ
と

は
難
し
い
︒
し
た
が
っ
て
現
実
に
は
︑
実
際
の
商
品
は
﹁
大
き
な
物
語
﹂

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
断
片
で
あ
る
﹁
小
さ
な
物
語
﹂
が
見
せ

か
け
の
作
品
と
し
て
売
ら
れ
る
︑
と
い
う
二
重
戦
略
が
有
効
に
な
る
︒
大

塚
は
こ
の
状
況
を
﹁
物
語
消
費
﹂
と
名
づ
け
た
︒
二
次
創
作
と
い
う
シ

ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル（

（
（

の
氾
濫
は
︑
そ
の
当
然
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
︒（
東 

二
〇

〇
一
:
五
〇
（

　
こ
の
こ
と
か
ら
東
自
身
は
︑
個
々
の
作
品
は
二
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
︑﹁
世

界
観
を
売
ろ
う
と
し
て
﹂﹁
断
片
を
通
し
て
売
る
こ
と
﹂
と
い
う
﹁
二
重
戦
略
﹂

が
物
語
消
費
の
勘
所
で
あ
り
︑
そ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
﹁
世
界
観
に
つ
い
て

語
る
こ
と
﹂
=
﹁
二
次
創
作
﹂
が
生
ま
れ
る
と
正
確
に
位
置
づ
け
て
い
る
︒
そ

の
上
で
﹁
動
物
化
し
た
時
代
﹂
を
そ
れ
と
の
対
比
で
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
︒小

さ
な
物
語
の
背
後
に
あ
り
な
が
ら
︑
も
は
や
決
し
て
物
語
性
を
も
た
な

い
こ
の
領
域
を
︑
大
塚
の
﹁
大
き
な
物
語
﹂
と
対
比
さ
せ
て
﹁
大
き
な
非

物
語
﹂
と
呼
び
た
い
と
思
う
︒﹃
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
﹄
の
消
費
者
の
多
く

は
︑
完
成
し
た
ア
ニ
メ
を
作
品
と
し
て
鑑
賞
す
る
（
従
来
型
の
消
費
（
の
で

も
︑﹃
ガ
ン
ダ
ム
﹄
の
よ
う
に
そ
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
世
界
観
を
消
費
す
る

（
物
語
消
費
（
の
で
も
な
く
︑
最
初
か
ら
情
報
=
非
物
語
だ
け
を
必
要
と
し

て
い
た
の
で
あ
る
︒（
東 

二
〇
〇
一
:
六
二
（

　
で
は
︑
大
塚
の
物
語
消
費
論
の
達
成
が
制
作
者
／
消
費
者
概
念
の
変
容
に
あ

る
と
し
︑
物
語
（
=
設
定
（
の
製
作
者
以
外
は
物
語
を
作
ら
さ
れ
る
側
で
あ
る

こ
と
を
論
じ
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
暴
露
だ
と
い
う
大
塚
の
議
論
に
従
う
の
で

あ
れ
ば
︑
こ
こ
で
﹁
物
語
（
=
世
界
観
（
を
求
め
な
い
﹂
消
費
者
の
浮
上
と
は
ど

の
よ
う
に
理
解
可
能
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
︑
製
作

者
の
い
な
い
物
語
制
作
の
仕
組
み
︑
す
な
わ
ち
総
消
費
者
化
し
た
ま
ま
物
語
が

半
ば
自
動
的
に
作
ら
れ
続
け
る
仕
組
み
を
議
論
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
︑

そ
う
し
た
仕
組
み
を
可
能
に
す
る
可
能
性
と
し
て
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
注
目
し

て
い
る
の
で
あ
る
（
東 

二
〇
〇
二
︱
二
〇
〇
三
（︒
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七
、
大
塚
と
東
の
議
論
の
持
っ
た
意
味

　
こ
こ
ま
で
の
整
理
を
し
た
と
こ
ろ
で
︑
東
と
大
塚
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
／

物
語
消
費
を
め
ぐ
る
対
立
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
一
定
の
理
解
が
可
能
に
な
っ

た
︒
大
塚
と
東
の
消
費
を
め
ぐ
る
対
談
は
︑
こ
の
争
点
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず
大
塚
は
︑
東
の
議
論
に
お
け
る
総
消
費
者
化
を
﹁
作
り

手
を
想
定
で
き
な
い
だ
け
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
形
で
問
題
を
定
式
化
す
る
︒

こ
の
事
態
が
世
代
的
な
も
の
だ
と
し
た
な
ら
ば
︑﹁
消
費
者
で
あ
る
世
代
﹂
が

﹁
製
作
者
も
い
る
世
代
﹂
に
端
的
に
搾
取
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
問

題
提
起
す
る
︒

東
:（
前
略
（
オ
タ
ク
系
文
化
だ
っ
て
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
て
︑
広
告
で

﹁
買
い
な
さ
い
︑
買
い
な
さ
い
﹂
と
言
っ
て
購
買
意
欲
を
煽
る
よ
う
な
戦
略

は
少
な
い
わ
け
で
す
︒
と
い
う
か
︑
そ
う
い
う
仕
掛
け
は
た
い
て
い
失
敗

す
る
︒
む
し
ろ
大
事
な
の
は
無
意
識
に
行
わ
れ
る
刷
り
込
み
み
た
い
な
も

の
で
し
ょ
う
︒（
中
略
（
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
︑
何
に
対
抗
す
れ
ば
い
い

の
か
︑
き
わ
め
て
曖
昧
に
な
る
︒
こ
れ
は
オ
タ
ク
系
文
化
だ
け
の
問
題
で

は
な
く
︑
社
会
全
体
に
言
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
︒

大
塚
:﹃
物
語
消
費
論
﹄
で
は
︑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
概
念
み
た
い
な
も
の
は

未
分
化
だ
っ
た
わ
け
で
す
︒
つ
ま
り
︑
ま
ん
が
や
ア
ニ
メ
の
業
界
で
言
う

よ
う
な
世
界
観
と
︑
東
く
ん
が
言
う
よ
う
な
純
粋
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
︑

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
し
て
引
っ
か
け
て
い
く
よ
う
な
経
済
シ
ス
テ
ム
と
が
︑

ぼ
く
の
な
か
で
は
割
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
わ
け
︒
理
屈
で
は

分
け
た
ほ
う
が
説
明
し
や
す
い
け
ど
︑
や
っ
ぱ
り
不
可
分
な
の
ね
︒

　
だ
け
ど
君
の
言
う
よ
う
に
今
の
読
者
の
消
費
者
が
純
粋
な
意
味
で
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
す
る
解
読
能
力
は
異
様
に
特
化
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
そ
の
背
後
に
あ
り
あ
り
と
透
け
て
見
え
て
い
る
権
力
シ
ス
テ
ム

は
見
え
な
い
と
な
る
と
︑
実
作
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
す
ご
く
都
合
が
い

い
こ
と
に
な
る
︒（
大
塚
・
東 

二
〇
〇
八
:
二
二
︱
二
三
（

　
つ
ま
り
︑
こ
こ
で
は
権
力
の
主
体
（
=
製
作
者
（
が
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
か

否
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
︑
大
き
な
課
題
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
実

際
に
自
分
は
製
作
者
な
の
で
不
可
視
化
さ
れ
た
ま
ま
世
界
の
仕
組
み
を
仕
掛
け

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
︑
無
限
に
両
者
の
関
係
を
固
定
化
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒

　
だ
が
︑
反
対
に
東
は
こ
の
世
界
観
を
仕
掛
け
た
と
こ
ろ
で
消
費
者
の
側
の
合

理
的
な
判
断
の
中
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
権
力
を
発
揮
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
と
反
論
す
る
︒
そ
の
う
え
で
シ
ス
テ
ム
の
側
の
整
備
を
志
向
す
る
の
が
東
の

立
場
で
あ
り
︑
人
々
は
時
に
消
費
者
で
あ
り
︑
時
に
人
間
的
に
振
る
舞
う
べ
き

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
議
論
を
組
み
立
て
て
い
く
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
両
者
の

違
い
と
は
︑
生
産
者
／
消
費
者
と
い
う
区
分
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
の
か
と
い
っ
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た
問
題
だ
と
い
っ
て
よ
い
︒

　
近
年
大
塚
が
角
川
と
ド
ワ
ン
ゴ
の
合
併
に
関
し
て
強
い
違
和
感
を
示
し
（
大

塚 

二
〇
一
四
（︑
同
時
に
角
川
の
持
っ
て
い
た
製
作
者
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
性
（
大
塚 
二
〇
一
八
（
に
着
目
し
た
の
は
こ
う
し
た
文
脈
で
理
解
で
き
る
︒

そ
れ
は
﹁
世
界
観
﹂
自
体
の
巨
大
な
仕
掛
け
手
が
登
場
す
る
こ
と
で
物
語
消
費

論
に
お
け
る
製
作
者
が
一
元
化
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
危
惧
で
あ
り
︑
東
の
動

物
化
論
に
対
し
て
行
っ
た
﹁
総
消
費
者
化
﹂
の
中
で
角
川
と
い
う
巨
大
な
﹁
製

作
者
﹂
が
現
れ
る
と
総
取
り
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
批
判
で
あ
る
︒
こ
の

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
製
作
者
は
世
界
観
を
作
る
側
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
大
塚
は
指
摘
す
る
一
方
で
︑
そ
の
製
作
者
は
入
れ
替
わ
り
可
能
か
つ
育
成
が

可
能
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
が
﹁
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
﹂
の
暴

露
と
し
て
物
語
消
費
論
を
描
い
た
意
味
で
あ
り
︑
大
塚
の
近
年
の
著
作
が
設
定

に
そ
っ
て
作
品
を
描
き
つ
つ
も
︑
そ
の
中
で
作
家
性
を
発
揮
す
る
こ
と
を
行
え

る
こ
と
を
目
指
す
教
育
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
こ
う
し
た
議
論
の
延
長
で
理
解

で
き
る
︒

　
東
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
に
関
し
て
は
東
自
身
が
後
続
の
議
論
の
中
で
様
々

な
場
所
で
そ
れ
が
様
々
な
事
例
に
当
て
は
ま
る
と
い
う
形
で
議
論
を
拡
張
さ
せ

て
い
っ
た
︒
だ
が
︑
重
要
な
の
は
そ
う
し
た
﹁
表
層
的
な
解
釈
﹂
を
中
心
と
し

た
消
費
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
︑
ど
こ
ま
で
を
作
者
と
み
な
し
︑

ど
こ
ま
で
を
消
費
者
と
み
な
す
の
か
と
い
う
区
分
に
着
目
す
る
こ
と
で
あ
る
は

ず
で
あ
る
︒

八
、
結
論

　
本
稿
で
確
認
し
て
き
た
の
は
︑
こ
れ
ま
で
社
会
学
で
も
一
部
批
判
的
に
検
討

さ
れ
て
き
た
東
浩
紀
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
と
大
塚
英
志
の
物
語
消
費
と
い
う

二
つ
の
議
論
が
と
り
わ
け
当
初
持
っ
て
い
た
文
脈
と
両
者
の
差
異
に
関
し
て
で

あ
る
︒

　
大
塚
の
議
論
を
確
認
し
た
と
き
に
ま
ず
純
粋
に
消
費
者
を
対
象
と
し
た
概
念

と
し
て
︑
物
語
消
費
と
は
異
な
る
問
題
系
と
し
て
﹁
癒
し
と
し
て
の
消
費
﹂
が

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
そ
し
て
そ
れ
に
比
し
て
大
塚
の
物
語
消
費
論
に
着
目

し
た
と
き
に
そ
れ
は
二
次
創
作
を
﹁
消
費
﹂
と
呼
び
変
え
て
い
く
こ
と
の
操
作

の
中
に
勘
所
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
中
で
も
﹁
製
作
者
﹂
と
﹁
消
費

者
﹂
の
区
分
を
独
自
に
し
直
し
た
こ
と
を
主
要
な
論
点
と
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た
︒

　
そ
の
上
で
東
も
そ
の
問
題
を
引
き
継
い
だ
う
え
で
︑
大
塚
が
い
っ
た
﹁
製
作

者
﹂
概
念
が
現
在
に
お
い
て
意
味
を
な
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
形

で
議
論
を
開
始
し
︑
そ
う
し
た
﹁
製
作
者
﹂
な
き
﹁
生
産
﹂
を
可
能
に
す
る
﹁
技

術
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
る
と
︑﹁
消
費

者
集
団
﹂
を
記
述
す
る
議
論
と
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
・
物
語
消
費
論
を
論

じ
る
と
い
う
や
り
方
に
は
問
題
が
あ
り
︑
生
産
構
造
を
踏
ま
え
た
上
で
別
の
仕

方
で
こ
れ
ら
の
議
論
を
継
承
す
る
こ
と
に
こ
そ
元
の
議
論
の
意
図
と
可
能
性
が
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あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
そ
れ
は
﹁
消
費
者
﹂
と
﹁
製
作
者
﹂
の
関
係
を
再
考
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ

れ
ら
の
配
置
を
変
え
る
﹁
技
術
﹂
の
関
係
も
射
程
に
収
め
た
議
論
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
︒
例
え
ば
こ
れ
は
文
化
産
業
論
の
基
礎
と
な
る
よ
う
な
議
論
へ
と
接
続

す
る
︒
一
見
文
化
産
業
論
に
否
定
的
だ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
ア
ド
ル
ノ
の
文
化

産
業
論
を
再
読
す
る
中
で
そ
の
可
能
性
を
指
し
示
す
の
が
片
上
（
二
〇
一
八
（

で
の
議
論
で
あ
る
︒﹁
産
業
﹂﹁
娯
楽
﹂﹁
技
術
﹂
を
そ
こ
で
の
読
解
の
カ
ギ
と
し

て
お
り
︑
そ
う
し
た
議
論
と
隣
接
し
た
課
題
に
接
続
し
う
る
の
で
あ
る
︒
こ
う

し
た
議
論
を
引
き
継
い
だ
も
の
と
し
て
永
田
・
松
永
編
（
二
〇
二
〇
（
等
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
可
能
性
が
あ
る（

（
（

︒

　
そ
れ
で
は
﹁
二
次
創
作
﹂
が
三
節
で
問
題
に
し
た
よ
う
な
﹁
趣
味
﹂
で
は
な

く
﹁
消
費
﹂
と
呼
ば
れ
た
こ
と
自
体
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒

そ
こ
に
は
﹁
製
作
者
／
消
費
者
﹂
の
区
分
が
な
く
な
る
と
い
う
議
論
が
あ
り
つ

つ
も
︑
消
せ
な
い
一
つ
の
線
の
存
在
を
意
味
す
る
︒
こ
こ
で
は
︑
そ
れ
で
生
計

を
建
て
て
労
働
が
成
り
立
っ
て
い
る
か
と
は
別
様
の
軸
が
こ
の
問
題
に
は
存
在

す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
︒

　
大
塚
が
﹁
世
界
観
の
制
作
者
﹂
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
を
し
ば
し
ば
﹁
版

権
者
﹂
と
し
て
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
︒
花
房
真
理
子
が
二
節
で
述

べ
た
岡
本
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
︑

Ｎ
次
創
作
と
い
う
形
で
誰
が
作
り
手
で
誰
が
受
け
手
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が

あ
い
ま
い
な
状
況
が
あ
り
つ
つ
も
︑
現
実
と
し
て
は
﹁
著
作
権
の
侵
害
﹂
と
常

に
な
り
う
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
を
め
ぐ
る
創
意
工
夫
と
い
う
形
で
そ
の
せ
め
ぎ

合
い
が
﹁
創
作
活
動
﹂
の
中
に
は
ら
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
花
房 

二
〇
一
七
（︒

こ
の
よ
う
に
二
次
創
作
文
化
が
﹁
趣
味
﹂
よ
り
も
﹁
消
費
﹂
で
あ
る
と
受
け
入

れ
ら
れ
や
す
い
こ
と
に
は
︑﹁
趣
味
﹂（
ア
マ
（
と
﹁
労
働
﹂（
プ
ロ
（
と
い
う
軸

で
は
十
全
に
拾
う
こ
と
の
で
き
な
い
﹁
権
利
者
と
は
誰
か
﹂
と
い
う
区
分
線
の

存
在
が
抜
き
が
た
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
関
連
し
う
る
の
で
あ
る（

（
（

︒

　
こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
素
人
の
消
費
者
と
プ
ロ
の
製
作
者
の
関

係
を
問
題
と
す
る
よ
う
な
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
議
論
（
三
節
（
と
こ
う
し
た

オ
タ
ク
文
化
と
呼
ば
れ
る
文
化
領
域
の
何
が
共
有
し
え
て
何
が
共
有
し
え
な
い

の
か
と
い
う
こ
と
は
検
討
に
値
す
る
︒
そ
れ
に
は
ま
ん
が
・
ア
ニ
メ
文
化
を
め

ぐ
る
具
体
的
で
ロ
ー
カ
ル
な
実
践
記
述
が
必
要
と
な
る
が
そ
れ
は
今
後
の
課
題

と
し
た
い（

（
（

︒

　
同
時
に
物
語
消
費
の
元
来
の
概
念
が
忘
却
さ
れ
︑
文
化
社
会
学
な
ど
で
用
い

ら
れ
る
際
に
単
純
な
﹁
受
容
﹂﹁
消
費
﹂
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
の
理
由
も
問
う
必
要
が
あ
る
︒
こ
れ
に
関
し
て
は
フ
ァ
ン
研
究
の
受
容
と

い
う
問
題
や
オ
タ
ク
と
い
う
消
費
者
と
し
て
の
主
体
像
に
注
目
が
集
ま
っ
た
こ

と
（
と
個
別
集
団
の
消
費
を
超
え
た
現
代
社
会
論
を
語
る
こ
と
へ
の
禁
欲
（
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
議
論
に
関
し
て
も
今
後
の
課
題
と

す
る
こ
と
に
し
た
い
︒
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注（
（
（ 
コ
ピ
ー
の
コ
ピ
ー
の
こ
と
で
あ
り
︑
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
議
論
等
で
し
ば
し
ば
み
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
（Baudrilard （976 =（98（

（︒

（
（
（ 

さ
ら
に
東
の
議
論
に
目
を
や
っ
た
と
き
に
は
彼
の
立
論
が
全
て
社
会
学
的
な
視
点
で

は
な
く
﹁
表
象
﹂
を
対
象
に
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
︒﹁
技
術
﹂

﹁
消
費
者
﹂﹁
生
産
者
﹂
と
い
う
非
常
に
社
会
学
的
な
視
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
も
東
は

そ
れ
で
作
品
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
︒﹁
表
象
﹂
が
投
げ
か
け
る
問

題
と
し
て
こ
の
﹁
二
次
創
作
を
消
費
と
呼
ぶ
よ
う
な
事
態
﹂
を
捉
え
る
の
が
東
（
二
〇

〇
七
（
で
の
議
論
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
複
雑
な
連
関
を
捉
え
る
よ
う
な
発
見
の
ツ
ー

ル
と
し
て
﹁
社
会
学
的
な
視
点
﹂
だ
け
で
な
く
作
品
を
分
析
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
も

﹁
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
﹂﹁
物
語
消
費
﹂
と
い
う
枠
組
み
は
可
能
性
を
持
ち
う
る
︒

（
（
（ 

こ
う
し
た
﹁
版
権
者
﹂﹁
権
利
者
﹂﹁
製
作
者
﹂
な
ど
の
諸
概
念
の
区
別
に
つ
い
て
大

塚
自
身
は
よ
り
大
き
な
議
論
に
繋
げ
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
十
分
に
区
別
を
し
て
い
な
い
︒

こ
れ
ら
の
概
念
が
持
つ
特
性
に
つ
い
て
の
分
析
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

（
（
（ 

具
体
的
な
展
開
可
能
性
と
し
て
消
費
的
な
実
践
が
ど
の
よ
う
に
制
作
者
を
巻
き
込
む

形
で
産
業
ご
と
に
展
開
し
て
き
た
の
か
を
ア
ニ
メ
産
業
に
お
け
る
ビ
デ
オ
の
利
用
実
践

に
注
目
し
て
論
じ
た
議
論
や
（
永
田 

二
〇
一
五；

二
〇
一
七
（︑
そ
れ
が
制
作
者
た
ち
に

と
っ
て
ど
の
よ
う
な
経
験
で
あ
っ
た
の
か
（
松
永
・
永
田 

二
〇
一
七
（
と
い
っ
た
こ
と

が
複
合
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
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