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叶
ル
1

品
言
句

漏
市
凶

資

市
場
と
文
化

〈
市
場
の
普
遍
性
/
特
殊
性
問
題
〉

第
一
章

は
じ
め
に

過
去
二
回
の
わ
れ
わ
れ
の
研
究
会
の
中
で
、
二
つ
の
宿
題
が
我
々
に

残
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
を
先
ず
思
い
出
し
て
お
き
た
い
。

ω
昨
秋
一
一
月
、
上
海
で
の
研
究
会
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
た
こ
と

に
、
二
つ
の
包

CE--NEZS
に
注
意
す
べ
き
だ
、
と
い
う
論
点
が
あ
っ

た
。
現
在
進
行
中
の

mzz-応
急

g
に
は
、

①
い
わ
ゆ
る
包
。

E
∞S
ロ

eaの
強
要
を
通
し
て
単
一
の
世
界
市
場
の

形
成
へ
向
か
お
う
と
す
る
包
忌
色
町

S
S
と
、
②

N
G
0
・
N
P
O
の

向
け
て

A 
7 

弘

井

道

活
躍
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ
て
い
る
「
地
球
市
民
」
の
、
産
業
主
義
と
排

他
的
・
独
善
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
運
動
の
拡
大
・
発
展

と
い
、
つ
も
う
一
つ
の

m
g
Z
E邑
S
が
あ
る
。

従
っ
て
、
加

Ez--NNHZS
を
語
る
と
き
に
は
、
①
の
現
象
だ
け
を
見

る
べ
き
で
は
な
い
。
同
時
に
②
の
加

-
o
g
Eさ
g
に
も
注
意
し
、
そ
の

二
つ
の

mZE--sE=
の
対
抗
関
係
が
も
っ
意
味
に
着
目
す
べ
き
だ
、

と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

間
ソ
ウ
ル
に
お
け
る
研
究
会
で
は
、
「
東
ア
ジ
ア
の
固
有
性
を
も
っ

た
市
場
」
の
存
否
と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。
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近
年
、
す
べ
て
の
文
明
の
発
展
は
一
本
の
レ

l
ル
上
を
順
次
に
走
る

と
考
え
る
単
線
的
発
展
史
観
は
、
基
本
的
に
克
服
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
の
こ
と
は
、
単
数
形
の
文
明
を
規
範
的
に
語
る
こ
と
が
無
意
味
に

な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
文
明
や
文
化
は
多
様
な
も
の
で
あ
る

こ
と
こ
そ
重
要
だ
、
こ
の
こ
と
が
承
認
さ
れ
つ
つ
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

無
論
、
文
化
の
多
様
性
の
承
認
は
、
文
明
間
の
相
互
理
解
と
共
存
の

可
能
性
を
展
望
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
無
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

相
互
理
解
と
共
存
と
が
、
異
質
的
文
明
の
「
地
平
の
融
合
」
を
も
た
ら

し
て
い
く
可
能
性
に
対
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
開
か
れ
た
構
え
を
も
つ

べ
き
で
あ
ろ
う
。

東アジア文化と近代法(14)

私
は
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
『
文
明
の
衝
突
(
叶
宮
内

-azえ
口
i
E
S
'

Z
O
国
間
)
』
論
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
否
定
し
え
な

い
重
要
な
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
文
化
」
の
多
様
性
が
、
現
代

世
界
を
規
定
す
る
最
も
重
要
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
こ
の
事
実
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の

功
績
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
が
、
こ
の
「
文
化
」
の
多
様
性
を
、
現
代

の
国
際
政
治
上
の
対
立
を
根
抵
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
コ
ン
フ
リ
ク

ト
要
因
と
の
み
理
解
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
文
化
の
多
様
性
は
、
そ
れ

が
主
権
国
家
の
基
礎
を
な
す
限
り
で
、
た
し
か
に
「
文
明
の
衝
突
」
の

危
険
を
苧
む
も
の
で
は
あ
る
。
だ
が
、
し
か
し
他
面
で
、
そ
れ
が
人
間

の
共
生
を
豊
か
な
も
の
に
す
る
基
盤
で
も
あ
り
う
る
こ
と
を
看
過
し
て

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

こ
の
よ
う
な
議
論
と
の
関
連
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
文
化
を
た

だ
単
に
固
定
的
で
排
他
的
な
も
の
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
、

流
動
的
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
複
数
の
文
化
を
融
合
さ
せ
つ
つ
発
展
し

て
い
く
可
能
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
文
化
の
二
重
性
|
|
排
他
的
で
も
融
合

的
で
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
重
性

l
i
!
と
市
場
と
は
、
非
常
に
微
妙

な
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
市
場
は
丈
化
破
壊
的
な
性

格
を
も
ち
う
る
と
と
も
に
、
文
化
を
流
動
的
で
融
合
的
・
発
展
的
な
も

の
と
す
る
性
格
を
も
も
っ
て
い
る
。

①
の
意
味
で
の
包

og--尽
き
ロ
が
問
題
な
の
は
、
経
済
の
領
域
を
越
え

た
大
き
な
視
点
を
も
っ
て
み
た
時
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
問
題
を
内

包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

私
は
、
こ
の
よ
う
な
①
の
意
味
で
の
包
。

E
5
5ロ
が
も
っ
破
壊
的

/
融
合
的
・
発
展
的
の
ア
ン
ピ
ヴ
ア
レ
ン
ス
を
制
御
し
て
、
文
明
を

流
動
的
で
融
合
的
・
発
展
的
な
も
の
た
ら
し
め
る
働
き
を
市
場
に
発

iヒi去54(5・163)1707



料

揮
さ
せ
る
よ
う
に
導
く
上
で
カ
ギ
と
な
る
も
の
は
、
②
の
、

N
G
0
・

N
P
O
の
活
躍
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ
て
い
る
「
地
球
市
民
」
の
運
動

の
拡
大
・
発
展
と
い
う
也
喜
丘
町
邑

S
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
て
い
る
。

資

五

「
地
域
的
固
有
性
を
も
っ
た
市
場
」
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
連

関
の
中
に
お
き
入
れ
れ
ば
、
市
場
問
題
を
越
え
た
き
わ
め
て
大
き
な
射

程
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
は
、
現
代
の
問
題
状
況
の
中

で
法
哲
学
、
法
文
化
論
と
経
済
法
が
共
同
研
究
す
る
こ
と
の
豊
か
な
可

能
性
が
潜
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
脚
し
て
、
冒
頭
一
で
示
し
た
山
山
の
二

つ
の
問
題
を
ク
ロ
ス
さ
せ
な
が
ら
考
え
る
こ
と
、
そ
こ
に
本
報
告
の
課

題
が
あ
る
。

共

私
は
、
こ
の
ク
ロ
ス
す
る
ポ
イ
ン
ト
に
二
条
の
光
を
当
て
て
み
た
い
、

と
考
え
て
い
る
。
一
つ
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
(
〉
念
日
∞

B
5
)
の
『
道

徳
感
情
論
(
〉

H
Z
o
q
a
玄
。
邑

r
E
g
g
z
)』
、
今
ひ
と
つ
は
、
カ
ー

ル
・
ポ
ラ
ニ

l
(穴
邑

F
Eロ
ヨ
)
の
『
大
転
換
(
叶
宮
。
ョ

g門
司
自
由
'

同

O
B邑
Oロ
)
』
に
お
け
る
「
二
重
運
動
論
」
で
あ
る
。

先
ず
、
私
は
、

ωの
「
東
ア
ジ
ア
の
固
有
性
を
も
っ
た
市
場
」
の
存

否
問
題
に
対
し
て
、
「
市
場
と
は
、
「
市
場
」
と
そ
の
環
境
と
で
あ
る
」

と
い
う
テ

l
ゼ
を
提
起
し
て
、
こ
の
意
味
で
の
市
場
の
「
固
有
性
」
|
-

つ
ま
り
、
独
特
の
風
土
・
文
化
を
不
可
欠
の
環
境
と
す
る
こ
と
に
起

因
す
る
市
場
の
「
固
有
性
」
ー
ー
を
承
認
し
た
い
、
と
思
う
。
そ
し

て
、
そ
の
テ
ー
ゼ
の
意
味
を
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』

に
お
け
る
議
論
を
手
が
か
り
に
、
具
体
的
に
説
明
し
て
み
た
い
。
し
か

1
レ、

北法54(5・164)1708

①
私
は
、
ス
ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』
の
古
典
的
な
議
論
に
は
一
定
の

現
代
的
意
味
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
市
場
至
上
主
義
に
陥
り
か
ね

な
い
限
界
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。

②
そ
の
限
界
を
超
え
て
ス
ミ
ス
の
モ
テ
ィ

l
フ
を
真
に
現
代
的
な
も
の

と
し
て
生
か
す
た
め
に
は
、
一
旦
ポ
ラ
ニ

l
の
「
二
重
運
動
論
」
の
議

論
に
よ
っ
て
こ
の
ス
ミ
ス
の
議
論
を
断
ち
切
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
《
二
つ
の
加

-S色
町
住
吉
の
対
抗
〉
と
い
う
問

題
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
。

③
そ
の
問
題
を
視
野
に
取
り
込
ん
だ
上
で
、
ス
ミ
ス
の
意
図
を
い
わ
ば

裏
返
し
に
し
た
観
点
か
ら
、
ス
ミ
ス
の
議
論
を
そ
の
二
つ
の

mgσ
包
T

N

邑
O
ロ
の
対
抗
の
問
題
に
生
か
す
こ
と
が
出
来
る
、
と
思
わ
れ
る
。

④
そ
の
議
論
の
中
で
、
上
述
①
の
意
味
で
の
色
。
σ包
同
邑

S
が
も
っ
ア

ン
ピ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
を
制
御
す
る
も
の
は
②
の
「
地
球
市
民
」
の
運
動
の

拡
大
・
発
展
と
い
う

mzzr呂
S
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
の
意
味



が
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

以
下
の
議
論
は
、
大
体
こ
の
よ
う
な
道
筋
に
沿
っ
て
進
め
る
こ
と
に

な
る
筈
で
あ
る
。

第
二
章

ス
ミ
ス

七

『
道
徳
感
情
論
』
に
お
け
る
ス
ミ
ス
は
、
制
度
の
規
範
的
基
盤
ー
ー

法
や
国
家
の
根
抵
に
あ
っ
て
そ
れ
を
支
え
る
規
範
的
基
盤
ー
ー
を
、

市
民
の
日
常
的
な
規
範
意
識
に
求
め
よ
う
と
し
た
。

日
常
的
な
相
互
関
係
の
中
に
お
か
れ
た
人
間
は
、
そ
の
関
係
の
正
し

い
あ
り
方
に
つ
い
て
の
感
覚
|
1
1

正
義
感
覚
と
い
っ
て
も
い
い
ー
ー

を
、
そ
の
関
係
の
中
で
生
き
、
そ
こ
で
成
立
す
る
共
感
に
よ
っ
て
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
身
に
つ
け
て
い
く
。
そ
し
て
自
ら
の

利
己
心
を
、
人
々
が
そ
れ
を
妥
当
な
も
の
と
し
て
同
感
し
是
認
し
て
く

れ
る
限
界
の
な
か
に
抑
制
し
、
そ
の
限
界
の
中
で
そ
れ
を
存
分
に
発
揮

し
て
い
く
。
そ
の
正
義
感
覚
|
|
道
徳
感
情
ー
ー
の
う
ち
に
こ
そ
、

社
会
的
ル

l
ル
の
源
泉
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
正
義
感
覚
は
人
々
の

交
渉
関
係
の
中
で
次
第
に
自
覚
的
な
も
の
と
な
り
、
客
観
的
な
ル

l
ル

と
し
て
生
成
し
て
い
く
。

ス
ミ
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
い
く
「
道
徳
感
情
」
が
、

東アジア文化と近代法 (14)

法
的
ル

l
ル
や
社
会
的
諸
制
度
の
発
生
的
な
基
礎
で
あ
る
ば
か
り
か
、

そ
の
正
統
性
の
基
礎
で
も
あ
る
、
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。

八

ハ
イ
エ
ク
(
同
〉

-za兵
)
や
オ
l
ク
シ
ョ
ッ
ト
(
冨
・

0
美
佐
C
2
)

な
ど
の
現
代
の
自
由
主
義
的
保
守
主
義
者
は
し
ば
し
ば
「
慣
行

(
唱

5
8お
と
と
い
う
語
を
用
い
る
が
、
「
慣
行
」
と
は
、
こ
の
道
徳

感
情
/
社
会
感
情
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
担
う
日
々
の
対
人
関
係
/
社
会

関
係
の
こ
と
、
と
了
解
し
て
お
い
て
大
過
な
い
。
か
く
し
て
、
慣
行
と

道
徳
感
情
と
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
市
民
が
日
常
的
に

従
う
慣
行
を
市
民
の
主
体
的
な
意
識
の
次
元
で
見
れ
ば
、
道
徳
感
情
だ
、

そ
し
て
そ
の
全
体
が
法
的
ル

l
ル
の
発
生
と
妥
当
性
と
を
支
え
て
い
る
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
ス
ミ
ス
の
議
論
枠
組
み
は
、
現
代
で
も
依
然
と
し
て
模
範
的
な

意
味
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
ス
ミ
ス
の
議
論
は
、
実
際
に
は
、

市
場
の
正
統
化
論
へ
と
収
徴
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、
そ
の
議
論
は

ハ
イ
エ
ク
な
ど
の
議
論
の
基
礎
と
も
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
現
代

で
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
説
得
力
を
も
っ
て
い
な
い
。
以
下
、
こ
の
意

義
と
限
界
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
ス
ミ
ス
の
議
論
を
追
っ
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。

北法54(5・165)1709



料資

九

法
や
制
度
・
政
治
的
支
配
の
正
統
性
官
官

E
R『
)
は
、
被
治
者

の
承
認
と
い
う
事
実
|
|
そ
れ
に
従
う
人
々
が
そ
の
法
や
制
度
・
政

治
的
支
配
の
正
統
性
を
承
認
し
て
い
る
と
い
う
事
実
|
|
に
求
め
ら

れ
る
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
ラ

i
ト
ブ
ル

7

3
・m邑
σ
g
n
v
)
に
代
表
さ
れ
る
法
哲
学
的
伝
統
に
お
い
て
は
、
「
承

認
説
」
と
呼
ば
れ
て
き
て
い
る
。
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
キ
l
概
念
と
す
る

ハ
パ

l
マ
ス
(
』
・

5
z
s
g
)
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
論
も
、

あ
る
意
味
で
は
、
そ
の
現
代
版
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ス
ミ
ス
の
考
え
方
は
、
こ
の
「
承
認
説
」
の
一
つ
の
源
流
に
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
で
見
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
、
法
的
ル
ー

ル
や
社
会
的
諸
制
度
の
基
盤
と
な
る
規
範
的
基
礎
は
、
抽
象
的
で
形
而

上
学
的
な
理
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
市
民
間
の
日
常
的
慣
行
の
な
か

で
自
生
的
に
成
立
し
共
有
さ
れ
て
い
く
「
道
徳
感
情
」
に
あ
る
、
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
ス
ミ
ス
的
「
承
認
説
」
は
、
法
的
自
律
の
観
念
|
|
自
分
が

設
定
し
た
法
に
自
ら
が
従
う
と
い
う
観
念
ー
ー
を
継
承
し
て
い
る
。

思
想
史
的
に
は
、
法
的
自
律
の
観
念
は
「
社
会
契
約
」
の
理
念
に
最
も

明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
「
社
会
契
約
」
の
現

念
を
、
「
自
生
的
秩
序
(
田
宮
ロ
5
2
5
0
a
R
)」
|
l
日
々
の
現
実
的

な
無
数
の
契
約
に
よ
っ
て
自
生
的
に
形
成
さ
れ
て
い
く
秩
序
|
l
へ

と
読
み
替
え
た
の
で
あ
る
。
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O 

市
民
間
の
慣
行
と
は
、
市
場
で
の
取
引
行
為
を
含
ん
だ
、
「
自
由

な
主
体
」
聞
の
「
相
互
行
為
」
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
理
解
さ
れ

て
よ
い
。
従
っ
て
、
ォ
l
ク
シ
ョ
ッ
ト
に
倣
っ
て
、
そ
の
慣
行
の

総
体
を
「
市
民
的
結
合
体
(
目
。

n
E
a
a墨
田
間
)
」
|
|
つ
ま
り
は

号
Z
8
2
0同
司

toil
と
呼
ん
で
も
い
い
。
こ
の
慣
行
は
、
市
場
的
相

互
行
為
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
市
民
間
の
非
市
場
的
な
慣
行

を
も
含
ん
だ
、
よ
り
大
き
な
外
延
を
も
ち
、
市
場
は
そ
の
中
に
埋

め
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
慣
行
は
市
場
の
環
境
だ
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

市
場
は
「
法
的
ル

i
ル
」
|
|
文
字
通
り
に
「
市
民
法

(
2
£

一
邸
宅
)
」
的
な
法
的
ル
l
ル
ー
ー
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
「
法
的
ル
l
ル
」
が
、
ス
ミ
ス
が
考
え
た
よ
う
に
、
市
民
間
の

日
常
的
慣
行
の
な
か
で
成
立
す
る
道
徳
感
情
を
そ
の
存
立
と
正
統

性
の
根
拠
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
市
場
は
、
慣
行
の
一
部
で
あ
り

な
が
ら
、
結
局
は
全
体
と
し
て
の
慣
行
/
道
徳
感
情
に
制
御
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ス
ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』
の
議
論
の
狙
い
は
、
市
場
は
全
体

と
し
て
の
慣
行
/
道
徳
感
情
に
制
御
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
事



実
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
「
市
民
的
結
合
体
」
の
自
足

性
を
一
不
し
、
権
力
の
市
場
へ
の
介
入
の
不
当
性
を
説
く
こ
と
に
あ
っ

た
。
こ
う
し
て
、
法
的
ル

l
ル
や
社
会
的
諸
制
度
の
第
一
義
的
任

務
は
、
「
市
民
的
結
合
体
」
に
お
け
る
「
慣
行
」
の
核
心
を
な
す
市

場
の
機
能
を
ー
ー
ま
た
そ
れ
を
通
し
て
生
産
過
程
を
|
|
円
滑
に

保
持
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

私
は
、
ニ
で
「
市
場
と
は
、
「
市
場
」
と
そ
の
環
境
と
で
あ
る
」

と
い
う
テ
l
ゼ
を
出
し
た
。
そ
の
と
き
私
が
念
頭
に
お
い
て
い
た

こ
と
は
、
ひ
と
ま
ず
は
こ
の
よ
う
な
事
態
で
あ
っ
た
。

東アジア文化と近代法(14)

こ
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
世
界
は
き
わ
め
て
調
和
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
調
和
性
は
、
「
市
場
」
と
「
慣
行
」
と
が
|
|
つ
ま
り
「
市

場
」
と
そ
の
「
環
境
」
と
が

l
|、
ス
ム
ー
ス
な
逮
続
性
を
保
っ

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
連
続
性
は
、

ス
ミ
ス
が
い
わ
ば
「
商
人
」
を
モ
デ
ル
と
す
る
人
間
観
を
も
っ
て
い

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
的
に
表
現
さ
れ
た
。

ス
ミ
ス
は
、
人
聞
を
、
「
交
換
す
る
性
向
」
を
「
本
性
」
と
し
て

も
っ
て
い
る
(
ぞ

S
5
え
Z
邑
ヨ
田
)
、
と
理
解
し
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
「
本
性
」
を
も
っ
人
間
(
日
「
商
人
」
的
人
間
)
が
す
べ
て
の

慣
行
の
担
い
手
で
あ
り
、
市
場
は
そ
の
慣
行
の
部
分
で
あ
っ
た
。
こ

の
「
交
換
H

人
間
本
性
論
」
が
、
ス
ミ
ス
理
論
に
お
け
る
「
慣
行
と

市
場
の
連
続
性
」
/
「
道
徳
感
情
と
市
場
の
適
合
性
」
の
基
礎
と
な
っ

て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
ス
ミ
ス
の
普
遍
主
義
の
根
抵
を
な
し
て

、.，

-o

lv
ナ
ムハ

イ
エ
ク
に
代
表
さ
れ
る
市
場
主
義
的
自
由
主
義
者
は
、
こ
の
「
慣

行
と
市
場
の
連
続
性
」
を
|
|
更
に
は
「
前
市
場
社
会
的
慣
行
と

市
場
社
会
的
慣
行
と
の
連
続
性
」
を

|
l
前
提
に
し
て
い
る
。
「
自

生
的
秩
序
(
田
宮
三
包

g
g
a
a
q
)
」
と
い
う
ハ
イ
エ
ク
の
概
念
は
、

慣
行
H
市
場
の
外
部
か
ら
の
介
入
を
否
定
す
る
た
め
の
キ
l
概
念
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
前
提
の
土
で
成
立
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

第
三
章

ポ
ラ
ニ

l

ス
ミ
ス
に
と
っ
て
も
、
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
も
、
「
前
市
場
社
会

的
慣
行
」
か
ら
「
市
場
社
会
的
慣
行
」
へ
の
移
行
は
、
平
穏
な
「
自

生
的
」
な
順
接
的
過
程
で
あ
っ
た
。
こ
の
過
程
を
、
し
か
し
ポ
ラ

ニ
l
は
、
人
為
的
な
逆
接
的
過
程
と
捉
え
る
。
こ
う
し
て
、
「
前
市

場
社
会
的
慣
行
」
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
市
場
社
会
の
原
型

が
有
機
的
に
発
展
し
て
市
場
社
会
に
な
る
と
見
る
「
有
機
的
発
展

モ
デ
ル
」
に
、
い
わ
ば
「
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
モ
デ
ル
」
が
対
置
さ

北法54(5・167)1711



車十

れ
た
。
そ
こ
に
は
、
必
ず
し
も
市
場
に
適
合
的
で
も
「
商
人
」
的

で
も
な
い
、
反
ス
ミ
ス
的
な
人
間
観
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。

資

ポ
ラ
ニ

l
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二

O
世
紀
前
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社

会
に
お
い
て
は
、
「
市
場
経
済
の
拡
張
」
が
「
伝
統
的
社
会
」
の
自

己
防
衛
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
の
後
、
「
拡
張
す
る
市
場
経
済
」
と

「
自
己
防
衛
す
る
社
会
」
と
の
「
二
重
運
動
」
と
そ
の
間
の
戦
い
が
、

歴
史
を
動
か
し
て
い
く
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
、
と
い
う
。

四

「
市
場
経
済
の
拡
張
」
が
「
伝
統
的
社
会
」
の
自
己
防
衛
を
引
き

起
こ
し
、
そ
れ
が
戦
い
に
発
展
す
る
と
い
う
ポ
ラ
ニ
!
の
描
き
出

し
た
過
程
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
一
般
化
し
て
モ
デ
ル
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ポ
ラ
ニ

l
の
議
論
枠
組
は
、
多
少
の

変
更
を
加
え
る
な
ら
、
現
代
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
有
効
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
て
き
た
二
つ
の
包
喜
色
町
内
邑

g
と
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
展
開
さ
れ
は
じ
め
た
現
代
に
お
け
る
「
二

重
運
動
」
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五

先
ず
、
「
市
場
経
済
の
拡
張
」
が
「
伝
統
的
社
会
」
の
自
己
防
衛

を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
事
情
を
も
う
少
し
具
体
的
な
も
の
と
し

て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

人
間
の
自
然
環
境
と
の
物
質
代
謝
活
動

(
H
経
済
活
動
)
を
組

織
的
に
押
し
進
め
る
た
め
の
原
理
に
は
、
次
の
四
つ
の
も
の
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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①
「
家
政
」
・
:
自
家
消
費
を
目
的
と
し
た
閉
鎖
的
な
「
家
」
社
会
の

生
産
活
動
。

②
「
互
酬
」
:
・
親
族
や
部
族
内
で
の
、
非
商
業
的
な
交
互
的
贈
与
。

③
「
再
分
配
」
:
・
政
治
的
・
宗
教
的
権
威
へ
の
財
の
集
中
と
再
分
配
。

④
「
交
換
」
:
・
財
に
対
す
る
所
有
権
の
、
対
価
を
伴
っ
た

(
H
商
業

的
な
)
移
動
。

「
伝
統
的
社
会
」
は
、
相
対
的
に
閉
鎖
的
な
社
会
と
見
る
こ
と
が

で
き
よ
う
が
、
そ
こ
に
お
け
る
経
済
活
動
は
、
主
と
し
て
こ
の
の
②

③
の
諸
契
機
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
④
の
「
交
換
」
は
、
散

発
的
に
生
じ
て
い
た
が
、
無
論
、
主
要
な
構
成
的
契
機
で
は
な
か
っ

た。

一
六
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
「
伝
統
的
社
会
」
の
前
に
、
資
本
主
義

が
現
れ
て
き
た
。
資
本
主
義
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
労
働
力

(
H

人
間
)
と
土
地
の
売
買
を
含
め
た
「
交
換
」
が
織
り
な
す
場
の
上
で

展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
市
場
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
れ



を
自
ら
の
運
動
の
場
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
一
挙
的
・
連
続
的
に
拡

大
さ
せ
て
い
っ
た
。

「
交
換
」
だ
け
に
限
っ
て
い
え
ば
、
伝
統
的
社
会
に
お
け
る
散
発

的
な
そ
れ
と
資
本
主
義
的
市
場
に
お
け
る
組
織
的
な
そ
れ
と
は
、
た

し
か
に
形
態
的
に
は
同
一
で
あ
る
。
だ
が
、
後
者
は
、
資
本
の
自
己

増
殖
作
用
を
媒
介
す
る
と
い
う
点
で
、
前
者
と
は
全
く
異
っ
た
機
能

を
背
負
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
伝
統
的
社
会
」
の
前
に
現
れ
て
き
た
こ
の
資
本
主
義
は
、
そ
の

資
本
の
自
己
増
殖
を
媒
介
す
る
機
能
を
持
つ
「
交
換
」
を
通
し
て
、

「
家
政
」
・
「
互
酬
」
・
「
再
分
配
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
統
一

的
宇
宙
を
解
体
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
諸
要
素
を
「
交
換
」

を
介
し
て
自
ら
の
組
織
・
運
動
の
中
に
飲
み
込
ん
で
い
っ
た
。

東アジア主化と近代法(H)

七

「
家
政
」
・
「
互
酬
」
・
「
再
分
配
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
「
伝

統
的
社
会
」
は
、
ポ
ラ
ニ

l
の
枠
組
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
の
市
場

の
侵
略
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
あ
ら
た
め
て
結
束
す
る
。
そ
し
て
そ

の
戦
い
の
中
で
、
そ
の
様
相
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。
ハ
パ
ー
マ
ス
的

用
語
を
用
い
る
な
ら
、
そ
こ
で
の
戦
い
は
、
い
わ
ば
「
シ
ス
テ
ム
と

し
て
の
市
場
」
と
「
生
活
世
界
と
し
て
の
伝
統
的
社
会
」
と
の
戦
い

で
あ
る
。
以
下
、
簡
単
に
こ
の
戦
い
に
つ
い
て
の
ポ
ラ
ニ
!
の
説
明

に
耳
を
傾
け
よ
う
。

一

八

一

九

世

紀

の

歴

史

は

、

基

本

的

に

〈

市

場

の
拡
大
運
動
〉
と
〈
そ
れ
へ
の
対
抗
運
動
〉
と
い
う
「
二
重
の
運
動
」

に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
(
吉
沢
英
成
他
訳
「
大
転
換
」
(
東
洋
経

済
新
報
社
一
九
七
五
)
、
一
七
八
頁
)
。
こ
の
「
二
重
の
運
動
」
の

基
礎
に
あ
っ
た
の
は
、
〈
「
人
間
と
自
然
」
(
リ
労
働
力
と
土
地
)
と

が
市
場
適
合
性
と
い
う
点
で
限
界
を
も
っ
〉
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
人
間
と
自
然
」
と
の
市
場
適
合
性
の
限
界
と
は
、
裏
か
ら
み

れ
ば
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
市
場
の
限
界
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
自

然
は
、
そ
れ
自
体
、
無
限
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
〈
自
然
の
限
界
〉
H

〈
市
場
の
限
界
〉
の
露
呈
が
、
「
二
重
の
運
動
」
と
な
っ
て
表
現
さ

れ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ポ
ラ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、

ボ
ラ
ニ
ー
は
こ
の
こ
と
を
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
「
生
産
」
と
は

「
人
間
と
自
然
の
相
互
作
用
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
「
相
互
作
用
」

が
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
包
み
こ
ま
れ
る
時
、
「
人
間
と
自
然
」
は
需
日同，.

給
関
係
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
。
「
人
間
と
自
然
」
は
1
|
そ
し
て
「
人
制F

O
 

間
と
自
然
」
の
結
合
体
と
し
て
の
共
同
体
は
|
|
本
来
、
市
場
を
日

越
え
た
存
在
だ
が
、
そ
の
「
運
命
」
が
「
市
場
に
ゆ
だ
ね
」
ら
れ
る
。
加

こ
の
時
、
「
人
間
」
と
「
自
然
」
と
は
、
結
局
は
「
破
滅
」
に
至
る
、
北



ギ十

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

資

九

も
し
こ
の
よ
う
に
い
う
ポ
ラ
ニ

l
に
従
う
な
ら
、
重
要
な
こ
と
は
、

裏
表
の
関
係
に
あ
る
〈
自
然
の
限
界
〉
と
〈
市
場
の
限
界
〉
の
境
界

を
適
切
に
保
ち
な
が
ら
、
「
人
間
と
自
然
の
相
互
作
用
」
と
し
て
の

「
生
産
」
を
維
持
可
能
な
限
界
内
に
抑
制
す
る
こ
と
だ
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

「
経
済
的
自
由
主
義
の
原
理
」
の
側
に
立
つ
「
商
業
階
級
」
は
こ

の
こ
と
を
理
解
し
な
か
っ
た
。
「
労
働
者
の
肉
体
的
搾
取
、
家
族
生

活
の
破
壊
、
近
隣
社
会
の
荒
廃
、
森
林
の
乱
伐
、
河
川
の
汚
染
、
習

俗
の
瓦
解
、
住
居
及
び
技
芸
や
:
・
公
私
無
数
の
生
活
形
態
を
含
む
生

存
条
件
の
一
般
的
劣
悪
化
・
:
の
危
険
」
へ
の
感
受
性
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
。
要
す
る
に
、
「
人
間
と
自
然
」
の
結
合
体
と
し
て
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
危
機
へ
の
感
受
性
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
の

危
険
を
感
受
し
、
ま
た
そ
れ
に
曝
さ
れ
た
人
が
い
る
限
り
、
「
市
場

の
作
用
」
の
「
抑
制
」
を
め
ざ
す
「
対
抗
運
動
」
が
生
じ
て
く
る
こ

と
は
必
然
で
あ
っ
た
(
問
、
一
七
九
頁
、
一
八
二
頁
)
。

ニ
O

こ
の
「
二
重
の
運
動
」
は
、
「
経
済
的
自
由
主
義
」
の
展
開
と
そ

れ
か
ら
の
「
防
衛
」
と
い
う
一
九
世
紀
の
社
会
史
を
織
り
な
し
た

「
二
大
組
織
原
理
の
衝
突
」
を
も
た
ら
し
た
一
八
三
頁
)
。

「
人
間
と
自
然
」
の
「
防
衛
」
の
原
理
は
、
表
面
上
は
、
前
近
代

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
防
衛
す
る
運
動
や
労
働
者
の
階
級
闘
争
と

同
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し
て
現
象
し
た
。

こ
の
「
二
大
組
織
原
理
の
衝
突
」
の
帰
趨
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
の
は
、
市
場
形
成
へ
向
け
て
の
国
家
的
干
渉
政
策
で
あ
っ

た
。
そ
の
結
果
、
市
場
経
済
が
社
会
全
体
を
包
摂
し
て
い
っ
た
。
「
自

由
市
場
」
は
、
逆
説
的
な
こ
と
だ
が
、
自
由
放
任
の
結
果
で
は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
、
「
人
間
と
自
然
」
を
「
市
場
」
か
ら
擁
護
し
よ

う
と
す
る
「
対
抗
運
動
」
に
更
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
、

「
集
権
的
に
組
織
さ
れ
管
理
さ
れ
た
継
続
的
な
(
国
家
的
l
今
井
)

干
渉
主
義
」
(
問
、
一
八
九
頁
、
一
九
O
頁
)
の
結
果
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
市
場
」
に
対
す
る
「
対
抗
運
動
」
は
、
そ
の
後
、
社
会

政
策
を
も
っ
て
国
民
を
統
合
せ
ん
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
社

会
主
義
と
い
う
形
を
取
っ
た
国
家
の
側
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
つ
ま
り
、
国
家
的
機
能
が
異
な
っ
た
意
味
を
も
つ
も
の

に
読
み
替
え
ら
れ
、
古
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
も
っ
て
い
た
相
互
扶

助
シ
ス
テ
ム
が
、
逆
に
国
家
へ
と
吸
い
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
「
正
統
な
自
由
主
義
」
を
終
吾
押
さ
せ
、
時
代
は
「
社
会

的
・
国
家
的
保
護
主
義
」
へ
と
再
転
換
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
と
な
っ



た
。
そ
の
転
換
を
規
定
し
た
の
も
、
「
市
場
シ
ス
テ
ム
に
内
在
す
る

弱
点
と
危
険
」
で
あ
っ
た
(
同
、
一
九
七
頁
)
。

こ
こ
で
こ
の
議
論
に
お
け
る
国
家
の
役
割
に
焦
点
を
当
て
る
な

ら
、
国
家
は
、
こ
の
〈
市
場
の
拡
大
運
動
〉
と
〈
そ
れ
へ
の
対
抗

運
動
〉
と
の
聞
に
立
っ
て
、
そ
の
「
二
重
の
運
動
」
の
い
ず
れ
を

も
担
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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二
一
さ
て
、
こ
の
ポ
ラ
ニ

l
の
議
論
で
は
、
市
場
は
や
や
過
剰
に
一
商

化
さ
れ
て
敵
視
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
説
得
力
を
完
全
に
拒

む
の
は
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
上

で
見
た
ス
ミ
ス
の
議
論
が
無
意
味
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で

わ
れ
わ
れ
は
、
も
う
一
度
ス
ミ
ス
の
議
論
に
戻
ろ
う
。
た
だ
し
、
ス

ミ
ス
の
議
論
を
現
代
か
ら
振
り
返
る
た
め
に
、
例
を
現
代
に
求
め
な

が
ら
、
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
問
題
点
を
、
ス
ミ
ス
の
議
論
と
関
わ

ら
せ
て
み
よ
、
っ
。

第
四
章

再
び
ス
ミ
ス

ニ
ニ
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
は
、
臓
器
移
植
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
厳
密
な
要
件
を
付
し
た
脳
死
判

定
の
上
で
の
臓
器
移
植
が
徐
々
に
正
統
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
い
く
ら
臓
器
移
植
の
ニ

l
ズ
が
あ
る
と

し
て
も
、
「
臓
器
の
売
買
」
が
選
択
肢
に
の
ぼ
っ
て
く
る
こ
と
は
、

事
実
上
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
話
題
に
な
る
と
す
れ
ば
、
ス
キ
ャ

ン
ダ
ル
と
し
て
で
し
か
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
「
臓
器
市
場
の
成
立
」
は
正
統
で
は
な
い
と
い
う

〈
市
場
の
限
界
〉
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
、
事
実
上
ー
ー

わ
れ
わ
れ
の
慣
行
を
基
礎
に
し
て

l
l
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
限
界
内
に
あ
る
市
場
が
正
統
な
市
場
だ

と
見
な
さ
れ
る
。
ス
ミ
ス
的
に
い
え
ば
、
臓
器
の
売
買
に
よ
っ
て
満

た
さ
れ
る
利
己
心
に
は
、
市
井
の
人
々
は
共
感
も
是
認
も
で
き
な
い

と
い
う
形
で
、
そ
の
利
己
心
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。こ

う
考
え
て
み
る
と
、
ス
ミ
ス
が
市
場
の
正
統
化
論
と
し
て
展
開

し
た
議
論
は
、
実
は
、
市
場
の
正
統
性
の
限
界
に
つ
い
て
の
議
論
を

内
包
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ポ
ラ
ニ

l
的
議
論
を
見
た
わ
れ
わ

れ
は
、
そ
れ
を
、
市
場
の
正
統
性
を
示
し
つ
つ
同
時
に
そ
の
正
統
性

の
限
界
を
画
す
も
の
と
し
て
、
捉
え
返
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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一一
一
当
然
の
こ
と
だ
が
、
人
身
売
買
や
麻
薬
の
売
買
等
に
つ
い
て
も
、



料

臓
器
売
買
と
同
様
に
、
〈
市
場
の
限
界
〉
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
ン
サ

ス
が
成
立
し
て
い
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
ー
ー
そ
の
例
は
、
吏

に
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

l
l。
そ
の
よ
う
な
売
買
は
、

単
に
権
力
的
に
規
制
、
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
法
律
に
よ
る
禁

止
は
正
統
だ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
売
買
は
市
場
の
正
統
な
機
能
で

は
な
い
、
こ
の
よ
う
に
感
じ
る
「
道
徳
感
情
」
が
わ
れ
わ
れ
の
聞
に

成
立
し
て
い
て
、
そ
れ
が
社
会
的
規
範
意
識
と
し
て
働
い
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
社
会
的
規
範
意
識
が
そ
れ
ら
の
売
買
を
禁
止
す
る
法

の
実
効
性
を
根
抵
に
お
い
て
支
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

こ
の
よ
う
な
社
会
的
規
範
意
識
が
、
臓
器
移
植
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま

な
議
論
や
制
度
的
取
り
決
め
の
基
盤
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
と
す
れ
ば
、
法
の
正
統
性
の
根

拠
を
「
道
徳
感
情
」
に
求
め
た
ス
ミ
ス
の
議
論
が
依
然
と
し
て
現
代

的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
、
十
分
に
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
臓
器

売
買
の
市
場
の
成
立
は
正
統
で
は
な
い
と
い
う
〈
市
場
の
限
界
〉
に

つ
い
て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
も
、
ス
ミ
ス
の
議
論
か
ら
導
き
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
要
す
る
に
市
場
の
正
統
性
と
そ
の
限
界
は
、
個
々
の
市

場
が
そ
の
市
場
を
取
り
巻
く
「
慣
行
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の

環
境
の
中
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
の
か
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

資

四

た
と
え
ば
、
一
般
的
に
は
、
日
本
の
社
会
は
、
妊
娠
中
絶
に
対
し

て
は
比
較
的
寛
容
で
あ
る
が
、
臓
器
移
植
に
は
厳
し
い
態
度
を
取
っ

て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
の
逆
で
あ
る
。
こ
の
種
の
差
異
を
示
す

例
は
ま
だ
ま
だ
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
差
異
は
、

市
場
外
的
な
も
の
、
文
化
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
代
社

会
の
中
で
も
厳
然
と
働
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
的
条
件
が
市

場
の
あ
り
方
を
異
な
っ
た
も
の
に
し
て
い
く
。
文
化
的
相
対
主
義
は
、

市
場
の
あ
り
方
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
無
視
し
え
な
い
意
味
を

も
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
は
、
〈
市
場
の
限
界
〉
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス

は
、
市
場
の
環
境
と
し
て
の
社
会
と
文
化
の
あ
り
方
に
|
|
ひ
い

て
は
社
会
と
文
化
の
風
土
的
な
あ
り
方
に
|
|
条
件
づ
け
ら
れ
た
、

文
化
的
に
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
市
場
の

地
域
的
固
有
性
と
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
ポ
ラ
ニ

l
の
「
二
重
の
運
動
」
論
の
基
礎
に
あ
っ
た
の

は
、
《
「
人
間
と
自
然
」

(
H
労
働
力
と
土
地
)
と
が
市
場
適
合
性
と

い
う
点
で
限
界
を
も
っ
》
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
想

起
し
よ
う
。
そ
の
上
で
い
え
ば
、
〈
「
人
間
と
自
然
」

(
H
労
働
力
と

土
地
)
と
の
市
場
適
合
性
》
と
は
、
風
土
と
文
化
の
市
場
適
合
性
と
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い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
適
合
性
の
限
界
内
で
の
み
、
市
場

は
正
常
に
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

ニ
五

こ
の
よ
う
な
固
有
性
は
、
例
え
ば
、
日
本
や
韓
国
で
は
、
「
米
の

自
由
化
」
の
際
に
、
か
な
り
の
規
模
で
顕
在
化
し
た
。
稲
作
と
米

食
に
対
す
る
社
会
的
・
文
化
的
な
伝
統
的
感
情
と
、
文
化
を
捨
象

し
た
抽
象
的
な
市
場
の
論
理
、
こ
の
間
の
衝
突
が
見
ら
れ
た
わ
け

で
あ
る
。
無
論
そ
の
背
後
に
、
人
間
と
土
地
や
自
然
と
の
関
わ
り

の
中
で
営
ま
れ
る
農
業
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
存
在

し
て
い
る
、
こ
の
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
l
|
無
論
、
こ
の
よ

う
に
い
う
限
り
で
は
、
米
の
生
産
/
販
売
者
た
る
農
民
の
利
害
と

消
費
者
た
る
都
市
市
民
の
利
害
と
の
対
立
の
次
元
の
問
題
は
捨
象

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
基
盤
を
持
っ

さ
ま
ざ
ま
な
政
治
家
の
利
害
が
絡
ん
で
く
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
問
題
が
冷
静
な
定
式
化
を
施
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。

念
の
た
め
!
|
。

一一品ハ

以
上
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
視
点
は
、
ポ
ラ
ニ

1
の
理
論
に
ひ
き
ず

ら
れ
て
、
主
と
し
て
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
側
に
置
い
て
き
た
。
市
場
で

働
〈
、
文
化
の
固
有
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
普
遍
主
義
的
要
素
が
、

固
有
の
文
化
と
コ
ン
フ
リ
ク
ト
関
係
に
陥
る
、
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
逆
に
市
場
が
も
っ
普
遍
主
義
的
要
素
を
、
丈
化
の
狭
隆

性
を
打
破
し
、
聞
か
れ
た
社
会
を
創
り
出
し
て
い
く
た
め
の
跳
躍
台

と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
無
論
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
文
化
は
、
市
場
か
ら
自
ら
を
防
衛
す
る
こ
と
も
で
き

る
し
、
市
場
を
テ
コ
に
自
ら
を
革
新
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
わ
け

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
問
題
は
、
文
化
の
市
場
に
対
す
る
こ
の
よ

う
な
ア
ン
ビ
ヴ
ア
レ
ン
ト
な
可
能
性
を
前
に
し
て
、
文
化
は
、
い
か

に
し
て
自
己
決
定
し
う
る
主
体
で
あ
り
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な

る

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
〈
「
人
間
と
自
然
」

(
H
労
働
力
と

土
地
)
と
が
市
場
適
合
性
と
い
う
点
で
限
界
を
も
っ
》
と
考
え
る
よ

り
も
一
歩
も
二
歩
も
進
ん
だ
立
場
だ
、
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
《
「
人

間
と
自
然
」
と
の
市
場
適
合
性
》
を
、
単
に
受
け
身
的
に
考
え
る
の

で
は
な
く
、
文
化
の
側
に
立
っ
て
、
市
場
を
自
ら
の
あ
り
方
と
の
関

係
に
お
い
て
積
極
的
な
意
味
づ
け
を
与
え
た
上
で
、
①
市
場
か
ら
自

ら
を
防
衛
す
る
の
か
/
②
市
場
を
テ
コ
に
自
ら
を
革
新
し
て
い
く
の

か
を
選
択
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

七

こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
議
論
は
、
ス
ミ
ス
的
な
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論
理
に
従
い
な
が
ら
、
そ
こ
を
一
歩
踏
み
破
っ
て
も
い
る
と
い
う
こ

と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
議
論
で
は
、
「
交
換
す
る
性
向
」
を
「
本
性
」
と
す
る
と
見

る
「
交
換
・
人
間
本
性
論
」
は
、
前
提
か
ら
は
ず
し
て
い
る
。
む
し

ろ
、
人
間
と
は
、
「
市
場
」
と
の
「
連
続
」
と
「
非
連
続
」
と
を
と

も
に
含
む
「
慣
行
」
の
中
に
生
き
て
き
た
し
こ
れ
か
ら
も
そ
う
で
あ

ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
〈
市
場
の
限
界
〉
問
題
は
、

単
に
暗
黙
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
し
て
答
え
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
積
極
的
に
形
成
し
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
市
場
を
制
御
す
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
か
も
、
〈
市

場
の
限
界
〉
問
題
は
、
そ
の
都
度
、
具
体
的
な
問
題
状
況
の
中
で
考

え
る
べ
き
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

ニ
八

私
は
、
こ
の
よ
う
な
限
界
問
題
は
、
文
化
ご
と
に
違
っ
た
も
の
に

な
る
で
あ
ろ
う
し
、
文
化
の
外
部
か
ら
そ
の
こ
と
に
異
論
を
差
し
挟

む
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
が
、
将
来
的
に

は
、
結
局
は
文
化
横
断
的
な
共
通
の
基
準
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る

の
か
ど
う
か
は
、
私
の
さ
し
あ
た
り
の
関
心
を
引
く
問
題
で
は
な
い
。

今
は
そ
の
問
題
は
脇
に
置
い
て
、
そ
し
て
そ
の
時
々
に
生
じ
る
「
限

界
」
問
題
に
対
し
て
、
い
か
な
る
解
決
を
与
え
る
こ
と
が
正
統
か
が

当
面
の
問
題
と
な
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
、
と
思
っ
て
い
る
。
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以
上
で
展
開
し
て
き
た
議
論
を
踏
ま
え
て
い
え
ば
、
こ
の
問
題
は
、

慣
行
(
こ
の
場
合
文
化
と
考
え
て
よ
い
)
と
市
場
の
緊
張
関
係
を
そ

の
具
体
的
様
相
に
即
し
て
見
定
め
、
そ
の
中
で
最
も
適
切
な
〈
市
場

の
限
界
〉
を
見
極
め
て
い
く
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。

一
一
つ
の

m-S白
-gzg
に
注
意
す
る
べ
き
だ
と
い
う
、
本
報
告
の

冒
頭
に
述
べ
た
こ
と
は
、
こ
の
点
と
内
的
で
重
要
な
関
連
を
も
っ
て

い
る
。
二
つ
の

m
E
Z
E住
吉
と
は
、
ま
さ
し
く
〈
市
場
の
拡
大
運

動
〉
と
〈
そ
れ
へ
の
対
抗
運
動
〉
と
い
う
二
重
の
運
動
が
包
忌
曲
目
な

次
元
で
の
争
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
対
し
て
、
〈
市
場
の
拡
大
運
動
〉
と
い
う
伺

ZE--s'

-
5ロ
を
頭
か
ら
否
定
し
単
に
防
衛
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
、
〈
市

場
の
拡
大
〉
だ
け
が
豊
か
な
未
来
を
も
た
ら
す
と
一
面
的
に
主
張
す

る
こ
と
と
同
様
に
、
不
適
切
で
あ
ろ
う
。

こ
の
現
代
に
お
け
る
二
重
運
動
は
、
産
業
社
会
と
自
然
環
境
と
の

関
係
に
関
わ
る
問
題
と
類
似
し
て
い
る
。
そ
こ
で
提
起
さ
れ
て
い
る

基
本
的
な
指
針
は
、
国

g
E
E豆
町
内
片

gz-U502
と
い
う
言
葉
に
表

現
さ
れ
て
い
る
。
目

g
E
E
Z刊
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
め

ぐ
っ
て
多
く
の
人
は
対
立
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
発
展
は
∞
g
g
E
E
Z
O
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な
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
の
主
張
を
否
定
す
る
人
は
多
く
な
い
筈
で

あ
る
。
同
様
の
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
つ

ま
り
、
市
場
の
拡
大
は

Z
E
Eち
芯
な
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
。
市
場

の
環
境
で
あ
る
文
化
の
変
容
ー
ー
そ
の
文
化
の
中
に
生
き
る
人
々

の
主
体
的
選
択
を
通
し
て
の
変
容
|
|
の
過
程
に
適
合
的
な
も
の

で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
地
域
に
固
有
な
市
場
と

い
う
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
と
し
て
理
解
し
う
る
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

O 

そ
の
た
め
に
重
要
な
こ
と
は
、
市
場
の
環
境
で
あ
る
慣
行
・
文
化

の
担
い
手
た
ち
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

、4
F

。産
業
社
会
と
自
然
環
境
と
の
関
係
に
お
け
る
開

g
E
E
Vぽ
品
目
〈
巳
'

8
B
O
E
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
の
客
観
的
な
解
答
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
、
基
本
的
に
グ
ロ
ー

バ
ル
な
市
民
運
動
が
、
産
業
社
会
の
論
理
に
生
活
世
界
の
論
理
を
ど

の
よ
う
な
仕
方
で
優
先
さ
せ
う
る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
関
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
以
外
の
問
題
の
解
決
は
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
と
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、

市
場
の
環
境
で
あ
る
慣
行
・
文
化
の
担
い
手
た
ち
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ

ヴ
を
高
め
、
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ヴ
を
通
し
て
慣
行
・
文
化
と
市
場

の
論
理
と
を
融
合
さ
せ
て
い
く
可
能
性
を
模
索
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
の
懸
案
と
な
っ
て
い
た
二
つ
の
問
題
|
|
川
二
つ
の

包

OES--Sと
ω
「
東
ア
ジ
ア
の
回
有
性
を
も
っ
た
市
場
」
問
題

ー
ー
を
ク
ロ
ス
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
現
代
の
問
題
状
況
の
中
で
の
、

法
哲
学
、
法
文
化
論
と
経
済
法
の
共
同
研
究
に
と
っ
て
の
、
豊
か
な

可
能
性
が
あ
る
、
冒
頭
で
私
は
こ
の
よ
う
に
い
っ
た
。
そ
の
可
能
性

の
焦
点
は
こ
こ
に
あ
る
、
こ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

北il、54(5・17511719


