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ふ
●
』
な

最
近
、
東
京
と
大
阪
の
商
い
の
ち
が
い
に
つ
い
て
書

か
れ
た
一
文
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
っ
た
。

ー
山
梨
県
が
ミ
レ
ー
の
絵
を
大
金
を
払
っ
て
入
手

し
、
県
立
美
術
館
に
飾
り
、
県
民
の
文
化
の
た
め
に
と
．

の
計
ら
い
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
あ
る
シ
ン

ク
タ
ン
ク
の
理
事
が
こ
ん
な
話
を
し
て
い
た
。
「
大
阪
が

最
近
衰
退
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
情
況
を
常
々
心
配
し

気
に
か
け
て
い
た
が
、
山
梨
県
の
ミ
レ
ー
の
絵
の
話
で

理
解
で
き
た
よ
。
君
、
も
し
大
阪
府
の
議
会
に
、
大
阪

に
ミ
レ
ー
の
絵
の
よ
う
な
美
術
品
を
何
億
円
か
払
っ
て

買
お
う
と
い
う
案
件
を
出
し
て
御
院
な
さ
い
、
ど
う
な

る
と
思
い
ま
す
か
？
『
お
前
は
正
気
か
、
そ
ん
な
金
が

あ
る
な
ら
大
阪
港
の
改
修
工
事
に
ま
わ
し
て
、
も
っ
と

大
き
な
船
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
』
な
ん
て

叱
ら
れ
る
の
が
オ
チ
で
す
よ
。
し
か
し
、
最
近
の
世
の

に
設
定
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
た
め
、
入
館
者
は
ま
す

ま
す
増
え
る
見
込
み
で
、
年
間
三
五
万
人
は
越
す
で
あ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

因
み
に
、
ミ
レ
ー
の
絵
は
二
点
で
約
一
億
八
千
万
円
、

県
企
業
局
の
発
電
事
業
の
益
金
か
ら
購
入
し
た
と
い
う

こ
と
だ
が
、
山
梨
県
が
高
価
な
ミ
レ
ー
の
絵
を
買
っ
た

と
報
ぜ
ら
れ
た
と
き
に
は
世
間
で
は
毀
誉
褒
貶
様
々
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
に
こ
う
し
て
こ
の
名
品
が
県
民

の
美
的
感
覚
を
高
揚
助
長
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、

心
の
豊
か
さ
を
求
め
る
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
行
政
が

い
か
に
対
応
す
べ
き
か
、
山
梨
県
は
そ
の
回
答
を
出
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
文
化
の
時
代
」
に
即
し
た
、

極
め
て
先
駆
的
な
行
政
施
策
と
し
て
高
く
評
価
し
て
も

い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

昭
和
四
十
九
年
三
月
総
合
研
究
開
発
機
構
が
発
足
し

た
と
き
、
こ
れ
か
ら
の
地
方
行
政
の
中
で
何
が
一
番
重

要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
問

題
に
な
り
、
討
議
の
末
、
地
域
社
会
に
お
け
る
文
化
行

政
の
問
題
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に

し
た
。
未
来
志
向
型
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
し
て
格
好
な

テ
ー
マ
と
い
え
よ
う
。

つ
い
で
、
五
十
一
年
七
月
神
戸
で
、
研
究
成
果
の
公

開
に
あ
わ
せ
て
“
新
し
い
時
代
を
ひ
ら
く
文
化
行
政
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
”
を
開
催
、
こ
の
問
題
の
重
要
性
に
つ
い

て
地
方
自
治
体
の
関
心
を
喚
起
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ

の
時
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
た
府
県
は
わ
ず
か

に
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
の
七
府
県
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
の
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
司
会
を
つ
と
め
た
私
な
ど
は
、

（
総
合
研
究
開
発
機
構
•
前
理
事
）

中
は
衣
食
足
り
た
せ
い
か
、
ど
う
も
文
化
の
香
り
、
そ

れ
が
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
が
、
根
な
し
草
で
あ

ろ
う
が
、
何
か
文
化
の
芳
醇
を
漂
わ
す
感
じ
が
な
い
と

人
々
は
満
足
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の

に
大
阪
は
ど
う
も
経
済
、
経
済
と
叫
び
過
ぎ
、
結
局
経

済
自
体
も
だ
ん
だ
ん
衰
退
さ
せ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
の
が
現
況
の
よ
う
だ
。
…
…
」

こ
の
話
は
「
文
化
の
時
代
」
に
対
す
る
地
方
の
対
応

の
仕
方
に
つ
い
て
、
極
め
て
重
大
な
問
題
を
提
起
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
文
化
の
意
味
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
が
問
題
で
あ
る
か
ら
だ
。

と
こ
ろ
で
、
先
日
私
は
こ
の
話
題
の
山
梨
県
立
美
術

館
を
訪
ね
て
み
た
。

こ
の
美
術
館
は
山
梨
県
が
一
七
億
余
円
か
け
、
置
県

百
年
の
記
念
事
業
と
し
て
建
設
し
た
も
の
だ
が
、
ミ
レ

ー
の
絵
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
庭
園
を
広
く
と
り
、
敷

地
全
体
に
意
図
的
に
植
樹
し
て
、
美
術
館
の
森
構
想
を

正
直
い
っ
て
文
化
行
政
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
に
は
い

さ
さ
か
時
期
尚
早
の
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
、
本
年
の
三
月
鹿
児
島
で
開
か
れ
た
全
国
府

県
文
化
行
政
連
絡
会
議
に
は
二
〇
府
県
の
参
加
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
実
態
的
に
は
文

化
行
政
を
推
進
し
て
い
る
府
県
は
こ
れ
よ
り
も
っ
と
多

い
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
実
は
私
は
こ
の
急
速

な
文
化
行
政
の
盛
り
上
が
り
に
驚
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

.
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「
文
化
行
政
が
ま
さ
に
行
政
の
中
に
成
熟
し
つ
つ
あ

る
の
は
、
社
会
的
変
動
に
照
応
し
た
現
行
行
政
の
理
念

や
制
度
、
機
構
、
方
策
の
行
き
詰
ま
り
と
、
そ
の
新
た

な
方
向
の
模
索
の
表
現
で
あ
る
」
と
し
て
も
、
そ
れ
は

あ
ま
り
に
も
性
急
な
日
本
人
的
行
動
様
式
の
よ
う
に
私

に
は
思
え
て
な
ら
な
い
。
も
っ
と
沈
潜
の
時
間
が
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
部
に
、
昨
今
の
文
化
行
政
プ

ー
ム
は
「
文
化
行
政
と
い
う
名
の
新
た
な
画
一
性
を
招

く
危
険
性
」
が
あ
る
と
い
う
批
判
が
出
て
い
る
の
も
、
あ

る
い
は
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
住
民
の
文
化
的
ニ
ー
ズ
は
漸
く
高

ま
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
対
応
は
こ
れ
か
ら
の

行
政
の
中
心
的
課
題
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
触
媒
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
化

学
反
応
に
際
し
て
、
そ
れ
自
身
は
化
学
的
変
化
を
し
な

い
が
、
他
の
物
質
の
な
か
だ
ち
と
な
っ
て
反
応
の
速
度

を
早
め
る
物
質
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
放
っ
て
お
い
た
ら
な

か
な
か
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
反
応
に
、
触
媒
を
加
え
る

と
反
応
が
速
く
な
る
。
ち
ょ
う
ど
、
文
化
行
政
と
い
う
の

は
そ
の
触
媒
の
機
能
を
果
た
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
来
文
化
活
動
は
個
人
の
自
発
的
な
意
思
に
も
と
づ

い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
行
政
が
介
入
す
べ

き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
理
念
的
に
は

そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
放
っ
て
お
い
た
ら
な
か

な
か
動
こ
う
と
は
し
な
い
文
化
活
動
に
対
し
て
、
行
政

が
「
シ
カ
ケ
」
を
用
意
す
る
こ
と
も
ま
た
ひ
と
つ
の
方

法
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
ま
さ
に
私
の
い
う
「
触
媒
」
な

の
で
あ
る
。

先
日
”
地
方
の
時
代
を
め
ざ
す
文
化
行
政
“
と
題
す

る
、
埼
玉
県
・
神
奈
川
県
共
同
の
製
作
に
な
る
極
め
て

ユ
ニ
ー
ク
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
発
行
さ
れ
た
が
、
そ
の

中
に
、
文
化
行
政
に
つ
い
て
、
「
文
化
問
題
に
対
し
て
行

．
．
．
．
．
 

政
が
限
界
を
自
覚
し
つ
つ
一
定
の
役
割
（
傍
点
は
筆
者
）

を
果
た
そ
う
と
す
る
課
題
意
識
を
も
ち
、
こ
の
課
題
意
識

に
裏
づ
け
ら
れ
た
行
政
の
さ
ま
ざ
ま
な
営
み
を
文
化
行

政
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
す
る
」
と
い
う
解
説
が
あ
っ
＿

た
。
た
し
か
に
、
文
化
と
は
住
民
が
日
常
生
活
の
中
で
、

5
 

自
発
性
・
創
造
性
を
発
揮
す
る
自
主
的
な
活
動
を
い
う

も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
行
政
が
タ
ッ
チ
す
る
に
は
＿

一
定
の
限
界
が
あ
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、

わ
が
国
の
現
状
で
は
、
住
民
の
自
発
性
・
創
造
性
発
揮

の
速
度
を
早
め
る
と
い
う
触
媒
の
機
能
を
行
政
が
果
た

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
私

が
文
化
行
政
触
媒
機
能
論
を
唱
え
る
所
以
も
こ
こ
に
あ

る。
地
域
社
会
に
お
け
る
文
化
活
動
の
一
環
と
し
て
「
ま

ち
づ
く
り
」
の
問
題
が
今
日
的
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
、
「
ま
ち
づ
く
り
」
に
関
し
て
、
行
政
側
の
と
っ

た
施
策
が
い
か
に
地
域
住
民
に
対
し
て
触
媒
機
能
を
果

た
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
具
体
例
を
あ
げ
て
考
察
し

山

本

明

文

化

行

政

触

媒

機

能

論

す
す
め
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
私
に
は
印
象
的
で
あ
っ
た
。

や
が
て
こ
れ
ら
の
樹
木
が
大
木
に
な
る
頃
に
は
真
に
県

民
の
心
に
う
る
お
い
を
与
え
る
森
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ

う。
し
か
し
、
さ
す
が
に
ミ
レ
ー
の
絵
は
す
ば
ら
し
か
っ

た
。
本
物
の
す
ば
ら
し
さ
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
＂
種
を
ま

V
人
”
"
夕
暮
れ
に
羊
を
連
れ
帰
る
羊

飼
い
“
の
二
点
と
も
、
逆
光
の
中
に
農
夫
を
浮
か
ぴ
あ

が
ら
せ
、
眺
め
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
逆
光
が
心
に
滲

み
こ
ん
で
き
て
、
祈
り
に
も
似
た
宗
教
的
な
感
慨
が
湧

い
て
く
る
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
私
は
こ
の
二
つ
の
絵

の
前
で
、
時
の
経
つ
の
も
忘
れ
て
、
見
入
っ
て
し
ま
っ

た
ほ
ど
で
あ
る
。

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ミ
レ
ー
が
わ
が
国
で
は
大

衆
に
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
せ
い
も
あ
っ
て
、
彼
の
作

品
の
購
入
に
対
す
る
県
民
の
喜
び
の
反
響
は
大
き
く
、

美
術
館
の
開
館
を
も
含
め
て
美
術
に
対
す
る
関
心
は
最

近
急
速
に
深
ま
っ
て
き
て
お
り
、
ま
た
家
族
と
い
う
単

位
で
美
術
鑑
賞
が
で
き
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、

一
般
県
民
の
間
に
美
術
愛
好
の
気
風
が
高
ま
っ
て
き
て

い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
近
々
マ
ル
ク
・
シ
ャ
ガ
ー
ル
一

九
―
一
年
作
の
“
花
束
”
の
寄
贈
が
県
出
身
者
か
ら
あ

っ
て
、
一
段
と
人
気
を
高
め
て
い
る
と
い
う
情
報
も
入

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
次
第
だ
か
ら
、
開
館
以
来
半
年
と
い
う

の
に
既
に
二

0
万
人
の
入
館
者
が
あ
り
、
今
後
に
つ
い

て
も
、
県
内
に
お
け
る
生
涯
学
習
施
設
と
し
て
の
活
用

に
も
婦
人
学
級
・
老
人
学
級
等
が
積
極
的
で
あ
り
、
ま

た
学
校
教
育
と
の
連
携
も
十
分
に
図
っ
て
い
く
ほ
か
、

観
光
コ
ー
ス
と
し
て
近
県
の
業
者
が
定
着
し
た
コ
ー
ス

一 4―
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旦高速道路 にl地下鉄間内駅

て
み
よ
う
。

そ
れ
は
横
浜
市
都
心
の

か
ん
な
い

関
内
周
辺
商
業
地
区
に
か

か
る
再
開
発
事
業
だ
が
、

問
題
の
伊
勢
佐
木
町
・
馬

車
道
は
図
に
示
す
よ
う
に
‘

一
・
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に

及
ぶ
一
本
の
軸
を
形
成
し

て
お
り
、
こ
れ
を
こ
の
地

区
の
商
店
街
が
商
業
的
空

間
と
し
て
開
発
整
備
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
、
ま
ず
昭
和
四
十

八
年
七
月
、
馬
車
道
商
店
街
が
市
の
モ
デ
ル
商
店
街
の

指
定
を
受
け
、
近
代
的
商
店
街
を
つ
く
る
べ
く
、
そ
の

検
討
を
開
始
し
た
。
こ
れ
と
前
後
し
て
市
役
所
前
に
「
＜

す
の
木
広
場
」
が
四
十
九
年
六
月
に
完
成
。
こ
の

「
く
す
の
木
広
場
」
と
い
う
の
は
、
横
浜
市
が
市
役
所

前
の
交
通
量
の
多
い
車
道
を
歩
行
者
専
用
道
に
変
更
し

た
後
、
市
民
に
多
面
的
に
利
用
さ
れ
る
都
市
空
間
と
し

て
広
場
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歩
行
者
空
間
整
備

事
業
は
市
民
の
理
解
と
共
鳴
を
得
て
好
評
を
博
し
た
が
、

こ
れ
が
馬
車
道
再
整
備
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

か
く
し
て
馬
車
道
商
店
街
で
は
歩
道
の
拡
幅
・
レ
ン

ガ
舗
装
を
行
う
一
方
、
旧
横
浜
正
金
銀
行
等
の
明
治
期

の
建
物
と
の
空
間
的
調
和
を
保
つ
、
豊
か
な
歩
行
者
空

間
を
魅
力
と
す
る
街
へ
と
積
極
的
に
馬
車
道
再
整
備
事

業
を
進
め
、
赤
レ
ン
ガ
歩
道
が
完
成
し
た
の
が
昭
和
五

十
一
年
の
秋
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
馬
車
道
レ
ン
ガ
歩
道
の
完
成
を
目

の
あ
た
り
に
見
て
、
こ
れ
に
接
続
す
る
伊
勢
佐
木
町
の

商
店
街
が
刺
激
を
受
け
、
五
十
三
年
か
ら
本
格
的
な
再

整
備
へ
と
ス
タ
ー
ト
し
た
。
こ
こ
で
私
の
興
味
を
ひ
く

こ
と
は
、
馬
車
道
レ
ン
ガ
歩
道
の
場
合
は
、
主
と
し
て

市
の
モ
デ
ル
商
店
街
及
ぴ
道
路
改
良
事
業
と
し
て
施
行
、

か
な
り
の
部
分
を
市
の
財
政
援
助
に
仰
い
だ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
伊
勢
佐
木
町
の
方
は
自
己
資
金
で
近
代
的
ま

ち
づ
く
り
を
し
よ
う
と
動
き
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
こ
と
は
馬
車
道
レ
ン
ガ
歩
道
が
伊
勢
佐
木

町
再
整
備
へ
の
触
媒
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
馬
車
道
が
く
す
の
木
広
場
か

ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
ひ

と
つ
の
施
策
が
地
域
住
民
の
文
化
活
動
へ
の
触
媒
機
能

を
果
た
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
文
化
行
政
の
意
義
が
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
札
幌
J
C
（
青
年
会
議
所
）
に
よ
る
「
さ
っ

ぽ
ろ
ア
ー
ト
パ
ー
ク
」
構
想
の
提
喝
も
私
に
は
大
変
興

味
深
い
。

こ
れ
は
札
幌
J
C
が
昭
和
五
十
一
年
の
九
月
札
幌
市

長
に
提
案
し
た
も
の
だ
が
、
ア
ー
ト
。
ハ
ー
ク
と
い
う
の

は
欧
米
の
都
市
で
一
部
試
み
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
多

数
の
市
民
が
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
活
動
を
展
開
す
る
公
園

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
札
幌
J
C
の
説
明
に
よ
る
と
、

こ
の
ア
ー
ト
パ
ー
ク
は
芸
術
を
市
民
の
も
の
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
来
園
す
る
一
般
市
民

が
自
然
の
中
で
自
ら
の
才
能
を
見
つ
け
出
し
、
創
造
す

る
心
を
養
フ
場
所
で
あ
り
、
ま
た
、
著
名
な
ア
ー
チ
ス

ト
と
そ
の
作
品
と
の
触
れ
合
い
の
場
で
も
あ
る
。
そ
こ

に
は
市
民
ア
ト
リ
エ
や
彫
刻
の
森
、
音
楽
ス
テ
ー
ジ
等

が
あ
り
、
市
民
が
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
文
化
活
動
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
諸
々
の
施
設
を
整
備
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
通

し
て
、
個
性
あ
る
豊
か
な
住
み
良
い
都
市
札
幌
を
市
民

の
手
で
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
が
こ
の
構
想
の
ね

ら

い

で

あ

る

。

‘

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
構
想
が
市
民
の
中
か
ら
生

ま
れ
て
き
た
の
は
、
か
ね
て
か
ら
札
幌
市
当
局
が
文
化

問
題
に
深
い
関
心
を
示
し
て
お
り
、
特
に
公
園
づ
く
り

に
非
常
な
努
力
を
注
い
で
い
る
こ
と
に
も
よ
る
も
の
と

は
思
わ
れ
る
が
、
私
は
む
し
ろ
ア
ー
ト
パ
ー
ク
構
想
の

提
案
さ
れ
る
二
年
前
に
、
札
幌
J
C
が
子
供
の
た
め
に

冒
険
公
園
の
設
置
を
提
唱
、
こ
れ
を
受
け
て
市
が
市
内

三
か
所
に
冒
険
公
園
を
新
設
し
た
こ
と
が
触
媒
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
、
さ
ら
に
雄
大
な
構
想
が
新
た
に
打

ち
出
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

最
近
数
府
県
で
学
校
・
橋
な
ど
の
公
共
施
設
に
文
化

的
香
り
を
加
味
す
る
た
め
、
建
設
費
の
一
％
を
上
乗
せ

し
て
、
芸
術
的
装
飾
を
ほ
ど
こ
そ
う
と
す
る
一
％
シ
ス

テ
ム
と
い
う
の
が
採
用
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
が
、
こ
れ

な
ど
も
地
域
性
・
芸
術
性
の
加
味
さ
れ
た
公
共
施
設
が

た
だ
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
終
わ
る
こ
と
な
く
、

当
該
地
域
の
住
民
に
対
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
の
美
し
さ

や
個
性
を
重
視
す
る
風
潮
を
高
め
、
自
ら
も
文
化
的
う

る
お
い
の
あ
る
建
物
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
意
識
を
起
こ

さ
せ
る
よ
う
、
つ
ま
り
触
媒
機
能
を
果
た
す
よ
う
配
慮

す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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