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価
値
法
則

口

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
価
値
法
則
に
つ
い
て
の
誤
解
や
曲
解
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
ひ
ろ
く
流
布
さ
れ
て
い
る
代
表
的
な
も
の
は
、

「
価
値
と
価
格
と
の
一
致
」
ま
た
は
「
価
値
ど
お
り
の
交
換
」

U
「
等
価
交
換
」
を
も
っ
て
「
価
値
法
則
の
貫
徹
L

と
し
、
「
価
値
と
価
格
と

の
不
一
致
」
ま
た
は
「
不
等
価
交
換
」
を
も
っ
て
「
価
値
法
則
の
侵
害
ま
た
は
修
正
」
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
そ
の
も
の

が
経
済
法
則
の
完
全
な
無
理
解
を
示
す
も
の
で
、
ま
さ
に
反
マ
ル
ク
ス
的
・
反
科
学
的
本
質
を
示
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
、

わ
た
し
が
機
会
あ
る
ご
と
に
論
証
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
種
の
初
止
少
的
曲
解
を
の
ぞ
け
ば
、
そ
の
他
の
大
方
の
解
釈
は
、
、
多
か



れ
少
な
か
れ
、

マ
ル
グ
ス
の
一
八
六
八
年
七
月
十
一

u付
グ

l
ゲ
ル
マ
ン
あ
て
の
手
紙
の
な
か
の
叙
述
に
つ
い
て
の
、
同
じ
く
俗
物
的
解

択
に
も
と
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
宇
野
氏
の
つ
価
値
法
則
L

論
も
、
こ
の
範
曜
に
属
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
、
宇
野
氏
の
場
合

－
］
ふ
み
、

『
資
本
論
」
一

の
叙
述
に
つ
い
て
の
一
種
特
別
な
読
み
方
と
い
わ
ゆ
る
「
原
理
論
」
な
る
も
の
と
が
基
本
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
基

本
を
い
わ
直
強
化
す
る
意
味
で
、
独
特
の
「
価
値
法
則
」
論
が
編
み
出
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
基
本
に
つ
い
て

大
体
の
と
こ
ろ
を
あ
ら
か
じ
め
っ
か
ん
で
お
い
て
、
こ
れ
と
の
関
連
で
氏
の
「
価
値
法
則
」
論
を
簡
単
に
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（

1
）
 

『
資
本
論
』
の
「
原
理
論
」
的
読
み
方

宇
野
氏
の
主
著
『
経
済
原
論
』
（
岩
波
全
書
）

の
第
二
篇
「
生
産
論
」
の
第
一
平
「
資
本
の
生
産
過
程
」
の
第
一
節
と
第
二
節
は
、

そ
れ

そ
の
第
二
節
で
は
、
「
価
値
の
実
体
」
と
「
価
値
形

シ
リ
γ
グ

成
過
程
」
の
説
明
が
、
「
労
働
力
の
再
生
産
に
要
す
る
一
日
の
生
活
資
料
が
六
時
間
の
労
働
で
生
産
き
れ
、
そ
の
代
価
を
三
志
と
す
れ
ば
」
（
前
出
、
亙
三

と
い
う
た
っ
た
ひ
と
つ
の
「
ま
え
お
き
」
で
一
挙
に
片
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
い
山
前
稿
で
指
摘

ぞ
れ
「
労
働
生
産
過
程
」
、
「
価
値
形
成
増
嬉
過
程
」
と
い
う
特
異
な
表
題
を
も
っ
て
い
る
が
、

ー
主
四
ペ
ー
ジ
、
傍
点
i
山
本
）

さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
「
価
値
形
成
過
程
」
の
説
明
の
終
り
に
お
か
れ
た
つ
、
ぎ
の
一
節
は
、

た
ん
に
宇
野
氏
の

「
価
値
法
則
」
論
の
性
格
の
み
な
ら
す

一
般
に
宇
野
氏
に
よ
る
「
原
理
論
」
的
発
想
の
性
格
を
と
ら
え
る
う
え
で
、
ま
こ
と
に
貴
重
な

素
材
を
提
供
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
の
で
、
以
下
で
、

そ
の
内
容
を
い
さ
さ
か
吟
味
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
例
え
ば
労
働
者
は
自
己
の
六
時
間
の
労
働
生
産
物
を
、
た
と
い
自
ら
生
産
し
た
生
活
資
料
に
し
て
も
、
直
接
に
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ

て
、
三
志
な
る
労
働
力
の
代
価
を
通
し
て
買
戻
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
労
働
生
産
物
が
商
品
と
し
て
交
換
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
生
産
過

程
自
身
が
商
品
形
態
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
ま
た
あ
ら
ゆ
る
生
産
物
が
そ
の
生
産
に
要
す
る
労
働
時
間

に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
と
い
う
労
働
生
産
過
程
の
一
般
的
原
則
は
、
商
品
経
済
の
下
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
交
換
の
基
一
準
と
し
て
の
価
値
法
則
と
し
て
あ
ら

わ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
前
出
、
五
五
ペ
ー
ジ
、
傍
点
｜
山
本
）
。

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
（
八
〉

一O
五
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。
ノ、

ま
ず
、

は
じ
め
の
文
章
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
宇
野
氏
が
こ
の
文
章
を
作
成
し
た
「
根
拠
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
右
の
第

三
節
の
官
頭
に
お
い
て
な
ん
の
こ
と
わ
り
も
な
し
に
突
如
と
し
て
出
て
き
た
、

さ
さ
に
あ
げ
た
「
ま
え
お
き
し
で
あ
る
。
こ
の
「
ま
え
お

き
」
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
「
そ
の
代
価
」
と
い
う
一
見
簡
単
な
言
葉
に
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
。
こ
と
で
の
「
そ
の
」
と
は
、

、
っ
-
こ

L

J

 

ぃ
、
な
に
を
指
し
て
い
る
の
か
?

お
そ
ら
く
「
一
日
の
生
活
資
料
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
六
時
間
の
労
働
で
生
産
さ
れ
一
た
も
の
が
司「

一

志
の
代
価
」
を
も
っ
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
一
-
六
時
間
の
労
働
」
は
「
一
二
志
の
代
価
」
に
直
結
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ

ね
だ
ん
で
あ
り
、
経
済
的
用
語
で
あ
ら

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
「
代
価
」
と
は
、

ど
う
い
う
も
の
か
?

「
代
価
」
と
い
っ
日
本
語
の
意
味
は
、

わ
せ
ば
、
そ
れ
は
、
商
品
の
受
換
価
値
、
そ
れ
も
貨
幣
商
品
で
表
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
交
換
価
値
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
右
の
文
章
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
表
現
す
れ
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

|
|
1
「
一
日
の
生
活
資
料
は
六
時
間
の
労
働
を
あ
ら
わ
し
、
そ
れ

は
三
士
山
の
交
換
価
値
を
も
っ
L

。
「
代
価
」
と
い
う
通
俗
語
が
く
り
か
え
し
愛
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
宇
野
氏
の
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
交
換
価
値
」
の
上
に
の
み
あ
る
。

「
価
値
」

と
「
交
換
価
値
」
と
の
明
白
な
本
質
的
差
異
を
考
慮

に
い
れ
れ
ば
、
正
確
に
は
、
宇
野
氏
の
視
野
か
ら
は
「
価
値
」
は
脱
落
し
て
そ
の
か
わ
り
に
「
交
換
価
値
し
だ
け
が
あ
る
、
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
宇
野
氏
が

マ
ル
ク
ス
の
立
場
で
は
な
く
し
て
、

い
ま
か
ら
二
百
年
も
昔
の

A
・
ス
ミ
ス
の
立
場
を
踏

也
和
し
て
い
る
よ
う
に
、

A
-
ス
ミ
ス
は
、
二
陛
紀
ま
え
に
、

「
三
志
の
交
換
価
値
」
と

「
労
働
は
い
っ
さ
い
の
商
品
の
交
換
価
値
の
実
質
的
尺
度
で
あ
る
」
(
前
出
、

「
六
時
間
の
労
働
」

と
を
直

襲
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
と
を
物
語
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
宇
野
氏
が

司
諸
国
民
の
富
』
、
士
三
ペ
ー
ジ
、
大
内
・
松
川
訳
一

O
五
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
命
題
を
う
ち
た
て
、
こ
れ
を
か
れ
の
「
労
働
価
値
説
」
の
基
本
に
据

え
て
い
る
。

い
や
、
歴
史
的
観
点
か
ら
正
確
に
表
現
す
れ
ば
、
二
百
年
ま
え
に
ス
ミ
ス
が
「
労
働
こ
そ
は
、
最
初
の
価
格
、

つ
ま
り
い
っ

さ
い
の
も
の
に
支
払
わ
れ
た
本
源
的
な
購
買
貨
幣
で
あ
」
(
前
出
、
二
三
ペ
ー
ジ
、
訳
一

O
六
ペ
ー
ジ
)
っ
て
、

「
労
働
の
分
量
」

に
よ
っ
て



「
交
換
価
舗
の
大
き
さ
」
が
さ
ま
る
と
い
う
塞
本
命
題
を
確
立
し
た
の
に
た
い
し
て
、

そ
れ
か
ら

a

・
百
年
後
に
出
現
し
た
自
称
「
マ
ル
ク

ス
経
済
学
者
」
宇
野
弘
蔵
氏
は
、
そ
れ
と
寸
分
ち
が
わ
な
い
こ
と
を
、
は
る
か
に
紛
ら
わ
し
い
表
現
で
く
り
か
え
し
て
い
る
、
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
歴
史
的
事
実
を
念
頭
に
お
く
と
き
に
は
、

A
・
ス
ミ
ス
を
根
本
的
に
批
判
し
た
マ
ル
ク
ス
が
、
そ
の
百
年

後
に
宇
野
氏
に
よ
っ
て
「
根
本
的
」
に
批
判
さ
れ
る
羽
目
に
お
ち
い
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
「
事
態
L

も
、
ま
こ
と
に
理
め
当
然
と
い

っ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
第
一
の
文
章
の
中
の
コ
ニ
志
な
る
労
働
力
の
代
価
」
と
い
う
文
字
は
、

ス
ミ
ス
に
は
ま
フ
た
く
見
ら
れ
な
い
「
労
働
力
一
と
い

う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、

宇
野
氏
に
よ
れ
ば
、
「
六
時
間
の
労
働
の
代
価
」
が

志
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
「
労
働
力
の
代
価
」

も
同
じ
く
コ
一
志
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
六
時
間
の
労
働
の
代
価
」
と
い
う
の
は
、

ス
ミ
ス
的
立
場
に
た
て
ば
、
容
易
に
の
み
こ
め
る

υ

だ
が
「
労
働
力
の
代
価
し
と
い
う
の
は
、
そ
う
簡
単
に
は
の
み
こ
め
な
い
。
労
働
力

そ
も
そ
も
、
力
の
代
価
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
う
る
の
か
？

と
は
、
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
力
で
あ
る
の
か
？

こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
は
っ
き
り
と
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
肝
腎
の
つ
労
働
力
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
う
い
う

も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
宇
野
氏
の
主
著
『
経
済
原
論
』
の
な
か
に
は
、

事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
経
済
原
論
』
の
か
か
で
は
「
労
働
力
の
商
品
化
L

と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
き
わ
め
て
重
大
な
意
義
を
も
つ
も

一
言
半
句
の
説
明
す
ら
見
当
ら
な
い
、
と
い
う

の
と
さ
れ
て
お
り
、
あ
え
て
誇
張
し
て
い
う
な
ら
ば
、
宇
野
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
原
理
論
」
の
す
べ
て
は
、
こ
の
「
労
働
力
の
商
品
化
」
と
い

う
文
字
を
中
核
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

か
く
も
至
大
な
意
義
を
賦
与
さ
れ
た
概
念
に

つ
い
て
、

し
か
も
ス
ミ
ス
的
見
地
か
ら
は
と
う
て
い
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

そ
し
て
一
般
常
識
で
は
手
の
届
か
な
い
「
理
論
的
」

用
語
に
つ
い
て
、
当
の
論
者
は
、

な
ぜ
、
十
分
な
説
明
を
、

い
や
多
少
な
り
と
も
説
明
を
、

あ
た
え
よ
う
と
は
し
な
い
の
か
？

自
己
の

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
（
八
〉

。
七



人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
V

。
/に

「
理
論
体
系
し
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
義
を
も
っ
基
本
的
な
概
念
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
通
俗
的
観
念
で
は
理
解
し
が
た
い
内
容
の
も
の

で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、

そ
の
概
念
を
ひ
と
つ
の
柱
と
し
て
自
己
の

「
理
論
体
系
」
の
構
築
を
は
か
ろ
う
と
す
る
論
者
は
、
そ
れ
だ
け
ま
す

こ
れ
は
、
科
学
に
た
ず
さ
わ
る
誠
実
な
学
者
に
と
っ
て
の
最
低
の
、

ま
す
こ
れ
に
つ
い
て
十
分
明
確
な
説
明
を
お
こ
な

7
必
要
が
あ
る
。

碁
本
的
な
義
務
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え

わ
た
し
が
、
読
者
諸
君
と
と
も
に
、
宇
野
氏
に
た
い
し
て
、

「
労
働
力
」

の
意
味
内
容
に
つ
い
て

の
明
確
な
説
明
を
一
日
も
は
や
く
提
示
す
る
よ
う
、

つ

「よ
労く
働要
力、請
」す

とる
はこ

と
は

け
っ
し
て
氏
に
た
い
し
て
非
礼
を
お
か
す
こ
と
に
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

、
っ

ι
}
、、

L

J

L

 

ど
う
い
う
も
の
か
?

を
は
っ
き
り
説
明
し
た

い
ま
か
ら
で
も
お
そ
く
は
な
い
、

う
え
で
、
「
労
働
力
の
代
価
」
と
い
う
の
は
、
ド
う
い
ウ
も
の
か
、

(
お
)

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ど
う
し
て
き
め
ら
れ
る
か
を
よ
く
説
明
し
て
も
ら
い
た
い
も

(
お
〉
「
成
り
上
り
的
名
声
」
が
幅
を
き
か
す
俗
物
的
権
威
の
支
配
す
る
H
本
の
「
学
界
」
で
は
、
不
消
化
・
無
内
容
の
雑
炊
を
で
き
る
だ
け
む
つ
か

し
い
学
問
的
表
題
を
つ
け
た
大
著
の
形
で
|
|
l

「
俊
秀
L

商
品
と
し
て
売
り
出
す
こ
と
が
、
そ
の
「
名
声
」
を
手
に
入
れ
る
早
道
の
ひ
と
つ
と

な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
『
恐
慌
論
』
な
ど
と
い
う
表
題
は
、
も
っ
と
も
「
効
果
的
」
な
も
の
と
し
て
さ
か
ん
に
つ
か
わ
れ
る
。
自
分
で
も
わ
け

わ
か
ら
な
い
「
理
論
的
」
た
わ
ご
と
を
つ
め
こ
ん
だ
「
大
著
」
|
|
大
型
商
品
ー
ー
を
売
り
出
し
て
お
い
て
、
さ
て
そ
の
反
響
ゃ
い
か
に
と
胸
を
濯

ら
せ
て
ひ
そ
か
に
待
ち
も
、
つ
け
た
も
の
の
、
珍
ら
し
が
る
の
は
初
歩
的
学
生
だ
け
で
、
達
眼
の
士
は
こ
れ
に
は
限
も
く
れ
な
い
と
い
っ
た
結
呆
が
生

じ
る
と
い
う
こ
と
も
、
け
っ
し
て
稀
で
は
な
い
。
か
く
て
は
な
ら
じ
と
、
む
り
や
り
に
も
反
響
を
ひ
き
だ
す
す
べ
を
思
い
め
ぐ
ら
し
た
末
、
考
え
つ

く
の
は
、
こ
う
し
た
「
不
遜
な
」
達
眼
の
士
に
た
い
し
て
、
つ
ぎ
の
「
公
開
質
問
状
」
を
公
表
す
る
と
い
う
手
で
あ
る
、

l
l
「
わ
が
輩
は
、
貴
公

の
唱
え
て
い
る
理
論
に
た
い
し
て
そ
の
致
命
的
な
欠
陥
と
誤
り
と
を
指
摘
し
て
独
内
の
理
論
を
展
開
し
た
大
著
を
公
刊
し
、
貴
公
の
側
よ
り
の
当
然

の
論
駁
ま
た
は
自
己
批
判
を
切
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
す
、
な
ん
の
応
悠
間
も
な
く
、
黙
殺
と
い
う
手
を
つ
か
っ
て
い
る

の
は
、
学
者
の
風
上
に
も
お
け
な
い
仕
儀
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
早
々
に
、
拙
著
に
た
い
す
る
論
駁
を
公
表
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
自

説
に
た
い
す
る
自
己
批
判
を
公
け
に
す
べ
き
で
あ
る
」
。

こ
う
し
た
「
公
開
質
問
状
」
は
、
自
分
の
論
著
を
ひ
と
に
読
ま
せ
「
売
り
ひ
ろ
め
る
」
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
わ
た
し
が
、
宇
野
氏
に
た
い
し



て
恥
右
の
よ
う
な
要
請
を
公
け
に
提
起
し
て
い
る
の
は
ト
い
う
ま
で
も
な
く
、
宇
野
氏
の
主
張
の
内
容
を
ひ
ろ
く
一
般
に
知
っ
て
も
ら
い
、
わ
た
し

も
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
意
味
は
な
い
。
も
し
、
こ
う
し
た
学
者
と
し
て
の
当
然
の
義
務

の
遂
行
な
ど
と
い
う
つ
ま
ら
な
い
こ
と
は
大
先
生
が
手
を
下
す
ま
で
も
な
い
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
俗
に
「
御
三
家
か
ら
外
様
、
等
々
に
い

た
る
ま
で
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
「
原
理
論
」
の
信
奉
者
は
あ
ま
た
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
う
ち
の
だ
れ
か
一
人
が
大
先
生
に
代
っ
て
そ
の

労
を
と
ら
れ
て
も
結
構
で
あ
る
。
一
日
も
早
く
は
っ
き
り
し
た
説
明
を
公
表
し
て
も
ら
い
た
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
と
き
は
、
ど
ん
な
名
答
で
あ
っ

て
も
、
お
そ
ら
く
大
先
生
の
認
可
は
え
ら
れ
な
い
も
の
と
覚
悟
す
べ
き
で
は
あ
ろ
う
が
。

宇
野
氏
の
主
著
『
経
済
原
論
』
が
は
じ
め
て
こ
の
世
に
出
た
の
は
昭
和
二
十
五
年
三
九
五
O
年
）
、
同
じ
内
容
の
新
著
『
経
済
原
論
』

（
岩
波
全
書
〉
の
第
四
刷
は
一
九
六
六
年
に
発
行
さ
れ
、

そ
れ
以
後
に
も
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
客
観
的
に
は
、

右
の
最
低
の
基
本
的
義
務
の
履
行
を
、
宇
野
氏
が
意
識
的
に
怠
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
あ
る
い
は
、

お
そ

ら
く
は
宇
野
氏
自
身
の
心
情
に
よ
り
近
い
表
現
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
氏
は
こ
こ
四
分
の
一
世
紀
の
あ
い
だ
、
右
の
二
つ
の
基
本
的
概
念
の

説
明
を
一
示
す
こ
と
の
必
要
を
全
然
認
め
な
い
立
場
を
堅
持
し
て
き
た
も
の
だ
、
と
も
い
え
よ
う
。
だ
が
、
「
こ
の
基
本
的
概
念
に
つ
い

て
、
ど
ん
な
説
明
を
も
お
こ
な
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
要
だ
」
と
す
る
宇
野
氏
の
考
え
方
そ
の
も
の
こ
そ
、
ま
さ
に
問
題
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
か
？

な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
「
労
働
力
」
と
い
う
概
念
こ
そ
は
、

マ
ル
ク
ス
が
は
じ
め
て
科
学
的
に
確
立
し
た
も
の
で
あ
り
、

マ
ル
ク
ス
は
こ

の
「
労
働
力
」
概
念
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
「
労
働
」
そ
の
も
の
を
「
交
換
価
値
」
に
直
結
す
る
非
科
学
的
「
労
働
価
値
説
」
を
固
執
し

て
い
た
た
め
に
必
然
的
に
解
決
不
可
能
な
矛
盾
に
陥
り
破
産
を
と
げ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
古
典
派
経
済
学
に
た
い
す
る
根
本
的
批
判
を
な

し
と
げ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
て
は
じ
め
て
真
の
歴
史
科
学
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
を
う
ち
た
て
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
最
良
の
古
典
派
経
済
学
者
と
い
え
ど
も
ひ
と
り
と
し
て
把
握
で
き
ず
、

そ
れ
ゆ
え
今
日
で
も
一
般
常
識
H

俗
物
的
観

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
（
八
）

一O
九



人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
〉

一一
O

念
の
持
主
に
と
う
て
い
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
概
念
、

そ
し
て
マ
ル
ク
ス
が
は
じ
め
て
解
明
し
確
立
し
え
た
こ
の
難
解
で
も
あ
り
ま

た
決
定
的
に
重
大
な
怠
義
を
も
っ
「
労
働
力
」
と
い
う
概
念
を
ば
、

一
言
半
句
の
説
明
も
せ
ず
に
そ
の
論
著
の
な
か
で
く
り
か
え
し
か
か

げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
客
観
的
に
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
論
者
が
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
『
資
本
論
』
の
中
に
明
示
さ
れ
て
い
る
「
労
働

力
」
概
念
の
内
容
に
つ
い
て
一
般
読
者
が
多
少
と
も
読
み
知
っ
て
い
る
こ
と
を
予
想
し
、

そ
こ
に
あ
る
マ
ル
ク
ス
の
説
明
を
予
備
知
識
と

し
て
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
当
の
論
者
は
「
た
く
み
に
利
用
」
し
て
い
る
も
の
だ
、

と
い
う
こ
と
を
疑
い
も
な
く
示
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
予
想
」
と
、

そ
の
予
想
に
も
と
づ
く
「
利
用
」

1

1

正
確
に
は
「
悪
用
」
!
ー
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
ほ
か
な
ら

ぬ
マ
ル
ク
ス
を
超
克
す
る
と
称
す
る
「
原
理
論
」
学
者
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
孜
智
の
ほ
ど
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た

い
て
い
の
読
者
は
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
四
章
の
な
か
の
「
労
働
力
」
概
念
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
の
厳
密
な
叙
途
を
一
読
ま
た
は
再
読

す
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
概
念
の
意
味
内
容
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
り
、

い
わ
ん
や
、

マ
ル
ク
ス
の
理
論
体
系
の

中
で
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
「
位
置
」
を
占
め
て
い
る
か
を
と
ら
え
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
た
め
に
、

い
き
お
い
そ
れ
に
つ
い
て
の
漠
然
・

模
糊
と
し
た
と
ら
え
方
だ
け
で
読
み
過
き
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
暖
昧
・
模
糊
た
る
中
途
半
端
な
と
ら
え
方
こ
そ
、

も
っ
ぱ
ら
『
資
本
論
』
の
内
容
だ
け
を
素
材
と
し
て
し
か
も
マ
ル
グ
ス
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
解
釈
の
も
と
で
こ
れ
を
つ
く
り
か

え
た
「
原
理
論
」
な
る
も
の
が
な
ん
と
は
な
し
に
売
り
弘
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
「
社
会
的
」
な
地
盤
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、

マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
「
労
働
力
L

概
念
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
?

も
ち
ろ
ん
、

一
言
半
句
の
説
明
も
し
な
い
と
か
、
「
先
人
の
揮
で
角
力
を
と
る
し
な
ど
と
い
う
け
ち
な
考
え
は
毛
頭

と
い
え
ば

マ
ル
ク
ス

は
、
「
原
理
論
」
学
者
の
よ
う
に
、

も
ち
あ
わ
し
て
い
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、

マ
ル
ク
ス
は
、
第
一
巻
第
四
章
第
三
一
節
を
「
労
働
力
の
購
買
と
販
売
」
と
題
し
、
こ
の
第
三

節
全
部
を
「
労
働
力
し
お
よ
び
「
労
働
力
の
価
値
規
定
し
の
説
明
に
あ
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
節
に
お
い
て
と
く
に
注
意
す
べ



き
こ
と
は
、
そ
こ
で
は
、
「
労
働
力
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
説
明
に
も
と
づ
い
て
、
「
労
働
力
し
が
「
商
品
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
「
労
働
力
」
と
い
う
「
特
別
の
商
品
」
の
、
特
別
の
「
使
用
価
値
」
と
「
価
値
」
が
厳
密
に
論
究
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
労
働
力
」

n
商
品
の
厳
密
な
規
定
が
あ
た
え
ら
れ
え
た
の
は
、
す
で
に
第
一
巻
第
一
章
に
お
い
て
、

「
労
働
力
」
以
外
の
、
人
間
の
外
部
に
存
在
す
る
生
産
物
自
商
品
に
つ
き
、

そ
の
二
要
因
に
つ
い
て
の
論
究
が
お
こ
な
わ
れ
、

「
価
値
の

実
体
」
お
よ
び
「
価
値
規
定
」
に
つ
い
て
十
分
的
確
な
究
明
が
な
し
と
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
労
働
力
」
H

商
品
の
内
容
の
正
確

「
価
値
の
実

体、な
」解

を明
究は
明
し マ

ル
ク
ス
自
身
が
く
り
か
え
し
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
労
働
の
二
面
性
」
の
的
確
な
把
握
に
も
と
づ
い
て

そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
真
に
科
学
的
な
「
価
値
」
概
念
を
確
立
す
る
こ
と
を
す
で
に
な
し
と
げ
て
い
た
が
ゆ
え
に
こ

〈
引
品
〉

そ
、
可
能
か
つ
必
然
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
制
)
「
価
値
の
実
体
」
お
よ
び
「
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
」
が
十
分
解
明
さ
れ
、
科
学
的
な
「
価
値
」
概
念
が
確
立
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
じ
め
て

「
労
働
力
」

H

商
品
の
使
用
価
値
と
価
値
と
が
十
分
た
だ
し
く
解
明
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
正
常
な

論
理
的
思
考
能
力
を
も
っ
て
い
て
先
入
観
な
し
に
『
資
本
論
』
を
読
む
こ
と
を
心
が
け
る
人
に
と
っ
て
は
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
マ
ル
ク

ス
の
叙
述
を
生
ま
半
可
に
通
読
し
て
マ
ル
ク
ス
の
欠
陥
や
誤
謬
を
指
摘
す
る
こ
と
で
マ
ル
ク
ス
を
超
克
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
誇
大
妄
想
に
と
り
つ

か
れ
た
俗
物
の
眼
に
は
、
万
事
が
逆
立
ち
し
て
映
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
手
合
に
と
っ
て
は
、
右
の
自
明
の
こ
と
を
さ
ら
に
詳
し
く
、
正
確

に
解
き
あ
か
し
て
い
る
、
つ
ぎ
の
、
マ
ル
ク
ス
の
盟
友
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
す
ぐ
れ
た
叙
述
さ
え
も
、
も
ち
ろ
ん
「
馬
の
耳
に
念
仏
」
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。

「
剰
余
価
値
が
な
ん
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
、
か
れ
〔
マ
ル
ク
ス
〕
は
、
価
値
が
な
ん
で
あ
る
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
リ
カ
ー

ド
の
価
値
論
そ
の
も
の
が
ま
ず
第
一
に
批
判
の
も
と
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
労
働
を
研
究
し
て
そ
の
価
値

形
成
的
性
質
に
到
達
し
た
。
そ
し
て
、
は
じ
め
て
、
い
か
な
る
労
働
が
、
な
に
ゆ
え
に
、
い
か
に
し
て
、
価
値
を
形
成
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
お
よ

び
、
お
よ
そ
価
値
と
は
こ
の
種
の
労
働
の
凝
闘
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
確
定
し
た
。

l
!こ
れ
こ
そ
は
、
ロ
ー
ド
ベ
ル
ト
ゥ

ス
が
最
後
ま
で
理
解
し
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
マ
ル
ク
ス
は
、
商
品
と
貨
幣
と
の
関
係
を
研
究
し
て
、
い
か
に
し
て
、
ま
た
な
に
ゆ
え
に
、

人
間
的
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経
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商
品
に
内
在
す
る
価
値
属
性
に
よ
っ
て
、
商
品
が
、
そ
し
て
商
品
交
換
が
、
商
品
と
貨
幣
と
の
対
立
を
生
み
だ
さ
ざ
る
を
え
な
い
か
を
論
証
し
た
。

こ
の
論
証
の
上
に
築
か
れ
た
か
れ
の
貨
幣
理
論
は
、
最
初
の
十
全
な
貨
幣
理
論
で
あ
り
、
い
ま
で
は
暗
黙
の
う
ち
に
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
か
れ
は
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
を
研
究
し
て
、
こ
の
転
化
が
労
働
力
の
売
買
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
か
れ
は
、
こ
こ
で

労
働
の
か
わ
り
に
労
働
力
を
、
価
値
創
造
的
属
性
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
リ
カ

l
ド
学
派
の
破
滅
の
原
因
に
な
っ
た
諸
難
点
の
一
つ
を
、
す

な
わ
ち
、
資
本
と
労
働
と
の
相
互
交
換
を
労
働
に
よ
る
価
値
規
定
の
リ
カ

l
ド
の
法
則
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
の
不
可
能
を
、
一
挙
に
解
決
し
た
」

(
『
資
本
論
』
第
二
巻
へ
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
序
文
」
、
ィ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
第
二
巻
、
二
ハ
|
一
七
ペ
ー
ジ
、
傍
点
l
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
ゴ
シ
ッ
ク

体
l
山
本
)
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
第
一
節
の
な
か
で
「
価
値
の
実
体
」
と
「
価
値

の
大
き
さ
の
規
定
」
が
説
明
ぎ
れ
て
い
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
っ
て
、

「
資
本
の
生
産
過
程
」

の
説
明
の
と
こ
ろ
で
こ
そ
「
価
値
の
実
体
」

の
解
明
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
、

マ
ル
グ
ス
と
正
反
対
の
主
摂
を
く
り
か
え
し
か
か
げ
て
い
る
宇
野
氏
自
身
は
、

そ
の
主
著
の
な
か

の
「
資
本
の
生
産
過
額
」
に
お
い
て
、
は
た
し
て
「
価
値
の
実
体
」
の
説
明
を
し
て
い
る
か
?

の
説
明
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
氏
は
、
そ
こ
で
は
、
な
ん
の
説
明
も
な
し
に
い
き
な
り
「
労
働
力
し
と
い
う
「
商
品
」
を
も
ち
だ

と
い
え
ば
、

お
ど
ろ
い
た
こ
と
に
、
そ

し
て
、

た
ち
ま
ち
「
労
働
力
の
代
価
は
三
志
」
と
か
、
「
六
時
間
の
労
働
の
代
価
は
三
志
」
な
ど
と
い
っ
た
文
章
を
か
か
げ
て
、
こ
れ
か
ら
す
ぐ

さ
ま
「
価
値
形
成
増
殖
過
程
」
な
る
も
の
の
説
明
に
そ
の
ま
ま
移
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
あ
と
の
と
こ
ろ
で
も
ま
た

「
価
値
の
実

体
」
の
説
明
は
、

一
言
半
句
も
な
い
。
こ
う
し
て
、
氏
の
主
著
二
二
七
ペ
ー
ジ
全
部
を
通
じ
て
、

な
ん
と
、

「
価
値
の
実
休
」
に
つ
い
て

お
ま
け
に
、
「
商
品
の
価
値
」
と
は
「
す
べ
て
一
様
に
金
何
円
と
い
う
価
格
を
有
し
て
い
る
」
と
い
う
「
同
質
性
」
を
い

う
の
で
あ
る
と
い
う
、
主
著
第
一
章
冒
頭
の
た
っ
た
一
つ
の
文
章
が
、
氏
独
特
の
「
価
値
」
概
念
を
説
明
す
る
唯
一
の
個
所
と
な
っ
て
い

の
説
明
は
影
も
形
も
な
く
、

る
始
末
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
、
宇
野
氏
の
愛
好
す
る
「
労
働
力
の
代
価
」
と
い
う
言
葉
は
、

い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
?

科
学
的
な
経
済
理
論
の
な
か
で
こ
れ
が
つ
か
わ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
意
味
す
る
内
容
は
、
俗
物
が
考
え
る
ほ
ど
簡
単
な
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
き
さ
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
く
り
か
え
し
て
簡
単
に
説
明
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
第
一
に
「
価
値
」
概
念
の
確
定
、
第
二
に
「
貨

幣
理
論
」
の
確
定
、
第
三
に
「
価
格
」
概
念
の
確
定
、
第
四
に
「
労
働
力
」
の
内
容
の
明
確
化
、
第
五
に
「
労
働
力
」
"
商
品
の
価
値
規

定
の
把
握
、
第
六
に
「
労
働
力
」

n
商
品
の
価
値
の
貨
幣
的
表
現
と
し
て
の
価
格
の
把
握
を
前
提
と
し
、
ま
た
こ
の
六
つ
の
も
の
を
そ
の

な
か
に
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
宇
野
氏
は
、
第
一
巻
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
科
学
的
理
論
の
展
開
を
き
わ
め
て
不

十
分
か
つ
ず
さ
ん
に
も
読
み
知
っ
て
い
な
が
ら
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い
っ
さ
い
「
無
視
」
し
て
、

さ
き
に
み
た
よ
う
な
読
者
の
陵
昧
・

模
糊
た
る
印
象
に
便
乗
し
て
、

い
き
な
り
「
労
働
力
の
代
価
」
と
い
う
俗
物
的
表
現
を
も
ち
だ
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
資
本
の
生
産
過
樫
」
の

説
明
も
、
「
価
値
の
実
体
」
の
「
一
論
証
」
も
は
じ
め
て
可
能
に
な
と
と
い
っ
た
主
張
を
ひ
た
す
ら
く
り
か
え
し
、

陥
と
誤
り
な
る
も
の
の
宣
伝
に
大
童
で
あ
る
。
こ
う
い
う
や
り
方
を
正
常
な
日
本
語
で
正
確
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

マ
ル
ク
ス
の
「
論
証
」
の
欠

ま
さ
し
く

ペ
テ
ン
、
も
し
く
は
い
か
さ
ま
で
あ
り
、
こ
う
い
う
や
り
方
を
得
意
と
し
て
善
意
の
読
者
の
眼
を
く
ら
ま
す
人
物
に
は
、
ペ
テ
ン
師
、
も

し
く
は
い
か
さ
ま
師
と
い
う
正
確
な
表
現
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
宇
野
氏
が
細
心
の
注
意
を
は
ら
っ
て
く
り
か
え
し
用
い
て
い
る
、
「
一
日
の
生
活
資
料
の
代
怖
が
士
一
志
」
と
か
、
「
六
時
間
の

労
働
の
代
価
が
三
志
」
と
か
、
「
労
働
力
の
代
何
が
一
二
志
」
と
か
い
っ
た
言
葉
が
示
し
て
い
る
二
つ
の
事
実
、
す
な
わ
ち
、

に
あ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
「
ね
だ
ん
」
つ
ま
り
「
貨
幣
に
表
現
さ
れ
た
交
換
価
値
」
だ
け
で
あ
る
こ
と
、

一
つ
は
、
氏
の
念
頭

そ
し
て
、

二
つ
は
、

な
ん
の
規

定
も
も
た
な
い
「
労
働
」
が
こ
の
「
ね
だ
ん
」
"
「
交
換
価
値
」
に
直
結
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
客
観
的
に
み
て
な
に
を
意

昧
す
る
か
?

と
い
え
ば
、
読
者
も
す
で
に
お
気
づ
き
の
よ
う
に
、

そ
れ
は
、
宇
野
氏
の
「
原
理
論
」
な
る
も
の
の
な
か
に
は
科
学
的
な
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四

「
価
値
」
概
念
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
こ
と
、

そ
の
か
わ
り
に
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
二
百
年
前
の
古
典
派
経
済
学
者
の
そ
れ
と
全
く
同

つ
ま
り
「
交
換
に
お
け
る
ね
う
ち
」

値
」
で
あ
る
「
交
換
価
値
」
が
、
古
典
派
同
様
、
「
生
き
た
労
働
」
、
規
定
な
し
の
「
労
働
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
「
労
働
に
よ
る
価
値
の

じ
俗
物
的
な
「
価
値
」
概
念
、

と
い
う
意
味
の
「
価
値
」
だ
け
で
あ
る
こ
と
、

こ
の
唯
一
の

一I

価

規
定
」
と
い
う
、
ま
さ
に
古
典
派
の
そ
れ
と
同
じ
「
価
値
法
則
」
が
氏
の
念
頭
を
占
め
て
い
る
と
い
う
と
と
、

を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
柄
の
性
質
上
、
宇
野
氏
の
独
特
の
「
価
値
」
概
念
と
同
じ
く
独
特
の
「
価
値
法
則
」
論
と
を
検
討
す
る
と
い
う
こ
と

+JF
、
マ
ル
ク
ス
が
い
か
に
古
典
派
経
済
学
者
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
視
野
に
と
ら
わ
れ
た
理
論
体
系
を
批
判
し
こ
れ
を
い
わ
ば
完
全
に
「
揚
棄
」

し
つ
く
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
「
追
体
験
」
す
る
と
い
う
側
面
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
古
典
派
理

論
の
全
面
的
批
判
の
上
に
マ
ル
ク
ス
が
磁
立
し
え
た
科
学
的
理
論
を
ま
た
ぞ
ろ
俗
物
的
見
地
か
ら
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
か
び
の
生
え
た
い

わ
ゆ
る
「
労
働
価
値
説
」
を
新
し
い
体
裁
の
も
と
に
、

マ
ル
ク
ス
の
名
を
冠
し
て
売
り
だ
し
て
い
る
手
合
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
わ

(お〉

れ
わ
れ
と
し
て
は
、
そ
の
ほ
か
に
錯
乱
的
論
理
を
暴
露
し
、
連
続
す
る
た
わ
ご
と
の
真
意
を
解
き
あ
か
す
と
い
う
、
甚
だ
労
多
く
報
わ
れ

る
こ
と
す
く
な
い
手
数
が
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。

(
お
)
こ
の
よ
う
な
「
余
計
な
」
配
慮
の
必
認
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
宇
野
氏
が
連
発
す
る
「
労
働
力
の
代
価
」
と
い
う
俗
物
的
表
現
も
簡

単
に
は
見
通
せ
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
お
そ
ら
く
、
氏
は
、
そ
の
主
著
の
冒
頭
の
有
名
な
「
価
値
」
概
念
、
つ
ま
り
、
「
す
べ

て
一
様
に
金
何
円
と
い
う
何
格
を
有
し
て
い
る
」
と
い
う
「
同
質
性
」
を
も
っ
て
「
商
品
価
値
」
で
あ
る
と
す
る
俗
物
的
表
象
そ
の
ま
ま
の
「
価

値
」
概
念
を
も
っ
て
「
原
理
論
」
を
一
貫
的
に
構
築
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
の
科
学
的
な
埋
論
体
系
に
あ
っ
て
は
、
「
資
本
の
生
産

過
程
」
、
つ
ま
り
「
剰
余
価
値
の
生
産
」
の
説
明
に
さ
い
し
て
は
、
必
ず
「
労
働
力
の
価
値
」
を
問
題
に
し
て
お
り
、
「
労
働
力
の
代
価
」
は
問
題
に

さ
れ
て
い
な
い
。
「
剰
余
価
値
の
生
産
」
が
説
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
は
じ
め
て
、
「
労
働
力
の
価
格
」
が
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
「
労
働
力

の
価
格
の
労
働
の
価
格
へ
の
転
化
」
が
そ
こ
で
的
確
に
究
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
資
本
の
生
産
過
程
」
の
説
明
に
あ
た
っ



て
、
「
労
働
力
の
価
値
」
と
い
う
文
字
を
つ
か
え
ば
、
当
然
に
「
資
本
の
生
産
過
程
」
に
先
さ
立
っ
て
「
労
働
力
の
価
値
規
定
」
の
説
明
を
あ
た
え

る
必
要
が
生
じ
、
そ
れ
は
ま
た
、
必
然
的
に
「
価
値
の
実
体
」
と
「
仰
値
の
大
き
さ
の
規
定
」
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
十
分
な
説
明
を
あ
た
え
て
お

く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
誰
に
で
も
さ
と
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
『
資
本
論
』
の
叙
述
と
ま
っ
た
く
同
じ
理
論
展
開
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と

が
ひ
と
り
で
に
判
明
す
る
こ
と
に
な
り
、
『
資
本
論
』
の
理
論
展
開
の
順
序
を
ひ
つ
く
り
か
え
そ
う
と
い
う
、
「
原
理
論
」
専
門
家
の
主
張
の
ま
や
か

し
ぶ
り
が
白
日
の
も
と
に
さ
ら
さ
れ
る
危
険
性
が
濃
厚
で
あ
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
「
労
働
力
の
代
価
」
と
い
う
俗
物
的
表
象
ぴ
っ
た
り
の
表
現

だ
け
に
し
て
お
け
ば
、
「
価
値
規
定
」
の
解
明
が
あ
ら
か
じ
め
必
要
な
要
件
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
「
む
つ
か
し
い
」
こ
と
は
、
い
っ
さ

い
、
読
者
の
頭
に
思
い
う
か
ば
な
い
で
、
ま
ん
ま
と
氏
の
手
の
中
に
お
ち
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
と
こ
ろ
を
、

「
労
働
力
の
価
値
」
で
は
な
く
「
労
働
力
の
代
価
」
と
し
て
お
く
こ
と
こ
そ
が
、
氏
の
「
原
理
論
」
を
つ
ら
ぬ
く
と
こ
ろ
の
も
っ
と
も
基
抵
的
な

「
価
値
」
概
念
、
す
な
わ
ち
「
す
べ
て
一
様
に
金
何
円
と
い
う
価
格
を
有
し
て
い
る
」
と
い
う
「
同
質
性
」
を
も
っ
て
「
価
値
」
で
あ
る
と
す
る
画

期
的
な
「
価
値
」
概
念
を
徹
頭
徹
尾
堅
持
し
、
あ
わ
せ
て
内
外
に
発
揚
す
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
第
一
の
文
章
に
つ
づ
い
て
、
第
二
の
文
章
の
な
か
に
は
、
「
生
産
過
程
自
身
が
商
品
形
態
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
)
と
い
う
注
目
す

へ
き
叙
述
が
あ
り
、
第
三
の
文
章
の
な
か
に
は
、
「
労
働
生
産
過
程
」
と
か
一
交
換
の
基
準
と
し
て
の
価
値
法
則
」
と
か
い
っ
た
、

い
ず
れ
劣
ら

ぬ
画
期
的
メ
イ
文
句
が
見
出
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
宇
野
氏
の
「
原
理
論
」
的
視
角
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
重
要
な
意
義
を
も
っ

て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

つ
ぎ
に
、
考
察
の
便
宜
上
、
「
労
働
生
寂
過
程
」
と
い
う
言
葉
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
つ
、
ぎ
に
「
生
産

過
程
自
身
が
商
品
形
態
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
」
と
い
う
文
章
を
と
り
あ
げ
ろ
こ
と
に
し
よ
う
。
た
だ
し
、
「
交
換
の
基
準
と
し
て
の
価
値
法
則
」
と

い
う
言
葉
は
、

つ
ぎ
の
節
で
氏
の
「
価
値
法
則
」
論
を
検
討
す
る
さ
い
に
、

あ
わ
せ
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
「
労
働
生
産
過
程
」

に
つ
い
て
。
こ
の
奇
妙
な
一
言
葉
は
、
誰
で
も
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、

マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
の
中
に
出
て

く
る
二
つ
の
用
語
|

|

l

「
労
働
過
程
」
と
「
生
産
過
程
」

!
lを
連
結
し
て
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
二
つ
の
用
語
は
、

そ

れ
ぞ
れ
明
確
な
意
味
を
も
っ
、

れ
っ
き
と
し
た
経
済
学
的
概
念
で
あ
る
。

--守、、

小
人
・
刀

」
の
二
つ
の
用
語
を
く
っ
つ
け
て
ひ
ね
り
だ
さ
れ
た

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
〉

一
一
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「
労
働
生
産
過
程
」

と
い
う
文
句
は
、

い
っ
た
い
、
な
に
を
意
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
?

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
、
こ
の
珍
妙

な
文
字
を
組
立
て
て
い
る
要
素
と
も
い
う
べ
き
二
つ
の
用
語
の
意
味
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
紀
的
造
成
語
の
正
体
を
見
と

ど
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
「
労
働
過
程
」
と
は
、
な
に
か
?

そ
れ
は
、
人
間
的
労
働
力
の
支
出
u
流
動
が
お
こ
な
わ
れ
る
過
程
で

あ
り
、
こ
の
労
働
力
め
支
出
H

流
動
は
、

マ
ル
ク
ス
が
は
じ
め
て
解
明
し
た
よ
う
に
、
具
体
的
形
態
に
お
け
る
支
出
つ
ま
り
具
体
的
労
働

と
、
人
間
的
労
働
力
の
支
出
そ
の
も
の
、
ま
た
は
そ
の
た
ん
な
る
支
出
u
流
動
と
し
て
の
抽
象
的
労
働
と
の
、
ニ
面
か
ら
成
っ
て
い
る
。

で
は
、
ど
う
し
て
、
こ
の
二
面
の
支
出
n
流
動
が
お
こ
な
わ
れ
る
か
?

「
労
働
過
程
」
は
な
ん
の
た
め
に
あ
る
か
?

と
い
え
ば
、
そ

れ
は

い
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
お
よ
び
社
会
の
存
続
に
と
っ
て
必
要
な
生
産
物
を
生
産
す
る
た
め
で
あ
る
。

で
は
、
右
の
よ
う
な
人
間

的
労
働
力
の
支
出
H

流
動
の
二
面
性
は
、
こ
の
必
要
生
産
物
を
生
産
す
る
人
間
の
主
体
的
活
動
に
と
っ
て
、
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
か
?

な
ぜ
、
労
働
の
二
面
を
と
ら
え
な
け
れ
ば
、
生
産
の
過
程
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
?

そ
れ
は
、
こ
う
で
あ
る
。
労
働
の
二
面
性
を
明
確
に
つ
か
ん
で
い
な
け
れ
ば
、

つ
ま
り
、

た
ん
な
る
労
働
と
い
う
こ
と
だ
け
し
か
知
ら

な
け
れ
ば
、
生
産
の
過
程
は
ま
っ
た
く
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ず
、
必
要
生
産
物
の
必
要
量
の
生
産
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
ん
な
る
労
働
と
い
う
だ
け
で
は
、
人
間
が
労
働
し
て
物
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
は
、
な
に
も
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
特
定
の
形
態

の
必
要
生
産
物
を
つ
く
る
に
は
、
人
間
的
労
働
力
の
支
出
"
流
動
は
、
そ
の
特
定
の
形
態
を
生
み
だ
す
よ
う
な
、
特
定
の
形
態
を
規
定
さ
れ

た
合
目
的
的
支
出
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
じ
よ
う
に
特
定
の
規
定
さ
れ
た
形
態
の
労
働
対
象
お
よ
び
労
働
手
段
が
必
要
で
あ
る
。
特
定

の
労
働
手
段
を
媒
介
と
し
て
特
定
の
労
働
対
象
の
形
態
を
合
目
的
的
に
変
化
さ
せ
る
た
め
に
、
人
間
的
労
働
力
の
支
出
H

流
動
は
、
特
定

の
具
体
的
・
有
用
的
形
態
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
合
目
的
的
流
動
は
明
確
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ

と
同
時
に
、
こ
の
特
定
の
合
目
的
的
形
態
を
と
っ
て
人
間
的
労
働
力
の
支
出
目
流
動
の
そ
の
も
の
が
ど
れ
だ
け
お
こ
な
わ
れ
る
か
と
い
う
、



そ
の
支
出
"
流
動
そ
の
も
の
の
分
量
も
で
き
る
だ
け
明
確
に
!
ー
ー
ま
た
は
近
似
的
に
せ
よ
1
1
6
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

L、

う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
労
働
力
の
支
出
“
流
動
の
分
量
一
は
、
支
出
の
具
体
的
形
態
の
い
か
ん
に
か
か
わ
り
な
く
、

む
し
ろ
す
べ
て
の
具
体

的
形
態
に
共
通
な
も
の
と
し
て
、
具
体
的
形
態
を
捨
象
さ
れ
た
、
抽
象
的
・
人
間
的
労
働
の
分
量
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
、
つ
に

し
て
、
労
働
の
二
百
性
を
正
し
く
つ
か
み
、
特
定
の
合
目
的
的
形
態
の
も
と
に
、
特
定
分
量
の
人
間
的
労
働
力
の
支
出
n
流
動
を
お
こ
な

う
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
、
特
定
の
形
態
の
必
要
生
産
物
の
あ
る
特
定
必
要
量
を
生
産
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
こ
の
労
働
の
ニ
面
性
の
把
握
は
、

マ
ル
ク
ス
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
的
所
有
の
も
と
で
の
労
働
生
産
物
の
商
品
形

態
ー
ー
ー
こ
れ
は
、

「
商
品
の
法
則
」

と
い
っ
て
も
よ
い

l
|の
理
解
に
と
っ
て
、

決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

簡
単
に
い
う
な
ら

ば
、
人
間
は
、
生
産
に
お
け
る
活
動
主
体
と
し
て
、
人
間
的
労
働
力
を
支
出
し
、
そ
の
一
面
に
お
け
る
具
体
的
労
働
に
よ
り
労
働
手
段
を

媒
介
と
し
て
労
働
対
象
の
形
態
を
合
目
的
的
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
生
産
物
H

商
品
の
使
用
価
値
を
つ
く
り
だ
す
と
同
時

に
、
他
の
一
面
に
お
け
る
拍
象
的
労
働
に
よ
り
そ
の
対
象
化
と
し
て
生
産
物
H

商
品
の
価
値
を
つ
く
り
だ
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
、
ま

さ
し
く
私
的
所
有
の
も
と
で
の
労
働
過
程
の
内
容
で
あ
り
、
ま
た
い
い
か
え
れ
ば
労
働
生
産
物
H

商
品
の
生
産
過
程
の
内
容
で
あ
る
。
こ

れ
じ
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
労
働
過
程
は
労
働
生
産
物
u
商
品
を
生
産
す
る
過
種
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
労
働
過
程
の
欠

け
た
生
産
過
程
は
な
く
、
ま
た
、
生
産
過
程
を
離
れ
て
は
労
働
過
程
は
存
立
し
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
労
働
過
程
と
生
産
過
程
と
は
、
同
じ

一
つ
の
過
程
、
す
な
わ
ち
、
人
間
的
労
働
力
の
担
い
手
で
あ
る
人
聞
が
そ
の
主
体
的
活
動
に
よ
っ
て
必
要
生
産
物
を
つ
く
り
だ
す
過
程
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

た
だ
、
前
者
が
人
間
的
労
働
力
の
支
出
"
流
動
と
い
う
主
体
的
活
動
を
中
心
と
し
て
こ
の
過
程
を
と
ら
え
た

も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
後
者
は
そ
の
主
体
的
活
動
の
結
果
と
し
て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
生
産
物
に
重
き
を
お
い
て
こ
れ
を
と
ら
え
た

も
の
だ
と
い
う
、

ち
が
い
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
労
働
過
程
と
生
産
過
程
と
は
、
同
じ
人
聞
の
主
体
的
活
動
の
過
程
ι包
括

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
)
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し
て
い
っ
た
も
の
で
、
そ
の
と
ら
え
方
ま
た
は
視
点
の
ち
が
い
が
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
用
語
の
第
一
の
意
味
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
「
労
働
過
程
」
が
「
生
産
過
程
」
と
同
じ
も
の
を
意
味
す
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、

そ
の
反
対
に
「
生
産
過
程
」
は
「
労
働

過
程
」
を
も
っ
て
つ
く
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

必
要
生
産
物
を
つ
く
り
ど
す
過
程
の
う

ち
に
は
、
人
間
的
労
働
力
の
支
出
H

流
動
が
お
こ
な
わ
れ
な
い
で
、
労
働
力
以
外
の
自
然
詰
力
の
作
用
だ
け
に
よ
っ
て
形
態
変
化
の
過
程

が
進
行
す
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
葡
萄
酒
の
醸
造
な
ど
は
、

そ
の
顕
著
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
場
合

を
考
慮
に
い
れ
る
な
ら
ば
、
労
働
過
程
は
生
産
過
程
の
う
ち
の
一
部
分
、
し
か
も
基
本
的
な
主
要
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
、

と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
右
の
二
つ
の
用
語
の
第
二
の
意
味
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
一
‘
つ
の
用
語
は
、

そ
の
他
の
意
味
を
も
た
ず
、
し

た
が
っ
て
、
特
別
の
限
定
ま
た
は
規
定
な
し
に
、
こ
れ
ら
と
ち
が
っ
た
意
味
に
も
ち
い
る
こ
と
は
、
文
字
ど
お
り
滋
用
で
あ
り
、
論
理
的

錯
乱
を
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

意
味
な
重
複
語
で
あ
っ
て
、

以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
宇
野
氏
の
造
成
に
成
る
「
労
働
生
産
過
程
」
と
い
う
言
葉
を
み
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
完
全
に
無

か
え
っ
て
そ
の
創
造
者
自
身
の
理
論
的
な
ら
び
に
論
理
的
錯
乱
を
露
呈
す
る
だ
け
の
た
わ
ご
と
に
す
、
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
明
瞭
す
ざ
る
く
ら
い
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ち
ょ
う
と
「
精
神
分
裂
精
神
障
害
症
」
と
い
う
言
渠
と
完
全
に
同
じ
性
質

の
も
の
で
あ
る
。

で
は
、

マ
ル
ク
ス
を
超
克
す
る
と
自
他
と
も
に
称
す
る
ほ
ど
の
「
原
理
論
」
発
明
家
は
、

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
明
白
な

錯
乱
的
重
複
語
を
あ
え
て
製
作
し
て
こ
れ
を
公
け
に
弘
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
?

お
も
う
に
、
こ
の
世
紀
的
発
明
家
の
斬
新
な
思
い

っ
き
の
素
材
は
ひ
と
つ
残
ら
ず
マ
ル
ク
ス
の
著
述
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
右
の
珍
妙
な
重
複
語
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
事

情
が
介
在
す
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に

l
lそ
し
て
ま
た
、
本
論
稿
の
注
(
剖
)
に
一
一
小
さ
れ
て
い
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
第
二
巻
へ



の
「
序
文
」

の
な
か
の
記
述
が
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
！

i
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
第
一
節
に
お
い
て
、

「
労
働
の
二
面

性
」
の
的
確
な
把
握
に
も
と
を
つ
い
て
ま
ず
科
学
的
な
「
価
値
」
概
念
を
確
立
し
、
こ
の
「
価
値
」
概
念
を
基
本
と
し
て
「
価
値
形
態
」
を

究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
貨
幣
形
態
、

つ
ま
り
貨
幣
商
品
の
発
生
を
論
証
し
、
貨
幣
の
基
本
的
諸
機
能
を
解
明
し
お
え
た
と
こ
ろ
で
は
じ

め
て
、
第
四
章
に
お
い
て
「
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
」
を
追
究
し
、
そ
の
「
転
化
」
の
「
鍵
」
を
成
す
も
の
と
し
て
は
じ
め
て
「
労
働
力
」

日
商
品
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
特
別
の
商
品
の
独
自
な
「
使
用
価
値
」
と
同
じ
く
独
自
な
「
価
値
」
と
を
｜
｜
す
で
に
解
明
さ
れ
確
立
さ
れ

た
科
学
的
な
「
価
値
」
概
念
に
も
と
づ
い
て
l
l
i明
確
に
し
、
こ
の
よ
う
な
独
自
の
「
使
用
価
値
」
と
「
価
値
」
と
を
も
っ
「
労
働
力
」

H

商
品
が
、
資
本
家
に
よ
り
労
働
市
場
で
購
買
さ
れ
て
、

さ
て
、

そ
れ
が
い
か
に
消
費
n
支
出
さ
れ
て
「
首
尾
よ
く
L

剰
余
価
値
が
生
産

さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
究
明
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
第
四
章
に
つ
づ
く
第
五
章
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
第
五
章

は
「
労
働
過
程
と
価
値
増
殖
過
程
」
と
題
さ
れ
、

そ
の
第
一
節
で
は
「
労
働
過
程
」
が
、
第
二
節
で
は
「
価
値
増
殖
過
程
L

が
論
究
さ
れ

さ
き
の
「
労
働
の
二
面
性
」
の
把
握
に
も
と
づ
く
「
価
値
」
概
念
の
確
立
を
は
っ
き
り
ふ
ま
え
て
、
そ
の
う
え
で
、

資
本
家
の
購
入
し
た
「
労
働
力
L

n

商
品
の
消
費
、
つ
ま
り
資
本
家
の
指
図
の
も
と
で
の
人
間
的
労
働
力
の
支
出
u
流
動
が
、
そ
の
一
面

て
い
る
。
こ
の
ヰ
亭
は
、

の
具
体
的
労
働
に
よ
り
「
形
態
変
化
し
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
生
産
物
H

商
品
の
使
用
価
値
を
つ
く
り
だ
す
と
同
時
に
、
他
の

一
面
の
抽
象
的
労
働
が
労
働
生
産
物
に
対
象
化
し
て
労
働
生
産
物
H

商
品
の
価
値
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
を
詳
細
に
究
明
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
第
一
の
側
面
、
す
な
わ
ち
具
体
的
労
働
に
よ
る
「
形
態
変
化
」
を
、

つ
ま
り
労
働
生
産
物
n
商
品
の
使
用
価

値
生
産
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
が
そ
の
第
一
節
「
労
働
過
程
」
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
の
第
二
の
側
面
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
・
人
間
的
労
働

に
よ
る
労
働
生
産
物
u
商
品
の
価
値
形
成
の
過
程
を
説
明
し
、
こ
の
労
働
生
産
物
日
商
品
の
価
値
が
、
資
本
家
に
よ
り
最
初
に
投
下
さ
れ

た
価
値
量
を
か
な
ら
ず
超
過
し
、

し
た
が
っ
て
当
然
そ
こ
に
剰
余
価
値
の
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
明
確
に
論
証
し
て

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
（
八
〉
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一
九
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い
る
の
が
、

そ
の
第
二
節
「
価
値
増
殖
過
程
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
五
章
第
一
節
の
「
労
働
過
程
」
は
、
二
一
回
に
お
け
る
人
間
的
労

働
力
の
支
出
u
流
動
と
し
て
の
労
働
の
過
程
を
と
り
あ
つ
か
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

た
ん
に
そ
の
一
面
を
、
す
な
わ
ち
具
体
的
形
態
に
お

け
る
労
働
の
過
程
だ
け
を
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
正
常
な
国
語
的
理
解
能
力
の
あ
る
者
で
第
一
節
の
内
容
を
通
読
し

さ
え
す
れ
ば
、
問
題
な
く
明
白
な
こ
と
で
あ
る
が
、

な
お
l
l
i
マ
ル
ク
ス
の
明
記
し
た
文
字
が
そ
の
眼
に
入
ら
な
い
ひ
と
の
た
め
に
!
l
i

念
の
た
め
、
こ
こ
の
「
労
働
過
程
」
が
具
体
的
労
働
の
面
の
み
を
指
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
自
身
が
明
記
し
て
い
る
と
こ

ろ
を
、
第
一
節
の
な
か
か
ら
、
二
つ
だ
け
引
用
し
て
お
こ
う
。

つ
:
:
・
資
本
家
が
労
働
者
に
つ
く
ら
せ
る
も
の
は
、
あ
る
特
殊
な
使
用
価
値
、
あ
る
一
定
の
品
物

(krsa)

ま
た
は
財
貨
(
の
ま
σろ
の
生
産
は
、
そ
れ
が
資
本
家
の
た
め
に
資
本
家
の
統
制
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
そ
の

一
般
的
な
性
質
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
労
働
過
程
は
、
ま
ず
第
一
に
、
ど
ん
な
特
定
の
社
会
的
形
態
に
も
か
か
わ
り
な

で
あ
る
。
使
用
価
値

く
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
(
前
出
、
一
八
五
ペ
ー
ジ
、
傍
点
は
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
の
も
の
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
|
山
本
)
。

「
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
単
純
な
抽
象
的
な
諸
契
機
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
よ
う
な
労
働
過
程
は
、
使
用
価
値
を
つ
く
る
た
め
の

合
目
的
的
活
動
で
あ
り
、
人
間
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
自
然
的
な
も
の
の
取
得
で
あ
り
、
人
間
と
白
然
と
の
あ
い
だ
の
物
質
代

謝
の
一
般
的
な
条
件
で
あ
り
、
人
間
生
活
の
永
久
的
な
自
然
条
件
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
生
活
の
ど
の
形
態
に
も
か
か
わ
り
な

く
、
む
し
ろ
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
形
態
に
ひ
と
し
く
共
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
(
前
出
、

一
九
二
ペ
ー
ジ
、

傍
点
は
イ
ン
ス
テ

「
労
働
の
二
面
性
」
と
か
た

く
結
び
つ
い
た
「
価
値
」
概
念
の
明
確
な
把
握
に
も
と
づ
い
て
、
ま
ず
第
一
節
で
は
こ
の
生
産
過
程
の
一
面
、
す
な
わ
ち
商
品
の
使
用
価

ィ
ト
ゥ
ト
版
の
も
の
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
|
山
本
)
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
資
本
に
よ
る
商
品
の
生
産
過
程
が
考
察
の
対
象
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

マ
ル
ク
ス
は
、



値
を
生
産
す
る
過
程
を
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
こ
こ
で
の
「
労
働
過
程
」
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、

生
産
過
程
の
他
の
一
面
、
す
な
わ
ち
商
品
の
価
値
を
つ
く
り
だ
す
過
程
H

つ
ぎ
の
第
二
節
で

「
価
値
形
成
過
程
」
が
考
察
さ
れ
、

か
く
し
て
、
労
働
過
程
と

価
値
形
成
過
程
と
の
統
一
と
し
て
、
ま
ず
資
本
に
よ
る
商
品
の
生
産
過
程
が
把
握
さ
れ
、

た
だ
し
く
論
究
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ

ゆ
え
、
「
労
働
過
程
」
と
い
う
言
葉
が
、
資
本
に
よ
る
商
品
の
生
産
過
程
の
一
面
を
成
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
疑
い
が

な
い
。
宇
野
氏
に
よ
る
「
労
働
生
産
過
程
」
と
い
う
新
造
語
が
途
方
も
な
く
錯
乱
し
た
た
わ
ご
と
だ
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
や
誰
の
目
に

も
明
ら
か
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

さ
て
、

つ
ぎ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
生
産
過
程
自
身
が
商
品
形
態
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
」
と
い
う
、
氏
独
特
の
特
異
な
文
章
で
あ
る
。
宇
野

氏
は
ま
た
、

同
じ
内
容
を
あ
ら
わ
し
た

「
商
品
に
よ
る
商
品
の
生
産
過
程
」

と
い
う
文
句
も
こ
よ
な
く
愛
好
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
お

り
、
氏
は
こ
の
文
句
を
「
た
く
み
に
」
あ
や
つ
っ
て
、
「
商
品
に
よ
る
商
品
の
生
産
過
程
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
資
本
の
生
産
過
程
」
に
お

い
て
こ
そ
「
価
値
の
実
体
」
は
「
論
証
」
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、

マ
ル
ク
ス
は
こ
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
で
第
一
巻
第
一
章
で
「
価

値
の
実
体
」

を
は
や
く
も
説
く
こ
と
で
重
大
な
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
と
い
う
、

マ
ル
ク
ス
非
難
を
、
つ
ま
ず
述
べ
た
て
て
い
る
。

そ
こ

で
、
右
の
特
異
な
文
章
の
中
味
を
み
る
ま
え
に
、

読
者
の
お
許
し
を
い
た
だ
い
て
、

宇
野
氏
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
非
難
の
論
じ
方
、

そ
σコ

「
秘
訣
」
な
る
も
の
を
、
実
例
に
つ
い
て
う
か
が
っ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

主
著
『
経
済
原
論
』
(
岩
波
全
書
)
の
「
序
論
」
の
最
後
の
節
の
な
か
で
、
宇
野
氏
は
、

「
『
資
本
論
』
が
、
そ
の
第
一
巻
を
「
資
本
の
生
産
過
程
」
と
題
し
な
が
ら
、
ま
た
そ
の
労
働
価
値
説
を
商
品
の
生
産
に
基
い
て
最
初
に
論
じ
な
が
ら

も
先
ず
商
品
、
貨
幣
、
資
本
の
形
態
規
定
を
展
開
し
、
資
本
の
出
現
の
後
に
始
め
て
あ
ら
ゆ
る
経
済
の
仕
方
に
共
通
な
労
働
過
程
を
論
じ
て
、
資
本
の

生
産
過
程
を
説
い
て
い
る
の
は
、
な
お
方
法
論
的
に
は
不
明
確
な
る
も
の
を
残
し
な
が
ら
も
、
:
:
・
:
:
」
(
前
出
、
一
六
ペ
ー
ジ
、
傍
点
l
山
本
)
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と
述
べ
、
有
の
「
資
本
の
生
産
過
程
を
説
い
て
い
る
」
と
い
う
個
所
に
つ
き
の
よ
う
な
注
を
つ
け
て
い
る
。

「
『
資
本
論
』
は
、
第
一
巻
の
第
一
章
商
品
の
最
初
に
、
生
産
物
の
商
品
形
態
が
主
題
た
る
こ
と
を
指
摘
し
、
使
用
価
値
と
価
値
と
が
商
品
の
二
要
因
を

な
す
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
直
ち
に
価
値
の
実
体
を
、
商
品
の
生
産
に
よ
っ
て
そ
の
生
産
に
要
す
る
労
働
と
し
て
説
く
の
で
あ
る
が
、
商
品
の
生
産

過
程
自
身
は
こ
こ
で
は
な
お
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
実
際
商
品
は
資
本
と
異
っ
て
生
産
の
形
態
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
生
産
過
程
な
る

も
の
は
、
一
般
的
な
る
生
産
過
程
を
包
摂
す
る
特
殊
形
態
の
生
産
過
程
と
し
て
説
き
う
る
も
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
、
本
文
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
後
に
「
絶
対
的
剰
余
仙
値
の
生
産
」
と
題
す
る
第
三
篇
に
お
い
て
資
本
の
生
産
過
程
を
説
く
と
さ
始
め
て
、
そ
の
篇
の
最
初
に
「
労
働
過
程
」
を

説
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
第
一
章
で
商
品
の
生
産
を
説
い
て
い
る
た
め
に
反
っ
て
こ
の
「
労
働
過
程
」
は
一
般
的
な
労
働
生
産
過
程
と
し
て
の

規
定
を
十
分
に
は
展
開
し
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
著
『
経
済
学
方
法
論
』
の
町
の
一
、
「
価
値
論
の
論
証
に
つ
い
て
」

を
参
照
せ
ら
れ
た
い
」
ハ
前
出
、
一
六
｜
一
七
ペ
ー
ジ
、
傍
点
｜
山
本
）
。

こ
こ
に
か
か
げ
ら
れ
た
二
つ
の
引
用
の
な
か
で
、

と
り
わ
け
人
目
を
ひ
く
特
呆
な
主
張
を
一
不
す
も
の
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
宇
野
氏

は
、
は
じ
め
に
「
商
品
、
貨
幣
、
資
本
の
形
態
規
定
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

い
う
ま
で
な
く
有
名
な
氏
の
持
論
1

1
「
商
品
、
貨
幣
、

資
本
は
流
通
形
態
で
あ
っ
て
、

生
産
過
程
と
も
生
産
関
係
と
も
な
ん
ら
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
」

l
！
と
同
し
趣
旨
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
、
り
な

ぃ
。
と
こ
ろ
が
、
あ
と
で
は
、
「
実
際
商
品
は
資
本
と
呉
っ
て
生
産
の
形
態
を
な
す
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
断
定
が
出
て
く
る
。
こ
の
あ
と
の

文
章
の
意
味
を
、
正
常
な
国
語
的
解
釈
と
論
理
的
思
考
を
も
っ
て
読
み
と
る
な
ら
ば
、
「
商
品
は
生
産
の
形
態
で
は
な
い
が
、
資
本
は
生
産
の
形

態
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
例
の
持
論
の
「
荷
品
、
貨
幣
、
資
本
は
い
ず
れ
も
流
通
形
態
で
あ
っ
て
、
生
産
過
程
と
も
生
産
関
係

と
も
関
連
は
な
い
」
は
、

い
っ
た
い
、

ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
？

つ
ま
り
、
宇
野
氏
は
、

あ
る
と
き
は
「
資
本
は
商
品
と
同
じ
く
、
生
産
過

程
と
な
ん
ら
関
連
の
な
い
流
通
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
い
、

ま
た
あ
る
と
き
は
御
都
合
し
だ
い
で
、
「
資
本
は
生
産
の
形
態
で
あ
っ
て
、
商
品

と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
も
の
だ

と
一
百
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
、

場
当
り
式
発
一
一
＝
口
が
必
然
的
に
生
ま
れ
て
き
た
根
拠
は
、
要



す
る
に
、
宇
野
氏
に
と
っ
て
経
済
学
に
お
け
る
「
形
態
」
と
か
「
形
態
規
定
」
と
か
い
う
、
基
本
的
な
概
念
の
意
味
が
全
然
わ
け
か
か
ら

な
い
と
い
う
、
前
節
で
確
認
ず
み
の
事
実
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
「
形
態
」
お
よ
び
「
形
態
規
定
」
と
い
う
決
定
的
に
重
要
な
概
念
の
内

容
を
正
確
に
理
解
し
て
い
る
な
ら
ば
、
「
流
通
形
態
」
と
か
「
生
産
の
形
態
」
と
か
い
っ
た
、
ま
っ
た
く
無
意
味
で
混
乱
し
た
珍
語
な
ど
、

ま
ち
が
っ
て
も
思
い
つ
く
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
お
)
わ
た
し
は
、
い
ま
か
ら
ち
ょ
う
ど
五
年
前
に
、
『
経
済
学
に
お
け
る
形
態
規
定
と
は
な
に
か
、
|
|
い
わ
ゆ
る
「
宇
野
理
論
」
の
性
格
規
定
』

(
一
)
お
よ
び
つ
一
)
を
本
誌
上
に
発
表
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
、
「
宇
野
理
論
」
の
最
重
要
な
柱
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
の
「
流
通
形
態
」

と
い
う
珍
語
を
と
り
あ
げ
、
尋
問
品
・
貨
幣
・
資
本
の
流
通
形
態
は
、
事
実
上
も
理
論
上
も
生
産
過
程
と
直
接
関
連
は
な
く
、
生
産
物
が
い
か
な
る

生
産
関
係
の
下
に
生
産
さ
れ
た
か
に
も
関
係
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
生
産
過
程
に
と
っ
て
外
的
な
形
態
で
あ
る
」
と
い
う
、
ま
こ
と
に
気
張
っ
た
、
得

意
の
持
論
に
つ
い
て
、
そ
の
「
創
作
」
の
秘
密
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
明
か
し
て
い
る
。

「
こ
う
い
う
「
錯
乱
」
し
た
主
張
が
ど
の
よ
う
に
し
て
ひ
ね
り
だ
さ
れ
た
か
も
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
で
あ
る
、

!
l
「
商
品
は
流

通
と
い
う
運
動
を
す
る
、
貨
幣
も
同
じ
く
流
通
と
い
う
運
動
を
す
る
、
資
本
も
同
じ
く
流
通
と
い
う
運
動
を
す
る
。
だ
か
ら
、
商
品
・
貨
幣
・
資
本

は
流
通
形
態
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
、
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
文
章
で
あ
ろ
う
か
?
こ
れ
以
上
に
超
ノ
ン
セ
ン
ス
な
文
章
を
で
っ
ち
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
?
こ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
主
張
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

「
猿
は
歩
行
と
い
う
運
動
を
す
る
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
も
同
じ
く
歩
行
と
い
う
運
動
を
す
る
、
人
間
も
歩
行
と
い
う
運
動
を
す
る
。
だ
か
ら
、
猿
・

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
・
人
聞
は
歩
行
形
態
で
あ
る
」
!
」
ハ
本
誌
第
二
十
四
巻
第
二
号
、
三
O
|
三
二
ペ
ー
ジ
)
。

だ
が
、
「
流
通
形
態
」
の
ば
あ
い
は
、
「
流
通
」
と
い
う
「
運
動
」
形
態
に
よ
っ
て
、
「
歩
行
形
態
」
に
辛
う
じ
て
「
結
び
つ
く
」
こ
と
が
で
き
た

が
、
「
生
産
の
形
態
」
と
い
う
珍
語
に
つ
い
て
は
、
「
生
産
」
は
、
ど
ん
な
「
運
動
」
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
ロ

さ
ら
に
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
と
第
五
章
に
つ
い
て
の
氏
の
「
理
解
」
の
仕
方
も
、

き
わ
め
て
特
異
な
も
の
で
注
目
に
値
す
る
。

第
一
章
と
第
五
章
に
つ
い
て
の
氏
の
「
理
解
」
す
る
と
こ
ろ
を
、

そ
れ
ぞ
れ
寄
せ
あ
つ
め
て
み
よ
う
。

第
一
章
に
つ
い
て
。

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
)

一一一一一



人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
)

①
「
そ
の
労
働
価
値
説
を
商
骨
の
岳
骨
に
基
い
て
最
初
に
論
じ
・
:
:
:
:
」
。

①
「
第
一
章
商
品
の
最
初
に
、
生
産
物
の
商
品
形
態
が
主
題
た
る
こ
と
を
指
摘
し
、
使
用
価
値
と
価
値
と
が
商
品
の
二
要
因
を
な
す
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
と
直
ち
に
価
値
の
実
体
を
、
商
品
の
生
厳
に
よ
っ
て
そ
の
生
産
に
要
す
る
労
働
と
し
て
説
く
の
で
あ
る
が
、
商
品
の
生
産
過
程
自
身
は
と
こ
で

は
な
お
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い
」
。

③
「
す
で
に
第
一
章
で
商
品
の
生
産
を
説
い
て
い
る
:
・
:
:
:
」
。

①
「
商
品
は
、
資
本
と
異
っ
て
生
産
の
形
態
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
生
産
過
程
な
る
も
の
は
、

態
の
生
産
過
程
と
し
て
説
き
う
る
も
の
で
は
な
い
」
。

一
二
四

一
般
的
な
る
生
産
過
程
を
包
摂
す
る
特
殊
形

第
五
章
に
つ
い
て
。

@
「
資
本
の
出
現
の
後
に
始
め
て
あ
ら
ゆ
る
経
済
の
仕
方
に
共
通
な
労
働
過
程
を
論
じ
て
、
資
本
の
生
産
過
程
を
説
い
て
い
る
:
・
:
:
:
」
。

①
「
第
一
二
篇
に
お
い
て
資
本
の
生
産
過
程
を
説
く
と
き
始
め
て
、
そ
の
篇
の
最
初
に
「
労
働
過
程
」
を
説
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
第
一
卒

で
商
品
の
生
産
を
説
い
て
い
る
た
め
に
、
反
っ
て
こ
の
「
労
働
過
程
」
は
一
掛
郎
む
か
働
忠
世
世
相
r
b
い
ち
か
掛
hr
ト
ム
い
か
じ
ゅ
骨
骨
い
か
わ
い
こ
と

に
な
っ
て
い
る
」
。

ま
ず
①
の
「
そ
の
労
働
価
値
説
を
商
品
の
生
産
に
基
い
て
最
初
に
論
じ
:
:
:
」
と
い
う
氏
の
主
張
は
事
実
に
合
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
?

も
ち
ろ
ん
、
苔
で
あ
る
。
宇
野
氏
は
、
こ
の
「
労
働
価
値
説
」
と
い
う
言
葉
が
お
好
き
な
よ
う
で
あ
る
が
、

一
口
に
「
労
働
価
値
説
」

と

っ
て
も
、

い
ろ
い
ろ
あ
る
こ
と
ぐ
ら
い
、
宇
野
氏
を
の
ぞ
い
て
誰
ひ
と
り
知
ら
ぬ
者
は
な
い
。
ス
ミ
ス
も
「
労
働
価
値
説
」
を
と
る
が
、
し

か
し
、

マ
ル
グ
ス
の
そ
れ
と
は
根
本
的
に
ち
が
っ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
は
第
一
巻
第
一
章
で
「
労
働
価
値
説
」
な
ど
「
最
初
に
論
じ
」
た
り
な

ど
し
て
は
い
な
い
。
か
れ
は
、
商
品
を
分
析
し
て
「
価
値
の
実
体
L

と
「
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
」
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
宇
野
氏
が
「
商
品
の
生
産
に
基
い
て
-
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
注
目
に
値
す
る
。

も
生
産
関
係
と
も
ま
っ
た
く
間
関
係
は
な
い
し
と
い
う
主
張
を
持
論
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
方
が
、
「
~
向
品
の
生
産
に
基
い
て
」
と
書
き
、

「
商
品
は
流
通
形
態
に
す
ざ
ず
、

生
産
過
程
と

お
ま
け



に
、
①
で
は
ご
て
い
ね
い
に
も
「
す
で
に
第
一
章
で
商
品
の
生
産
が
説
か
れ
て
い
る
」

と
お
っ
し
ゃ
る
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、

マ
ル
ク
ス
が
第

一
章
で
説
い
て
い
る
「
商
品
の
生
産
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
「
生
産
」
か
、

そ
れ
が
①
の
自
分
自
身
の
一
言
葉
と
金
い
ち
が
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
氏
は
①
で
は
、

ひ
と
つ
説
明
し
て
み
る
が
い
い
。
ど
う
説
明
し
よ
う
と
も
、

マ
ル
ク
ス
は
「
商
品
の
生
産
に
基
い
て

そ
の
労
働
価
値
説
を
最
初
に
論
じ
」
「
第
一
章
で
商
品
の
生
産
を
論
じ
」

の
商
品
形
態
が
主
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
」
と
一
一
一
一
日
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
の
「
生
産
物
の
商
品
形
態
」
と
い
う
、

て
い
る
の
だ
と
言
い
な
が
ら
、
②
で
は
、

マ
ル
グ
ス
が
「
最
初
に
生
産
物

一
見
マ
ル
ク
ス
的
表
現
を
真
似

た
折
角
の
名
言
も
、

氏
の
得
意
と
す
る
持
論
1

i
「
商
品
と
は
ま
さ
に
流
通
形
態
で
あ
る
」
を
正
確
に
適
用
す
る
と
き
に
は
、
「
生
産
物
の
商
品

と
い
う
流
通
形
態
の
形
態
」
と
い
う
珍
妙
な
言
葉
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
氏
は
、
①
と
①
に
お
い
て
は
「
商
品
の
生
産
」

と
い
い
、
②
で
は
「
商
品
と
い
っ
流
通
形
態
の
形
態
」

i

、、、

〈

3
也

、

w

そ
の
ど
ち
ら
も
第
一
巻
第
一
章
で
マ
ル
ク
ス
に
よ
り
説
か
れ
て
い
る
と
言

う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
は
、

マ
ル
ク
ス
よ
り
当
の
宇
野
氏
の
言
っ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が
は
る
か
に
支
離
滅
裂
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

、りムない。

と
こ
ろ
が
、
も
っ
と
ひ
ど
い
の
は
、
②
の
な
か
の
「
使
用
価
値
と
価
値
と
が
商
品
の
ニ
要
因
を
な
す
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
直
ち
に
価
値
の
実

体
を
商
品
の
生
産
に
よ
っ
て
そ
の
生
産
に
要
す
る
労
働
と
し
て
説
く
の
で
あ
る
」
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。
「
明
ら
か
に
す
る
と
直
ち
に
」
と
い
う
日

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
「
明
ら
か
に
し
た
の
ち
に
、
す
ぐ
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と

本
語
の
正
常
な
意
味
は
、

マ
ル
ク
ス
は
、
実

際
に
、
な
ん
と
説
明
し
て
い
る
か
?
か
れ
は
ま
ず
、
商
品
の
交
換
価
値
を
分
析
し
て
そ
の
奥
に
か
く
さ
れ
た
「
価
値
の
実
体
L

を
明
ら

か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
使
用
価
値
と
価
値
と
が
商
品
の
二
要
因
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実

が
ま
ず
お
こ
な
わ
れ
て
「
そ
れ
か
ら
す
ぐ
あ
と
に
」
と
い
う
こ
と
が
つ
守
つ
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、

と
、
宇
野
氏
の
文
章
と
を
見
く
ら
べ
て
み
る
と
、
宇
野
氏
の
眼
に
は
マ
ル
ク
ス
の
説
明
の
順
序
が
あ
り
の
ま
ま
に
う
つ
る
こ
と
が
で
き

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
)

一
二
五



人
間
的
方
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的
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ず
、
ど
う
し
て
も
逆
さ
ま
に
う
つ
っ
て
し
、
ま
う
と
い
う
こ
と
が
、

は
っ
き
り
わ
か
る
。

こ
れ
で
は
、

近
視
眼
ど
こ
ろ
の
さ
わ
、
ぎ
で
は
な

張
の
う
ち
に
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
主
張
を
平
然
と
か
か
げ
る
よ
う
な
手
合
は
、

労
働
」
を
も
っ
て
「
価
値
の
実
体
」
と
す
る
の
は
「
ス
ミ
ス
の
労
働
価
依
説
」
で
あ
っ
て
、

ぃ
。
ま
さ
し
く
、
強
度
の
斜
視
で
あ
る
。
こ
う
し
た
錯
乱
的
読
み
方
は
、
「
価
値
の
実
体
を
生
産
に
要
す
る
労
働
と
し
て
説
く
」
と
い
う
氏
の
主

つ
ぎ
の
事
実
、

つ
ま
り
、
「
生
産
に
要
す
る

マ
ル
ク
ス
の
そ
れ
と
は
な
ん
ら
か
か
わ
り
が
な
い

と
い
う
こ
と
を
全
然
知
ら
な
い
も
の
だ
、

と
い
う
こ
と
を
天
下
に
表
明
し
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

④
に
お
い
て
、
宇
野
氏
は
「
一
般
的
な
る
生
産
過
程
」
と
い
う
文
字
を
さ
も
意
味
あ
り
げ
に
か
か
げ
、
同
じ
こ
と
を
⑦
で
は
「
あ
ら
ゆ
る
経

済
の
仕
方
に
共
通
な
労
働
過
程
」
と
い
い
、
①
で
は
こ
れ
を
ご
般
的
な
労
働
生
産
過
程
」
と
い
う
例
の
重
複
語
で
表
現
し
て
い
る
。

、J
戸、、、、

ナ
/
A
H
H

つ
あ
ら
ゆ
る
経
済
の
仕
方
に
共
通
な
、

一
般
的
な
労
働
過
程
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
、

き
わ
め
て
簡
単
明
瞭
で
、

通
常
の
思
考
能
力
を
も
っ
た

人
な
ら
ば
誰
に
で
も
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
要
す
る
に
、
人
間
主
体
が
そ
の
労
働
力
を
支
出
し
て
、
労
働
手
段
を

媒
介
と
し
て
労
働
対
象
に
働
き
か
け
、
こ
れ
を
合
目
的
的
に
形
態
変
化
さ
せ
て
必
要
生
産
物
を
つ
く
る
、

と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
お

よ
そ
経
済
理
論
を
真
剣
に
学
び
、
資
本
主
義
社
会
の
運
動
法
則
を
明
ら
か
に
し
た
『
資
本
論
』
の
内
容
を
把
握
し
よ
う
と
心
が
け
る
人

で
、
こ
の
「
一
般
的
な
生
産
過
程
」
と
い
う
一
言
葉
の
基
本
的
な
内
容
を
つ
か
ん
で
い
な
い
よ
う
な
も
の
が
、

ひ
と
り
で
も
い
る
だ
ろ
う
か
?

も
ち
ろ
ん
、

マ
ル
ク
ス
も
、
こ
れ
ぐ
ら
い
の
「
滋
識
」
を
も
っ
た
読
者
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

「
生
産
」

と
か
「
生
産
過

程
」
と
い
う
文
字
を
み
て
す
ぐ
こ
れ
だ
け
の
こ
と
が
考
え
つ
か
な
い
よ
う
な
、

は
、
全
然
念
現
に
お
い
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
宇
野
氏
自
身
も
、

働
価
値
説
を
論
じ
」
(
①
)
と
か
、
「
価
値
の
実
体
を
、
商
品
の
生
;
廷
に
よ
っ
て
そ
の
生
産
に
要
す
る
労
働
と
し
て
説
く
一
(
②
)

章
で
商
品
の
生
産
を
説
い
て
い
る
」
(
③
と
⑤
)
と
か
、
書
き
た
て
、

と
こ
ろ
で
、

錯
乱
し
た
俗
物
的
観
念
に
と
り
つ
か
れ
た
よ
う
な
手
合

マ
ル
ク
ス
が
「
最
初
に
商
品
の
生
曜
に
も
と
づ
い
て
労

と
か
、
「
す
で
に
第
一

マ
ル
ク
ス
が
第
一
章
で
「
商
品
の
生
産
を
説
い
て
い
る
」
の
だ
と
力
説
強



調
し
て
い
る
。
だ
が
、
い
っ
た
い
、
「
商
品
の
生
産
の
説
明
」
と
い
う
文
句
は
ど
う
い
う
意
味
か
?

物
の
生
産
の
説
明
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
?

そ
れ
は
、
「
商
品
」
と
い
う
労
働
生
産

つ
ま
り
、

そ
れ
は
、
人
間
主
体
が
そ
の
人
間
的
労
働
力
の
支
出
n
流
動
に
よ
っ
て
労
働

手
段
を
媒
介
と
し
て
労
働
対
象
を
労
働
生
産
物
H

商
品
に
形
態
変
化
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
商
品
の
生
産
の
説
明
」
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
か
。
こ
う
し
た
自
分
自
身
の
力
説
強
調
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宇
野
氏
は
、
「
一
般
的
な
生
産
過
程
」
1
「
あ
ら
ゆ
る
経
済
の
仕
方
に
共
通
な
労

働
過
程
」
は
第
一
章
で
は
説
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
第
五
章
で
は
じ
め
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
ま
さ
に
「
方
法
的
に
」
問

題
で
あ
る
と
し
て
、

マ
ル
ク
ス
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
宇
野
氏
の
論
法
な
る
も
の
を
客
観
的
に
み
る
と
、

こ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、

氏
は
、

ま
ず
マ
ル
ク
ス
が
「
第
一
章
で
商
品
の
生
産
を
説
い
て
い
る
」
と
い
う
氏
自
身
の
文
章
の
意

味
が
全
然
わ
け
わ
か
ら
ず
、

た
だ
語
自
の
調
子
で
こ
の
文
章
を
な
ら
べ
た
て
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
ま
た
、
「
一
般
的
な

生
産
過
程
」
と
か
、
「
あ
ら
ゆ
る
経
済
の
仕
方
に
共
通
な
労
働
過
程
し
と
か
い
う
文
句
の
簡
単
な
意
味
は
お
よ
そ
健
全
な
常
識
の
持
主
に
は
よ
|

く
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
、

氏
は
そ
の
腹
の
中
で
正
常
な
思
考
能
力
を
そ
な
え
た

『
資
本

論
』
読
者
の
理
解
能
力
を
ま
っ
た
く
ば
か
に
し
見
く
び
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、

」
れ
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
盲
芦

に
自
分
で
考
え
よ
う
と
す
る
読
者
に
た
い
し
て
終
始
誠
実
で
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
う
し
た
読
者
の
理
解
能
力
に
全
幅
の
信
頼
を
お
い

マ
ル
ク
ス
は
、
第
一
章
第
一
節
で
は
こ
と
さ
ら
「
商
品
の
生
産
過
程
」
の
説
明
を
お

(
幻
)

く
こ
と
な
ど
す
こ
し
も
必
要
だ
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、

(
釘
)
天
才
マ
ル
ク
ス
が
推
蔽
に
推
敵
を
か
さ
ね
て
つ
く
り
あ
げ
た
『
資
本
論
』
第
二
版
の
冒
頭
の
叙
述
に
つ
い
て
、
そ
の
圧
縮
さ
れ
た
文
章
の
な
か

に
盛
ら
れ
て
い
る
豊
富
な
内
容
を
、
そ
の
十
分
な
深
さ
と
広
が
り
に
お
い
て
た
だ
し
く
と
ら
え
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
と

こ
ろ
が
形
式
論
理
的
思
考
力
に
す
ら
欠
け
て
い
る
俗
物
に
と
っ
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
自
分
の
尺
度
で
し
か
物
事
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
〉

一
二
七



人
間
的
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)

一
二
八

ゎ、
h

ず
、
マ
ル
ク
ス
の
簡
潔
な
文
章
の
な
か
に
あ
ら
を
見
つ
け
る
こ
と
に
け
ん
め
い
の
努
力
を
は
ら
う
こ
と
が
唯
一
最
大
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
第
一
章
第
一
節
に
お
い
て
「
商
品
の
生
産
過
程
」
を
説
い
て
い
な
い
の
は
問
題
で
あ
る
、
な
ど
と
い
っ

た
、
ま
さ
に
「
自
己
暴
露
的
」
や
っ
つ
け
を
得
々
と
並
べ
た
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
も
し
そ
の
論
者
が
「
生
産
」
と
い
う
言
葉
を
た
だ
し
く
と
ら
え
て
こ
れ
に
重
点
を
お
き
つ
つ
マ
ル
ク
ス
の
第
一
章
第
一
節
の
内
容

を
、
マ
ル
ク
ス
の
考
え
方
に
則
し
て
読
み
と
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
そ
の
頭
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
が
当
然
に
浮
び
あ
が
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
い
や
、
よ
り
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
問
題
を
は
っ
き
り
意
識
し
て
こ
れ
に
た
い
す
る
答
え
を
自
分
自
身
で
用
意
す
る
ま
で
に
な
っ
て

い
な
い
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
文
章
の
豊
富
な
内
容
全
体
は
ま
だ
十
分
た
だ
し
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。
で
は
、
そ
の
問
題

と
は
な
に
か
?

い
う
ま
で
も
な
く
、
「
生
産
」
に
お
い
て
は
、
人
間
的
労
働
力
の
支
出
u
流
動
、
い
い
か
え
れ
ば
、
人
間
主
体
の
活
動
と
し
て
の
労
働
が
そ
の
基

本
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
主
体
の
活
動
だ
け
で
は
、
な
に
も
生
産
さ
れ
え
な
い
。
必
要
生
産
物
を
生
産
す
る
た
め
に
は
、
人
間
の
主
体
的

活
動
の
ほ
か
に
、
労
働
対
象
と
労
働
手
段
と
が
、
つ
ま
り
生
産
手
段
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
産
は
、
つ
ね
に
、
人
間
的
労
働
と
生
産
手
段
と
の

「
結
合
」
で
あ
り
、
生
産
物
は
、
人
間
的
労
働
に
よ
っ
て
形
態
変
化
さ
せ
ら
れ
た
労
働
対
象
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、
労
働
対
象
お

よ
び
労
働
手
段
に
つ
い
て
み
る
と
き
、
そ
れ
ら
が
人
間
の
手
を
へ
る
こ
と
な
し
に
自
然
の
ま
ま
で
す
ぐ
さ
ま
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
役
立
て
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
未
開
の
社
会
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
発
達
し
た
「
文
明
社
会
」
に
あ
っ
て
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
こ
と
に
商
品
生
産
が
高
度
の

発
展
を
と
げ
た
資
本
主
義
社
会
で
は
、
そ
う
い
う
も
の
は
、
ー
l
i原
始
刊
採
取
産
業
に
お
け
る
労
働
対
象
を
の
ぞ
け
ば
ー
ー
ー
ほ
と
ん
ど
例
外
と
い
っ

て
よ
い
。
こ
の
資
本
主
義
社
会
で
は
、
生
産
手
段
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
人
間
の
手
を
へ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
「
価
値
」
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
社
会
を
支
え
る
必
要
生
産
物
H

商
品
は
、
す
べ
て
人
間
的
労
働
と
生
産
手
段
と
の
い
わ
ば
「
結
合
」
に
よ
っ

て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
わ
自
身
の
な
か
に
二
つ
の
、
起
源
を
異
に
す
る
価
値
を
ふ
く
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
表
現
を
か
え

て
い
え
ば
、
こ
の
社
会
の
す
べ
て
の
必
要
生
産
物
u
商
品
の
価
値
は
、
二
つ
の
、
そ
の
起
源
を
異
に
す
る
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
。
も
っ
と
詳
し
く
い
う
な
ら
ば
、
労
働
生
産
物
n
商
品
の
価
値
は
、
か
な
ら
ず
、
そ
の
労
働
生
産
物
を
生
産
す
る
た
め
に
投
下
さ
れ
た

人
聞
の
主
体
的
活
動
、
い
い
か
え
れ
ば
生
き
た
人
間
的
労
働
が
生
産
物
に
対
象
化
し
た
も
の
と
し
て
の
価
値
部
分
と
、
そ
の
生
産
が
は
じ
ま
る
以
前

に
す
で
に
生
産
手
段
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
価
値
、
い
い
か
え
れ
ば
そ
れ
ら
の
生
産
手
段
の
う
ち
に
対
象
化
し
て
い
る
過
去
の
人
間
的
労
働
に
よ
る
既

存
の
価
値
が
労
働
対
象
の
形
態
変
化
に
よ
っ
て
労
働
生
産
物
の
う
ち
に
移
っ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
価
値
部
分
と
の
、
二
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
も



の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
づ
め
て
い
う
な
ら
ば
、
労
働
生
産
物
u
商
品
の
価
値
は
、
生
産
手
段
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
過
卦
か
人
間
的
労

働
に
よ
る
古
い
価
値
と
、
生
き
た
人
間
的
労
働
に
よ
る
新
し
い
価
値
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
は
、

第
一
章
第
一
節
に
お
い
て
「
価
値
の
実
体
」
と
「
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
」
と
を
論
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
「
生
産
一
の
基
本

的
内
容
を
、
つ
ま
り
、
生
産
と
は
人
間
的
労
働
プ
ラ
ス
生
産
手
段
で
あ
っ
て
、
労
働
生
産
物
H

商
品
の
価
値
は
つ
ね
に
二
つ
の
異
な
っ
た
性
質
の
価

値
か
ら
成
っ
て
い
る
と
い
う
自
明
の
真
理
を
、
そ
の
念
頭
に
お
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
？
も
ち
ろ
ん
、
念
頭
に
お
い
て
い
な
か
っ
た
、
な
ど
と
い

う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
明
確
に
考
慮
に
入
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
肝
腎
の
「
価
値
の
実
体
」
と
「
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
」
の
論
究

に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
の
な
か
か
ら
生
産
手
段
の
意
義
に
つ
い
て
の
説
明
が
脱
け
、
生
産
手
段
の
「
価
値
」
が
「
捨
象
」
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
は
、
な
ぜ
で
あ
る
か
？

た
と
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
、
「
価
値
の
実
体
」
の
解
明
に
あ
た
っ
て
、
交
換
価
値
を
分
析
し
、
「
交
換
価
値
と
し
て
は
、
諸
商
品
は
た
だ
い
ろ
い
ろ

に
ち
が
っ
た
量
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
分
子
の
使
用
価
値
を
も
ふ
く
ん
で
は
い
な
い
」
と
述
べ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
そ
こ
で
商
品
体
の
使
用
価
値
を
見
な
い
こ
と
に
す
れ
ば
、
商
品
体
に
残
る
も
の
は
、
も
は
や
た
だ
の
労
働
生
産
物
と
い
う
属
性
だ
け
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
労
働
生
産
物
も
、
わ
れ
わ
れ
の
気
が
つ
か
な
い
、
っ
ち
に
す
で
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
労
働
生
産
物
の
使
用
価
値
を
捨
象
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
を
使
用
価
値
に
し
て
い
る
物
体
的
な
諸
成
分
や
諸
形
態
を
も
捨
象
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
机
や
家
や
糸
や
そ
の
他
の
有
用
物
で

は
な
い
。
労
働
生
産
物
の
感
覚
的
性
状
は
す
べ
て
消
し
去
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
も
は
や
指
物
労
働
や
建
築
労
働
や
紡
績
労
働
や
そ
の
他
の

一
定
の
生
産
向
労
働
の
生
産
物
で
も
な
い
。
労
働
生
産
初
の
有
周
性
と
い
っ
し
ょ
に
、
労
働
生
産
物
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
労
働
の
有
用
性
が
消
え
去

り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
れ
ら
の
労
働
の
い
ろ
い
ろ
な
具
体
的
形
態
も
消
え
去
り
、
こ
れ
ら
の
労
働
は
も
は
や
互
い
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
す

べ
て
こ
と
ご
と
く
同
じ
人
間
的
労
働
に
、
抽
象
的
・
人
間
的
労
働
に
、
還
元
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
前
出
、
四
二
ペ
ー
ジ
、
ゴ
シ
ッ
ク
体

i
山

本）。
「
指
物
労
働
」
、
「
建
築
労
働
」
お
よ
び
「
紡
績
労
働
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
文
字
が
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

「
労
働
」
は
、
生
産
の
最
終
段
階
に
お
け
る
労
働
、
い
わ
ば
生
さ
た
労
働
だ
け
で
あ
っ
て
、
労
働
対
象
や
労
働
手
段
に
ふ
く
ま
れ
た
過
去
の
労
働
、

た
と
え
ば
材
木
を
生
産
す
る
た
め
の
製
材
労
働
と
か
綿
花
を
生
産
す
る
た
め
の
栽
培
労
働
な
ど
は
、
す
っ
か
り
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
過

去
の
労
働
、
死
ん
だ
労
働
の
「
捨
象
」
は
、
「
価
値
の
大
さ
の
規
定
」
の
説
明
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
い
ち
じ
る
し
い
も
の
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
一
商
品
の
生
産
に
お
い
て
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
L

と
い
う
場
合
の
「
生
産
」
が
、
最
終
段
階
に
お
け
る
「
生
産
」
を
指
す
こ

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
（
八
）

二一九
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O

と
は
、
「
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
蒸
気
織
機
が
採
用
さ
れ
て
か
ら
は
、
一
定
量
の
糸
を
織
物
に
す
る
た
め
に
は
お
そ
ら
く
以
前
の
半
分
の
労
働
で

足
り
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
、
7
マ
ル
ク
ス
自
身
の
文
章
が
明
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
原
料
の
糸
な
ど
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
過
去
の

労
働
が
「
捨
象
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
誰
の
自
に
も
明
ら
か
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
原
料
の
糸
の
「
価
値
」
は
伺
じ
だ
と
し
て
も
、

厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、
蒸
気
織
機
と
手
織
機
と
で
は
、
そ
れ
ら
か
ら
生
産
物
目
綿
織
物
に
移
転
日
保
存
さ
れ
る
「
価
値
」
部
分
は
明
白
に
ち
が
っ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
価
値
部
分
も
こ
と
ご
と
く
「
捨
象
」
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
、
こ
の
場
合
、
生
産
手
段
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
過
去
の
労
働
が
「
捨
象
」
さ
れ
て
い
る
の
か
?
な
、
ぜ
、
そ
れ
は
、
「
捨
象
」

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
?
ー
ー
ー
こ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
に
問
題
な
の
で
あ
る

Q

マ
ル
ク
ス
の
う
ち
た
て
た
科
学
的
な
価
値
概
念
を
正
確
に
把

握
す
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
、
マ
ル
ク
ス
の
か
か
げ
て
い
る
説
明
の
文
章
の
共
に
、
こ
れ
ら
の
説
明
と
な
ら
ん
で
は
っ
き
り
と
認
識
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
の
答
え
を
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
言
葉
に
お
さ
か
え
て
明
示
す
る

と
い
う
課
題
が
こ
こ
に
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
日
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
に
た
い
す
る
解
答
は
、
ど
の
よ
う

に
し
て
ひ
き
だ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
?

右
の
問
題
に
た
い
す
る
解
答
の
手
が
か
り
は
、
問
題
そ
の
も
の
を
は
っ
き
り
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
そ
の
も
の
の
う
ち
に
同
時
に
あ
た

え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
価
値
の
実
体
」
と
「
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
」
の
究
明
に
あ
た
っ
て
生
差
手
段
の
一
価
値
一
が
「
捨

象
」
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
過
去
の
労
働
を
、
冗
ん
だ
労
働
を
あ
ら
わ
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
σ

一
価
値
の
実
体
一
を
な
す

労
働
は
、
人
間
的
労
働
力
の
支
出
H

流
動
そ
の
も
の
で
あ
り
、
現
実
の
、
生
き
と
芳
一
，
働
そ
の
も
の
で
あ
る
。
過
去
の
労
働
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

人
間
的
労
働
力
の
支
出
H

流
動
が
終
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
人
聞
の
主
体
的
治
動
で
あ
る
労
働
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
は

す
で
に
生
産
物
に
対
象
化
し
わ
え
て
い
る
労
働
で
あ
り
、
い
わ
ば
死
ん
だ
労
働
と
し
て
、
生
産
物
H

商
品
の
「
価
値
」
に
な
り
お
え
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
す
で
に
「
価
値
」
と
な
り
お
え
て
い
る
も
の
が
ふ
た
た
び
「
価
値
の
実
体
L

と
成
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ

る
。
過
去
の
労
働
は
、
過
去
に
お
け
る
一
生
き
た
労
働
で
あ
り
、
過
去
に
お
い
て
「
価
値
の
実
体
」
と
成
っ
た
も
の
で
め
っ
て
、
そ
う
い
、
コ
も
の

と
し
て
現
実
に
生
産
手
段
に
対
象
化
n
物
化
し
て
そ
の
「
価
値
」
に
成
り
お
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
価
値
の
実
体
」
と
し
て
の
生
き

た
人
間
的
労
働
を
と
ら
え
る
に
は
、
こ
の
過
去
の
「
生
き
と
人
間
的
労
働
」
を
「
捨
象
」
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
「
捨
象
」
す
る
こ
と
が

可
能
で
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
生
産
手
段
の
「
捨
象
」
は
、
こ
の
怠
味
に
お
い
て
き
わ
め
て
正
し
い
論
理
的
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

右
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
「
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
」
の
究
明
の
場
合
に
つ
い
て
も
め
て
は
ま
る
。
労
働
安
産
物
目
時
間
品
の
「
価
値
」
の
な
か



に
は
、
実
際
に
は
生
産
手
段
か
ら
移
転
し
て
き
た
一
価
値
」
部
分
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
の
移
転
「
価
値
」
部
分
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

そ
れ
は
人
間
的
労
働
が
は
じ
ま
る
以
前
に
す
で
に
あ
る
一
定
の
大
き
さ
の
「
価
値
」
と
し
て
生
産
手
段
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
生
産
手
段
か
、
勺
労
働
生
産
物
!
商
品
の
う
ち
に
移
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
も
の
が
、
た
ん
に

姿
を
か
え
て
再
現
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
肝
腎
の
問
題
は
、
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
労
働
生
産
物
n

商
品
の
う
ち
に
つ
く
り
だ
さ

れ
た
「
価
値
一
の
大
き
さ
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
す
で
に
あ
る
一
定
の
大

き
さ
を
規
定
さ
れ
た
価
値
が
生
産
手
段
の
っ
ち
に
在
る
こ
と
を
前
提
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
一
定
の
大
き
さ
の
「
価
値
」
が
そ

の
ま
ま
労
働
生
産
物
u
商
品
の
う
ち
の
「
価
値
」
部
分
と
し
て
お
さ
ま
る
と
い
う
こ
と
も
、
前
提
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
生
産
手

段
か
ら
の
移
転
「
価
値
」
部
分
は
、
た
ん
に
そ
の
ま
ま
大
き
さ
を
変
え
ず
に
生
産
物
に
再
現
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
一
方
に
お

け
る
「
人
間
的
労
働
プ
ラ
ス
生
産
手
段
」
と
他
方
に
お
け
る
「
労
働
生
産
物
u
商
品
の
価
値
」
を
つ
き
あ
わ
せ
て
、
後
者
の
「
価
値
」
の
大
き
さ
の

規
定
を
つ
き
と
め
る
た
め
に
は
、
両
者
に
共
通
な
、
す
で
に
大
き
さ
を
規
定
さ
れ
た
生
産
手
段
の
一
価
値
」
と
移
転
一
価
値
」
部
分
と
を
、
両
者
か

ら
「
消
去
」
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
が
、
一
価
値
」
の
大
き
さ
の
規
定
を
つ
き
と
め
る
た
め
の
唯
一
・
可
能
な
正
し
い

方
法
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
生
産
手
段
の
「
価
値
」
と
移
転
「
価
値
」
部
分
と
を
「
消
去
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
「
人
間
的
労
働
一

と
労
働
生
産
物
n

商
品
の
「
価
値
」
と
を
直
接
つ
き
あ
わ
す
こ
と
が
で
き
、
「
価
値
」
の
大
き
さ
を
「
人
間
的
労
働
の
量
」
に
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と

が
で
き
、
こ
う
し
て
、
は
じ
め
て
、
「
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
」
が
明
確
に
つ
き
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
「
価
値
の
大
き

さ
の
規
定
」
が
明
確
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
今
度
は
、
さ
き
に
「
捨
象
」
さ
れ
た
生
産
手
段
の
「
価
値
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
、
そ
の
大
き
さ
を
ど

め
よ
う
に
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
「
価
値
の
実
体
」
と
「
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
」
の
究
明
に
あ
た
っ
て
は
、
生
産
手
段
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
「
価
値
」

U

「
過
去
の
、
死
ん
だ
労
働
」
を
一
捨
象
」
す
る
こ
と
が
、
論
理
的
に
み
て
唯
一
の
正
し
い
方
法
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
捨
象
」
な
し
に
は
、

右
の
二
つ
の
基
本
的
な
事
柄
に
つ
い
て
の
究
明
は
、
一
歩
も
進
め
ら
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し

た
正
し
い
論
理
的
方
法
を
駆
使
し
て
主
題
の
論
究
を
す
す
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
当
然
の
論
理
的
方
法
は
お
よ
そ
科
学
的
論
究
に
お
い

て
は
つ
ね
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
く
ど
く
ど
し
く
こ
と
わ
る
ま
で
の
こ
と
は
な
い
と
考

え
、
「
生
産
手
段
の
捨
象
」
な
る
も
の
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
マ
ル
ク
ス
と
し
て
は
、
一
世
紀
以
上
も
た
つ
て
か

ら
、
「
一
様
に
金
何
円
と
い
う
価
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
同
質
性
」
な
と
と
い
う
ま
が
い
も
の
を
ひ
け
ら
か
し
て
、
「
こ
れ
こ
そ
マ
ル
ク
ス
の
価

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
)

一一
一



人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
)

一一一一一

値
」
だ
と
吹
聴
し
て
ま
わ
る
よ
、
7
な
「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
L

と
そ
の
亜
流
ど
も
が
族
生
し
よ
う
な
ど
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
夢
に
も
お
も
わ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
価
値
の
実
体
」
と
「
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
」
の
論
究
に
あ
た
っ
て
生
産
手
段
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
「
価
値
」

u

「
過
去
の

労
働
」
が
「
捨
象
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
根
拠
と
し
て
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
「
唯
一
の
正
し
い
論
理
的
方
法
」
と
い
う
こ

と
だ
け
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
い
ま
ひ
と
つ
、
ぜ
ひ
と
も
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
第
一
節
に
お

け
る
考
察
の
対
象
の
限
定
、
い
い
か
え
れ
ば
、
『
資
本
論
』
全
体
を
通
じ
て
の
理
論
展
開
に
お
け
る
第
一
章
第
一
節
の
「
位
置
」
の
規
定
で
あ
る
。
こ

の
第
一
章
で
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
「
商
品
」
は
、
な
る
ぽ
ど
資
本
主
義
社
会
の
商
品
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
資
本
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
剰
余

価
値
を
ふ
く
む
も
の
と
し
て
の
商
品
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
坦
論
展
開
の
最
初

ιと
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
商
品
と
し
て
、
「
資
本
に
よ

っ
て
生
産
さ
れ
た
」
と
い
う
規
定
を
捨
象
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
商
品
と
し
て
、
考
察
さ
れ
て
い
る
。
別
の
扇
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
「
商
品
」

と
い
う
形
態
規
定
が
示
し
て
い
る
社
会
的
生
産
関
係
は
、
資
本
主
義
的
私
的
所
有
か
ら
つ
資
本
主
義
的
」
と
い
う
規
定
を
捨
象
さ
れ
た
私
的
所
有
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
第
一
章
に
お
け
る
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
私
的
所
有
は
、
た
ん
な
ろ
私
的
所
有
、
も
し
く
は
私
的
所
有
一
般
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
資
本
主
義
的
」
と
い
う
規
定
を
捨
象
さ
れ
た
私
的
所
有
を
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
資
本
家
と
賃
銀
労
働
者
と
の
対
立

関
係
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
私
的
所
有
者
は
私
的
生
産
者
で
あ
る
と
同
時
に
労
働
力
の
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
生
産
手
段
の
所
有
者
は
同
時
に
牛
一
産
手
段
を
自
分
の
労
働
に
よ
っ
で
つ
く
り
だ
し
た
私
的
竺
崖
者
自
身
で

あ
り
、
か
く
し
て
、
生
産
手
段
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
「
過
去
の
労
働
」
も
労
働
生
産
物
H

商
品
を
つ
く
り
だ
す
「
生
き
た
労
働
」
も
、
と
も

に
同
じ
私
的
生
産
者
自
身
の
人
間
的
労
働
力
の
支
出
N

流
動
で
あ
り
、
同
じ
労
働
力
の
担
い
手
の
活
動
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ
労
働
力
の
担
い

手
の
労
働
に
つ
い
て
、
生
産
手
段
と
労
働
生
産
物
と
の
両
者
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
同
じ
「
過
去
の
労
働
」
の
対
象
化
し
た
も
の
を
「
消
去
」

す
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
み
て
正
し
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
生
き
た
労
働
」
と
労
働
生
産
物
H

商
品
の
「
価
値
」

と
が
た
だ
し
く
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
商
品
生
産
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
私
的
生
産
者
が
分
解
を
と
げ
、
私
的
所
有
者
日
資
本
家
と

無
所
有
者
u

賃
銀
労
働
者
と
の
階
級
対
立
関
係
の
も
と
で
の
資
本
主
義
的
商
品
生
産
に
お
い
て
は
、
生
産
手
段
は
資
本
家
の
も
の
と
し
て
労
働
者
に

対
立
し
、
む
し
ろ
賃
銀
労
働
者
の
「
生
き
た
労
働
」
を
吸
取
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
生
産
手
段
お
よ
び
生
産
手
段
の
「
価

値
」
を
「
拾
象
」
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
ぞ
う
い
う
「
捨
象
」
は
資
本
主
義
的
生
産
の
本
質
を
比
誤
ま
ら
し
め
る
も
の
と
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
。
こ
う
し
た
、
資
本
主
義
的
生
産
に
お
け
る
生
産
手
段
の
決
定
的
な
意
義
と
役
割
を
考
慮
に
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
生
産



手
段
が
理
論
的
展
開
の
ど
こ
に
お
い
て
正
当
に
と
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
、
明
瞭
に
把
握
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
題
に
も
ど
っ
て
、
「
商
品
に
よ
る
商
品
の
生
産
過
程
」
と
い
う
文
句
を
と
り
あ
げ
、

そ
れ
が
ど
う
い
う
内
容
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
る
か
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
文
句
の
は
じ
め
に
出
て
く
る
「
商
品
に
よ
る
」
と
い
う
言
葉
の
「
商
品
」
に
つ
い
て
は
、

こ
の
文
句
の
発
明
家
、
宇
野
氏
は
「
労
働
力
」
と
い
う
商
品
を
そ
の
な
か
に
い
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
端
的
に
い
え
ば
、

宇
野
氏
は
、
こ
の
文
句
の
最
初
の
「
商
品
」
と
し
て
は
も
っ
ぱ
ら
「
労
働
力
」

n
商
品
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
、

と
い
っ
た
ほ
う
が
当
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
右
の
文
句
の
最
初
の
「
商
品
」
の
か
わ
り
に
「
労
働
力
」

H

商
品
と
い
う
言
葉
を
入
れ
て
み
れ
ば
、
「
『
労
働
力
』

1
商
品

に
よ
る
商
品
の
生
産
過
程
」
と
い
う
文
句
が
得
ら
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、

」
の
「
『
労
働
力
』
1
商
品
に
よ
る
商
品
の
生
産
過
程
」
と
い
う
文

句
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
「
生
産
過
程
」
な
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
資
本
に
よ
る
商
品
の
生
産
過
程
」
で
あ
る
か
ら
、
そ

、HMg

れ
は
資
本
の
総
運
動
過
程
ー
ー
の
〈
:
(
舟
冊
臨
調
)
・
司
、
ー
の
「
ー
ー
の
一
部
分
を
成
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
右
の
総
運
動
過
程

/〉}内

の
う
ち
の
最
初
の
の

F

H

H

お

よ

び

の

〉
W

は
、
商
品
で
あ
る
生
産
手
段
と
労
働
力
と
の
資
本
に
よ
る
購
買
を
示
し
、
そ
の
最
後
の

巧、
1
1
1
1
1

の
、
は
生
産
物
日
商
品
の
販
売
を
示
し
、

こ
れ
ら
両
者
は
と
も
に
資
本
の
総
運
動
過
程
の
な
か
で
の
流
通
過
程
を
成
し
て
い
る
。
そ

こ
で
、
問
題
の
「
生
産
過
程
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
句
B
と
〉
W

と
は
、
は
た
し
て
商
品
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
な
っ
て

H
U
H
H
H

と
〉
}
内
と
は
、
そ
れ
自
身
価
値
を
も
っ
商
品
と
し
て
「
生
産
過
程
」
に
は
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
?

い
る
で
あ
ろ
う
か
?

問
題

を
こ
の
よ
う
に
明
確
な
形
で
提
起
し
さ
え
す
れ
ば
、
こ
れ
に
た
い
す
る
答
え
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
「
生
産
過
程
」
に
お
い
て
は

生
産
手
段
も
労
働
力
も
、
と
も
に
生
産
要
素
と
し
て
の
形
態
に
お
い
て
の
み
、
生
産
要
素
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
生
産
事
因

は
、
資
本
家
に
よ
っ
て
購
買
さ
れ
る
ま
で
は
り
っ
ぱ
に
商
品
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
購
買
過
程
が
す
ん
で
そ
れ
ら
が
資
本
家
の
も
と
で

「
生
産
過
程
」
に
ひ
き
い
れ
ら
れ
た
瞬
間
か
ら
、
そ
れ
ら
は
商
品
と
い
う
形
態
を
き
っ
ぱ
り
と
脱
ぎ
す
て
て
、
た
ん
な
る
生
産
要
素
と
し

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
)
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て
σコ
形、
態、 R

し簡
か的
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ち働
えの
た経
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f官 一司
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てコ
ま
り

四

に
入
る
や
い
な
や
、
生
産
手
段
も
労
働
力
も
も
は
や
商
品
で
は
な

く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
に
、
「
商
品
に
よ
っ
て
商
品
が
生
産
さ
れ
る
生
産
過
程
」
と
い
う
文
句
そ
の
も
の
が
、
ま
っ
た
く
の
た
わ

D
U
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
形
貯
に
つ
い
て
完
全
に
錯
乱
し
た
と
ら
え
方
し
か
で
き
な
い
と
い
う
、
論
者
の
「
性

「
生
産
過
程
」

格
規
定
」
を
実
証
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
第
二
に
、
こ
の
「
生
産
過
程
に
お
い
て
も
生
産
要
素
が
商
品
形
態
を
と
っ
て
い
る
」
と
い
う
文
句
そ

の
も
の
は
、
同
じ
宇
野
氏
の
も
っ
と
も
得
意
と
す
る
「
商
品
形
態
は
、
生
産
過
程
と
も
生
産
関
係
と
も
関
係
の
な
い
、
た
ん
な
る
流
通
形
態
に
す
ぎ

な
い
」
と
い
う
メ
イ
文
句
と
直
接
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
商
品
と
い
う
形
態
は
流
通
形
態
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
っ
て
い
な
が
ら
、
「
流
遅
過

程
」
を
離
れ
て
「
生
産
過
程
」
に
は
い
っ
て
い
て
も
な
お
か
つ
生
産
要
素
は
「
商
品
」
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
と
、

な
ぜ
二
一
一
ロ
え
る
の
か
?

「
生
産
過
程
」
に
は
い
る
や
い
な
や
そ
れ
ら
は
完
全
か
つ
徹
底
的
に
「
商
品
形
態
」
を
脱
ざ
す
て
て
し
ま
う
こ
と
、

も
し
い
さ
さ
か
で
も

「
商
品
形
態
」
を
帯
び
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
け
っ
し
て
生
産
要
素
と
し
て
生
産
過
程
で
機
能
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の

だ
と
い
う
こ
と
、

l
i
i
こ
れ
以
上
に
明
白
な
こ
と
が
、

ほ
か
に
あ
る
だ
ろ
う
か
?

「
商
品
に
よ
っ
て
商
品
が
生
産
さ
れ
る
過
程
」
な
ど
と
い
う
、

、
、
、
、
、
、
、

一
見
も
っ
と
も
ら
し
く
聞
え
る
た
わ
ご
と
に
い
か
れ
て
し
ま
っ
た
俗
物
は
、

こ
こ
ろ
み
に
つ
ぎ
の
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
が
い
い
。

い
ま
、
生
産
要
素
と
し
て
の
綿
糸
と
手
織
機
と
を
商
品
と
し
て
購
入
し
、
一
一
履
い

い
れ
た
手
工
的
労
働
者
を
つ
か
つ
て
綿
織
物
日
商
品
を
生
産
す
る
資
本
家
的
工
場
主
と
、
自
家
労
働
に
よ
っ
て
つ
く
っ
た
綿
糸
と
手
織
機

と
を
も
っ
て
同
じ
綿
織
物
n
商
品
を
生
産
す
る
独
立
手
工
業
者
と
が
い
る
と
し
よ
う
。

つ
い
で
な
が
ら
、
こ
れ
は
で
ま
か
せ
の
仮
定
で
は

な
く
、

l
l本
論
稿
の
注
(
却
)
を
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、

1
1
i歴
史
的
に
も
厳
存
し
た
事
実
で
あ
り
、

ま
た
理
論
的
に
も
り
っ
ぱ
に

根
拠
の
あ
る
設
例
で
あ
る
。
後
者
、
つ
ま
り
独
立
手
工
業
者
の
場
合
、
綿
糸
も
手
織
機
も
商
品
と
し
て
購
入
し
た
も
の
で
は
な
く
、
労
働
力

も
、
も
ち
ろ
ん
自
己
労
働
力
で
あ
っ
て
商
品
で
は
な
い
。
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
資
本
家
的
工
場
主
の
場
合
に
は
、
生
産
諸
要
素
、

HMB
も



k
r
w

も
、
す
べ
て
商
品
と
し
て
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
両
者
と
も
っ
生
産
過
程
」
に
入
っ
た
と
き
に
、
両
者
の
も
ち
い
る
生

産
要
素
の
あ
い
だ
に
、

い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
ち
が
い
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
?

資
本
家
的
工
場
主
の
も
と
で
は
「
生
産
過
程
」
に
入
っ

形
態
を
と
ら
な
い
、

た
生
産
手
段
と
労
働
力
と
は
い
ぜ
ん
と
し
て
「
商
品
」
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
が
、
独
立
手
工
業
者
の
も
と
で
は
、
そ
れ
ら
は
「
商
品
」
の

た
だ
の
生
産
要
素
で
あ
る
、
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
日

と
こ
ろ
で
、
「
商
品
に
よ
る
商
品
の
生
産
過
程
」
と
い
う
メ
イ
文
句
が
ひ
ね
り
だ
さ
れ
た
わ
け
は
、
「
商
品
に
よ
る
商
品
の
生
産
過
程
一
で
あ
る

と
こ
ろ
の
「
資
本
の
生
産
過
程
」
に
お
い
て
の
み
、
「
価
値
の
実
体
」
が

一
論
証
」

さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
、
例
の
持
論
を
一
合
理
化
」
す

る
こ
と
が
そ
の
狙
い
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
資
本
の
生
産
過
程
」
に
お
い
て
は
た
し
て
「
価
値
の
実
体
」
が
「
論
証
」
さ
れ
う

る
か
ど
う
か
、
右
の
設
例
の
、
っ
ち
の
、
資
本
家
的
工
場
主
の
場
合
に
つ
い
て
筒
、
単
に
吟
味
し
て
み
よ
う
。
綿
布
一

O
ヤ

i
ル
の
生
産
に
必

安
な
綿
糸
の
価
格
を
た
と
え
ば

a
円
と
し
、
耐
用
年
数
一

O
年
の
手
織
機
の
同
じ
単
位
生
産
物
当
り
必
要
な
手
織
機
償
却
費
を

b
円
と

し
、
同
じ
単
位
生
産
物
の
生
産
に
必
要
な
投
下
労
働
時
間
を
五
時
間
と
し
よ
う
。
「
労
働
過
程
」
と
「
生
産
過
程
」
と
が
ま
っ
た
く
同
じ
だ

と
し
て
、

さ
て
、
こ
の
資
本
家
の
も
と
で
手
工
的
労
働
者
に
よ
る
「
労
働
過
程
」
、
つ
ま
り
「
生
産
過
程
」
が
は
じ
ま
る
と
、
そ
の
五
時
間

分
の
労
働
力
の
支
出
u

流
動
に
よ
っ
て
、

ど
う
い
う
結
果
が
う
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か
?

」
こ
で
の
考
察
に
と
っ
て
な
に
よ
り
も
第
一
に

要
求
さ
れ
る
の
は
、

マ
ル
ク
ス
が
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
労
働
の
二
面
性
」
を
明
確
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
手
工
的
労
働

者
は
、
ま
ず
、
特
定
の
具
体
的
形
態
を
と
っ
た
労
働
力
の
支
出
"
流
動
、

つ
ま
り
具
体
的
労
働
に
よ
っ
て
、
労
働
手
段
で
あ
る
手
織
機
を

媒
介
と
し
て
労
働
対
象
で
あ
ろ
綿
糸
に
働
き
か
け
、

そ
の
形
態
を
変
化
さ
せ
て
、
生
産
物
日
綿
布
を
つ
く
り
だ
す
c

か
れ
の
具
体
的
・
有

用
的
労
働
に
よ
り
、

綿
糸
と
手
織
機
と
は
、

形
態
変
化
を
と
げ
綿
布
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
生
産
手
段
と
し
て
生
か
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
変
化
が
、
そ
の
第
一
の
側
面
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
形
態
変
化
に
よ
り
生
産
手
段
と
し
て
生
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
)
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八
〉

一
一
二
六

に
よ
っ
て
、
両
者
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
「
価
値
L

が、

生
産
物
H

綿
布
に
移
さ
れ
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
第
二
の
側

十
回
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
側
面
ま
た
は
結
果
は
、
手
織
工
の
労
働
の
具
体
的
形
態
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
そ
の
具
体
的
・
有
用
的
労
働
に
よ

つ
て
な
し
と
げ
ら
れ
る
。
だ
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、

か
れ
の
人
間
的
労
働
力
の
支
出
品
流
動
は
、

そ
の
具
体
的
形
態
に
か
か
わ
り
の
な
い

人
間
的
労
働
力
の
支
出
そ
の
も
の
と
し
て
、

つ
ま
り
、
抽
象
的
・
人
間
的
労
働
と
し
て
、

そ
の
五
労
働
時
間
分
が
生
産
物
日
綿
布
に
対
象

化
H

物
化
し
て
、
綿
布
の
う
ち
に
あ
ら
た
に
一
定
分
量
の
「
伽
値
」
を
つ
け
く
わ
え
る
。
こ
の
あ
ら
た
に
生
み
だ
さ
れ
た
「
価
値
」
を
C

円
と
い
う
価
格
で
示
す
と
し
よ
う
。
こ
の

c
円
と
い
う
「
あ
ら
た
な
価
値
」
が
生
産
物
u
綿
布
の
う
ち
に
つ
く
り
だ
さ
れ
る
と
い
う
の

が
、
第
三
の
側
面
ま
た
は
結
果
で
あ
る
。
以
上
を
ま
と
め
れ
ば

つ
ザ
さ
の
よ
、
つ
に
な
ろ
。

す
な
わ
ち
、
手
工
的
労
働
者
の
人
間
的
労
働
力

の
玄
出
u
流
動
は
、

そ
の
一
面
の
具
体
的
労
働
に
よ
っ
て
生
産
手
段
を
生
産
物
に
形
態
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

生
産
手
段
の
「
価

値
」
リ
(
凶
十

σ
)
耳
を
生
産
物
日
綿
布
の
う
ち
に
移
転
H

保
存
さ
せ
る
と
同
時
に
、
他
の
一
面
の
抽
象
的
労
働
に
よ
っ
て
、
綿
布
の
う

ち
に
「
あ
ら
た
な
価
値
」

U
C
円
を
つ
く
り
だ
し
、
か
く
し
て
、
特
定
の
形
態
H

使
用
価
値
と
「
価
値
」
〔
(
釦
十
げ
)
十
円
一
」
〕
と
を
も

っ
た
商
品
H

綿
布
が
こ
こ
に
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
生
産
過
程
」

に
つ
い
て
の
右
の
よ
う
な
分
析
は
、

そ
の
そ
も
そ
も
の
最
初
か
ら
「
価
値
の
実
体
」
が
ほ
か
な
ら

ぬ
抽
象
的
・
人
間
的
労
働
で
あ
っ
て
、
(
労
働
の
二
一
因
性
」
が
ま
さ
し
く
商
品
の
使
用
価
値
と

「
価
値
」

と
し
て
社
会
的
に
示
さ
れ
ろ
も

の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
、

そ
の
う
え
で
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

「
価
値

の
実
体
」

を
は
じ
め
に
的
確
に
究
明
す
る
こ
と
も
せ
ず
、

ま
た
そ
の
究
明
の
必
要
性
も
わ
け
わ
か
ら
ず
、

「
価
値
」

を
ぺ
す
べ
て
一
様
に

金
何
円
と
い
う
価
格
を
有
し
て
い
る
と
い
う
、
同
質
性
」
な
ど
に
求
め
て
い
る
と
い
っ
た
、
し
古
典
派
よ
り
は
る
か
に
低
俗
な
「
価
値
」
概
念
に
ど

っ
ぷ
り
つ
か
っ
て
い
る
よ
う
な
頭
脳
で
は
、
そ
も
そ
も
商
品
の
「
生
産
過
程
」
そ
の
も
の
の
説
明
も
で
き
ず
、

い
わ
ん
や
「
生
産
過
裡
L



の
分
析
を
通
じ
て
「
価
値
の
実
体
」
を
「
論
証
」
す
る
な
と
と
い
う
「
逝
立
ち
」
芸
当
は
、
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
い
や
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

右
の
よ
う
な

「
生
産
過
程
」

の
内
容
を
た
だ
し
く
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ

i土

つ
ぎ
の
事
実
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
が
「
商
品
の
生
産
過
程
」
の
解
明
を
通
じ
て
「
価
値
の
実
体
」
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
生
産
に
要
す
る
生
産
要
素
n
生
産
手
段
が
商
品
で
あ
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
も
必
要
で
な
い
、

と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、

そ
の
さ
い
そ
れ
ら
が
商
品
で
あ
る
こ
と
は
な
ん
の
意
味
も
も
た
ず
、

か
え
っ
て
商
品
で

あ
る
こ
と
は
「
価
値
の
実
体
」
の
把
握
を
阻
害
す
る
も
の
で
し
か
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
か
?

と
い
え
ぽ
、

ぞ
れ
は
、

ざ

き
の
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

生
産
物
n

綿
布
の
「
価
値
一
は
(
M
W

十
寸
)
十
の
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
(
凶
十
ず
)
は
生
産
に
先
き
だ

っ
て
生
産
手
段
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
既
存
の
「
価
値
」

(
同
十

σ
)
が
そ
の
ま
ま
生
産
物
に
移
っ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
か
ら

で
あ
り
、
結
局
こ
の
「
価
値
」
部
分
に
つ
い
て
は
、
「
価
値
の
実
体
」
は
追
究
さ
れ
え
な
い
ま
ま
に
終
わ
、
り
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
か

h

り
し
て
、
生
産
物
H

高
品
の
↑
価
値
の
実
体
」
を
究
明
す
る
た
め
に
ほ
、

生
産
手
段
の
う
ち
の
既
存
の
、

た
ん
に
移
転
す
る
だ
け

の
「
価
値
」
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
捨
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。

た
と
え
生
産
手
段
が
購
入
さ
れ
た

商
品
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
「
価
値
」
は
こ
の
場
合
理
論
的
に
捨
象
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

あ
る
一
定
の
自
然
的
形
態
を
も
っ
生
産
要
素

と
し
て
の
み
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

Q

既
存
の
「
価
値
」

u

(

出
十
寸
)
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
生
産
物
の
う

ち
に
あ
ら
た
に
生
み
だ
さ
れ
た
「
価
値
」
と
し
て
C

が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
こ
の
あ
ら
た
な
「
価
値
」
が
、
ど
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て

生
み
だ
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
正
し
く
論
究
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
、
こ
の
あ
ら
た
な
「
価
値
」
を
生
み
だ
す
も
の
は
、
人

間
的
労
働
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
か
さ
れ
る
生
産
手
段
で
は
な
く
し
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
人
間
自
身
の
主
体
的
活
動
H

人
間
的
労
働
力
の
支

(
お
)

出
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
明
確
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
)

一
三
七
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一
三
八

(
お
)
読
者
の
す
で
に
お
気
付
き
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
生
産
手
段
の
「
価
値
」
の
捨
象
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
に
本
論
稿
の
注
ハ
幻
)

で
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
、
『
蛍
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
に
お
け
る
「
生
産
子
段
お
よ
び
生
産
手
段
の
価
値
の
捨
象
」
と
い
う
こ

と
と
同
じ
事
-
柄
を
、
別
の
側
面
か
ら
と
ら
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
に
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
が

「
価
値
め
実
体
」

を
論
究
す
る
さ
い
に
は
生
産
要
素
の
商
品
形
態
を
捨
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
、
と
り
わ
け
人
間
的
労
働
力
に
つ
い
て
は
そ
の
「
再
生
産
費
」
は
生
産
物
日
商
品
の
「
価
値
」
と
は
な
ん
ら
必
然
的
な
関
連
を
も
つ
も

の
で
は
な
く
労
働
力
の
商
品
形
態
は
当
然
に
捨
象
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

そ
の
反
対
に
生
産
手
段
お
よ
び
人
間
的
労
働
力
の
商

日
間
形
態
に
執
着
し
て
い
る
か
ぎ
り
永
久
に
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
袋
小
路
に
入
り
こ
ん
で
し
ま
う
の
が
落
ち
だ
と
い
う
こ
と
は
、
民
間
う

余
地
な
く
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
き
、
「
商
品
に
よ
る
商
品
の
生
産
過
程
」
と
い
う
メ
イ
文
句
が
ま
さ
に
い
か
さ
ま
師
の
身
上

と
す
る
ペ
テ
ン
的
空
文
句
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、

い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
と
い
っ
て
よ
い
。

マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
第

巻
第
一
章
の
冒
頭
で
、

生
産
手
段
と
人
間
的
労
働
と
の
「
結
合
」
と
し
て
の
生
産
と
そ
の
う
ち
で
の
人
間
的
労
働
の
決
定
的
地
位
と
い
う

自
明
の
真
理

l
iた
だ
し
、
通
常
の
論
理
的
思
考
能
力
を
欠
い
た
詑
弁
「
ま
巴
に
と
っ
て
は
永
遠
に
手
め
と
ど
か
な
い
真
理
1

ー
を
念

頭
に
お
い
て
、
「
資
本
主
義
的
」
ま
た
は
「
資
本
に
よ
る
」
と
い
う
規
定
を
捨
象
し
て
た
ん
な
る
商
品
生
産
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
種
の
商

品
を
分
析
し
て
「
価
値
の
実
体
」
を
明
確
に
論
究
し
て
い
る
の
は
、
科
学
的
に
完
全
に
正
し
い
も
の
と
い
う
べ
き
な
の
で
科
か
。

〈
鈎
)
生
産
に
お
け
る
人
間
的
労
働
の
決
定
的
な
地
位
と
い
う
こ
の
自
明
の
真
理
は
、
A
・
ス
ミ
ス
も
1
i
た
と
え
、
か
れ
は
「
労
働
の
二
菌
性
」
を

明
確
に
と
ら
え
ず
、
歴
史
的
生
産
関
係
の
観
点
を
見
失
っ
て
い
る
と
い
う
致
命
的
な
欠
陥
は
免
れ
え
な
か
っ
た
に
せ
よ
|
|
こ
れ
を
よ
く
と
ら
え
て

い
た
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
は
、
名
著
『
諸
国
民
の
富
』
の
第
六
章
の
冒
頭
で
ま
ず
、
一
資
財
の
蓄
積
と
土
地
の
占
有
と
の
双
方
に
先
行
す
る
社
会
の

初
期
末
開
状
態
」
を
前
提
し
て
、
そ
こ
で
は

「
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
を
獲
得
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
量
の
あ
い
だ
の
割
合
が
、
こ
れ
、
り
の
も
の
を
と
が
い
に
交
換
す
る
た
め
の
あ
る
基
準
に
な
り



う
る
唯
一
の
事
情
で
あ
る
よ
う
に
忍
わ
れ
る
。
」
ハ
前
出
、
四
九
ペ
ー
ジ
、
大
内
・
松
川
一
訳
一
三
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
l
山
本
)

と
述
べ
、

「
こ
う
い
う
事
態
の
も
と
で
は
、
労
働
の
全
生
産
物
は
労
働
者
に
属
し
、
ま
た
あ
る
商
品
の
獲
得
ま
た
は
生
産
に
ふ
?
っ
一
雇
一
周
さ
れ
る
労
働
量
は
、

そ
の
商
品
が
ふ
つ
う
購
買
し
、
支
配
し
、
ま
た
は
こ
れ
と
交
換
さ
れ
る
べ
き
労
働
量
一
を
規
制
し
う
る
唯
一
の
事
情
で
あ
る
」
(
前
出
、
四
九
l
豆
0

ペ
ー
ジ
、
大
内
・
松
川
訳
一
一
三
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
l
山
本
)

と
し
て
、
ス
ミ
ス
の
と
ら
え
た
「
価
値
の
実
体
一
な
る
も
の
を
裏
付
け
る
と
同
時
に
、
ス
ミ
ス
流
の
「
価
値
法
則
」
、
つ
ま
り
「
交
換
価
値
の
法

則
」
を
は
っ
き
り
と
説
明
し
、
し
か
る
の
ち
に
、
「
資
財
が
個
々
人
の
手
に
蓄
積
さ
れ
」
た
場
合
の
「
資
本
主
義
的
生
産
一
に
つ
い
て
の
叙
述
に
う

つ
っ
て
、

「
職
人
た
ち
が
原
料
に
付
加
す
る
価
値
は
、
こ
の
場
合
y
h

は
二
つ
の
部
分
に
分
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
は
か
れ
ら
の
賃
銀
を
支
払
い
、

他
は
雇
主
が
前
払
い
し
た
原
料
と
賃
銀
と
の
会
資
財
に
対
す
る
利
潤
を
支
払
つ
の
で
あ
る
。
」
(
前
出
、
五

0
ペ
ー
ジ
、
訳
二
三
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
|

山
本
)

と
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
|
|
た
と
え
、
さ
き
に
述
べ
た
諸
欠
陥
に
問
題
が
あ
る
と
は
い
え
|
l
l
科
学
的
に
正
し
い
方
法
に
そ
っ
た
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
く
ら
べ
れ
ば
、
「
す
べ
て
一
様
に
金
何
円
と
い
う
何
摘
を
有
し
て
い
る
と
い
う
、
同
質
性
;
一
な
ど
と
い
う
、
ま
や
か
し

の
「
価
値
概
念
」
を
ふ
り
ま
わ
し
な
が
ら
、
「
商
品
に
よ
る
商
品
の
生
産
過
程
一
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
資
本
の
生
産
過
程
」
に
お
い
て
こ
そ
「
価
値

の
実
体
」
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
、
ま
さ
同
ベ
テ
ン
的
空
文
句
で
マ
ル
ク
ス
を
非
難
し
、
し
か
も
、
自
分
自
身
で
は
な
に
ひ
と
つ
「
論

証
」
も
す
る
で
な
い
と
い
っ
た
「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
J
7
宇
野
氏
自
身
は
、
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
の
完
全
な
無
知
の
典
型
的
実
例
を
提
供
す
る

も
の
と
し
て
、
ま
こ
と
に
貴
重
な
存
在
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
と
関
連
し
て
、
『
資
本
論
』
第
一
章
第
二
郎
で
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
「
労
働
過
程
」
に
つ
い
て
の
説
明
が
省
か

れ
、
生
産
手
段
の
役
割
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
第
五
章
に
お
い
て
「
労
働
過
程
」
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
っ
た
い
、

な
ぜ
か
?
と
い
う
当
然
の
疑
問
が
お
そ
ら
く
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題

ιつ
い
て
は
、
さ
き
に
(
注
幻
)
の
終
り
の
と
こ
ろ
で
ふ
れ
て

お
い
た
の
で
、
以
下
で
簡
単
に
答
え
て
お
こ
う
。

第
五
章
で
の
考
察
の
対
象
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
資
本
の
生
産
過
程
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
流
通
過
程
」
は
、
考
察
の
外
に
お
か
れ
て
い
る
。

「
資
本
の
生
産
過
程
」
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
「
生
寝
過
程
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
回
心
を
な
す
も
の
が
人
間
的
労
働
力
の
支
出
n
流
動
と
し
て

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
〉

一
三
九
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一匹。

の
「
労
働
過
程
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
、
変
わ
り
が
な
い
。
人
間
的
労
働
は
、
も
と
よ
り
「
労
働
の
二
面
性
」
の
把
握
に
も
と
づ
い
て
、
具
体

的
労
働
と
抽
象
的
労
働
と
の
二
面
に
お
い
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
労
働
に
よ
り
労
働
対
象
の
形
態
変
化
、
つ
ま
り

使
用
価
値
の
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
が
、
そ
の
第
一
節
で
考
察
さ
れ
る
「
労
働
過
程
一
で
あ
り
、
抽
象
的
労
働
に
よ
り
生
産
物
の
価
値
形
成
お
よ

び
価
値
増
殖
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
が
、
そ
の
第
二
節
の
主
題
で
あ
る
「
価
値
増
殖
過
程
」
で
あ
る
。
第
五
章
第
一
節
で
、
マ
ル
ク
ス
は
一
労
働
過
程
」

を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
労
働
対
象
、
労
働
手
段
お
よ
び
こ
れ
ら
に
た
い
す
る
人
間
主
体
の
働
き
か
け
と
し
て
の
具
体
的
労
働
に
つ
い
て
一

般
的
な
説
明
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
一
般
的
な
説
明
に
も
と
づ
い
て
、
は
じ
め
て
資
本
の
物
的
担
い
手
ま
た
は
体
現
者
と
し
て
の
生
産
手

段
が
具
体
的
労
働
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、
そ
の
価
値
が
生
産
物
に
移
転
n
保
存
さ
れ
る
と
い
う
、
賃
銀
労
働
者
に
よ
る
資
本
家
へ
の
「
無
償
の
贈

物
」
が
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
あ
ら
た
な
価
値
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
応
手
段
の

価
値
を
移
転
H

保
存
さ
せ
る
と
い
う
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
人
間
的
労
働
の
天
賦
の
資
質
が
明
確
に
把
握
さ
れ
ぅ
，
心
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
た
め
に
、
第
一
章
第
一
節
で
意
識
的
に
|
|
十
分
な
根
拠
を
も
っ
て
1

1

省
略
n

「
捨
象
」
さ
れ
た
「
労
働
過
程
」
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
に
つ
い

て
簡
単
か
つ
基
本
的
な
説
明
か
ら
は
じ
め
て
、
そ
の
内
容
の
解
明
を
順
序
た
だ
し
く
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

「
資
本
の
生
産
過
程
」
の
場
合
に
は
、
そ
の
-
労
働
過
程
」
は
、
第
一
章
第
一
節
で
考
察
さ
れ
た
た
ん
な
る
商
品
生
産
、
い
い
か
え
れ
ば
資
本
主
義

的
形
態
を
捨
象
し
た
商
品
の
生
産
の
場
合
と
ち
が
っ
て
乙
の
資
本
主
義
的
形
態
に
特
有
の
、
き
わ
め
て
重
要
な
特
徴
を
そ
な
え
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
特
質
を
も
っ
一
労
働
過
程
」
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
資
本
主
義
的
生
産
方
法
の
展
開
に
つ
い
て
の
論
究
を
す
す
め
る
に
さ
い

し
て
、
決
定
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
「
労
働
過
程
」
に
つ
い
て
の
一
般
的
・
基
本
的
な
内
容
の
説
明
に
つ
づ
い
て
、

第
一
節
の
最
後
に
お
い
て
、
資
本
の
も
と
で
の
一
労
働
過
程
」
の
重
要
な
特
質
を
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
五
章
第
一
節
で
ま
ず
「
労
働
過
程
一
の
考
察
が
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
つ
ぎ
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
資

本
の
生
産
過
程
」
に
あ
っ
て
は
、
生
産
に
お
け
る
客
体
的
要
因
と
し
て
本
来
人
間
の
主
体
的
活
動
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
、
か
つ
生
か
さ
れ
る
も

の
と
し
て
の
九
死
ん
だ
生
産
手
段
が
、
人
間
主
体
か
ら
離
れ
、
自
立
化
し
て
、
逆
に
人
間
を
支
配
す
る
も
の
に
、
人
間
的
労
働
を
吸
取
し
「
搾
取
」

す
る
独
立
的
存
在
に
な
り
変
わ
る
、
と
い
う
客
観
的
法
別
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
一
資
本
の
生
産
過
程
一
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
側
面
で
あ

る
が
、
こ
の
「
顛
倒
」
は
、
「
労
働
過
程
」
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
生
産
手
段
に
つ
い
て
の
一
般
的
・
基
一
本
的
説
明
に
も
と
づ
い
て
は
じ
め
て
解
明

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
、
お
よ
び
さ
き
に
(
注
釘
)
で
説
明
し
た
と
こ
ろ
を
読
み
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
、

マ
ル
ク
ス
が
、
第
一
章
第



一
節
で
「
労
働
過
程
一
を
考
察
の
対
象
に
せ
ず
、
第
五
章
で
は
じ
め
て
こ
れ
を
と
り
あ
げ
た
こ
と
の
理
由
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
採
っ
た
叙
述
方
法
こ
そ
、
科
学
的
に
み
て
も
っ
と
も
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
の
科
学
的
方
法
に
思
い
を
い
た
す
で
も
な
く
、
第
五
章
第
一
節
の
「
位
置
」
も
わ
け
わ
ら
か
ず
、
第
五
章
第
一
節
か
ら

無
断
で
剰
窃
し
て
き
た
不
消
化
な
断
片
的
な
内
容
を
ば
「
労
働
生
産
過
程
」
な
ど
と
い
う
、
錯
乱
的
重
複
語
で
表
現
し
な
が
ら
、
あ
き
れ
た
こ
と
に
、

そ
の
駒
窃
の
原
本
を
著
わ
し
た
当
の
著
作
者
に
た
い
し
て
、
あ
れ
こ
れ
と
錯
乱
向
い
い
が
か
り
を
つ
け
て
い
る
御
仁
が
、
「
マ
ル
ク
ス
を
超
克
す
る

マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
!

宇
野
氏
が
み
ず
か
ら
独
創
し
て
大
い
に
意
味
あ
り
げ
に
書
き
た
て
て
い
る
「
労
働
生
産
過
程
」
お
よ
び
「
商
品
に
よ
る
商
品
の
生
産
過
程
」
と

い
う
文
句
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
以
上
に
よ
っ
て
ほ
ほ
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
の
で
、
な
お
こ
と
の
つ
い

で
に
、
宇
野
氏
の
「
原
理
論
」
的
考
え
万
の
本
質
を
よ
り
よ
く
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

「
資
本
の
生
産
過
程
」

σ〉

う
ち
で
も
っ
と
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
肝
腎
の
「
価
値
増
殖
過
程
」
に
つ
い
て
、
宇
野
氏
が
ど
ん
な
説
明
を
あ
た
え
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
を
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。
氏
の
主
著
『
経
済
原
論
』
の
第
二
篇
第
一
享
一
資
本
の
生
産
過
程
」
の
第
二
節
は
、
さ
さ
に
あ
げ
た

「
価
値

形
成
増
殖
過
程
」

と
い
う
ダ
ブ
ル
迷
語
を
そ
の
表
題
と
し
て
い
る
が
、

そ
の
第
二
節
の
は
じ
め
で
宇
野
氏
が

マ
ル
ク
ス
の
価
値
概
念
を

そ
れ
と
明
記
せ
ず
に
無
断
借
用

つ
ま
り
剰
窃
し
て

価
値
の
実
体
」
も
「
価
値
規
定
」
も
こ
と
ご
と
く
マ
ル
ク
ス
の
説
明
を
そ
フ
く
り

そ
の
ま
ま
こ
っ
そ
り
と
り
い
れ
て

な
ん
の
こ
と
わ
り
も
な
し
に
、

い
き
な
り
「
今
、
労
働
力
の
再
生
産
に
要
す
る
一
日
の
生
活
資
料
が
六
時

間
の
労
働
で
生
産
さ
れ
、

そ
の
代
価
を
三
志
と
す
れ
ば
一

と
い
う
文
章
で
そ
の
説
明
を
開
始
し
て
い
る
こ
と
も
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
見
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
「
労
働
者
」
の
一
日
の
労
働
時
間
を
六
時
間
と
す
れ
ば
、

か
れ
は
「
労
働
力
の
代
価
」

と
同
じ
額
の
三
志
を
資
本
家
に
あ
た
え

る
だ
け
で
、
資
本
の
「
価
値
増
殖
」
は
お
こ
な
わ
れ
な
い
。
「
価
億
増
殖
」
が
な
け
れ
ば
、
資
本
も
資
本
家
も
存
立
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

ぃ
。
で
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
、

一
日
の
労
働
時
間
を
六
時
間
以
上
に
延
長
し
て
、
「
労
働
者
」
に
不
払
の
労
働
を
お
こ
な
わ
せ
、
こ
れ
に
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考
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よ
り
「
価
値
増
殖
」
を
う
ま
く
や
り
と
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
?

に
た
い
し
て
、
宇
野
氏
が
ど
ん
な
超
マ
ル
グ
ス
的
解
答
を
あ
た
え
て
い
る
か
、
ま
あ
ょ
く
さ
い
て
み
た
ま
え
。
こ
れ
は
す
で
に
本
論
稿
の

そ
の
超
マ
ル
ク
ス
的
特
性
を
ぐ
っ
と
よ
く

ま
さ
に
「
価
値
増
殖
」
と
い
う
資
本
の
本
質
を
示
す
こ
の
核
心
的
問
題

注
(
部
〉
の
な
か
で
引
用
ず
み
(
本
誌
第
二
十
九
巻
第
一
号
、
五
九
ペ
ー
ジ
)
の
も
の
で
あ
る
が
、

坑
味
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

そ
の
解
答
の
精
髄
部
分
を
も
う
一
度
っ
さ
に
か
か
げ
て
み
よ
う
。

「
し
か
し
一
日
の
労
働
力
を
商
品
と
し
て
買
入
れ
た
資
本
家
は
、
労
働
力
の
消
費
を
綿
糸
六
キ
ロ
の
生
産
に
要
す
る
六
時
間
に
留
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

理
由
は
な
い
。
ま
た
労
働
者
と
し
て
も
、
そ
の
労
働
力
を
商
品
と
し
て
販
売
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
、
っ
事
情
は
、
そ
の
労
働
時
聞
を
自
己
の
生
活
資
料

の
再
生
産
に
要
す
る
労
働
時
間
で
打
切
ろ
こ
と
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。
今
、
若
し
一
日
の
労
働
が
一
二
時
間
行
わ
れ
ろ
も
の
と
す
る
と
、
紡
績
資
本

家
は
、
:
:
:
:
・
三
志
の
剰
余
価
値
を
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
:
;
・
」
(
前
出
、
五
九
i
六
0
ペ
ー
ジ
、
傍
点
i
山
本
)
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
宇
野
氏
の
解
答
は
き
わ
め
て
懇
切
可
略
で
あ
っ
て
、

ま
ず
資
本
家
の
立
場
に
立
っ
て
労
働
時
間
延
長
の
理
由
を
説

明
し
、

そ
れ
か
ら
労
働
者
の
側
か
ら
み
て
の
延
長
の
理
由
を
説
明
す
る
と
い
う
具
合
に
、

ま
こ
と
に
至
れ
り
つ
く
せ
り
で
あ
る
。

糸、

v
」

で
、
宇
野
氏
の
可
童
を
き
わ
め
た
説
明
を
、

つ
ぎ
に
問
答
式
に
書
き
あ
ら
わ
し
て
み
よ
う
。

問
ー
ー
ー
な
ぜ
、
資
本
z

京
は
労
働
日
を
六
時
間
以
ょ
に
延
長
し
よ
う
と
す
る
の
か
?

答
ー
ー
ー
な
ぜ
な
ら
ば
、
資
本
家
は
、
労
働
日
を
六
時
間
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
。

つ
ま
り
、
資
本
家

は
、
六
時
間
以
上
に
延
長
し
た
い
か
ら
延
長
す
る
の
で
あ
る
。

問
ー
ー
ー
な
ぜ
、
労
働
者
は
六
時
間
で
労
働
を
打
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
?

答

lIlか
れ
は
労
働
力
を
商
品
と
し
て
売
ら
な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
だ
め
に
、
労
働
日
を
六
時
間

に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

そ
れ
が
一
二
時
間
に
で
も
一
六
時
間
に
で
も
、

つ
ま
り
資
本
宗
の
お
好
み
の
ま
ま
に
延
長
さ
れ
て
も
文
句
は
い



え
な
い
の
で
あ
る
。

読
者
諸
君
、

な
ん
と
宇
野
氏
の
解
答
の
明
快
で
あ
る
こ
と
よ
!

」
の
懇
切
可
略

7

な
解
答
を
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
こ
う
い

う
こ
と
で
あ
る
、

つ
ま
り
、
資
本
家
が
「
価
値
増
殖
」
し
よ
う
と
お
も
え
ば
、
思
い
ど
お
り
に
労
働
日
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
、
労
働

者
は
労
働
力
を
買
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、

そ
の
延
長
に
反
対
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
価
値
増
殖
」
し
た
い
か
ら
「
価
値
増
殖
」
が
で

き
る
!

い
っ
さ
い
を
決
定
す
る
の
は
資
本
家
の
胸
先
三
寸
、

そ
の
貧
欲
ひ
と
つ
で
あ
る
!

な
ん
と
み
ご
と
な
、
世
紀
的
説
明
で
あ
ろ
う
か
!

こ
の
よ
う
な
「
理
論
的
」
理
由
づ
け
を
き
い
て
随
喜
の
一
棋
を
な
が
さ
な
い
よ
う
な

資
本
家
が
、
こ
の
世
に
一
人
で
も
い
る
で
あ
ろ
う
か
!

殖
で
き
る
」
と
い
う
、
こ
の
徹
底
し
た
純
粋
資
本
家
魂
の
結
品
と
も
い
う
べ
き
「
理
由
づ
け
」
は
、
こ
れ
ま
で
ど
ん
な
に
骨
の
髄
か
ら
の

「
労
働
日
を
延
長
し
た
い
か
ら
延
長
で
き
る
、
価
値
増
殖
し
た
い
か
ら
価
値
増

か
で
ず
ば
ぬ
け
て
傑
出
し
た
地
位
を
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、 そ

の
意
味
で
、
宇
野
氏
が
俗
流
経
済
理
論
の
歴
史
的
流
れ
の
な

ほ
と
ん
ど
確
実
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

調
用
学
者
で
も
あ
え
て
考
え
だ
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、

(
必
)
こ
の
点
か
ら
み
る
と
き
、
「
革
命
的
マ
ル
ク
ス
主
義
」
な
る
も
の
を
か
か
げ
て
い
る
黒
田
寛
一
氏
が
、
こ
と
さ
ら
『
宇
野
経
済
学
方
法
論
批
判
』

と
い
う
特
異
の
題
名
を
つ
け
た
大
著
を
も
の
し
て
、
そ
の
な
か
で
宇
野
氏
に
特
別
の
讃
辞
を
呈
し
、
「
独
自
な
理
論
的
省
察
に
裏
づ
け
ら
れ
た
『
学

問
の
独
自
性
』
に
か
ん
す
る
信
念
を
つ
ら
ぬ
く
」
も
の
と
か
、
「
体
系
的
把
握
を
め
ざ
し
た
学
問
的
研
究
一
と
か
、
「
独
自
な
思
弁
的
追
求
」
と
か
書

き
た
て
て
い
る
(
本
誌
第
二
十
四
巻
第
二
号
、
二
四
l
二
五
ペ
ー
ジ
参
照
)
の
は
、
ま
こ
と
に
根
拠
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
宇
野
氏
の
所
論
の
超

俗
流
的
「
独
自
性
」
、
資
本
家
ぴ
っ
た
り
の
「
体
系
的
把
握
」
、
純
粋
資
本
家
魂
に
徹
し
た
ト
ゥ
ト
ロ
ギ
l
的
「
詑
弁
追
求
」
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
い

よ
い
よ
飾
り
た
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
け
だ
し
理
の
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
ま
さ
ら
付
け
加
え
る
ま
で
も
な
い
が
、
右
の
よ
う
な
資
本
家
に
ぴ
っ
た
り
の
ト
ゥ
ト
ロ
ギ

l
的
「
理
由
づ
け
」
を
並
べ
た
て
て
い
る

と
い
う
一
事
に
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
宇
野
氏
が
『
資
本
論
』
第
一
巻
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い

人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
(
八
)

一
四
三
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(
但
〉

な
ん
ら
ま
と
も
な
理
解
を
ひ
と
つ
と
し
て
も
っ
て
い
な
い
こ
と
、

マ
ル
ク

る
第
三
篇
「
絶
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
」
の
全
体
に
つ
い
て
、

ス
が
刻
苦
し
て
書
き
あ
げ
た
「
価
値
増
殖
の
秘
密
」
の
暴
露
は
氏
の
頭
の
な
か
か
ら
す
っ
か
り
脱
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
、
確
実
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
俗
物
的
観
点
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
論
者
は
、
な
ん
と
自
称
し
て
い
よ
う
と
も
、
客
観
的

に
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
反
マ
ル
ク
ス
的
調
用
学
者
で
し
か
な
い
こ
と
は
、
動
か
し
が
た
い
事
実
と
い
っ
て
よ
い
。
ペ
テ
ン
師
は
、
か
れ
独
自

一
見
超
俗
物
的
ペ
テ
ン
論
法
を
ふ
り
ま
わ
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
大
勢
の
俗
物
を
だ
ま
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
正
体
は
な
か
な
か

σ〉ば
れ
に
く
い
も
の
で
あ
る
が
、

ムな
±
J
F
V
し、

「
価
値
増
殖
」
な
ど
と
い
う
科
学
的
理
論
の
中
心
テ

l
マ
を
と
り
あ
げ
て
マ
ル
ク
ス
の
口
調
を

真
似
よ
う
と
す
れ
ば
、

た
ち
ま
ち
馬
脚
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
結
果
に
お
ち
い
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

(
付
制
)
こ
の
判
定
に
た
い
し
て
、
宇
野
氏
が
と
う
て
い
承
服
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ひ
と
つ
、
「
標
準
労
働
日
」

(
Z
R自
己
回
忌
己

g
g巴

と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
基
本
的
概
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
み
ら
れ
る
が
い
い
。
「
標
準
労
働

日
」
と
い
う
基
本
的
な
概
念
を
ぬ
き
に
し
て
労
働
日
の
延
長
問
題
な
ど
論
ず
る
資
格
も
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
ち
ー
っ
と
も
わ
か
ら
な
い
「
学

者
」
は
、
ど
う
し
て
も
括
弧
つ
き
の
「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
」
と
し
て
特
徴
づ
け
る
以
外
に
方
法
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
宇
野
氏
に
よ
る
『
資
本
論
』
の
「
原
理
論
」
的
読
み
方
の
性
格
は
ほ
ぼ
的
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、

っ
さ
に
、

「
価
値
法
則
」
に
つ
い
て
の
宇
野
氏
の
説
明
を
と
り
あ
げ
て
、
若
干
の
考
察
を
く
わ
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
一
九
七
五
・
五
・
二
一
)




