
抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

ー

i
労
働
の
社
会
的
性
格
と
抽
象
的
人
間
労
働
|
|

一
本
稿
の
課
題

二
商
品
生
産
労
働
と
労
働
の
社
会
的
性
格

ω
商
品
生
産
労
働
の
「
二
基
の
社
会
的
性
格
」

ω
労
働
の
社
会
的
性
格
と
社
会
的
労
働

三
抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

川
「
異
穏
労
働
の
同
等
性
」
と
抽
象
的
人
閲
労
働

ω
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
第
一
節
の
考
察

川
州
司
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
第
二
節
の
考
察

四
お
わ
り
に

本
稿
の
課
題

『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
第
一
節
に
お
い
て
「
価
値
」
が
「
抽
象
的

人
間
労
働
」
と
い
う
「
社
会
的
実
体
の
結
晶
と
し
て
」
(
計
ぴ
規
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
、
「
価

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

山

本

寿

ハ
2
V

億
」
と
は
何
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
う
え
で
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
概
念

の
正
確
な
理
解
が
決
定
的
な
カ
ギ
の
ひ
と
つ
と
な
る
こ
と
は
容
易
に
理
解

さ
れ
よ
う
。
で
は
、
『
資
本
論
』
全
巻
の
冒
頭
に
位
置
し
て
そ
の
よ
う
な

根
本
的
な
重
要
性
を
担
う
こ
の
概
念
が
、
す
で
に
十
分
に
定
ま
っ
た
理
解

を
得
て
い
る
か
と
一
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
そ
う
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
の
概
念
を
め
ぐ
る
最
大
の
も
の
と
も
言
う
べ
き
論
争
、
す
な

わ
ち
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
範
臨
時
が
特
殊
歴
史
的
な
性
格
の
も
の
か
超
歴

(
3
)
 

史
的
な
性
格
の
も
の
か
に
つ
ド
て
長
年
に
わ
た
っ
て
争
わ
れ
て
き
た
論
争

に
つ
い
て
見
て
も
、
そ
れ
が
未
だ
結
着
を
見
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
こ

こ
数
年
来
に
お
い
て
再
び
議
論
が
活
発
化
す
る
状
況
を
呈
し
て
き
て
さ
え

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
情
を
顧
慮
す
る
と
き
、
こ
の
概
念
に
つ

い
て
の
可
能
な
か
ぎ
り
明
瞭
な
理
解
に
達
し
よ
う
と
思
え
ば
ま
ず
、
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
事
情
が
こ
の
概
念
の
理
解
を
困
難
に
し
、
そ
れ
を
め
ぐ

る
議
論
を
長
び
か
せ
て
い
る
の
か
に
、
注
意
を
向
け
ざ
る
を
え
な
い
の
で
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あ
る
。抽

象
的
人
間
労
働
を
め
ぐ
っ
て
、
最
初
に
本
格
的
な
論
争
が
行
な
わ
れ

た
の
は
、
一
九
二

0
年
代
の
ソ
連
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
論
争
の
流
れ
を

ご
く
衛
単
に
言
え
ば
、
ル

l
ピ
ン
に
よ
る
特
殊
歴
史
説
的
見
解
の
表
明
、

コ
l
ン
に
よ
る
そ
の
批
判
と
超
歴
史
説
的
立
場
か
ら
の
理
解
の
強
調
、

そ
し
て
三

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
ロ

l
ゼ
ン
ペ
ル
グ
に
よ
る
両
者
の
批

(
4〉

判
、
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
は
展
開
し
た
。
も
っ
と
も
こ
の
論
争
は
、
抽
象

的
人
間
労
働
の
理
解
だ
け
を
問
題
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。

こ
の
概
念
は
、
ソ
連
で
の
社
会
主
義
建
設
に
か
か
わ
る
現
実
的
な
諸
問
題

や
経
済
学
方
法
論
お
よ
び
「
広
義
の
経
済
学
」
の
問
題
な
ど
と
の
関
連
に

お
い
て
論
議
の
的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
も
あ
れ
「
抽
象
的

人
間
労
働
」
概
念
の
理
解
の
問
題
に
郎
し
て
言
え
ば
、
そ
の
主
要
な
論
点

は
す
で
に
こ
の
論
争
を
と
お
し
て
出
揃
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
諸
論
点

は
相
互
に
関
連
す
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
最
も
基
本
的
な
レ
ベ
ル
で
そ
れ

ら
を
さ
ら
に
概
括
す
れ
ば
、
結
局
は
次
の
二
つ
に
帰
着
す
る
と
思
わ
れ

る。
す
な
わ
ち
第
一
点
は
、
抽
象
的
人
間
労
働
の
い
わ
ゆ
る
生
理
学
的
規
定

と
商
品
生
産
の
特
殊
歴
史
的
な
性
格
と
を
い
か
に
整
合
さ
せ
て
捉
え
る
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
抽
象
的
人
間
労
働
と
同
様
に
、
価
値

実
体
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
司
資
本
論
』
の
叙
述
中
に
と
き
ど
き
登
場

す
る
諸
範
鶴
、
す
な
わ
ち
「
社
会
的
労
働
」
・
「
社
会
的
必
要
労
働
」
・
「
単

純
な
平
均
労
働
」
・
「
単
純
労
働
」
と
い
っ
た
諸
範
鴎
を
ど
う
理
解
す
べ
き

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

一一一一一

戦
前
・
戦
後
の
わ
が
国
で
展
開
さ
れ
た
議
論
を
顧
み
て
も
、
そ
の
大
筋

が
こ
の
二
点
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
と
舌
守
え
よ

〈

5

)

(

6

)

(

7

)

ハ
8
)

ぅ
。
戦
前
の
湾
上
肇
や
櫛
田
民
蔵
の
場
合
は
、
小
泉
信
三
や
高
田
保
馬
に

よ
る
べ

l
ム
u
パ
ヴ
ェ
ル
ク
流
の
マ
ル
ク
ス
批
判
へ
の
反
批
判
と
い
う
課

題
を
担
い
、
議
論
も
そ
れ
に
制
約
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
と
の

こ
論
点
の
範
囲
に
属
さ
な
い
論
点
で
議
論
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
し

〈

9
〉

〔

刊

)

(

U

〉

て
戦
後
の
本
格
的
論
争
の
場
合
に
は
、
安
部
隆
一
・
宮
川
実
・
林
貫
道
・

ハ

ロ

)

(

臼

)

(

U

)

遊
部
久
蔵
氏
、
り
の
特
殊
歴
史
説
の
潮
流
と
、
山
本
二
三
丸
・
見
回
石
介
・

(

お

)

(

渇

〉

宇
野
弘
蔵
・
白
杉
庄
一
郎
氏
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
超
歴
史
説
の
潮
流
と
の

対
抗
の
な
か
で
、
や
は
り
こ
の
二
大
論
点
が
基
軸
に
な
っ
で
い
た
こ
と
が

よ
り
明
瞭
な
形
で
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
抽
象
的
人
間
労
働
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
主
要
な
論
点
の
所

在
が
こ
う
し
て
一
応
は
確
認
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
こ
の
概

念
の
理
解
に
困
難
を
も
た
ら
し
て
い
る
事
情
が
は
っ
き
り
し
た
と
は
言
え

な
い
。
突
は
真
の
困
難
は
こ
の
先
に
こ
そ
待
ち
受
け
て
い
る
と
言
え
る
の

で
あ
る
。

そ
の
困
難
は
、
卒
直
に
言
え
ば
、
こ
の
二
論
点
に
対
す
る
直
接
的
な
解

答
、
か
司
資
本
論
』
や
そ
の
他
の
マ
ル
ク
ス
の
著
作
に
合
ま
れ
て
い
る
と
は

思
わ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
マ
ル
ク
ス
は

『
資
本
論
』
初
版
へ
の
「
序
言
」
で
、
「
価
値
実
体
と
価
値
の
大
き
さ
と
の

分
析
に
か
ん
し
て
言
う
な
ら
、
そ
の
分
析
を
で
き
る
限
り
平
易
に
し
た
己

ハ
二
〉
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
第
二
版
へ
の
「
あ
と
書
き
」
ハ
一

λ
参
照
〉

(

ロ

)

や
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
の
叙
述
の
平
易
化
に
鐙
み
て
も
、
彼
が
『
資
本
論
』



の
全
叙
述
の
う
ち
で
も
と
り
わ
け
こ
の
冒
頭
の
章
の
叙
述
の
改
善
に
繰
り

返
し
心
を
砕
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
冒
頭

の
寧
で
取
り
扱
わ
れ
る
諸
問
題
の
独
自
の
抽
象
的
性
格
と
マ
ル
ク
ス
の
叙

〈

mv

述
方
法
か
ら
く
る
制
約
と
に
由
来
す
る
余
儀
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
と

は
い
え
、
こ
こ
で
の
論
述
が
わ
か
り
や
す
い
も
の
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
の

で
あ
る
。

『
資
本
論
』
で
の
記
述
を
上
記
の
二
論
点
に
即
し
て
見
れ
ば
、
第
一
の

論
点
に
関
し
て
見
い
出
せ
る
の
は
、
抽
象
的
人
間
労
働
あ
る
い
は
人
間
労

働
に
つ
い
て
の
、
そ
の
関
係
は
と
も
あ
れ
内
容
を
異
に
す
る
こ
つ
の
規
定

(
無
差
別
同
等
で
あ
る
と
い
う
規
定
と
生
理
学
的
規
定
)
で
あ
り
、
も
う

ひ
と
つ
は
第
四
節
で
の
い
わ
ば
労
働
の
超
歴
史
的
な
特
質
に
関
す
る
諸
規

定
で
あ
ろ
う
。
ま
た
第
二
の
論
点
に
関
し
て
見
い
出
せ
る
の
は
、
第
一
節

で
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
と
の
関
連
で
与
え
ら
れ
て
い
る
「
社
会
的
平
均

労
働
力
」
と
「
社
会
的
に
必
要
な
労
働
(
時
間
)
」
と
に
関
す
る
記
述
、

お
よ
び
第
二
節
で
人
間
労
働
と
の
関
連
で
登
場
す
る
「
単
純
な
平
均
労

ぺ
川
ぽ
〉

働
」
お
よ
び
「
単
純
労
働
」
に
関
す
る
規
需
で
あ
ろ
う
。
『
資
本
論
』
の

中
の
こ
う
し
た
い
わ
ば
断
続
的
な
諸
記
述
か
ら
こ
れ
ら
の
論
点
に
対
す
る

解
答
を
描
き
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
こ
こ
に
抽
象
的
人
間
労
働
の
理

解
を
『
資
本
論
』
に
即
し
て
行
な
お
う
と
す
る
際
の
具
体
的
な
困
難
が
存

す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
う
し
た
困
難
か
ら
出
発
し
て
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
当
然
な

が
ら
諸
記
述
を
総
合
的
に
検
討
す
る
他
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
従
来
の
議
論

に
学
ぼ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
多
く
に
つ
い
て
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
の

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

が
、
い
わ
ば
こ
の
「
総
合
」
の
仕
方
に
つ
い
て
の
問
題
性
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
特
殊
歴
史
説
で
あ
る
か
超
歴
史
説
で
あ
る
か
に
は
か
か
わ
白
ら
な

い
。
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
の
立
場
の
も
の
で
あ
れ
ほ
と
ん
ど
の
所
説
の

場
合
、
前
述
の
二
つ
の
規
定
、
す
な
わ
ち
無
差
別
同
等
で
あ
る
と
い
う
規

定
と
生
理
学
的
規
定
と
の
区
別
と
連
関
そ
の
も
の
に
必
要
十
分
な
注
意
が

払
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
超
歴
史
説
に
立
つ
山
本
二
三
丸
氏
や
見
回
石
介
氏
の
場
合
、

抽
象
的
人
筒
労
働
そ
れ
自
体
は
生
理
学
的
規
定
に
お
い
て
捉
え
(
そ
れ
ゆ

え
超
歴
史
的
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
)
、
商
品
生
産
の
特
殊
歴

白
人
的
性
格
は
、
抽
象
的
人
間
労
働
そ
れ
自
体
で
は
な
く
そ
れ
が
対
象
的
形

品
を
と
る
(
価
値
に
結
実
す
る
)
こ
と
と
の
関
連
で
理
解
す
べ
き
と
さ
れ

(

却

〉
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
見
解
で
ほ
、
無
差
別
同
等
と
い
う
規
定
は
抽
象
的

人
間
労
働
そ
れ
自
体
の
概
念
に
は
含
ま
れ
ず
、
あ
く
ま
で
そ
の
対
象
的
形

態
に
お
い
て
生
じ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
二
つ
の
規

定
の
区
別
と
連
関
は
抽
象
的
人
間
労
働
の
概
念
そ
の
も
の
に
即
し
て
は
最

初
か
ら
問
題
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
一
方
で
あ
る
生
理
学
的
規
定
だ
け
が
問

題
と
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
三
で
具
体
的
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
『
資
本
論
』
に
お
い
て
は
何
よ
り
も
ま
ず
無
差
別
同
等
と
い

う
規
定
に
お
い
て
抽
象
的
人
間
労
働
は
概
念
規
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
し
、
抽
象
的
人
間
労
働
に
つ
い
て
最
も
端
的
な
規
定
を
与
え
て
い
る

と
恩
わ
れ
る
第
二
節
の
末
尾
の
記
述
に
お
い
て
も
、
「
同
等
な
人
間
労
働

ま
た
は
抽
象
的
人
間
労
働
」
(
六
乙
と
い
う
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
抽
象
的
人
間
労
働
の
概
念
そ
れ
自
体
の
中
に

一一一一一
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無
差
別
同
等
と
い
う
規
定
を
含
め
な
い
の
は
妥
当
性
を
欠
く
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

他
方
の
特
殊
歴
史
説
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
例
え
ば
林
直
道
氏
の
場
合
、

な
る
ほ
ど
抽
象
的
人
間
労
働
の
二
つ
の
規
定
が
共
に
そ
の
概
怠
に
含
め
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
は
氏
は
、
「
抽
象
的
人
間

労
働
は
、
単
に
か
か
る
司
内
容
』
に
解
消
し
て
は
な
ら
ず
、
一
定
の
歴
史

(

公

)

(

辺

)

的
『
形
態
』
と
統
一
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
己
(
傍
点
!
i
1林
氏
)
と
明
記

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
『
内
容
』
と
は
、
ゎ

〈
幻
〉

れ
わ
れ
も
こ
の
附
で
ふ
れ
る
「
人
間
的
労
働
力
の
生
理
学
的
支
出
」
の
こ

と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
他
方
の
『
形
態
』
が
何
を
指
す
の
か
は
必
ず
し
も

(
幻
)

定
か
で
は
な
い
。
「
社
会
的
労
働
の
配
分
形
式
」
を
指
す
の
だ
と
は
思
う

が
、
氏
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
は
た
し
て
わ
れ
わ
れ
の
言
う
「
無
差
別
同
等

な
規
定
」
に
照
応
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
否
か
が
判
然
と

し
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
氏
に
あ
っ
て
は
他
方
で
、
「
生
理
学
的

側
面
」
も
「
社
会
的
側
面
」
も
共
に
「
形
式
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

(
お
)

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
氏
も
や
は
り
わ
れ
わ
れ
の
言
う
区

別
と
通
関
に
無
頓
着
で
あ
る
こ
と
は
、
「
価
値
の
実
体
を
な
す
労
働
は
、

:
・
『
支
出
の
形
式
に
頓
着
な
き
無
差
別
な
労
働
一
般
の
支
出
』
と
い
う

ハ

mv

生
理
学
的
側
面
を
も
ち
、
:
:
:
」
と
い
う
記
述
に
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
で
は
抽
象
的
人
間
労
働
そ
の
も
の
の
二
つ
の
規
定
に
限
っ

て
、
従
来
の
諸
説
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
総
合
的
な
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て

見
て
き
た
が
、
『
資
本
論
』
中
の
前
記
の
諸
記
述
を
一
定
の
相
互
連
関
の

二
一
四
一

も
と
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
そ
れ
ら
の
総
合
の
仕
方
を
め
ぐ
っ
て

同
様
の
問
題
が
生
じ
う
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
逆
に
ま
た
、
「
抽
象

的
人
間
労
働
」
概
念
の
正
し
い
理
解
は
諸
記
述
の
相
互
連
関
を
ど
の
よ
う

に
把
握
す
る
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ

ハ
川
出
〉

る
ま
い
。

そ
こ
で
以
下
の
本
稿
で
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
も
と
づ
い
て
、
『
資

本
論
』
の
叙
述
の
検
討
そ
の
も
の
を
課
題
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
ニ
で

は
、
第
一
章
第
四
節
中
の
い
く
つ
か
の
叙
述
部
分
を
ま
ず
検
討
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
第
一
ニ
一
節
に
お
け
る
抽
象
的
人
間
労
働
に
か
か
わ
る
諸
記
述

を
有
機
的
連
関
の
も
と
に
理
解
す
る
視
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
三
で

は
、
そ
の
視
点
か
ら
帰
結
す
る
限
り
で
の
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
概
念
の

特
質
を
確
認
し
、
そ
の
う
え
で
第
一
・
一
一
節
の
本
椅
的
な
検
討
を
行
な

う
。
た
ど
し
そ
の
際
に
は
考
察
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
「
抽
象
的
人
間
労
働
」

概
念
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
う
え
で
必
要
な
最
少
限
の
論
点
に
絞
っ
た
。

す
な
わ
ち
抽
象
的
人
間
労
働
の
基
本
規
定
と
そ
の
質
料
的
担
い
手
と
の
関

係
、
そ
し
て
価
値
実
体
と
し
て
の
類
似
の
諸
範
鴎
と
の
関
係
で
あ
る
。
な

お
本
稿
で
は
『
資
本
論
』
の
叙
述
の
分
析
に
主
眼
を
置
い
た
と
め
、
こ
の

問
題
に
か
か
わ
る
前
記
の
諸
説
の
検
討
を
十
分
に
行
な
え
な
か
っ
た
。
そ

れ
に
つ
い
て
は
他
日
に
期
し
た
い
。

ハ
l
〉
本
稿
で
の
『
資
本
論
』
第
一
巻
現
行
版
か
ら
の
引
用
の
際
は
富
山
時
同
開
口
目

問
。
】

ω
巧
号
付
0

・
E
-
M
U姐一宮門戸
F
H
)
E
N
4
2
U同・

M
g
N・
(
邦
訳
、
大
内

兵
衛
・
細
川
嘉
六
監
訳
『
マ
ル
ク
ス
H
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
二
三
巻
、
大
月

・
書
出
柏
、
一
九
六
五
年
〉
の
原
べ
l
ジ
の
数
字
の
み
を
引
用
文
の
後
に
記
ナ
。
た



だ
し
訳
文
は
原
則
と
し
て
最
新
の
新
日
本
出
版
社
版
に
依
拠
す
る
(
細
部
に
お

い
て
若
干
の
変
更
を
加
え
る
こ
と
が
あ
る
〉
。
そ
れ
以
外
の
場
合
は
そ
の
つ
ど

註
記
す
る
。
ま
た
宮
町
H
P
関口問。
-ω

君
。
長
。
は
以
下
、
当
耳
目
白
“
と
略
記
す
る
。

(
2
V

与
え
3
5
5
2
2
E
R
r
o
〉
手
色
丹
は
新
日
本
出
版
社
版
で
は
「
抽
象
的

人
間
的
労
働
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
と
い

う
訳
請
を
用
い
る
。
目
。
去
の
『
口
。
F
O

〉『

ta仲間
r
s
p
の
場
合
も
河
様
に
「
人
間

労
働
力
」
と
す
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
差
し
当
た
り
そ
う
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
訳
語
問
題
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
。
な
お
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
長
谷
部
文
雄
「
戦
後
派
『
資
本
論
』
研
究
方
法
の
批
判
」

(
『
経
済
評
論
』
一
九
五

O
年
一

O
月
号
、
日
本
評
論
社
)
、
株
直
送
「
『
抽
象
均

人
間
労
働
』
翻
訳
論
争
の
意
義
」
(
同
誌
一
九
五

O
年
一
二
月
号

Y
武
市
健
人

「
『
抽
象
的
人
間
労
働
』
に
つ
い
て
」
(
同
誌
一
九
五

O
年
一
二
月
号
)
な
ど
で

か
つ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
3
〉
こ
の
論
争
の
概
容
に
つ
い
て
は
次
の
諸
文
献
を
参
照
せ
よ
。
正
木
八
郎

「
抽
象
的
人
間
労
働
i
l
i経
済
学
批
判
の
た
め
の
『
決
定
的
な
跳
鯉
点
』
!
l
a」

(
佐
藤
金
三
郎
他
編
『
資
本
論
を
学
ぶ
』

I
、
有
受
菌
、
一
ー
九
七
七
年
、
所

収
)
。
種
瀬
茂
「
〈
価
値
実
体
〉
規
定
を
め
ぐ
る
論
争
」
(
種
瀬
茂
他
編
『
資
本

論
体
系
』

2
、
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
、
所
収
)
。

〈
4
〉
ソ
連
で
の
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
次
の
諸
文
献
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
o

戸

田
文
夫
「
『
広
義
の
経
済
学
』
否
定
論
の
系
譜
」
(
『
立
命
館
経
済
全
』
第
一
一
-
一

巻
第
一
二
一
号
、
一
九
六
四
年
〉
。
同
「
ソ
速
に
お
け
る
一
九
二

0
年
代
の
価

値
論
争
に
よ
せ
て
」
(
『
経
済
研
究
』
第
一
八
巻
第
四
号
、
一
九
六
七
年
〉
。
こ

れ
ら
は
、
同
『
社
会
主
義
的
所
有
と
価
値
論
』
ハ
青
木
書
腐
、
一
九
七
六
年
〉

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
米
川
紀
生
「
労
働
と
価
値
に
関
す
る
イ
・
ル

1
6
ン
の

見
解
に
つ
い
て
」

Q
一
橋
論
議
』
第
一
巻
第
五
号
、
一
九
六
九
年
〉
。
荒
又
重

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

雄
「
抽
象
的
人
間
労
働
と
社
会
的
労
働
」

Q
経
済
学
研
究
』
第
二
二
巻
第
三

号
、
一
九
七
二
年
。
の
ち
に
、
同
『
賃
労
働
の
展
開
可
御
茶
の
水
書
房
、
一

九
七
八
年
、
に
所
収
〉
。
ま
た
ル

l
ピ
ン
や
コ

l
ン
の
見
解
は
河
野
意
志
訳
『
す

ル
7
ス
経
済
学
の
根
本
問
題
』
(
共
生
閥
、
一
九
二
九
年
)
に
収
録
さ
れ
て
い

る
論
文
に
よ
っ
て
、

7
1ゼ
シ
ベ
ル
グ
の
見
解
は
副
島
穏
典
・
宇
高
塞
輔
訳

『
資
本
論
注
解
』

1

2円
木
書
底
、
一
九
一
ニ
一
年
、
新
販
は
一
九
六
二
年
)
に

よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

5

)

河
上
察
『
資
本
論
入
門
』

1
、
改
造
社
、
一
九
三
二
年

Q
河
上
肇
著
作

集
』
第
四
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
五
年
、
所
収
。
青
木
文
庫
ー
、
}
九
玄
一

年〉。

(

6

V

櫛
国
民
蔵
「
価
値
及
貨
幣
」
(
『
櫛
田
良
蔵
全
集
』

2
、
改
造
社
、
一
九
四

七
年
、
所
収
U

。

一

ハ
7
U
小
泉
信
一
一
一
『
価
値
論
と
社
会
主
義
勺
改
造
社
、
一
九
二
一
一
一
年
(
『
小
泉
信

三
全
集
』
3
、
文
芸
春
秋
社
、
一
九
六
八
年
、
収
所
〉
。

(

8

)

高
田
保
馬
『
労
働
価
値
説
の
吟
味
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
三
一
年
U
o

ハ
9
〉
安
部
隆
一
「
労
働
の
抽
象
的
性
格
」
〈
『
経
済
学
雑
誌
』
第
一
八
巻
第
一

号
、
一
九
四
八
年
)
、
同
「
労
働
の
人
間
的
性
格
」

Q
経
済
評
論
』
一
九
四
八

年
二
一
月
号
)
。
こ
れ
ら
は
の
ち
に
、
同
『
「
価
値
論
」
研
究
』
(
岩
波
書
府
、

一
九
五
一
年
〉
に
収
録
さ
れ
た
。

(
川
山
)
宮
川
実
司
資
本
論
研
究
』
第
三
号
ハ
青
木
書
底
、
一
九
四
九
年
V
。
同
『
資

本
論
議
義
』

1
〈
青
木
書
底
、
一
九
七
四
年
〉
。
同
『
資
本
論
一
論
争
』
@
〈
学

習
の
友
社
、
一
九
八
一
隼
〉
。

(
日
)
林
直
道
「
価
値
論
に
お
け
る
技
術
主
義
的
体
系
」
ハ
『
経
済
評
論
』
一
九
五

。
年
七
月
号
〉
。
同
、
前
掲
「
『
抽
象
的
人
間
労
働
ヤ
翻
訳
論
争
の
意
義
」
。

(
刊
M

〉
遊
部
久
蔵
円
価
値
論
争
史
』
(
青
木
書
広
、
一
九
四
九
年
V
。

二
一
五



立
教
経
済
学
研
究
第
四

O
巻
四
号
(
一
九
八
七
年
)

ハ
日
)
山
本
二
三
丸
「
商
品
」
(
遊
部
久
蔵
他
編
『
資
本
論
議
座
』

1
、
青
木
書

肩
、
一
九
六
三
年
、
所
収
〉
。
同
「
人
隠
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察

ω・
問
」

(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
一
四
巻
第
四
号
、
一
九
六
一
年
。
お
よ
び
第
一
六

巻
第
二
号
、
一
九
六
二
年
)
。

ハ
M
V

見
回
石
介
一
『
資
本
論
の
方
法
』
(
弘
文
堂
、
一
九
六
三
年
。
『
見
回
石
介

著
作
集
』
第
四
巻
、
大
月
書
庖
、
一
九
七
七
年
、
所
収
)
。

(
日
)
宇
野
弘
蔵
『
価
値
論
』
(
河
出
書
房
、
一
九
四
七
年
。
青
木
書
底
、
一
九

六
五
年
〉
。
明
経
済
学
方
法
論
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
三
年
〉
。

(
m
v

白
杉
庄
一
郎
『
価
値
の
理
論
』
〈
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
一
九
五
五
年
〉
。

(
口
〉
林
直
送
『
フ
ラ
ン
ス
語
版
資
本
論
の
研
究
』
(
大
月
書
底
、
一
九
七
五
年
〉

八
八
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
刊
日
〉
「
経
済
学
批
判
へ
の
序
説
」
の
な
か
の
「
経
済
学
の
方
法
」
に
お
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
巧
白
骨
0
・回門同
-
H

目
的
印
・
自
己

t由

3
・
参
照
。

ハ
日
〉
「
社
会
的
労
働
」
と
い
う
範
腐
は
第
一
章
で
は
第
三
節
と
第
四
節
に
お
い

て
た
び
た
び
登
場
す
る
が
‘
そ
れ
に
対
す
る
直
接
的
説
明
は
与
え
ら
れ
て
い
な

い
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
範
鳴
の
理
解
の
た
め
に
は
、
ニ
の
凶
で
述
べ

る
よ
う
に
独
自
な
解
釈
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
m
v

と
り
わ
け
山
本
二
三
丸
氏
の
「
人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
」
ハ
前
掲
)

の
二
論
文
を
参
照
せ
よ
。

円
引
ω

)

林
、
前
掲
「
鏑
値
論
に
お
け
る
技
術
主
義
的
体
系
」
六
七
ペ
ー
ジ
。

(
n
v

以
下
、
断
わ
り
の
な
い
場
合
に
は
傍
点
は
原
箸
者
の
も
の
で
あ
る
。

(mω

〉
林
、
前
掲
「
『
抽
象
的
人
間
労
働
』
翻
訳
論
争
の
意
義
」
九
九
ペ
ー
ジ
。

(
倒
的
〉
こ
こ
で
戦
後
論
争
以
降
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
単
に
記
せ
ば
、
特
殊
歴
史
説

の
立
場
に
立
つ
見
解
が
主
流
を
な
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
主
な
論
者
と

し
て
は
、
平
田
清
明
ハ
『
経
済
学
と
歴
史
認
識
』
、
岩
波
書
腐
、
一
九
七
一
年
〉
、

一
一
一
六

広
松
渉
ハ
『
資
本
論
の
哲
学
』
、
現
代
理
論
社
、
一
九
七
四
年
〉
、
ゾ
l
ン
目
レ

!
テ
ル
(
『
精
神
労
働
と
肉
体
労
働
』
一
九
七
二
年
、
寺
田
光
雄
・
水
田
洋
訳
、

合
同
出
版
、
一
九
七
五
年
〉
、
頭
川
博
〈
「
価
値
論
の
一
基
本
問
題
」
、
『
一
橋
論

議
』
第
λ
立
を
第
六
号
、
一
九
八
一
午
〉
、
松
石
勝
彦
(
『
資
本
論
研
究
』
‘
=
一

嶺
書
房
、
一
九
八
一
一
一
年
〉
な
ど
の
諸
氏
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

諸
氏
に
共
通
に
見
ら
れ
る
の
は
『
交
換
過
程
」
の
重
視
で
あ
り
、
抽
象
的
人
間

労
働
へ
の
諸
労
働
の
還
元
は
「
交
換
過
程
」
に
お
い
て
こ
そ
行
な
わ
れ
る
と
い

う
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
‘
『
資
本
論
』
の
諸
記
述
の
区
別
と
連
関

と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
問
題
意
識
と
の
関
連
で
次
の
ニ
点
だ
け
述
べ
る
こ
と
に
す

る
。
第
て
白
川
は
、
還
元
が
「
交
換
過
樫
」
で
行
な
わ
れ
る
と
い
う
理
解
も
、
抽

象
的
人
隠
労
働
が
特
殊
歴
史
的
な
範
時
で
あ
る
と
い
う
結
論
も
そ
れ
自
体
と
し

て
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
点
と
し
て
強
調
し

た
い
の
は
、
交
換
が
す
で
に
支
配
的
に
な
っ
た
社
会
で
は
「
諸
物
の
価
値
性
格

が
す
で
に
そ
れ
ら
の
生
産
そ
の
も
の
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
」
ハ
八
七
〉
こ
と

も
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
超
援
史
説
的
な
見

解
と
し
て
は
、
吉
原
泰
助
「
労
働
の
ご
室
性
」
(
宇
佐
美
誠
二
郎
他
編
『
マ
ル

ク
ス
経
済
学
体
系
』

I
、
有
斐
関
二
九
六
六
年
、
所
収
U

、
同
「
生
産
関
係
分

析
と
し
て
の
商
品
論
」
〈
吉
原
泰
助
他
編
司
講
座
資
本
論
の
研
究
』
第
二
巻
、

青
木
書
肩
、
一
九
八

O
年
、
所
収
〉
が
あ
る
。
ま
た
玉
木
八
郎
「
商
品
論
と
抽

象
的
人
間
労
働
」

Q
現
代
思
想
』
一
九
七
五
年
二
一
月
臨
時
増
刊
号
)
お
よ
び

「
抽
象
的
人
間
労
働
と
経
済
学
批
判
』
令
名
城
商
学
』
第
二
七
巻
第
三
号
、
一

九
七
七
年
〉
で
は
、
「
抽
象
的
人
間
労
働
が
歴
史
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
、
そ
れ
と

も
超
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
以
前
に
、
ど
う
い

う
過
程
を
経
て
そ
れ
が
導
出
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
』
ハ
前
掲
「
抽
象
的
人
閲
労
働
と
経
済
学
批
判
、
二
八
ペ
ー
ジ
〉
と



い
う
観
点
が
強
調
き
れ
て
お
り
、
そ
の
繰
り
で
は
共
感
で
き
る
立
場
で
あ
る
。

商
品
生
産
労
働
と
労
働
の
社
会
的
性
格

川
商
品
生
産
労
働
の
「
二
重
の
社
会
的
性
格
」

『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
第
四
節
「
商
品
の
物
神
的
性
格
と
そ
の
秘

密
」
の
中
に
、
「
-
商
品
を
生
産
す
る
労
働
に
固
有
な
社
会
的
性
格
」
ハ
λ
八
)

に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
考
察
は
そ
こ
に

登
場
す
る
次
の
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
始
ま
る
。

「
労
働
生
産
物
は
、
そ
れ
ら
の
交
換
の
内
部
で
は
じ
め
て
、
そ
れ
ら

の
互
い
に
感
性
的
に
異
な
る
使
用
対
象
性
か
ら
分
離
さ
れ
た
、
社
会
的

に
同
等
な
、
価
値
対
象
怯
を
受
け
取
る
。
有
用
物
と
価
値
物
と
へ
の
労

働
生
産
物
の
こ
の
分
裂
が
は
じ
め
て
実
際
に
発
現
す
る
の
は
、
有
用
物

が
交
換
を
め
あ
て
に
生
産
さ
れ
る
ま
で
に
、
し
た
が
っ
て
、
諸
物
の
価

値
性
格
が
す
で
に
そ
れ
ら
の
生
産
そ
の
も
の
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
ま

で
に
、
交
換
が
十
分
な
広
が
り
と
重
要
性
と
を
獲
得
し
た
と
き
で
あ

る
。
こ
の
瞬
間
か
ら
、
生
産
者
た
ち
の
私
的
諸
労
働
は
、
実
際
に
、
二

重
の
社
会
的
性
格
を
受
け
取
る
。
私
的
諮
労
働
は
、
一
面
で
は
、
一
定

の
有
用
的
労
働
と
し
て
一
定
の
社
会
的
欲
求
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
労
働
の
、
自
然
発
生
的
な
社
会
的

分
業
の
体
制
の
、
諸
分
肢
と
し
て
実
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私

的
諸
労
働
は
、
他
面
で
は
、
特
殊
的
な
有
用
的
私
的
労
働
の
ど
れ
も

が
、
別
の
種
類
の
有
用
的
私
的
労
働
の
ど
れ
と
も
交
換
さ
れ
う
る
も
の

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
と
等
し
い
も
の
と
し
て
適
用
す
る
限

り
で
の
み
、
そ
れ
ら
自
身
の
生
産
者
た
ち
の
多
様
な
欲
求
を
満
た
す
。

互
い
に
H

ま
っ
た
く
e

異
な
る
諸
労
働
の
同
等
性
は
、
た
だ
、
現
実
の

不
等
怯
の
捨
象
、
諸
労
働
が
人
間
労
働
力
の
支
出
と
し
て
、
抽
象
的
人

間
労
働
と
し
て
、
も
っ
て
い
る
共
通
な
性
格
へ
の
還
元
に
お
い
て
し

か
、
成
り
立
ち
え
な
い
@
私
的
生
産
者
た
ち
の
頭
脳
は
、
彼
ら
の
私
的

諸
労
働
の
こ
の
二
重
の
社
会
的
性
格
を
、
実
際
の
交
易
、
生
産
物
文
換

に
お
い
て
現
わ
れ
る
諸
形
態
で
の
み
反
映
す
る
。
ー
ー
す
な
わ
ち
、
彼

ら
の
私
的
誇
労
働
の
社
会
的
に
有
用
的
な
性
格
を
、
労
働
生
産
物
が
有

用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
し
か
も
他
人
に
と
っ
て
有
用
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
形
態
で
反
映
し
、
種
類
を
異
に
す
る
労
働
の

同
等
性
と
い
う
社
会
的
性
格
を
、
労
働
生
産
物
と
い
う
こ
れ
ら
の
物
質

的
に
呉
な
る
諸
物
の
共
通
な
価
値
性
格
と
い
う
形
態
で
反
映
す
る
の
で

あ
る
。
」
円
八
七
I
八
入
、
傍
点
|
|
山
本
〉

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
含
む
前
後
の
叙
述
は
従
来
も
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ

て
き
た
。
一
で
触
れ
た
戦
後
論
争
に
お
い
て
も
、
特
殊
歴
史
説
、
超
歴
史

説
を
問
わ
ず
、
商
品
生
産
の
特
殊
歴
史
的
な
性
格
の
説
明
が
『
資
本
論
』

の
こ
こ
に
お
い
て
こ
そ
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
ほ
ぼ
共
通
の
も

〈

1
)

の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
従
来
の
論
者
は
た
い
て
い
、
そ
こ
か

ら
直
ち
に
抽
象
的
人
間
労
働
の
範
鴫
性
格
の
問
題
に
帰
っ
て
い
っ
た
よ
う

に
思
え
る
が
、
し
か
し
こ
こ
の
叙
述
内
容
に
な
お
踏
み
止
ま
っ
て
、
そ
こ

(
2
M
 

か
ら
さ
ら
に
多
く
の
合
意
を
抽
さ
出
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

二
一
七



立
教
経
済
学
研
究
第
四

O
巻
四
号
(
一
九
八
七
年
)

と
い
う
の
は
、
以
下
で
見
て
い
く
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
単
に
商

品
生
産
が
特
殊
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ

(
3
)
 

の
特
殊
性
の
意
味
内
容
を
商
品
生
産
労
働
に
却
し
で
よ
り
立
ち
入
っ
て
述

べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
有
用
物
が
交
換
め
あ
て
に
生
底
さ
れ
る
ま
で
に
・
・
・
・
:
交
換
が
十
分
な

広
が
り
と
重
要
性
と
を
獲
得
し
た
」
そ
の
「
瞬
間
か
ら
、
生
産
者
た
ち
の

私
的
諸
労
働
は
、
実
際
に
、
二
重
の
社
会
的
性
格
を
受
け
取
る
己
わ
れ

わ
れ
が
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
こ
の
記
述
で
あ
る
。
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
さ
ら
に
端
的
に
言
え
ば
、
生
産
物
の
商
品
と
し
て
の
生
産
が
定
着
し

た
社
会
に
お
い
て
は
、
労
働
ば
「
二
重
の
社
会
的
性
格
」
を
帯
び
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
労
働
は
、
当
然
な
が
ら
商
品
生
産
労
働
の

こ
と
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
が
そ
れ
を
「
私
的
諮
労
働
」
と
述
べ
て
い
る
の
に

は
訳
が
あ
ろ
。
す
な
わ
ち
こ
の
直
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
「
そ
も
そ
も
使
用
対
象
が
商
品
に
な
る
の
は
、
使
用
対
象
が
互

い
に
独
立
に
営
ま
れ
る
私
的
諮
労
働
の
生
産
物
で
あ
る
か
ら
」
(
入
七
〉
で

あ
っ
て
、
商
品
生
産
労
働
が
「
固
有
な
社
会
的
性
格
」
を
も
つ
の
も
、
そ

れ
が
ま
さ
に
私
的
労
働
と
し
て
営
ま
れ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
か
ち
で
あ

る。
で
は
、
そ
の
「
二
重
の
社
会
的
性
格
」
と
は
何
か
。
マ
ル
ク
ス
は
ひ
き

つ
づ
く
ニ
つ
の
セ
シ
テ
ン
ス
に
お
い
て
、
商
品
生
産
労
働
が
負
っ
て
い
る

二
重
の
社
会
的
制
約
を
対
比
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
そ
れ

を
示
し
て
い
る
。

「
私
的
韓
両
労
働
は
、
一
面
で
は
、
一
定
の
有
一
周
的
労
働
と
し
て
一
定

ニ
一
八

の
社
会
的
欲
求
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
す
る
乙
と
に
よ
っ

て
、
総
労
働
の
、
自
然
発
生
的
な
社
会
的
分
業
の
体
制
の
、
諸
分
肢
と

し
て
実
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
己

「
私
的
諸
労
働
は
、
他
面
で
は
、
特
殊
的
な
有
用
的
私
的
労
働
の
ど

れ
も
が
、
別
の
種
類
の
有
用
的
私
的
労
働
の
ど
れ
と
も
交
換
さ
れ
う
る

も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
と
等
し
い
も
の
と
し
て
通
用
す

る
限
り
で
の
み
、
そ
れ
ら
自
身
の
生
産
者
た
ち
の
多
様
な
欲
求
を
満
た

す
己

そ
し
て
。
ハ
ラ
グ
ラ
フ
の
最
後
の
部
分
で
は
「
こ
の
二
重
の
社
会
的
性

格
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
さ
ら
に
端
的
な
言
葉
で
明
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
「
私
的
諸
労
働
の
社
会
的
に
有
用
的
な
性
格
」
お
よ
び
「
種
類
を
異
に

す
る
労
働
の
同
等
性
と
い
う
社
会
的
性
格
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら

に
短
縮
し
て
「
諸
労
働
の
社
会
的
有
用
性
」
お
よ
び
「
国
共
程
労
働
の
同
等

性
」
、
ま
た
は
単
に
「
社
会
的
有
用
性
」
、
「
同
等
性
」
と
今
後
は
呼
ぶ
こ

と
に
し
土
う
。

し
か
し
こ
の
最
後
の
部
分
の
記
述
が
持
つ
意
味
は
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
こ
の
記
述
部
分
に
は
栖
値
論
の
王
確
な
理
解
に
と
っ
て
決
定
的
な
命

題
が
合
ま
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
、
「
私
的
生
産
者
た
ち
の
頭

脳
」
が
「
彼
ら
の
私
的
諸
労
働
の
こ
の
こ
重
の
社
会
的
性
格
を
ど
の
よ
う

に
「
反
映
す
る
」
か
を
述
べ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の

説
明
を
と
お
し
て
「
私
的
諸
労
働
の
社
会
的
有
用
性
」
と
労
働
生
産
物
の

(
4》

「
社
会
的
使
用
価
値
」
、
「
車
内
種
労
働
の
同
等
性
」
と
「
諸
物
の
共
遇
な
価

値
性
格
」
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
対
一
対
応
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ



と
で
あ
る
。
「
労
働
の
二
重
性
」
、
と
り
わ
け
価
値
論
の
根
幹
た
る
「
抽
象

的
人
間
労
働
」
概
念
の
理
解
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
突
に
重
要
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
商
品
生
産
労
働
の
「
二
重
の
社
会
的
性
格
」
の
う
ち
た

だ
「
異
種
労
働
の
同
等
性
」
だ
け
が
諸
物
の
「
価
値
性
格
」
と
か
か
わ
る

の
で
あ
っ
て
、
「
諸
労
働
の
社
会
的
有
用
性
」
は
価
値
そ
の
も
の
と
は
無

関
係
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
に
お
い
て
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

価
値
と
商
品
生
産
労
働
の
社
会
的
性
格
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
こ
の
よ

う
な
理
解
が
『
資
本
論
』
の
叙
述
の
ご
く
自
然
な
解
釈
の
結
果
で
あ
る
こ

と
は
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
こ
の
パ
ラ
グ

ラ
フ
に
す
ぐ
続
く
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
中
の
次
の
記
述
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら

れ
よ
う
。
「
商
品
生
産
と
い
う
こ
の
特
殊
的
生
産
形
態
だ
け
に
あ
て
は
ま

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
互
い
に
独
立
し
た
私
的
諮
労
働
の
独
特
な
社
会
的

性
格
は
、
人
間
労
働
と
し
て
の
そ
れ
ら
の
同
等
性
に
あ
り
、
か
っ
、
こ
の

社
会
的
性
格
が
労
働
生
産
物
の
価
値
性
格
と
い
う
形
態
を
と
る
の
だ
と
い

う
こ
と
:
:
:
己

(λ

八
〉
こ
の
記
述
で
は
、
「
人
間
労
働
と
し
て
の
:
:
:
同

等
性
」
と
い
う
「
こ
の
社
会
的
性
格
が
:
:
:
価
値
性
格
と
い
う
形
態
を
と

る
」
(
傍
古
川
|
|
山
本
)
こ
と
が
文
字
選
り
の
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
う
し
て
、
最
初
に
掲
げ
た
第
四
節
中
の
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
考

察
し
て
、
商
品
生
産
労
働
が
「
社
会
的
有
用
性
」
と
「
同
等
性
」
と
い
う

こ
つ
の
社
会
的
性
格
を
も
つ
こ
と
、
そ
し
て
商
品
の
価
値
性
格
に
か
か
わ

る
の
は
そ
の
う
ち
の
「
同
等
性
」
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
1

乏
で
は
こ
の
認
識
を
土
台
と
し
て
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
概
念
に
つ

い
て
の
考
察
が
進
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
前
に
、
社
会
的
性
格
と
い
う
点
で

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

の
荷
品
生
産
労
働
と
労
働
一
般
と
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
く
検
討
を
加

え
、
以
っ
て
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
労
働
の
社
会
的
性
格
の
独
自
性
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

(2) 

労
働
の
社
会
的
性
格
と
社
会
的
労
働

「
人
聞
が
な
ん
ら
か
の
様
式
で
互
い
の
た
め
に
労
働
す
る
や
い
な
や

的

DEg--::白
与
弘
窓
口
、
彼
ら
の
労
働
も
ま
た
あ
る
社
会
的
形
態
を
受
け

取
る
c
」
ハ
八
六
〉
マ
ル
ク
ス
は
、
第
四
節
の
最
初
の
部
分
で
「
商
品
の
神

秘
的
性
格
」
ハ
八
主
)
が
何
に
由
来
す
る
か
を
説
く
過
程
で
「
価
値
規
定
の

内
容
」
ハ
八
五
〉
に
触
れ
つ
つ
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
価
値
規
定
の
内
容
」

と
い
う
言
葉
に
は
、
す
ぐ
後
で
述
べ
る
よ
う
に
注
意
を
要
す
る
。
と
も
か

く
こ
こ
で
は
労
働
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
は
商
品
生
産
社
会
で
の
労
働
だ
け
に
か
か
わ
る
規
定
と
し
て
受

け
取
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
こ
の
規
定
は
、

「
な
ん
ら
か
の
様
式
で
互
い
の
た
め
に
労
働
」
が
行
な
わ
れ
て
い
る
生
産

社
会
}
般
の
労
働
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
こ
の
記
述
を
、
「
互
い
の
た
め
に
労
働
す
る
」
と
い
う
匂
に
囚
わ

れ
て
、
労
働
の
「
社
会
的
有
用
性
」
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
と
理
解
す

る
の
も
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
こ
こ
で
は
労

働
の
「
社
会
的
有
用
性
」
の
こ
と
が
、
そ
し
て
「
価
値
規
定
の
内
容
」
の

第
一
の
規
定
に
お
い
て
は
「
同
等
性
」
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
受

(

5

)

 

け
と
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
そ
れ
も
早
計
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
引
用
し
た

こ
の
第
三
の
規
定
で
一
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
労
働
の
「
社
会
的
有
用
性
」

二
一
九
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に
限
っ
た
こ
と
で
も
商
品
生
産
労
働
の
社
会
的
性
格
の
こ
と
だ
け
で
も
な

く
、
匂
あ
く
ま
で
生
産
社
会
一
般
に
お
け
る
労
働
の
社
会
的
性
格
の
こ
と
と

し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
歴
史
的
生
産
社
会
一
般
に
か
か
わ
る
と
と
を
マ

ル
ク
ス
は
な
ぜ
「
価
値
規
定
の
内
容
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
か
。
こ
の

疑
問
は
上
で
触
れ
た
「
価
値
規
定
の
内
容
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
と
関
係

し
て
い
る
1

結
論
的
に
言
え
ば
、
ま
ず
第
一
に
、
「
価
値
規
定
」
と
「
価
値

規
定
の
内
容
」
と
は
別
な
事
柄
と
し
て
受
け
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
価

値
規
定
」
は
も
ち
ろ
ん
商
品
生
産
労
働
に
、
し
か
も
そ
の
「
同
等
性
」
と

(
6〉

い
う
社
会
的
性
格
だ
け
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
。
他
方
「
価
値
規
定
の

内
容
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
ば
、
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
い
わ
ば
「
価

値
規
定
」
と
し
て
現
わ
れ
る
「
内
容
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
価
値
規

定
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
価
値
規
定
の
内
容
」
と
は
、
い
わ
ば
生
産
に
お

け
る
労
働
の
規
定
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
第
二
に
強
調
し
た
い
の

は
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
労
働
一
般
が
社
会
的
生
産
と
の
関
係
に
お
い
て
受

け
と
る
規
定
で
あ
っ
て
、
商
品
生
産
労
働
匝
有
の
規
定
で
も
価
値
実
体
の

規
定
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
第
一
の
規
定
が
示
唆
す

る
の
は
、
抽
象
的
人
間
労
働
の
生
理
学
的
規
定
は
労
働
一
般
の
規
定
で
も

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
、
超
歴
史
説
だ
け
が
こ
こ
に
抽
象
的
人

間
労
働
の
規
定
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
四
節
の
中
に
価
値
論
理
解
の
た
め
の
示
唆
的
な
叙
述
を

求
め
よ
う
と
す
る
特
に
、
し
ば
し
ば
詑
目
さ
れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
箇
所
が

二
二

O

あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
孤
島
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
し
の
労
働
に
つ
い
て

説
明
さ
れ
て
い
る
部
分
ハ
九
O
t九
乙
で
あ
る
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
ロ

ビ
ン
ソ
ン
が
行
な
う
生
産
活
動
の
「
形
態
」
や
「
様
式
」
に
つ
い
て
簡
潔

に
説
明
し
た
後
、
最
後
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ロ
ピ

γ
ソ

ン
と
絞
の
手
製
の
富
で
あ
る
諸
物
と
の
あ
い
だ
の
す
べ
て
の
関
連
は
、
こ

こ
で
は
き
わ
め
て
簡
単
明
瞭
:
・
・
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に

は
、
価
値
の
す
べ
て
の
本
質
的
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。

上
で
「
価
値
規
定
の
内
容
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
こ

こ
で
の
記
述
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
「
価
値
の
す
べ
て

の
本
質
的
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の

活
動
に
つ
い
て
の
説
明
の
中
に
「
価
値
の
・
:
:
規
定
」
を
読
み
取
ろ
う
と

し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は

価
値
規
定
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
「
価
値
の
;
:
:
本
質
的
規
定
」
、
す
な
わ

ち
上
述
の
意
味
に
お
け
る
「
価
値
規
定
の
内
容
」
と
同
じ
だ
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
敢
え
て
逆
説
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ロ
ビ
シ
ソ
ン
の
活

動
の
説
明
の
中
に
「
価
値
規
定
の
内
容
」
は
「
含
ま
れ
て
い
る
」
が
「
価

値
規
定
」
は
「
含
ま
れ
て
」
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
ロ
ビ
ン
ソ
シ
と
被
の

:
・
:
諸
物
と
の
あ
い
だ
の
:
・
:
関
連
は
、
:
:
・
き
わ
め
て
簡
単
明
瞭
」
で

あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
神
秘
的
な
も
の
は
な
に
も
な
い
己
(
八
五
〉
「
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
」
商
品
生
産
社
会
に
あ
っ
て
は
価
値
規
定
と
し

て
現
わ
れ
る
「
本
質
的
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
己

さ
て
視
線
を
も
う
一
度
、
「
価
値
規
定
の
内
容
」
の
一
環
と
し
て
述
べ

ら
れ
て
い
た
最
初
の
記
述
に
戻
そ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
そ
こ
で
述



べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
「
価
値
規
定
」
そ
の
も
の
の
「
内
容
」
で
は
な

く
、
い
わ
ば
「
価
値
規
定
」
の
背
後
に
あ
っ
て
、
商
品
生
産
の
特
殊
歴
史

的
な
諸
条
件
の
も
と
で
「
価
値
規
定
」
と
な
る
「
内
容
」
、
す
な
わ
ち
生

産
社
会
の
特
定
の
歴
史
的
形
態
だ
け
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
い
、
労
働
そ

の
も
の
の
規
定
「
内
容
」
で
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
@
だ
か
ら
そ
れ
は
商

品
生
産
労
働
に
も
も
ち
ろ
ん
妥
当
す
る
が
、
し
か
し
商
品
生
産
労
働
だ
け

に
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
一
般
的
な
規
定
で
あ
る
。

そ
こ
で
改
め
て
そ
の
記
述
に
注
目
す
る
と
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
規
定
内

容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
は
「
人
聞
が
な
ん
ら
か
の
様

式
で
互
い
の
た
め
に
労
働
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ

は
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
彼
ら
の
労
働
も
ま
た
あ
る
社
会
的
形
態
を
受
け
取

る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
順
に
考
察
し
よ
う
。

ま
ず
前
半
の
記
述
が
意
味
す
る
の
は
、
人
間
が
社
会
的
に
労
働
を
行
な

う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
労
働
と
は
社
会
的
労
働
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
資
本
論
』
の
ど
こ
に
お
い
て
も
「
社
会
的
労

働
」
概
念
の
直
接
的
な
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
だ
が
、
こ
の
短
か
い

フ
レ
ー
ズ
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
労
働
が
本
来
的
に
社
会
的
な
労

働
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
と
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
ま

ず
、
労
働
が
即
自
的
に
社
会
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て

「
社
会
的
労
働
」
概
念
に
は
ま
ず
も
っ
て
こ
の
却
自
的
な
社
会
性
が
合
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
商
品
生
産
社
会
に
お
い

て
労
働
が
私
的
形
態
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
は
最
初
か
ら
矛
盾
が
合
ま
れ

(
7〉

て
い
る
。
そ
れ
は
労
働
の
社
会
的
本
性
と
そ
の
私
的
な
実
存
形
態
と
の
矛

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

盾
で
あ
る
。
ま
た
付
言
す
れ
ば
、
私
的
労
働
と
の
対
立
に
お
い
て
論
じ
ら

れ
る
際
の
社
会
的
労
働
と
は
、
こ
の
根
源
的
な
位
相
に
お
け
る
概
念
と
し

て
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
社
会

的
労
働
」
概
念
は
、
行
論
に
お
い
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
い
わ
ば
重
層
的
な

規
定
を
も
っ
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る。
後
半
の
記
述
に
移
ろ
う
。
見
た
よ
う
に
労
働
と
は
元
来
が
社
会
的
性
格

を
も
つ
の
だ
か
ら
、
「
彼
ら
の
労
働
も
ま
た
あ
る
社
会
的
形
態
を
受
け
取

る
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
本
来
的
な
社
会
性
が
労
働
に
「
社
会
的
形
態
」

を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
川
で
明
ら
か
に
な
ヨ
た

商
品
生
産
労
働
の
二
つ
の
社
会
的
性
格
と
関
連
づ
け
て
考
え
る
と
ど
う
な

る
か
。
ま
ず
確
認
す
べ
き
な
の
は
、
「
同
等
性
」
や
「
社
会
的
有
用
怯
」

は
そ
れ
自
体
が
労
働
の
本
来
的
で
、
ゆ
え
に
超
歴
史
的
な
社
会
的
性
格
の

特
殊
歴
史
的
な
形
態
、
す
な
わ
ち
商
品
生
産
的
な
形
態
で
あ
る
と
理
解
し

う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
社
会
的
性
格
そ

れ
自
体
の
特
殊
歴
史
的
形
態
の
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
労
働
の
社
会

的
形
態
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
二
つ
の
形
態
の
関
連
は
ど
の
よ
う

に
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
の
が
こ
の
記
述
の

全
体
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
労
働
の
本
来
的
社
会
性
が
労
働
に
社
会
的
形
態

を
受
け
取
ら
せ
る
の
だ
か
ら
、
社
会
的
性
格
の
特
殊
歴
史
的
な
形
態
は
労

働
に
特
殊
歴
史
的
な
社
会
的
形
態
を
受
け
取
ら
せ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
商
品
生
産
労
働
が
「
同
等
性
」
お
よ
び
「
社
会
的
有
用
性
」
と

い
う
社
会
的
性
格
を
も
つ
こ
と
は
、
商
品
生
産
労
働
が
同
等
な
労
働
お
よ
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び
社
会
的
に
有
用
な
労
働
と
い
う
こ
つ
の
社
会
的
形
態
を
も
っ
と
と
と
い

わ
ば
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
こ
こ
で
は
、

労
働
の
本
来
的
社
会
性
と
そ
の
歴
史
的
な
形
態
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
特
定
の
歴
史
的
生
産
社
会
、
例
え

ば
商
品
生
産
社
会
が
前
提
さ
れ
た
上
で
「
社
会
的
労
働
」
と
い
う
言
葉
が

登
場
す
る
場
合
、
そ
こ
に
は
本
来
的
社
会
性
と
そ
の
歴
史
的
形
態
と
し
て

の
「
二
重
の
社
会
的
怯
格
」
と
が
共
に
合
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
「
二
重
の
社
会
的
性
格
」
が
両
方
と
も
合
意
さ
れ
て

い
る
か
、
あ
る
い
は
一
方
の
み
で
あ
る
か
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
呉
な
る
。

こ
の
よ
う
に
見
た
だ
け
で
も
、
「
社
会
的
労
働
」
と
い
う
範
鴎
に
よ
っ
て

い
か
に
多
義
的
な
意
味
内
容
が
示
さ
れ
う
る
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
記
述
の
全
体
を
要
約
す
る
と
、
結
局
こ
こ
で
き
口
わ
れ
て
い
る
の
は
、

労
働
は
ど
の
歴
史
的
生
産
社
会
で
も
そ
の
本
性
上
必
然
的
に
社
会
的
形
態

を
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
そ
れ
は
商
品
生
産
以
外
の
社
会
で
は
ど
の
よ
う
な
形
態
で
現
わ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
は
、
わ
れ
わ
れ
が
先
に
見
た
「
孤
島
の

ロ
ビ
ン
ソ
ン
」
の
生
産
活
動
に
つ
づ
い
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
」
、
「
家

父
長
的
な
」
「
農
民
家
族
」
、
「
自
由
な
人
々
の
連
合
体
」
と
い
う
三
つ
の

社
会
形
態
な
い
し
は
生
産
形
態
を
例
に
と
り
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
労
働
の

特
徴
を
商
品
生
産
社
会
と
対
比
し
て
簡
単
に
説
明
し
て
い
る
〈
九
一

I
九

三
Y
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
検
討
す
る
余
裕
は
こ
こ
で
は
な
い
が
、

わ
れ
わ
れ
の
議
論
と
の
関
連
で
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
生
産

形
態
に
お
い
て
も
「
労
働
の
自
然
形
態
」
が
「
直
接
的
に
」
社
会
的
形
態

一一
一
一

を
な
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「
社
会
的
有
用
性
」
が
労
働
の
社
会
的
性
格

と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
労
働
の
自
然
形
態
」
と
い
う
の
は

諸
種
の
有
用
性
に
お
い
て
現
わ
れ
る
労
働
の
現
実
の
諸
形
態
で
あ
っ
て
1

、

【

O
O
】

商
品
生
産
社
会
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
社
会
的
な
「
具
体
的
宥
用
労
働
」

に
照
応
す
る
と
言
え
よ
う
@

で
は
そ
れ
ら
の
間
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
労
働
の
本

来
的
社
会
性
が
よ
り
具
体
的
な
社
会
的
形
態
に
お
い
て
現
わ
れ
る
際
に
そ

れ
を
媒
介
す
る
「
な
ん
ら
か
の
様
式
」
(
八
六
)
、
つ
ま
り
基
礎
的
な
社
会
関

係
に
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
ヨ

i
ロ
ッ
ペ
の
中
世
」
社
会
に
お

い
て
は
「
人
格
的
依
存
関
係
」
、
家
父
長
的
農
民
家
族
の
労
働
の
場
合
は

「
共
同
的
」
で
「
直
接
的
な
」
相
互
依
存
関
係
、
そ
し
て
未
来
的
な
「
自

由
な
人
々
の
連
合
体
」
で
は
「
自
覚
的
」
な
社
会
的
依
存
関
係
に
基
い
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
ち
な
み
に
商
品
生
産
社
会
の
場
合
は
、
一
方
で
の

「
自
然
発
生
的
な
社
会
的
分
業
」
ハ
八
七
)
に
基
く
依
存
関
係
と
他
方
で
の

私
的
で
独
立
的
な
活
動
形
態
と
が
基
礎
的
社
会
関
係
を
な
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

さ
て
わ
れ
わ
れ
は
以
上
で
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
第
四
節
の
な

か
の
い
く
つ
か
の
記
述
を
手
掛
か
り
に
し
て
労
働
の
社
会
的
性
格
と
は
何

か
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
れ
は

ωで
明
ら
か
に
な
っ
た
商
品
生
産
労
働
の

「
二
重
の
社
会
的
性
格
」
を
い
わ
ば
「
労
働
の
社
会
的
性
格
」
一
般
と
の

対
比
に
よ
っ
て
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
小
話
す
れ
ば
次

の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
社
会
的
有
用
性
」
と
「
同
等
性
」
と
い

う
商
品
生
産
労
働
の
二
つ
の
社
会
的
性
格
は
、
他
の
生
産
社
会
に
お
い
て



は
等
し
く
「
社
会
的
有
用
性
」
と
し
て
現
わ
れ
る
労
働
の
社
会
的
性
格
と

同
様
に
、
労
働
の
「
社
会
的
労
働
」
と
し
て
の
本
来
的
社
会
性
が
商
品
生

産
社
会
の
諸
条
件
に
応
じ
て
具
体
的
に
現
わ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。こ

う
し
て
、
他
の
生
産
社
会
に
お
い
て
は
単
純
に
「
社
会
的
有
用
性
」

と
し
て
現
わ
れ
る
労
働
の
社
会
的
性
格
が
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
二

重
の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
の
異
様
さ
が
際
立
っ
て
く
る
。
そ
し
て

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
異
様
さ
の
源
が
二
つ
の
社
会
的
性
格
の
う
ち
の
「
同
等

性
」
の
方
に
こ
そ
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
が
、
商
品
生
産

労
働
伝
「
固
有
な
社
会
的
性
格
」
と
一
一
一
日
い
、
「
商
品
生
産
と
い
う
こ
の
特

殊
的
生
産
形
態
だ
け
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
」
(
傍
点

1
l共
に
山
本
〉
と
し
て

「
同
等
性
」
に
議
論
の
矛
先
を
向
け
る
由
縁
も
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
今
や
こ
の
「
異
種
労
働
の
同
等
性
」
が
ど
の
よ
う
に
価

値
実
体
と
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
段
階
に
来
た
。

ハ
1
)

安
部
隆
一
氏
の
場
合
は
例
外
に
属
す
る
と
一
z

一
言
え
よ
う
。

(

2

)

抽
象
的
人
間
労
働
を
め
ぐ
る
論
争
と
直
接
に
は
か
か
わ
っ
て
い
な
い
が
、

大
鳥
雄
一
氏
は
「
価
値
法
則
と
社
会
的
労
働
の
配
分
」
(
『
経
済
科
学
』
第
四
巻

第
二
・
三
号
、
一
九
五
六
年
)
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
価
値
概
念
の
理
解
と

い
う
問
題
視
角
か
ら
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
大
島

氏
は
最
後
の
三
分
の
一
の
叙
述
ハ
「
私
的
生
産
者
た
ち
の
頭
悩
は
‘
.
:
』
以
下
)

を
除
い
て
引
用
さ
れ
、
結
局
、
「
ニ
重
の
社
会
的
性
格
」
が
両
方
と
も
商
品
の

「
価
値
性
格
」
に
関
与
す
る
と
い
う
結
論
を
導
い
て
お
ら
れ
る
。
引
用
を
省
か

れ
た
最
後
の
三
分
の
一
の
叙
述
を
読
め
ば
、
大
島
氏
と
は
正
反
対
の
結
論
に
行

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

き
着
く
の
が
普
通
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
を

理
解
す
る
際
に
は
決
し
て
特
定
の
記
述
に
も
と
づ
く
先
入
見
を
も
っ
て
臨
ん
で

は
な
ら
な
い
こ
と
を
大
島
氏
の
例
は
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

(

3

)

「
商
品
を
生
産
す
る
労
働
」
を
以
下
で
は
こ
の
よ
う
に
略
記
す
る
。

(
4
〉
「
社
会
的
使
用
価
値
」
と
い
う
害
菜
は
、
第
一
節
の
最
後
の
部
分
で
初
め

て
登
場
す
る
が
、
そ
れ
が
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
労
働
生
産
物
が
:
・
・
:
他

人
に
と
っ
て
有
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
形
態
」
と
同
義
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(

5

)

第
一
の
規
定
で
は
「
同
等
性
」
で
は
な
く
、
そ
れ
を
担
う
人
間
労
働
そ
の

も
の
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
『
同
等
性
」
と
人
間
労
働
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
三
で
の
分
析
を
参
照
せ
よ
。
第
二
の
規
定
で
は
明
確
に
、
「
価
値
の
大
き

さ
の
規
定
』
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
の
「
規
定
の
基
礎
に
あ
る
も
の
」
(
八
六
〉

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
商
品
の
神
秘
的
性

格
」
が
商
品
の
使
用
価
値
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
「
価
値
規
定
の
内
容
」
か
ら
も
生

じ
な
い
、
と
マ
ル
ク
ス
が
述
べ
て
い
る
こ
と
の
合
意
は
こ
こ
に
あ
る
。

(

6

)

こ
こ
で
『
価
値
規
定
」
と
は
何
か
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。
「
価
値
規
定
」

と
い
、
7
用
語
に
つ
い
て
の
直
接
的
説
明
は
、
「
価
値
法
則
」
の
場
合
と
同
様
、

『
資
本
論
』
の
な
か
で
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
初
版
で
は

「
価
値
の
実
体
」
お
よ
び
「
価
値
の
大
き
さ
の
尺
度
」
に
対
し
て
「
す
で
に
見

出
さ
れ
た
諸
規
定
」
と
呼
ん
で
お
り
(
岡
崎
次
郎
訳
円
資
本
論
第
一
巻
初
版
』
、

国
民
文
庫
、
一
九
七
六
年
、
二
八
ペ
ー
ジ
参
照
)
、
価
値
の
実
体
と
大
き
さ
に

つ
い
て
の
規
定
が
「
価
値
規
定
」
そ
の
も
の
の
内
容
を
な
す
と
考
え
る
の
は
妥

当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
問
題
は
こ
の
二
つ
の
規
定
だ
け
が
含
ま
れ
る
の
か
、
そ

れ
と
も
他
に
も
「
価
値
規
定
」
を
構
成
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
点

に
あ
る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
や
は
り
こ
の
「
価
値
規
定
の
内
容
」
の
第
三
の

一一一一一一一
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規
定
に
照
応
す
る
価
値
の
規
定
も
加
え
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
第
三
節
の
価
値
形
態
の
分
析
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
、
価
値
の
社

会
的
性
格
円
価
値
形
態
に
お
い
だ
現
れ
る
〉
と
も
署
員
、
7
べ
さ
規
定
を
意
味
す
る

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
価
値
規
定
」
と
は
こ
れ
ら
三
つ
の
規
定
で
柚
構
成
さ

れ
る
、
価
値
の
誇
特
質
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
と
思

わ
れ
る
。

ハ
7
〉
本
質
と
実
存
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
山
本
広
太
郎
『
差
異
と
マ
ル
ク
ス
』

(
青
木
書
脂
、
一
九
八
五
年
〉
第
二
章
を
参
照
せ
よ
。
な
お
マ
ル
ク
ス
自
身
に

よ
る
月
実
存
形
態
」
と
い
う
用
語
の
使
用
は
例
え
ば
価
値
形
態
論
の
叙
述
中

(
六
四
な
ど
)
に
み
ら
れ
る
。

〈

8
〉
し
た
が
っ
て
労
働
の
「
社
会
的
有
用
性
」
が
い
わ
ゆ
る
超
歴
史
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
斉
藤
重
雄
氏
は
こ
の

「
社
会
的
有
用
性
」
が
「
特
殊
歴
史
的
規
定
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
(
「
価
値

お
よ
び
抽
象
的
労
働
の
歴
史
的
性
格
」
、
『
経
済
』
一
九
人
五
年
一
一
月
号
、
一
一
一
一

三
I
一
一
一
一
四
ペ
ー
ジ
の
註
6
参
照
〉
。
氏
の
こ
う
し
た
認
識
の
源
泉
は
、
「
具
体

的
労
働
も
ま
た
歴
史
的
二
重
性
の
統
一
」
で
あ
る
と
し
、
単
な
る
具
体
的
有
用

性
を
超
歴
史
的
規
定
、
「
社
会
的
有
用
性
」
を
「
特
殊
歴
史
的
規
定
」
と
拠
与
え

て
お
ら
れ
る
ら
し
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
具
体
的
有
用
労
働
は
そ
の
具
体

的
有
用
性
に
お
い
て
社
会
的
性
格
を
も
っ
(
す
な
わ
ち
「
社
会
的
有
用
性
」
を

も
っ
)
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
歴
史
的
二
重
性
」
を
見
る
必
要
が
あ
る
と
は
怠

え
な
い
。
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
具
体
的
有
用
労
働
の
「
特
殊
歴
史
的
規

定
」
は
む
し
ろ
そ
の
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
社
会
的
有
用
性
」
が
労
働
の

も
う
ひ
と
つ
の
社
会
的
性
格
H

「
同
等
性
」
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し

か
実
証
さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

ω
「
異
種
労
働
の
同
等
性
」
と
抽
象
的
人
間
労
働

わ
れ
白
わ
れ
は
こ
で
マ
ル
ク
ス
の
記
述
に
則
っ
て
、
商
品
生
産
労
働
の
二

つ
の
社
会
的
性
格
の
う
ち
た
だ
「
異
種
労
働
の
同
等
性
」
だ
け
が
諸
商
品

の
「
価
値
性
格
」
に
か
か
わ
る
の
だ
と
い
う
結
論
を
得
た
。
こ
こ
で
の
課

題
は
、
で
は
そ
の
よ
う
な
「
同
等
性
」
と
価
値
と
の
か
か
わ
り
を
念
頭
に

置
い
た
と
き
、
抽
象
的
人
間
労
働
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ

れ
う
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
抽
象
的
人
間
労
働
に
関
す

る
『
資
本
論
』
で
の
記
述
の
分
析
は
仰
と
川
で
行
な
う
と
し
て
、
ま
ず
こ

れ
ま
で
の
考
察
か
ら
の
結
論
と
し
て
言
え
る
こ
と
か
ら
始
め
み
う
。

封
建
社
会
や
家
族
共
同
体
、
ま
た
自
由
な
諸
伺
人
か
ら
成
る
連
合
社
会

な
ど
で
は
「
労
働
の
自
然
形
態
」
が
そ
の
ま
ま
の
姿
で
労
働
の
社
会
的
性

格
を
体
現
し
て
い
た
が
、
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
労
働
の
ど
の
よ
う

な
形
態
が
そ
れ
を
表
じ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
自
然
な
間
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
商
品
生
産
労
働
に
あ
っ
で
は
社
会
的
性
格
が
二
重
に
付
着
し
て
お

り
、
共
に
社
会
的
性
格
で
は
あ
っ
て
も
性
格
内
容
が
異
な
っ
て
い
た
か

ら
、
そ
れ
ら
を
表
わ
す
形
態
も
別
々
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ

う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
抽
象
的
人
間
労
働
と
「
他
人
に
と
っ
て
有
用
な
形
態

で
支
出
さ
れ
た
L
2
0
一
〉
具
体
的
有
用
労
働
、
す
な
わ
ち
社
会
的
有
用

労
働
と
に
こ
の
形
態
を
見
い
出
す
の
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
の
議
論
は

ハ
l
)

本
稿
で
は
行
な
わ
な
い
が
、
と
も
あ
れ
抽
象
的
人
間
労
働
は
ま
ず
こ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
[
異
種
労
働
の
同
等
性
L

と
い
う
社
会
的
性



格
の
体
現
者
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
で

は
抽
象
的
人
間
労
働
を
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
価
値
の
実
体
と
し
て
論
じ
て

い
て
、
そ
れ
自
体
が
何
ら
か
の
形
態
で
あ
る
と
い
う
記
述
は
見
当
た
ち
な

い
が
、
例
え
ば
句
資
本
論
』
の
準
備
草
稿
の
中
に
は
、
「
価
値
は
、
人
間

が
彼
ら
の
諸
労
働
を
、
互
い
じ
、
同
等
か
っ
一
般
的
な
諸
労
働
と
し
て
、

ま
た
こ
の
形
態
に
・
お
い
て
社
会
的
で
あ
る
労
働

E
e
g角
司
2
5
関守

m
m
H
Z与
え
位
W
V
R
K
F与
冊
目
仲
と
し
て
取
り
扱
い
あ
う
、
と
い
う
こ
と
に
も

と
づ
い
て
い
る
己
〈
冨
思
U
k
r
・同

¥ω
・ゲ∞
-
N
S
・
〉
と
い
う
よ
う
な
記
述
を

(

2

)

 

残
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
原
文
を
添
え
た
部
分
の
フ
レ
ー
ズ
に
、
抽
象

的
人
間
労
働
が
社
会
的
労
働
の
形
態
、
な
い
し
は
労
働
の
社
会
的
形
態
で

あ
る
と
い
う
規
定
が
合
意
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
「
同
等
性
」
と
抽
象
的
人
間
労
働
と
の
上
記
の
よ
う
な
関
連
づ
け
は
決

し
て
怒
意
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
こ
こ
で

敢
え
て
『
資
本
論
』
の
叙
述
に
少
し
だ
け
触
れ
れ
ば
、
実
は
『
資
本
論
』

に
お
い
て
も
第
一
節
で
は
、
「
同
等
性
」
を
体
現
し
て
い
る
も
の
と
し
て

抽
象
的
人
間
労
働
が
導
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
(
た
だ
し

ハ
3
〉

初
版
で
の
場
合
は
簡
単
に
は
そ
う
言
え
な
い
て
た
だ
そ
の
こ
と
が
明
示

さ
れ
て
い
な
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
資
本
論
』
の
そ
こ
に

お
い
て
(
五
二
〉
初
め
て
登
場
す
る
抽
象
的
人
間
劣
働
と
い
う
範
噂
は
、

「
互
い
に
区
別
が
な
く
な
」
っ
た
「
同
等
な
包
回
目
円
}
話
人
間
労
働
」
と

し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
字
通
り
「
向
等
性
」
と
い
う
内
容

に
よ
る
規
定
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
「
諸
商
品
の
交
換
価

値
ま
た
は
交
換
関
係
か
ら
出
発
し
て
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
価
値
を
追

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

(

4

V

 

跡
し
」
会
ハ
二
、
傍
点

L
i山
本
て
そ
の
「
価
値
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、

(
5〉

す
な
わ
ち
価
値
の
実
体
と
し
て
ま
ず
は
概
念
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
れ
ば
、
抽
象
的
人
間
労
働
が
そ
の
よ
う
な
社
会
的
性
格
を
ま
と
っ
た
範

鴎
と
し
て
措
定
さ
れ
る
の
は
必
然
的
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察
を
行
な
う
に
当
た
り
、
ま
ず
こ
で
明
ら

か
に
な
っ
た
、
商
品
生
産
労
働
の
社
会
的
性
格
と
の
関
連
で
見
て
き
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
の
は
、
抽
象
的
人
間
労
働
と
は
、
商
品
生
産

労
働
の
「
二
重
の
社
会
的
性
格
」
の
う
ち
の
一
方
で
あ
る
「
異
種
労
働
の

同
等
性
」
が
担
わ
れ
て
い
る
、
労
働
の
社
会
的
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
後
の
考
察
と
の
関
連
で
あ
ら
か
じ
め
言
え
ば
、
こ
れ
こ
そ
が

「
抽
象
的
人
間
労
働
」
概
念
の
基
本
規
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
定
に
お
い

て
の
み
、
ま
た
こ
の
規
定
に
お
い
て
初
め
て
、
抽
象
的
人
間
労
働
は
価
値

の
実
体
と
し
て
の
資
格
を
備
え
る
と
号
一
守
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
資
本

論
』
で
の
分
析
に
お
い
て
抽
象
的
人
間
労
働
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

ま
ず
最
初
に
規
定
さ
れ
て
い
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い

う
の
は
、
そ
の
第
一
節
で
の
叙
述
課
題
は
あ
く
ま
で
「
商
品
の
二
つ
の
要

因
」
ハ
四
為
〉
、
す
な
わ
ち
「
使
用
価
値
」
と
「
価
値
」
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
抽
象
的
人
間
労
働
の
概
念
は
、
上
で
も
触
れ
た
よ
う

に
こ
の
「
価
値
」
と
の
関
連
に
お
い
て
こ
そ
問
題
に
さ
れ
る
の
だ
か
ら
で

(
6
)
 

あ
る
。と

こ
ろ
で
こ
で
は
「
社
会
的
労
働
」
概
念
の
本
来
的
規
定
、
お
よ
び
そ

れ
と
労
働
の
社
会
的
性
格
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
述
べ
た
が
、
そ
の
延
長

上
の
問
題
と
し
て
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
抽
象
的
人
間
労
働
(
た
だ
し
、
基
一

五
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本
規
定
に
お
け
る
そ
れ
)
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

抽
象
的
人
間
労
働
が
「
同
等
性
」
と
い
う
社
会
的
性
格
を
担
う
範
騰
で

あ
り
、
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
労
働
の
社
会
的
形
態
の
ひ
と
つ
で
あ
る

こ
と
は
す
で
に
確
認
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
で
「
社
会
的
労
働
」
概
念

と
の
関
連
で
労
働
の
社
会
的
形
態
に
つ
い
て
一
般
的
に
述
べ
た
こ
と
が
す

べ
て
抽
象
的
人
間
労
働
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
端
的

に
言
え
ば
、
抽
象
的
人
間
労
働
は
社
会
的
労
働
の
本
来
的
な
社
会
的
性
格

が
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
形
態
化
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
逆
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
抽
象
的
人
間
労
働
は
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
形
態
性
に
お
い
て
「
社
会
的
労
働
」
な

の
で
あ
る
。
社
会
的
労
働
と
い
う
の
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
多
義
的
な

術
語
、
だ
と
思
え
る
が
、
そ
の
内
容
を
あ
ら
た
め
て
整
理
す
れ
ば
、
本
来
的

性
格
に
お
け
る
労
働
の
特
徴
づ
け
と
そ
の
表
現
形
態
と
し
て
の
側
面
と
、

さ
ら
に
は
、
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
何
ら
か
の
社
会
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ

た
労
働
の
特
徴
づ
け
と
の
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
「
社
会
的
労
働
」
と
い
う

術
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
言
葉
に
接

し
た
時
に
は
常
に
、
そ
こ
に
合
意
さ
れ
て
い
る
社
会
性
が
何
で
あ
る
か
に

(
8〉

留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
抽
象
的
人
間
労

働
と
の
か
か
わ
り
で
言
え
ば
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
価
値
の

実
体
が
、
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
で
は
な
く
「
社
会
的
労
働
」
と
し
て
規

定
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
上
記
の
よ
う
な
関
連
に
お
い
て
抽
象
的
人

間
労
働
は
「
社
会
的
労
働
」
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
限
り
で
は
問
題

は
な
い
9

し
か
し
問
題
の
ひ
と
つ
は
、
価
値
実
体
と
し
て
、
と
い
う
よ
り

二
一
一
六

は
価
値
形
成
労
働
と
し
て
「
社
会
的
労
働
」
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
そ
の

合
意
は
決
し
て
抽
象
的
人
間
労
働
が
「
社
会
的
労
働
」
と
し
て
合
意
し
て

い
る
内
容
と
同
じ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の

問
題
は
、
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
労
働
の
社
会
的
形
態
は
二
つ
あ
っ

て
、
も
う
一
方
の
社
会
的
有
用
労
働
も
ま
た
抽
象
的
人
間
労
働
と
対
等
の

資
格
で
「
社
会
的
労
働
」
と
表
現
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
発
す
る
。
価

値
実
体
を
「
社
会
的
労
働
」
と
い
う
一
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
も
あ
る
以

上
、
こ
の
こ
と
が
い
か
に
混
乱
を
、
し
か
も
重
大
な
混
乱
を
招
き
や
す
い

か
は
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
@
「
諸
労
働
の
社
会
的
有
用
性
」
も
ま
た
商

品
の
価
値
性
格
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
解
の
源
泉
の
ひ

と
つ
が
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
と

「
社
会
的
労
働
」
と
の
関
係
、
お
よ
び
そ
こ
に
潜
む
問
題
を
確
認
し
た
う

え
で
次
に
進
む
こ
と
に
す
る
。

(2) 

『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
第
一
節
の
考
察

抽
象
的
人
間
労
働
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
規
定
は
『
資
本
論
』
第
一
巻

冒
頭
の
二
つ
の
節
で
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の

二
つ
の
節
の
叙
述
を
検
討
し
な
け
れ
ば
、
抽
象
的
人
間
労
働
の
理
解
は
期

し
え
な
い
と
言
え
よ
う
。
第
四
節
の
い
く
つ
か
の
叙
述
を
主
な
材
料
と
し

た
こ
れ
ま
で
の
考
察
は
、
第
一
・
二
節
の
叙
述
を
検
討
す
る
視
角
を
得
る

た
め
の
予
備
作
業
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
こ
の
作
業
を
と
お
し
て
す
で

に
こ
の
概
念
の
輪
郭
は
得
た
が
、
し
か
し
そ
の
妥
当
性
は
こ
の
両
節
の
叙

述
と
の
整
合
性
を
論
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ



λν

。川
で
も
簡
単
に
触
れ
た
が
、
抽
象
的
人
間
労
働
に
つ
い
て
両
節
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
記
述
が
両
節
に
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
両
節
と
も
が
抽
象
的
人
間
労
働
の
説
明
を
主
課
題

と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
恩
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
節
は
あ
く
ま

で
「
商
品
の
二
要
因
」
に
つ
い
て
の
分
析
が
直
接
的
な
課
題
で
あ
っ
て
、

抽
象
的
人
間
労
働
そ
れ
自
体
は
そ
の
う
ち
の
「
価
値
」
と
の
関
連
で
、
つ

ま
り
そ
の
実
体
と
し
て
論
及
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
捉
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

さ
て
、
商
品
の
「
要
因
」
と
し
て
の
「
価
値
」
を
分
析
す
る
際
に
重
要

な
の
は
、
ま
ず
価
値
そ
れ
自
体
の
発
見
、
そ
の
実
体
、
そ
し
て
量
の
尺
度

で
あ
ろ
う
。
第
一
の
価
値
自
体
の
発
見
と
は
、
交
換
価
値
と
は
区
別
さ
れ

る
価
値
の
定
立
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
諸
商
品
の
交
換
価
値
ま
た
は
交
換

関
係
か
ら
出
発
し
て
:
:
:
追
跡
」
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
交

換
価
値
の
背
後
に
あ
っ
て
「
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
う
る
あ
る
内
実
」
で
あ

り
、
交
換
さ
れ
る
こ
商
品
の
両
方
に
「
実
存
す
る
」
が
、
「
そ
れ
自
体
と

し
て
は
一
方
で
も
な
け
れ
ば
他
方
で
も
な
い
あ
る
第
三
の
も
の
」
(
と
も
に

五
一
)
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
何
か
あ
る
も
の
を
措
定
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
何
な
の
か
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
@
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
異
質
な
使

用
価
値
の
等
置
が
意
味
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
使
用
価
値
U

「
商
品
の
物

体
的
諮
属
性
」
(
五
一
〉
の
捨
象
へ
と
分
析
を
進
め
、
そ
し
て
そ
こ
に
「
ま

だ
残
っ
て
い
る
:
:
:
一
つ
の
属
性
、
す
な
わ
ち
労
働
生
産
物
と
い
う
属

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

性
」
(
五
二
、
傍
点
|
|
山
本
〉
を
発
見
す
る
。
価
値
と
労
働
と
の
内
的
関
連

(
9〉

が
、
「
価
値
は
労
働
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ま
り
価
値
の
実
体
と

(

m

)

 

し
て
の
労
働
が
、
こ
こ
に
初
め
て
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

使
用
価
値
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
物
を
使
用
価
値
た
ら
し
め

る
労
働
の
諸
特
質
l
「
労
働
の
有
用
的
性
格
」
ハ
五
二
〉
も
ま
た
捨
象
し
て

考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
露
呈
す
る
の
が
、
す
で
に
触

れ
た
無
差
別
同
等
で
、
単
な
る
「
人
間
労
働
力
の
支
出
」
ハ
五
二
)
以
外
の

何
も
の
で
も
な
い
労
働
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
を
「
抽
象
的
人
間
労

働
」
と
命
名
し
た
が
、
そ
の
理
由
を
初
版
で
は
こ
う
記
し
て
い
る
。
「
抽

象
的
な
労
働
で
あ
る
の
は
、
上
着
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
の
特
定

の
、
有
用
な
、
具
体
的
な
性
格
か
ら
は
抽
象
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

人
間
労
働
で
あ
る
の
は
、
労
働
が
こ
こ
で
は
た
だ
人
間
労
働
力
一
般
の
支

出
と
し
て
の
み
物
を
号
守
7
か
ら
で
あ
る
。
」
(
前
掲
、
邦
訳
二
一
一
五
ペ
ー
ジ
)

ま
ず
「
抽
象
的
」
と
い
う
一
言
葉
は
、
労
働
の
具
体
性
や
有
用
性
と
の
対
立

的
関
連
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
対
立

的
関
連
を
析
出
す
る
前
提
と
な
っ
た
の
は
、
交
換
関
係
の
中
に
現
わ
れ
る

二
商
品
の
等
置
(
同
等
性
〉
関
係
で
あ
る
こ
と
が
銘
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
「
人
間
労
働
」
と
い
う
一
言
葉
に
つ
い
て

は
、
単
な
る
「
人
間
労
働
力
一
般
の
支
出
」
と
し
て
の
み
意
義
を
も
つ
か

ら
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
後
の
第
二
節
の
検
討
を
と
お
し
て
、
こ
の

い
わ
ば
抽
象
的
な
同
等
性
と
人
間
性
と
が
、
そ
し
て
た
だ
こ
の
二
つ
の
要

因
の
み
が
、
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
概
念
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

二
二
七
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さ
て
マ
ル
ク
ス
は
こ
う
し
て
抽
象
的
人
間
労
働
に
到
達
す
る
が
、
こ
の

拍
象
的
人
間
労
働
そ
れ
白
体
の
立
ち
入
つ
た
分
析
を
こ
こ
で
は
行
な
つ
て

い
な
い
と
一
雪
吉

の
特
徴
を
確
認
し
た
だ
け
で
、
た
だ
ち
に
再
び
価
値
目
u
「
あ
る
内
実
」
と

の
関
連
に
戻
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
単
な
る
労
働
生
産

物
と
し
て
の
諸
商
品
に
「
共
通
な
、
こ
の
社
会
的
実
体
の
結
晶
と
し
て

ハ
日
)

田
町
、
こ
れ
ら
の
物
は
、
価
値
1
i商
品
価
値
で
あ
る
」
(
五
二
、
傍
点
|
|

山
本
〉
と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
交
換
価
値
と
は
区
別
さ

れ
る
価
値
と
は
何
か
が
、
そ
の
実
体
を
示
す
こ
と
を
と
お
し
て
、
初
め
て

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
現
実
の
商
品
は
も
ち
ろ
ん
「
単
に
価
値
一
般
で
は
な
く
、
一
定

の
大
き
さ
を
も
っ
価
値
」
(
六
O
〉
で
あ
る
。
ゆ
え
に
マ
ル
ク
ス
は
次
い

で
、
「
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
価
値
の
大
き
さ
が
は
か
ら
れ
る
‘
の
か
」

(
五
一
ニ
)
を
問
題
に
す
る
。
そ
れ
は
当
然
、
「
価
値
を
形
成
す
る
実
体
」

(
五
一
ニ
)
の
分
量
一
に
も
と
づ
い
て
は
か
ら
れ
、
「
労
働
時
間
」
〈
五
三
〉
が
そ

(

臼

)

の
尺
度
と
な
る
の
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
こ
で
筆
を
止
め
ず
に
、
さ
ら
に

進
ん
で
価
値
尺
度
と
し
て
の
労
働
時
聞
が
何
に
よ
っ
て
(
「
ど
の
よ
う
に

(
日
)

し
て
」
で
は
な
い
)
規
定
さ
れ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
が

「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」
の
規
定
で
あ
る
。

「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」
の
規
定
内
容
そ
の
も
の
は
わ
れ
わ
れ
の
当

面
の
問
題
で
は
な
い
@
し
か
し
「
価
値
」
の
概
念
内
容
を
明
ら
か
に
す
る

課
題
を
担
う
第
一
節
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
不
可
欠
の
一
環
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」

二
二
八

の
規
定
に
直
接
か
か
わ
る
の
は
も
は
や
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
範
鴎
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
範
鴎
の
役
割
は
、

価
値
の
実
体
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
定
量
の
価
値
の
内
実
で
あ
る
と
い

う
地
点
で
終
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
社
会
的

必
要
労
働
時
間
」
の
規
定
に
直
接
的
に
関
与
す
る
の
は
、
今
や
「
社
会
的

(

M

)

 

平
均
労
働
」
す
な
わ
ち
「
社
会
的
平
均
労
働
力
」
ハ
五
三
)
の
支
出
で
あ
る

と
捉
え
匂
れ
よ
う
。
こ
の
「
社
会
的
平
均
労
働
」
概
念
を
ど
う
理
解
す
る

か
は
、
一
で
述
べ
た
第
二
の
論
点
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
考
察
は
川
で
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。
こ

こ
で
は
、
第
一
節
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
独
自
の
労
働
範
鴎
が
登
場
す
る

の
は
、
そ
れ
が
価
値
尺
度
と
し
て
の
「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」
の
概
念

規
定
に
と
っ
て
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
あ
く
ま
で
価
値

概
念
の
解
明
と
い
う
主
題
に
従
属
し
て
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
点
を
強

調
す
る
に
止
め
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
第
一
節
で
は
こ
の
あ
と
ひ
き
つ
づ
き
価
値
の
大
き
さ
の
規
定
と
の

関
連
で
、
「
労
働
の
生
産
力
」
(
五
回
〉
が
価
値
の
大
き
さ
に
及
ぼ
す
影
響

の
説
明
に
移
り
、
そ
し
て
最
後
に
第
二
早
の
「
主
体
」
で
あ
る
商
品
へ
と

視
線
を
一
一
戻
し
て
労
働
生
産
物
が
商
品
と
い
う
形
態
を
と
る
た
め
の
諸
条
件

に
触
れ
て
い
る
。
ニ
れ
ら
の
叙
述
も
、
前
記
の
第
一
節
の
課
題
に
と
っ
て

は
重
要
で
あ
る
が
、
抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
課
題

と
の
関
係
で
は
特
に
論
及
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
以
上
で
の
第
一
節
の

叙
述
の
検
討
を
と
お
し
て
、
そ
こ
で
は
抽
象
的
人
間
労
働
が
無
差
別
同
等

な
労
働
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
ま
た
あ
く
ま
で
価
値
と
の
関
連
に
お
い



て
(
そ
の
実
体
と
し
て
)
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
言
え

よ、
7
。(3) 

『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
章
第
二
節
の
考
察

次
に
第
二
節
の
検
討
に
移
ろ
う
。
第
一
節
で
は
あ
く
ま
で
価
値
規
定
の

構
成
要
因
と
し
て
抽
象
的
人
間
労
働
が
論
じ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た

が
、
こ
こ
で
は
労
働
の
、
し
た
が
っ
て
「
労
働
の
:
:
:
二
面
的
性
質
」

(
五
六
〉
の
一
方
で
あ
る
抽
象
的
人
間
労
働
の
分
析
そ
の
も
の
が
直
接
的
な

課
題
と
な
っ
て
い
る
と
舌
守
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
労
働
の
分
析
と
い
っ
て
も

労
働
一
般
の
分
析
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
商
品
生
産
労
働
の
分
析
で
あ
っ

て
、
商
品
と
の
、
し
た
が
っ
て
価
値
と
の
関
連
が
当
然
に
も
論
述
展
開
の

軸
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
第
一
節
と
は
論
述
内
容
が
ち

が
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
価
値
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
実
体
と
し

て
の
抽
象
的
人
間
労
働
そ
の
も
の
が
、
具
体
的
有
用
労
働
と
並
ん
で
こ
こ

で
の
主
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
さ
ら
に
言
え
ば
、
単
に
抽
象
的
人

間
労
働
の
価
値
形
成
的
な
側
面
だ
け
が
論
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
@
価
値

を
解
明
す
る
た
め
に
は
多
少
と
も
抽
象
的
人
間
労
働
に
触
れ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
よ
う
に
、
「
価
値
を
形
成
す
る
実
体
」
と
し
て
の
抽
象
的
人
間
労

働
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
担
い
手
た
る
人
間
労
働
そ
の
も
の
に
や

は
り
多
少
と
も
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
叙

述
の
実
際
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
節
の
叙
述
全
体
の
展
開
の
仕
方
に
つ
い
て
ま
ず
触
れ
て
お
こ
う
。

最
初
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
商
品
に
含

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

ま
れ
る
労
働
の
:
;
:
二
面
的
性
質
」
が
「
経
済
学
の
理
解
に
と
っ
て
決
定

的
な
点
常
円

ω司
ユ
ロ
思

S
E」
(
五
六
〉
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
重
要
性
が

強
調
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
抽
象
的
人
間
労
働
と
具

体
的
有
用
労
働
と
が
簡
潔
な
言
葉
で
対
比
的
な
規
定
を
与
え
ら
れ
て
小
括

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
両
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
間
で
「
二
面
的
性
質
」
の
立
ち

入
っ
た
説
明
が
行
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
こ
の
本

論
の
展
開
の
仕
方
で
あ
っ
て
、
ま
ず
最
初
に
、
一
定
の
価
値
を
も
っ
た
こ

つ
の
商
品
が
措
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
本
論
の
前
半
で
は
こ
の
両
商
品
の
使

用
価
値
と
の
関
連
で
「
有
用
労
働
」
(
玄
六
)
が
、
次
い
で
そ
れ
ら
の
価
値

と
の
関
連
で
「
人
間
労
働
」
が
説
か
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
論
後

半
の
部
分
で
価
値
の
大
き
さ
と
の
関
連
で
行
な
わ
れ
て
い
る
議
論
で
は
、

価
値
の
大
き
さ
に
直
接
か
か
わ
る
「
人
間
労
働
」
と
、
「
労
働
の
生
産
力
」

を
通
し
て
間
接
的
に
か
か
わ
る
「
有
用
労
働
」
と
が
共
に
主
題
と
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
決
し
て
単
純
に
前
半
で
具
体
的
有
用
労
働
、
後
半
で
抽
象

的
人
間
労
働
が
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
使
用
価
値
・

価
値
・
価
値
の
大
き
さ
、
に
労
働
の
二
側
面
が
ど
う
か
か
わ
る
の
か
と
い

う
筋
立
て
で
論
述
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
換
召
一
目
す
れ
ば
、
労
働
が

こ
の
一
二
つ
の
契
機
を
単
な
る
媒
介
に
し
て
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
ま
ず
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
第
一
節
と

の
連
関
と
同
時
に
両
節
に
お
け
る
主
題
の
逆
転
が
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
叙
述
構
成
か
ら
見
て
も
、
こ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
の
直
接

的
な
検
討
対
象
と
な
る
の
は
、
価
値
と
の
関
連
の
も
と
に
「
人
間
労
働
」

二
二
九
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に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
部
分
と
最
後
の
小
括
部
分
で
あ
る
。
価
値
の

大
さ
さ
の
部
分
は
対
象
に
据
え
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
価
値

が
主
題
で
あ
っ
た
第
一
節
で
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
価
値
の
大
き
さ
が
、

し
た
が
っ
て
抽
象
的
人
間
労
働
の
大
き
さ
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
が
、
抽
象
的
人
間
労
働
そ
の
も
の
が
主
題
と
な
る
限
り
は
も
っ
ぱ
ち

そ
の
特
質
が
問
題
と
な
る
だ
け
で
、
そ
の
量
が
問
題
と
な
る
論
理
的
必
然

性
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
部
分
で
は
第

一
節
と
ち
が
っ
て
「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」
が
も
は
や
登
場
し
な
い
こ

と
と
も
付
合
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
こ
で
「
人
間
労
働
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
部
分
の
検
討
に
入

ろ
う
。
こ
の
部
分
は
内
容
的

ι見
て
さ
ら
に
三
つ
に
分
か
れ
、
最
初
の
小

部
分
で
は
「
人
間
労
働
」
が
、
次
の
小
部
分
で
は
「
単
純
な
平
均
労
働
」

ハ
五
九
〉
が
説
明
さ
れ
、
そ
し
て
最
後
の
小
部
分
で
は
前
半
で
見
て
き
た

「
有
用
労
働
」
と
の
対
比
に
お
い
て
「
人
間
労
働
」
が
小
括
さ
れ
て
い

る
。
(
最
初
と
次
の
小
部
分
は
五
八
J
五
九
ペ
ー
ジ
の
同
一
パ
ラ
グ
ラ
フ

を
構
成
し
、
最
後
の
小
部
分
は
そ
の
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
全
体
に
対
応
す

る
J抽

象
的
人
間
労
働
の
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
カ
ギ
を
握
る
の
が
こ
の

「
人
間
労
働
」
の
理
解
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
問
え
ば
、
な
ぜ
「
抽
象
的

人
間
労
働
」
で
は
な
く
「
人
間
労
働
」
な
の
か
。
こ
の
第
二
節
に
限
ら
ず

マ
ル
ク
ス
は
し
ば
し
ば
「
人
間
労
働
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
お
り
、
そ

れ
ら
を
見
て
も
、
そ
れ
が
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
で
は
単
純
に
、
「
人
間
労
働
」
と
は
「
抽
象
的
人

二
三
O

間
労
働
」
の
省
略
表
現
だ
と
見
な
し
て
差
し
っ
か
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
問
題
の
結
節
点
で
あ
る
。
見
て
み
よ
う
。

「
価
値
と
し
て
は
、
上
着
と
リ
ン
ネ
ル
と
は
同
じ
実
体
を
も
っ
物
で
あ

り
、
同
種
の
労
働
の
客
観
的
表
現
で
あ
る
己
ま
た
「
あ
る
社
会
状
態
に
お

い
て
は
、
:
:
:
二
つ
の
呉
な
る
労
働
様
式
は
同
じ
個
人
の
労
働
の
諸
変
形

に
す
、
ぎ
」
な
い
こ
と
が
あ
る
し
、
「
わ
れ
わ
れ
の
資
本
主
義
社
会
に
お
い

て
は
、
:
:
:
一
定
部
分
の
人
間
労
働
が
」
労
働
需
要
の
変
化
に
応
じ
て
あ

れ
こ
れ
の
形
態
で
「
か
わ
る
が
わ
る
供
給
さ
れ
て
い
る
己
(
と
も
に
ま
八
〉

当
該
小
部
分
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
一
見
す
る
と
、
先
に
第
一

節
を
検
討
し
た
際
に
抽
象
的
人
間
労
働
を
検
出
す
る
過
程
で
言
わ
れ
て
い

た
の
と
同
じ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
注
意
す

る
と
微
妙
な
違
い
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
端
的
に
言
え
ば
、
第
一
節
で
は
二

つ
の
商
品
に
は
同
じ
も
の
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

り
、
こ
こ
で
は
、
向
じ
も
の
が
二
つ
の
商
品
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
同
一
物
に
行
き
着
い
た
の
で
あ

り
、
こ
こ
で
は
同
一
物
に
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
両
方
の
場

合
と
も
同
一
物
が
議
論
の
焦
点
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し

敢
え
て
「
細
か
い
詮
案
」
を
す
れ
ば
、
こ
の
同
一
物
の
様
相
も
若
干
異
な

っ
て
見
え
る
。
す
な
わ
ち
第
一
節
の
場
合
は
、
そ
れ
が
検
出
さ
れ
る
に
当

た
っ
て
経
て
き
た
過
程
で
帯
び
た
色
彩
に
包
ま
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
あ
ら

た
め
て
登
場
し
た
そ
れ
は
、
も
は
や
単
に
そ
う
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の

色
彩
と
は
、
第
一
節
の
検
討
の
折
に
確
認
し
た
「
同
等
性
」
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
古
川
は
文
字
通
り
「
決
定
的
な
点
」
で
あ
る
か
ら
、
も
う
少
し
考



察
を
加
え
よ
う
。

初
等
数
学
で
な
じ
み
の
あ
る
次
の
数
式
の
展
開
が
話
を
わ
か
り
や
す
く

し
て
く
れ
よ
う
。

M
内
(
由
凶
〉

H
J円
〈
世
凶
『
)

国

M
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二
つ
の
商
品
X
と
Y
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
が

回
同
お
よ
び

a-で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
出
は
「
人
間
労
働
」
で
あ
り
、
M
円

と
吋
は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
「
有
用
労
働
」
で
あ
る
。
(
念
の
た
め
に
言
え

ば
H

と
吋
お
よ
び
そ
れ
ら
と
但
と
は
異
質
な
要
因
で
あ
っ
て
、
ゆ
え
に
本

来
は
そ
れ
ら
の
関
係
を
数
式
で
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
の

数
式
い
い
よ
る
説
明
は
あ
く
ま
で
比
喰
的
な
も
の
で
あ
る
J

①
式
で
は
但
凶
一
と
凹
吋
が
等
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
商
品

X
と
Y
が

交
換
過
程
あ
る
い
は
商
品
X
の
所
有
者
の
頭
の
中
で
等
置
さ
れ
る
か
ら
で

あ
っ
て
、
国
同
一
と

δ
『
が
実
際
に
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
は
こ
の
段
階
で

は
全
く
不
明
で
あ
る
@
そ
れ
ゆ
え
②
式
で
比
較
が
始
ま
る
。
両
項
が
同
じ

土
俵
ょ
に
並
立
さ
せ
、
り
れ
、
異
質
な
両
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の

差
が
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
段
潜
で
は
そ
の
理
由
は

未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
し
て
③
式
で
は
そ
の
理
由
を
探
る
た
め
に
因

数
分
解
が
行
な
わ
れ
、
異
質
な
両
者
に
「
同
等
性
」
を
付
与
し
て
い
た
因

子
同
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
こ
の
段
階
で
初
め
て
両
者
を
問
類
項
た
ら

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

し
め
て
い
た
原
因
が
解
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
国
そ
の
も
の
は
い
っ

た
い
何
で
あ
る
か
は
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
数
式
展
開
が
第
一
節
で
の
分
析
過
程
を
簡
略
化
し
て
表
わ

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
断
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
第
一
節
で
は
こ
う
し

て
「
同
等
性
」
の
規
定
要
因
が
解
明
き
れ
た
。
し
か
し
仰
は
そ
こ
勺
は
、

つ
ま
り
③
式
で
は
、
知
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
あ
く
ま
で

「
同
等
性
」
の
担
い
手
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
こ
と
か
、
り
わ
か
る
の

は
、
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
と
「
人
間
労
働
」
と
は
同
じ
も
の
に
ち
が
い

な
い
が
、
少
な
く
と
も
第
一
節
で
の
抽
出
過
程
の
所
産
が
「
抽
象
的
人
間

労
働
」
と
命
名
さ
れ
た
限
り
は
、
こ
の
名
称
に
は
こ
の
過
程
か
ら
来
る
色

彩
が
、
つ
ま
り
「
同
等
性
」
と
い
う
形
態
に
お
け
る
「
人
間
労
働
」
で
あ

る
と
い
う
規
定
性
が
、
つ
き
ま
と
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る。
で
は
、
上
で
引
用
し
た
第
二
節
で
の
諾
記
述
は
こ
の
数
式
で
示
す
と
ど

う
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
数
式
の
展
開
過
程
の
中
で
は
示
さ
れ

て
い
な
い
@
敢
え
て
そ
の
延
長
上
で
畳
間
え
ば
、
①
式
で
但
が
「
同
等
性
」

の
根
源
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
に
も
と
。
つ
い
て
、
⑦
式
に
戻

り
、
当
初
は
確
証
の
な
い
ま
ま
等
置
き
れ
て
い
た
①
式
の
両
辺
が
実
際
に

等
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
つ
ま
り
共
に
「
人
間
労
働
」
の
「
客
観

的
表
現
」
な
い
し
は
「
諸
変
形
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
や
戸
と
回
同
お
よ
び

a・
と
の
相
対
的
な
立
場

が
ち
が
っ
て
い
る
。
第
一
節
の
段
階
で
は
凹
は
由
阿
と
凹
吋
と
の
関
係
の

所
産
だ
っ
た
。
こ
の
関
係
が
?
を
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
仰
は
規
定

一
一一一
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さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
節
で
は
同
は
逆
に
規
定
者
と
し
て

現
札
る
。
今
や
却
は
自
立
性
を
お
び
て
お
り
、
回
出
円
一
や
ミ
に
「
同
等
性
」

の
根
拠
を
与
え
て
や
る
立
場
に
あ
る
。
と
う
し
た
出
の
主
体
者
と
し
て
の

相
貌
は
、
第
三
節
の
価
値
形
態
論
で
登
場
す
る
一
般
的
等
価
物
と
し
て
の

貨
幣
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
つ
い
で
に
言
え
ば
、
抽
象

的
人
間
労
働
が
歴
史
的
範
鴎
か
超
歴
史
的
な
ぞ
れ
か
を
問
題
に
す
る
場
合

に
は
、
「
金
銀
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
貨
幣
で
は
な
い
が
、
貨
幣
は
生

ま
れ
な
が
ら
に
し
て
金
銀
で
あ
る
」
(
一

O
四
〉
こ
と
を
想
い
起
こ
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
人
間
労
働
」
は
決
し
て
そ
れ
自
体
と
し
て
は
社
会

的
定
在
で
は
な
い
が
、
労
働
が
商
品
生
産
労
働
と
し
て
営
ま
れ
る
や
否

や
、
す
な
わ
ち
同
等
な
人
間
労
働
と
し
て
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
労
働

の
社
会
的
形
態
と
な
る
や
否
や
、
俄
然
と
し
て
社
会
的
規
定
性
を
帯
び
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
社
会
的
規
定
性
を
帯
び
た
も
の
に
特
に
「
抽
象

的
」
と
い
う
言
葉
を
被
せ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
忘
れ
て
な
ら
な
い

の
は
、
そ
れ
は
元
来
は
単
な
る
「
人
間
労
働
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
だ
か
、
り
、
商
品
生
産
労
働
と
し
て
だ
け
労
働
は
「
二
重
性
」
を

も
つ
の
で
は
な
い
。
そ
の
一
面
で
あ
る
「
人
同
労
働
」
そ
の
も
の
も
ま
た

両
側
面
的
な
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
範
酵
の
歴
史

的
な
性
格
を
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
ど
っ
ち
の
「
(
抽
象
的
)
人

間
労
働
」
を
問
題
に
し
て
い
る
か
が
ま
ず
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

(

時

〉

い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
そ
の
単
な
る
「
人
間
労
働
」
と
は
何
な
の
か
。
ぞ
れ
は
第
一

節
の
段
階
で
は
不
問
に
付
さ
れ
て
い
た
問
題
で
あ
る
が
、
先
に
引
用
し
た

一一一一一一

諸
記
述
に
す
ぐ
つ
づ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
「
人

間
の
脳
髄
、
筋
肉
、
神
経
、
手
な
ど
の
生
産
的
支
出
」
(
五
八

t
五
九
V

の

こ
と
で
あ
る
。
「
人
間
の
脳
髄
、
筋
肉
、
神
経
、
手
な
ど
」
は
さ
ま
ざ
ま

な
目
的
で
、
ま
た
は
無
目
的
に
支
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
支
出
の
仕
方

の
う
ち
た
だ
「
生
産
的
支
出
」
、
た
け
が
こ
の
生
球
的
活
動
を
「
労
働
」
た

ら
し
め
、
そ
の
「
支
出
」
を
「
労
働
力
の
支
出
」
た
ら
し
め
る
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
に
は
社
会
的
な
要
素
は
何
も
な
い
と
言
え
よ
う
@
で
は
、
「
人

間
労
働
」
は
な
ぜ
価
値
の
「
社
会
的
実
体
」
と
な
る
の
か
。
あ
る
い
は

「
人
間
労
働
」
は
な
ぜ
労
働
の
「
社
会
的
形
態
」
と
な
ろ
の
か
。

先
ほ
ど
の
数
式
に
戻
っ
て
考
え
よ
う
。

P

は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
単
な

る
何
で
し
か
な
い
。
同
が
何
で
あ
る
か
を
規
定
す
る
の
は
白
の
自
然
的
な

性
質
、
し
た
が
っ
て
同
の
物
的
な
内
容
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
但
が
一

定
の
条
件
の
も
と
に
置
か
れ
る
と
き
に
、
す
な
わ
ち
田
舎
含
む
具
体
的
諸

労
働
が
比
較
を
強
い
ら
れ
る
と
き
に
、
回
は
回
以
に
も
ミ
ー
に
も
共
通
す

る
函
数
と
し
て
比
較
基
準
U
尺
度
の
機
能
を
担
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
社
会
的
機
能
が
P

に
社
会
的
形
態
を
与
え
る
。
だ
か
ら
厳
密
に

言
え
ば
、
「
同
等
性
」
は
凹
に
あ
る
の
で
は
な
い
@
同
等
な
の
は
回
同
や

国
司
そ
の
も
の
で
あ
る
。
同
は
そ
の
「
同
等
性
」
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
ま
さ
に
そ
の
強
い
、
り
れ
た
社
会
的
機
能
ゆ
え

に
、
あ
た
か
も
同
が
「
同
等
性
」
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

υ
に
こ
の
よ
う
な
機
能
を
押
し
つ
け
る
一
定
の

条
件
と
は
、
商
品
生
産
社
会
、
つ
ま
り
社
会
的
分
業
と
私
的
経
営
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
生
産
形
態
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
「
人



間
労
働
」
は
こ
の
よ
う
な
「
社
会
的
形
態
」
に
お
い
て
価
値
の
「
社
会
的

実
体
」
な
の
で
あ
る
。
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
」
で
は
、

こ
う
し
た
労
働
の
世
界
の
諸
関
連
が
商
品
の
世
界
に
そ
の
ま
ま
映
し
出
さ

れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
で
最
初
の
小
部
分
の
考
察
を
終
え
る
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
と
お

し
て
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
概
念
の
基
本
的
な
内
容

を
検
出
し
た
。
す
な
わ
ち
抽
象
的
人
間
労
働
と
は
、
人
間
の
「
肉
体
に
属
し

て
い
る
自
然
諸
力
」
(
一
九
二
)
の
生
産
的
支
出
に
す
ぎ
な
い
「
人
間
労
働
」

が
、
商
品
生
産
社
会
の
中
で
「
同
等
性
」
と
い
う
社
会
的
性
格
の
担
い
手

と
な
っ
た
形
態
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
労
働
が
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
商
品
が
価
値
性
格
を
も
つ
の
は
、
人
間
労
働
力
が
支
出
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
，
て
、
「
人
間
労
働
」
の
担
う
社
会
的
性
格
が
商
品
目
い
も
移
る
か
ら
な

の
で
あ
る
。
で
は
次
の
小
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
単
純
な
平
均
労

働
」
は
「
人
間
労
働
」
と
ど
う
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
第
一
節
の
検
討
の
際
に
触
れ
た
「
社
会
的
平
均
労
働
」
と
こ
の
「
単

純
な
平
均
労
働
」
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
「
単
純
な
平
均
労

(
m
v
 

働
」
と
は
「
単
純
な
」
社
会
的
「
平
均
労
働
」
の
簡
略
化
し
た
表
現
で
、

し
た
が
っ
て
「
平
均
労
働
」
と
は
「
社
会
的
平
均
労
働
」
の
こ
と
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
単
純
な
」
と
い
う
の
は
当
該
叙
述
中
に
出
て

く
る
「
単
純
労
働
」
〈
五
九
〉
と
照
応
し
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
「
単
純
な
平

均
労
働
」
と
は
「
社
会
的
平
均
労
働
」
と
「
単
純
労
働
」
と
を
一
語
で
表

現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
よ
う
@
こ
の
「
社
会
的
平
均
労
働
」
と

「
単
純
労
働
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
で
あ
ら
た
め
て
考
え
る
こ
と
に

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

す
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
「
(
抽
象
的
〉
人
間
労
働
」
と
「
社
会
的
平
均

労
働
」
の
関
係
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

第
一
節
の
「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」
に
関
す
る
叙
述
部
分
を
検
討
し

た
際
に
わ
れ
わ
れ
は
「
社
会
的
平
均
労
働
」
と
抽
象
的
人
間
労
働
と
が
区

別
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
た
が
そ
れ
以
上
の
追
求
は
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
価
値
で
は
な
く
労
働
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
の
第
二
節
で
は
そ

れ
ら
の
区
別
と
連
関
は
積
極
的
に
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
そ

の
ち
が
い
と
は
何
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
「
社
会
的
平
均
労
働
」
は
抽

象
的
人
間
労
働
の
社
会
性
を
よ
り
具
体
的
な
論
理
次
元
で
表
現
す
る
概
念

で
あ
る
と
一
一
一
一
一
口
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
両
範
鴎
の
抽
象
度
の
次
元
は
異
な
る

が
共
に
価
値
実
体
と
し
て
の
労
働
の
社
会
的
性
格
を
表
現
す
る
概
念
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

第
一
節
の
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
社
会
の
総
労
働
力
」
は
一
方
で

は
「
無
数
の
個
人
的
労
働
力

g
a
Z缶
詰
ロ

gkr号
。

gw芯
沖

g
か
ら
成

り
立
っ
て
い
る
」
が
、
他
方
で
は
「
悶
一
の
人
間
労
働
力

a
g
ロ
ロ
白
色
町
8

8
8叩

g
g
R巴
片
宮
〉
号
冊
目
g-Q出
去
と
し
て
通
用
す
る
己
そ
し
て
各

、

々
の
個
人
的
労
働
力
は
同
等
な
問

E
n
Z
人
間
労
働
力
で
あ
る
か
ら
、
必

然
的
に
「
社
会
の
総
労
働
力
」
の
各
構
成
分
子
は
、
単
な
る
「
同
等
性
」

と
は
別
の
「
(
社
会
的
〉
平
均
性
」
と
い
う
規
定
性
を
わ
び
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
別
で
は
あ
っ
て
も
「
同
等
性
」
と
無
関
係
な
の
で
は
な
い
。
見
た

と
お
り
に
、
そ
れ
は
「
同
等
性
」
を
基
礎
に
し
た
規
定
性
で
あ
る
。
だ
か

ら
「
社
会
的
平
均
労
働
」
は
「
同
等
性
」
が
い
わ
ば
転
化
し
た
社
会
的
性

格
、
す
な
わ
ち
「
(
社
会
的
)
平
均
性
」
と
い
う
社
会
的
性
格
を
備
え
た
概

一一一一一一
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念
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
川
で
述
べ
た
「
何
ら
か
の
社
会
性
に
お
い
て
捉
、
え

ら
れ
た
労
働
の
特
徴
づ
け
」
に
照
応
す
る
新
し
い
社
会
性
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
進
む
前
に
、
こ
の
「
同
等
性
」
と
並
ん
で
「
平
均
性
」
を

規
定
し
て
い
る
要
因
、
す
な
わ
ち
一
社
会
の
総
労
働
力
」
が
「
同
一
の
人

間
労
働
力
と
し
て
適
用
す
る
L

と
い
う
規
定
に
つ
い
て
少
し
く
論
及
し
て

お
こ
う
。
敢
え
て
添
え
た
原
文
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
社
会

の
総
労
働
力
」
が
同
一
の
労
働
力
の
総
和
と
し
て
「
適
用
す
る
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
「
社
会
の
総
労
働
力
」
が
全
体
と

し
て
、
い
わ
ば
単
一
の
労
働
力
と
し
て
「
通
用
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
単
一
の
労
働
力
と
し
て
「
通
用
す

る
」
と
い
う
意
味
は
、
最
初
の
小
部
分
の
検
討
の
際
に
引
用
し
た
「
あ
る

社
会
状
態
」
で
の
「
同
じ
個
人
の
労
働
の
諸
変
形
」
と
い
う
記
述
ゃ
、
ま

た
ニ
で
触
れ
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
労
働
の
例
が
示
し
て
い
る
事
柄
乙
同
じ
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
端
的
に
言
え
ば
、
社
会
の
労
働
諸
カ
の
有
機
的
一
体

性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

社
会
の
労
働
諸
力
が
こ
の
よ
う
な
連
関
を
も
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ

こ
で
は
生
産
と
消
費
の
不
整
合
ゃ
、
労
働
需
要
の
方
向
変
化
に
応
じ
た
労

働
の
方
向
転
換
の
際
の
摩
擦
と
い
っ
た
事
は
基
本
的
に
生
じ
な
い
は
ず
で

あ
る
@
労
働
力
は
、
社
会
が
必
要
と
す
る
物
を
必
要
な
だ
け
生
産
す
る
た

め
に
必
要
な
領
域
に
投
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
う
し
た
関

連
位
に
規
定
さ
れ
た
社
会
を
表
現
す
る
た
め
に
、
第
四
節
で
は
「
社
会
的

生
産
有
機
体
」
(
九
一
一
一
)
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
視
点
か
ら
歴
史
的
諸
社
会
を
見
た
場
合
、
こ
で
労
働
の

二
三
四

社
会
的
位
格
に
つ
い
て
凡
た
際
と
同
様
な
特
徴
が
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち

商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
だ
け
、
そ
の
有
機
的
連
関
が
直
接
的
に
は
保
証

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
商
品
生
産
社
会
は
、
少
く
と
も
経
済
的
に

は
、
ア
メ
ー
バ
の
よ
う
に
無
定
形
な
社
会
で
あ
っ
て
、
表
面
土
は
無
政
府

的
で
あ
り
、
現
実
的
に
も
摩
擦
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
は
社
会
的
分
業
の

寸
自
然
発
生
的
」
〈
八
九
)
性
格
と
そ
れ
以
上
に
経
営
形
態
の
私
的
性
格
と

に
依
る
も
の
だ
が
、
し
か
し
一
言
う
ま
で
も
な
く
、
有
機
的
連
闘
が
直
接
的

に
保
証
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
個
々
の
生
産
者
が
ど
ん
な
に
自
分
本
位
に
生
産
を
営
も
う

と
、
こ
の
有
機
的
な
社
会
的
連
関
は
生
産
者
た
ち
の
事
情
や
思
惑
と
は
独

立
に
、
「
規
制
的
な
自
然
法
則
と
し
て
強
力
的
に
自
己
を
貫
徹
す
る
」
(
八

九
)
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
現
わ
れ
の
ひ
と
つ
が
、
「
社
会
の

総
労
働
力
」
が
単
一
の
労
働
力
と
し
て
「
通
用
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
「
社
会
的
平
均
労
働
」
は
こ
の
よ
う
な
社
会
的
連
関
を
個
々

の
労
働
に
お
い
て
表
現
す
る
概
念
な
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に

「
社
会
的
平
均
労
働
」
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
商
品
の
価
値

i
l
一
定
量

の
価
値
も
ま
た
こ
う
し
た
連
関
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

「
私
的
諸
労
働
が
社
会
的
に
均
斉
の
と
れ
た
基
準
に
絶
え
ず
還
一
見
さ
れ
る
」

(
八
九
)
の
は
、
価
値
が
そ
の
よ
う
な
規
定
住
を
備
え
た
定
在
だ
か
ら
に

ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
き
、
「
社
会
的
平
均
労

働
」
を
英
然
と
社
会
的
平
均
的
諸
条
件
を
備
え
て
行
な
わ
れ
る
労
働
と
し

て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
結
論
が
生
じ
る
。
こ
う
し
た
見
地
に
立



て
ば
、
「
社
会
的
平
均
」
の
上
記
の
よ
う
な
抽
象
的
な
意
味
が
不
明
確
に

な
る
一
方
、
「
社
会
的
平
均
労
働
力
」
も
、
そ
の
職
種
の
差
な
ど
か
ら
来

る
主
体
的
諸
条
件
の
差
を
含
め
て
す
べ
て
均
等
化
さ
れ
た
労
働
力
と
し
て

理
解
さ
れ
か
ね
な
い
。
こ
う
し
た
見
方
に
対
し
て
要
点
を
述
べ
れ
ば
、
第

一
に
、
労
働
条
件
は
主
体
的
条
件
と
客
体
的
条
件
と
に
区
別
し
て
見
る
必

要
が
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
客
体
的
条
件
の
社
会
的
平
均
化
に
は
競
争
が

直
接
的
に
関
与
し
て
い
る
が
、
主
体
的
条
件
の
そ
れ
に
は
競
争
は
機
械
装

置
の
発
達
な
ど
を
と
お
し
て
間
接
的
に
し
か
関
与
し
て
お
ら
ず
、
ゆ
え
に

後
者
の
そ
れ
を
直
接
的
に
規
定
す
る
の
は
競
争
で
は
な
く
労
働
の
客
体
的

条
件
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
主
体
的
条
件
は
そ
れ
で
も
な
お

職
種
の
差
に
応
じ
て
相
違
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
第
四
に
、
「
社
会
的

平
均
労
働
」
の
概
念
は
こ
う
し
た
差
に
応
じ
た
主
体
的
条
件
の
相
違
を
排

除
し
な
い
こ
と
、
第
五
に
、
そ
れ
ゆ
え
「
社
会
的
平
均
労
働
」
概
念
は
社

会
的
総
労
働
の
個
々
の
構
成
分
子
の
抽
象
的
な
「
同
一
性
」
と
「
平
均
性
」

は
意
味
し
て
も
、
そ
の
内
容
が
無
差
別
一
様
で
あ
る
こ
と
を
決
し
て
意
味

し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
「
社
会
的
平
均
労
働
」
の
概
念
に
関
し
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ

の
概
念
を
あ
ら
た
め
て
一
一
言
で
示
せ
ば
、
そ
れ
は
「
同
等
な
開

E
n
E
人

間
労
働
で
あ
り
、
同
じ
宕
円
凹
巴
宮
人
間
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
」
(
五
三
〉

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
上
記
の
労
働
の
主
体
的
条
件
と
は
具
体

的
に
は
「
労
働
の
熟
練
お
よ
び
強
度
」
(
五
三
)
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
「
単
純
労
働
」
の
概
念
に
直
接
に
か
か
わ
る
要
因
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
つ
づ
い
て
こ
の
概
念
の
考
察
に
移
ろ
う
。

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

マ
ル
ク
ス
は
わ
れ
わ
れ
が
検
討
し
て
い
る
当
該
小
部
分
の
中
で
「
単
純

な
平
均
労
働
」
の
概
念
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ

は
、
「
平
均
的
に
、
普
通
の
人
間
な
ら
だ
れ
で
も
、
特
殊
な
発
達
な
し

に
、
そ
の
肉
体
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
単
純
な
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
己

ハ
五
九
〉
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
単
純
な
平
均
労
働
」
と
は
「
単
純
労

働
」
と
「
社
会
的
平
均
労
働
」
と
を
一
語
で
示
し
た
表
現
に
す
ぎ
な
い
こ

と
を
念
頭
に
お
け
ば
、
「
社
会
的
平
均
労
働
」
に
つ
い
て
の
検
討
を
す
で

に
終
え
た
わ
れ
わ
れ
に
は
、
こ
の
一
文
で
の
規
定
が
事
実
上
「
単
純
労

働
」
の
規
定
と
し
て
捉
え
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
与
え
ら
れ
て
い
る
規
定
の
核
心
が
、
「
普
通
の
人
間
な
ら
だ
れ

で
も
、
特
殊
な
発
達
な
し
に
、
そ
の
肉
体
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
」
と
い

う
部
分
、
と
り
わ
け
「
特
殊
な
発
達
な
し
に
」
と
い
う
一
匂
に
あ
る
こ
と

は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
匂
は
、
こ
の
文
の
前
に
あ
る
、
「
人
間

労
働
力
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
が
あ
れ
こ
れ
の
形
態
で
支
出
さ
れ
る
た
め
に

は
、
多
少
と
も
発
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
五
九
、
傍
点
1

1
山

本
)
と
い
う
一
文
に
対
応
し
て
い
る
@
こ
こ
で
敢
え
て
指
摘
し
て
お
け
ば
、

前
の
概
念
規
定
の
一
文
は
商
品
生
産
社
会
の
労
働
に
か
か
わ
る
規
定
で
あ

る
の
に
対
し
、
こ
の
一
文
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
労
働
の
特
定
の
歴
史
的

形
態
に
か
か
わ
ら
な
い
普
遍
的
な
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
人
間

労
働
力
そ
の
も
の
」
は
、
そ
の
生
理
学
的
規
定
に
お
い
て
は
何
ら
商
品
生

産
労
働
に
固
有
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
商
品
生
産
労
働
が
そ
の
内
に
普
遍
的
規
定
と
特
殊
歴
史
的
な
規

定
の
両
方
を
含
む
こ
と
を
顧
慮
す
れ
ば
、
二
つ
の
規
定
を
総
合
し
て
得
ら

二
三
五
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れ
る
規
定
、
す
な
わ
ち
、
商
品
生
産
労
働
と
は
「
多
少
と
も
発
達
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が
「
特
殊
な
発
達
」
を
要
し
な
い
労
働
で
あ
る
、

と
い
う
規
定
に
矛
盾
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

他
の
生
産
諸
形
態
と
同
様
、
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
も
「
あ
れ
こ
れ

の
形
態
で
」
労
働
が
行
な
わ
れ
る
た
め
に
は
、
労
働
力
は
「
多
少
と
も
発

達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、
し
た
が
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
に
複
雑

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
@
(
機
械
装
置
の
大
規
模
化
と
機
能
の
複
雑
化
に

応
じ
て
労
働
が
単
純
化
す
る
問
題
に
つ
い
て
舌

的
形
態
で
の
特
殊
な
商
品
生
産
社
ム
会
五
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
よ
り
具
体

的
な
次
元
で
の
問
題
で
あ
る
J

し
か
し
そ
う
し
た
複
雑
さ
の
程
度
そ
の

も
の
は
具
体
的
有
用
労
働
の
問
題
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
社
会
形
態
に
も

共
通
し
た
事
柄
で
あ
っ
て
、
何
ら
商
品
生
産
労
働
に
固
有
に
か
か
わ
る
問

題
で
は
な
い
と
言
え
る
@
そ
し
て
商
品
生
産
労
働
を
固
有
に
特
徴
づ
け
る

問
題
と
は
、
や
は
り
ど
の
社
会
に
も
存
在
す
る
最
も
単
純
で
「
特
殊
な
発

達
」
を
要
し
な
い
労
働
が
、
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
の
み
あ
る
社
会
的

性
格
宏
、
つ
ま
り
「
平
均
性
」
と
い
う
社
会
的
性
格
を
担
っ
て
い
る
こ
と

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
「
単
純
労
働
」
が
そ
う
し
た
社
会
的
性
格
の
担
い
手
と
な

る
の
か
。
そ
れ
は
単
に
「
単
純
労
働
」
が
量
的
比
率
に
お
い
て
社
会
的
総

労
働
の
中
で
広
い
範
囲
を
占
め
る
か
ら
で
は
な
い
@
そ
う
で
は
な
く
、

「
単
純
労
働
」
が
「
特
殊
な
発
達
」
を
要
し
な
い
労
働
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
労
働
者
の
「
肉
体
に
属
し
て
い
る
自
然
諸
力
」

U
単
な
る
「
人
間
労

働
力
」
の
支
出
を
直
接
的
に
体
現
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

ー一一一ーノ、

こ
の
こ
と
こ
そ
が
「
単
純
労
働
」
概
念
の
核
心
で
あ
る
と
息
わ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
「
複
雑
労
働
」
と
の
関
係
は
価
値
と
労
働
と
の
関
係
に
と
っ
て

は
副
次
的
な
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
付
言
す
る

と
、
先
に
も
行
な
っ
た
価
値
形
態
論
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
言
え
ば
こ
の

「
単
純
労
働
」
範
時
こ
そ
が
、
特
定
の
商
品
に
癒
着
し
た
一
般
的
等
価
形

態
と
し
て
の
貨
幣
形
態
に
照
応
す
る
。
だ
か
ら
「
単
純
労
働
」
は
価
値
実

体
と
し
て
の
「
人
間
労
働
」
を
体
現
す
る
最
も
一
般
的
な
労
働
範
掃
な
の

で
あ
る
。
ま
た
「
社
会
的
平
均
労
働
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
き
口
え
ば
、

「
単
純
労
働
」
概
念
は
「
社
会
的
平
均
労
働
」
概
念
に
、
価
値
の
大
き
さ

の
規
定
要
因
と
し
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
労
働
力
の
発
達
皮
(
熟
練
度
や

強
度
)
と
い
う
契
機
を
加
え
た
概
念
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
貨
幣

形
態
の
本
質
的
規
定
は
す
で
に
一
般
的
等
価
形
態
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
「
単
純
労
働
」
概
念
も
そ
の
本
質
的
規
定
、
す
な
わ
ち
労

働
の
個
別
次
元
に
お
け
る
価
値
実
体
と
し
て
の
規
定
は
す
で
に
「
社
会
的

平
均
労
働
」
概
念
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス

が
雨
概
念
の
区
別
に
不
必
要
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
両
者
を
総
合
し
て

「
単
純
な
平
均
労
働
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
の
も
こ
の
ゆ
え
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

さ
て
以
よ
で
「
単
純
労
働
」
の
考
察
を
終
わ
る
こ
と
に
す
る
。
「
単
純

労
働
」
へ
の
「
複
雑
労
働
」
の
環
一
万
の
問
題
は
、
「
社
会
的
必
要
労
働
時

間
」
の
規
定
や
労
働
力
の
価
値
規
定
を
考
え
る
際
に
は
重
要
と
な
る
が
、

上
記
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
当
面
す
る
課
題
に
と
っ
て
は
重
要
で
は
な

く
、
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
検
討
し
な
い
。
そ
こ
で
残
っ
て
い
る
の
は
、



「
人
間
労
働
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
最
後
の
小
部
分
と
第
二
節
全

体
の
小
括
を
行
っ
て
い
る
部
分
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
検
討

も
本
稿
で
は
行
な
わ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
二
つ
の
部
分
で
の
主
題

は
と
も
に
具
体
的
有
用
労
働
と
の
対
比
で
抽
象
的
人
間
労
働
を
特
徴
づ
け

る
こ
と
、
な
い
し
は
具
体
的
有
用
労
働
と
抽
象
的
人
間
労
働
と
の
対
比
的

規
定
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
具
体
的
有
用
労
働
」
概
念

の
理
解
が
か
か
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
本
稿
で
の
課

題
を
超
え
る
だ
け
で
な
く
、
抽
象
的
人
間
労
働
そ
の
も
の
の
理
解
に
と
っ

て
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
検
討
は
別
の
機

門
叶

M
U

会
に
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。

し
た
が
っ
て
『
資
本
論
』
の
叙
述
の
検
討
は
以
上
を
以
っ
て
終
わ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
第
一
節
の
検
討
を
と
お
し
て
、
抽
象
的
人
間
労
働
の
概
念
が

ωで
想
定
し
た
と
お
り
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
異
種
労
働
の
同
等
性
」
と

い
う
社
会
的
性
格
に
規
定
さ
れ
た
、
労
働
の
社
会
的
形
態
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
。
そ
し
て
つ
づ
く
第
二
節
の
検
討
を
と
お
し
て
、
そ
の
社
会
的

性
格
の
質
料
的
担
い
手
と
し
て
生
理
学
的
規
定
に
お
け
る
単
な
る
「
人
間

労
働
」
を
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
、
以
っ
て
「
(
抽
象
的
)

人
間
労
働
」
概
念
が
そ
れ
自
体
と
し
て
二
つ
の
側
面
を
も
つ
こ
と
を
知
っ

た
。
次
い
で
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
と
ほ
相
対
的
に
区
別
さ
れ
る
「
社
会

的
平
均
労
働
」
概
念
を
考
察
し
、
そ
れ
が
価
値
実
体
と
し
て
の
抽
象
的
人

間
労
働
の
規
定
性
を
、
個
々
の
労
働
と
い
う
よ
り
具
体
的
次
元
で
表
現
す

る
範
鳴
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
「
単
純
労
働
」
概
念

の
検
討
に
移
り
、
そ
れ
が
、
「
社
会
的
平
均
労
働
」
概
念
に
労
働
力
の
発

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

透
度
と
い
う
契
機
が
加
わ
っ
た
概
念
で
あ
り
、
価
値
実
体
と
し
て
の
規
定

を
い
ヮ
そ
う
具
体
的
に
表
現
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
@
こ
う

し
て
今
や
、
価
値
実
体
に
か
か
わ
る
諸
範
鴎
が
重
層
的
な
連
関
に
貢
か
れ

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
は
そ
れ
ら
の
う
ち
の
最
も

墓
礎
的
な
範
騰
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
生
理
学
的
規
定
に
お
い
て
実
在

性
を
も
っ
紛
れ
も
な
い
「
実
体
」
概
念
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

(
1
〉
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」
概
念
を
検
討
す
る
別
の

機
会
に
、
労
働
の
社
会
的
担
分
の
問
題
と
の
関
連
で
扱
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
労
働
の
社
会
的
有
用
性
と
か
か
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

(

2

)

全
く
同
様
な
フ
レ
ー
ズ
は
本
文
中
の
引
用
文
と
同
じ
時
期
三
八
六
一

t

六
三
年
V

に
書
か
れ
た
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
の
中
に
も
あ
る
。
「
抽
象
的
l

一
般
的
な
、
そ
し
て
こ
の
形
態
に
お
い
て
は
社
会
的
な
労
働
」
(
当

2
-
S
出血・

日
目

Fω
・
忌
由
・
〉
。
さ
ら
に
は
そ
れ
、
り
に
先
立
つ
『
経
済
学
批
判
』
に
お
い
て
も

見
い
出
せ
る
。
「
一
般
的
な
、
そ
し
て
こ
の
形
態
で
社
会
的
な
労
働
」
ハ
当
日
白

宵
0
・
出

ι
H
U
w
m
-
ω
H
U
。

ハ3
)

と
い
う
の
は
初
版
で
は
、
価
値
・
労
働
・
人
間
労
働
・
抽
象
的
人
間
労
働

の
般
に
概
念
が
塗
場
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
内
容
的
に
見
れ
ば
同
じ
結
論

を
下
し
う
る
。

(
4
〉
直
接
的
に
は

ωで
の
第
一
節
の
検
討
と
か
か
わ
る
こ
と
だ
が
、
抽
象
的
人

間
労
働
の
拍
出
過
程
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
が
「
交
換
関
係
か
ら
出
発
し
て
」

行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
最
近
の
研
究
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
点
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
の
把
握
の
際
に
厳
密
さ
に
欠
け
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、

そ
の
こ
と
が
「
交
換
関
係
か
ら
分
析
・
抽
出
さ
れ
た
」
(
正
木
八
郎
、
前
掲
門
商

二
三
七



立
教
経
済
学
研
究
第
四
O
巻
四
号
(
一
九
八
七
年
)

品
論
と
抽
象
的
人
間
労
働
」
一
一
二
五
ペ
ー
ジ
〉
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
?
ル
ク
ス
は
第
一
節
で
交
換
関
係
を
前
提
し
て
は
い

る
が
、
そ
の
こ
と
を
以
っ
て
交
換
関
係
の
分
析
か
ら
始
め
て
い
る
と
は
言
え
ま

い
。
マ
ル
ク
ス
の
分
析
の
始
点
は
交
換
価
値
が
表
わ
し
交
換
関
係
に
現
わ
れ
て

い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
二
荷
品
の
等
置
関
係
な
い
し
は
同
等
性
関
係
そ
の
も
の

で
あ
る
。
交
換
関
係
そ
の
も
の
の
分
析
は
い
う
ま
で
も
な
く
第
二
章
「
交
換
過

程
」
で
初
め
て
行
な
わ
れ
る
。
竹
永
進
氏
な
ど
に
も
同
様
な
表
現
が
見
ら
れ

る
。
ハ
「
『
資
本
論
』
冒
頭
の
価
値
実
体
規
定
に
つ
い
て
」
、
福
島
大
学
『
商
学
論

集
』
第
五
二
巻
第
二
号
、
一
九
八
三
年
、
一
八
主
ぺ
|
ジ
参
照
〉
。
ま
た
例
え

ば
田
中
四
郎
「
抽
象
的
人
向
労
働
」
〈
『
来
経
大
論
叢
』
第
四
号
一
九
八
三
年
)

で
は
、
マ
ル
ク
ス
が
分
析
過
程
に
お
い
て
「
第
一
に
、
商
品
の
使
用
価
値
を
捨

象
し
て
、
労
働
生
産
物
と
い
う
性
質
を
と
り
出
す
」
(
四
七
ペ
ー
ジ
)
と
い
わ

れ
て
い
る
が
、
マ
ル
ク
ス
が
「
第
一
に
」
行
な
っ
て
い
る
の
は
上
記
の
等
置
関

係
の
確
認
で
あ
り
、
次
い
で
そ
れ
が
意
味
す
る
も
の
と
し
て
「
使
用
価
値
を
捨

象
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
こ
の
等
置
関
係
の
確
認
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か

は
、
こ
の
分
析
の
一
所
産
が
労
働
の
同
等
性
の
発
見
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て

も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
5
U

し
か
も
『
資
本
論
』
の
当
骸
箇
所
で
「
価
値
」
は
、
端
的
に
「
社
会
的
実

体
の
結
晶
と
し
て
」
(
傍
点
i

|
山
本
)
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ハ
6
〉
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
生
理
学
的
規
定
が
第
一
節
に
は
登
場
し
な
い
由
縁
で
も

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ハ
7
)

「
必
要
労
働
時
間
」
と
い
う
術
語
に
つ
い
マ
も
、
こ
れ
ほ
ど
は
な
は
だ
し

く
な
い
が
似
た
問
題
が
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
術
語
に
つ
い
て
は
『
資
本
論
』

第
一
巻
第
七
牢
に
あ
る
註
仰
で
断
り
書
き
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
い
わ

く
、
「
同
じ
術
請
を
追
っ
た
意
味
で
使
用
す
る
こ
と
は
不
都
合
で
は
あ
る
が
、

二
三
八

ど
ん
な
科
学
の
場
合
に
も
完
全
に
は
避
け
ら
れ
な
い
ご
と
で
あ
る
J
ハ一一一一一一一
v

ハ
8
〉
「
社
会
的
」
と
い
う
一
言
葉
の
紛
ら
わ
し
さ
に
つ
い
て
は
、
「
社
会
的
必
要

労
働
時
間
」
概
念
を
め
ぐ
る
論
争
が
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
@

ハ
9〉

4
司
め
同
】
円

O
W
E
-
8・
∞
∞
M
U
-

ハ
叩
)
マ
ル
ク
ス
の
何
値
論
に
労
働
価
値
説
の
資
格
を
付
与
す
る
根
拠
も
こ
こ
に

あ
る
。

〈
日
)
本
稿
で
は
問
題
に
し
な
い
が
、
こ
の
包
ω
と
い
う
一
語
は
「
価
値
存
在
」

(
六
四
)
の
観
念
性
リ
非
実
在
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
忍

わ
れ
る
。
初
版
で
は
さ
ら
に
端
的
に
「
思
考
産
物
」
(
前
掲
、
邦
訳
四
七
ペ
ー

ジ
)
と
さ
え
呼
ん
で
い
る
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
は
「
価
値
と
み
な
さ
れ
る
」

(
江
夏
美
千
穂
・
上
杉
聡
彦
訳
『
フ
ラ
ン
ス
語
版
資
本
論
』
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
七
九
年
、
上
巻
、
原
書
一
五
ベ
!
ヲ
υ
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
凝
固
体
」
、

「
結
晶
」
、
「
物
質
化
」
と
い
う
表
現
も
ぎ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で

比
喰
的
表
現
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
別
の
機
会
に
追
求
し
た
い
。
な
お
例
え
ば
山
本
二
三
丸
氏
な
ど
も
最
近
で
は

こ
う
し
た
見
地
に
接
近
し
て
お
ら
れ
る
。
ハ
「
市
場
価
値
と
『
虚
偽
の
社
会
的
価

値
』
」
、
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
三
九
巻
第
一
号
、
-
九
八
王
年
、
一
一
ニ
コ
一
ペ

ー
ジ
参
照
。
〉
ま
た
同
じ
く
非
実
在
位
に
注
目
し
て
い
る
研
究
と
し
て
、
河
合

一
夫
「
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
『
価
値
』
範
鳴
の
批
判
」
(
大
阪
市
立
大
学
『
経
済

学
雑
誌
』
第
八
三
巻
、
第
四
玄
号
、
一
九
八
一
一
一
年
)
が
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
問

題
と
の
関
連
で
マ
ル
タ
ス
に
よ
る
S
・
ベ
イ
リ
!
の
批
判
と
評
価
(
リ
カ
l
ド

価
値
論
の
賓
要
な
欠
陥
を
突
い
た
も
の
と
し
て
)
が
顧
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
こ
れ
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
有
江
大
介
「
価
値
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
と
マ
ル
ク

ス
」
白
土
地
制
度
史
学
』
第
一

o=百
守
、
一
九
八
三
年
)
が
あ
る
。

ハ
ロ
〉
価
値
の
笑
体
が
抽
象
的
労
働
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
実
体
の
大
き



さ
を
測
る
尺
度
も
ま
た
抽
象
物
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
山
本
二

一
一
一
丸
氏
は
、
「
労
働
の
自
然
的
、
具
体
的
形
態
と
の
対
比
に
お
い
て
、
当
然
に

そ
の
抽
象
的
形
態
が
、
い
い
か
え
れ
ば
、
同
じ
抽
象
的
労
働
の
量

l
l労
働
時

間
ー
ー
が

-
i」
(
前
掲
「
人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
ハ
一
ど
四
三
ペ
ー

ジ
〉
と
い
う
表
現
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
松
石
勝
彦
氏
が
批
判
さ

れ
て
い
る
が
、
し
か
し
松
石
氏
の
「
社
会
的
有
用
労
働
時
間
」
〈
前
掲
書
、
三

二
四
ペ
ー
ジ
〉
と
い
う
表
現
に
も
問
題
が
あ
る
と
音
一
一
回
え
よ
う
。
あ
た
か
も
労
働

時
間
が
『
社
会
的
有
用
性
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
招

く
か
ら
で
あ
る
。
労
働
時
聞
は
無
論
の
こ
と
に
労
働
と
か
か
わ
り
が
あ
る
が
、

労
働
の
形
態
と
か
か
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
労
働
時
間
は
労
働
の
抽
象
的

形
態
と
も
有
用
性
と
も
無
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
労
働
の
具
体
的
物
理
的

条
件
(
強
度
や
熟
練
度
)
と
関
係
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
労
働
の
物
理
的
諸
条

件
は
た
し
か
に
抽
象
的
ん
間
労
働
に
対
兆
し
た
意
味
で
の
具
体
的
有
用
労
働
の

属
性
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
具
体
性
に
属
し
て
は
い
て
も
有
用
性
に
属
し
て
は
い

な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
時
〉
「
ど
の
よ
う
に
し
て
」
は
生
産
者
間
の
競
争
と
い
う
要
因
な
し
に
は
解
明

で
き
な
い
。
そ
れ
は
第
三
巻
第
一

O
章
で
「
市
場
価
値
」
の
問
題
と
し
て
追
求

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
競
争
の
結
果
が
そ
れ
自
体
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る

と
言
え
土
う
。
「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」
は
競
争
を
と
お
し
て
具
体
化
す
る

が
、
『
市
場
価
値
』
や
『
生
産
価
格
」
の
よ
う
に
競
争
そ
れ
自
体
の
所
産
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ハ
U
V

「
社
会
的
平
均
労
働
」
と
「
社
会
的
必
要
労
働
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は

本
稿
で
は
割
愛
し
‘
「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」
概
念
を
扱
う
折
に
論
じ
た

い
。
さ
し
あ
た
り
は
・
『
直
接
的
生
産
過
程
の
諸
結
果
』
(
岡
崎
次
郎
訳
、
嗣

民
文
庫
、
一
九
七

O
年
、
三
六
ペ
ー
ジ
〉
を
参
照
せ
よ
。

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

ハ
日
〉
単
な
る
人
間
労
働
と
そ
の
社
会
的
形
態
と
し
て
の
「
同
等
な
人
間
労
働
」

と
の
区
別
に
つ
い
て
の
自
覚
が
い
か
に
薄
い
か
は
、
一
で
も
強
調
し
た
こ
と
で

あ
る
。
同
様
な
例
と
し
て
吉
原
泰
助
氏
に
あ
っ
て
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら

れ
る
。
「
こ
の
異
質
な
諸
労
働
に
共
通
な
同
質
性
が
人
間
労
働
力
一
般
の
支
出

に
ほ
か
な
ら
ず
・
」
(
前
掲
「
労
働
の
二
重
位
、
四
四
ペ
ー
ジ
〉
。

(
日
山
)
第
五
章
第
二
節
に
は
「
単
純
な
社
会
的
平
均
労
働
」
ハ
一
一
一
一
》
と
い
う

言
葉
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。

ハ
げ
〉
具
体
的
有
用
労
働
の
概
念
に
つ
い
て
抽
象
的
人
間
労
働
と
の
関
連
セ
一
点

だ
け
簡
単
に
ふ
れ
て
お
乙
う
。
一
向
者
は
も
ち
ろ
ん
商
品
生
産
労
働
の
対
立
的
な

二
側
面
な
の
で
あ
る
が
、
抽
象
的
人
間
労
働
の
分
析
に
よ
っ
て
そ
の
質
料
的
担

い
手
と
し
て
の
単
な
る
「
人
間
労
働
」
が
析
出
さ
れ
た
今
は
次
の
よ
う
に
吾
山
守
7

こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
両
者
は
と
も
に
単
な
る
「
人
間
労
働
」
に
よ
っ

て
担
わ
れ
る
商
品
生
産
労
働
の
ニ
形
態
な
の
だ
と
。

と
こ
ろ
で
単
な
る
「
人
間
労
働
』
と
の
こ
う
し
た
関
係
認
識
に
敢
え
て
ふ
れ

た
の
は
、
正
木
八
郎
氏
が
こ
の
点
で
重
大
な
誤
解
を
き
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
氏
の
基
本
的
発
想
は
、
「
い
う
ま
で
も
な
く
抽
象
的
人
間
労

働
、
し
た
が
っ
て
労
働
の
二
重
性
の
性
格
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
商
品
論
の

検
討
が
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
と
い
え
る
が
、
し
か
し
第
五
章
第
一
節
町
労
働

過
程
』
の
検
討
も
不
可
欠
で
あ
ろ
う
」
(
前
掲
「
抽
象
的
人
間
労
働
と
経
済
学

批
判
」
二
九
ペ
ー
ジ
〉
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
氏
が
そ
う
考
え
ら
れ
る
重

要
な
綴
拠
の
ひ
と
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
一
部
を
引
用
し
た
第
互
章
第
一
節

中
の
記
述
、
す
な
わ
ち
人
間
は
「
自
然
素
材
を
自
分
自
身
の
生
活
の
た
め
に
使

用
し
う
る
形
態
で
取
得
す
る
た
め
に
、
自
分
の
肉
体
に
属
し
て
い
る
自
然
諾

力
、
腕
や
足
、
頭
や
手
を
運
動
さ
せ
る
」
〈
一
九
二
〉
と
い
う
記
述
に
お
い
て

「
事
実
上
、
第
一
章
第
二
節
で
与
え
ら
れ
た
抽
象
的
人
間
的
労
働
の
内
容
的
規

二
三
九
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定
を
再
現
し
て
い
る
」
(
向
上
、
一
一
九
ペ
ー
ジ
〉
と
解
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
し

か
し
こ
の
理
解
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は

決
し
て
価
値
実
体
と
し
て
の
抽
象
的
人
間
労
働
の
こ
と
で
は
な
く
、
「
自
然
素

材
を
i
:
・
使
用
し
う
る
形
態
で
取
得
す
る
た
め
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま

で
労
働
の
現
実
的
な
自
然
形
態
、
す
な
わ
ち
兵
体
的
有
用
労
働
の
こ
と
で
あ
ろ

う
ー
だ
か
ら
『
第
五
章
第
-
節
:
:
:
の
な
か
で
、
厳
密
な
ま
で
に
そ
の
内
容
に

抽
象
的
人
間
労
働
と
い
う
規
定
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」
(
向
上
)
の
は
当
然

な
の
で
あ
る
。
氏
は
上
記
の
引
用
文
の
後
半
に
の
み
限
を
奪
わ
れ
て
は
い
な
い

だ
ろ
う
か
。
労
働
の
生
理
学
的
規
定
が
抽
象
的
人
間
労
働
に
の
み
か
か
わ
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
は
具
体
的
有
用
労
働
の
質
料
的
担
い
手
で
も
あ
る
と
理
解
で

き
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
検
討
を
割
愛
し
た
第
二
節
の
最
後
の
小
括
部
分
ハ
六
一
〉

は
し
ば
し
ば
抽
象
的
人
間
労
働
の
生
理
学
的
規
定
を
与
え
て
い
る
箇
所
と
L
て

援
用
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
受
け
取
り
方
に
は
二
重
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
は
抽
象
的
人
間
労
働
を
「
生
理
学
的
意
味
」
の
み
な

ら
ず
「
同
等
な
人
間
労
働
」
と
し
て
も
規
定
し
て
お
り
、
他
方
、
単
な
る
「
生

理
学
的
意
味
」
で
の
人
間
労
働
に
対
比
し
て
、
「
特
殊
な
、
目
的
を
規
定
さ
れ

た
形
態
で
の
」
人
間
労
働
と
し
て
具
体
的
有
用
労
働
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
人
間
労
働
を
め
ぐ
る
諸
規
定
の
こ
う
し
た
立
体
的
民
連
を
看
過
す
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
。
第
一
節
、
そ
し
て
第
一
章
全
体
の
真
の
「
主
体
」
は
価
償
で

も
使
用
価
値
で
も
な
く
商
品
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
第
二
節
の
「
主
体
」

は
抽
象
的
人
間
労
働
で
も
具
体
的
有
用
労
働
で
も
な
く
商
品
生
産
労
働
そ
の
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
し
か
に
マ
ル
ク
ス
は
、
「
商
品
ま
た
は
労
働
を
}
方

の
形
態
に
お
い
て
考
察
す
る
場
合
に
は
、
他
方
の
形
態
に
お
い
て
は
考
察
し
な

い
の
で
あ
る
し
、
ま
た
逆
の
場
合
に
は
逆
で
あ
る
」
(
前
掲
『
資
本
論
第
一
巻

初
版
』
、
五

0
ペ
ー
ジ
〉
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
『
形
態
」
が
共
遇
の

二
四

O

担
い
手
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
何
ら
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
玉
木
氏

に
比
べ
れ
ば
松
石
氏
の
方
が
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
正
解
に
近
い
と
い
え
よ

う
。
ハ
「
具
体
的
有
用
労
働
も
ま
た
『
人
間
の
脳
・
-
な
ど
の
生
産
的
支
出
』
で

あ
る
。
」
松
石
前
掲
書
、
二
三
ペ
ー
ジ
参
照
〉
。

四

お
わ
り
に

本
稿
で
は
『
資
本
論
』
に
即
し
て
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
概
念
の
究
明

に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
そ
れ
を
補
足
す
る
意
味
で
『
経
済
学
批
判
』
中

の
次
の
記
述
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
た
い
。

「
交
換
価
値
が
労
働
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
次
の
主
要
な
諸
論
点
を
し
っ
か
り
つ
か
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
単
純
な
、
い
わ
ば
質
を
も
た
な
い
労
働
へ
の

労
働
の
還
元
、
交
換
価
値
を
生
み
だ
す
、
し
た
が
っ
て
商
品
を
生
産
す

る
労
働
の
社
会
的
労
働
を
な
し
て
い
る
独
特
の
様
式
、
最
後
に
、
使
用

価
値
に
結
果
す
る
か
ぎ
り
で
の
労
働
と
、
交
換
価
値
に
結
果
す
る
か
ぎ

(

l

)

 

り
で
の
労
働
と
の
区
別
。
」

ま
ず
最
初
に
確
認
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
価
値
を
理
解
す
る
前
提

と
し
て
労
働
の
正
し
い
理
解
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で

マ
ル
ク
ス
が
価
値
の
理
解
の
た
め
と
は
言
わ
ず
価
値
量
規
定
の
理
解
の
た

め
と
言
っ
て
い
る
の
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
か
ろ
う

Q

貨
幣
を
理
解
す
る

た
め
に
は
価
値
形
態
の
理
解
が
決
定
的
な
前
提
と
な
る
主
う
に
、
価
値
量



規
定
の
理
解
の
た
め
に
は
価
値
実
体
で
あ
る
労
働
の
十
全
な
理
解
が
決
定

的
に
重
要
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
価
値
量
規
定
の
問
題
は
価
値
規
定
全

体
の
集
約
点
な
の
で
あ
っ
て
、
価
値
法
則
と
い
う
用
語
が
事
実
上
、
価
値

量
規
定
の
法
則
を
意
味
す
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
価
値
量
規
定
の
理
解
の
た
め
と
一
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ

の
前
提
で
あ
る
価
値
実
体
H

労
働
の
理
解
の
た
め
と
い
う
意
味
を
含
ん
で

の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
引
用
文
中
に
は
三
つ
の
論
点
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
要

約
的
に
換
吾
首
す
れ
ば
、
①
単
純
労
働
へ
の
現
実
的
諸
労
働
の
還
元
、
①
商

品
生
産
社
会
に
お
け
る
社
会
的
労
働
の
独
自
な
形
態
、
①
荷
品
生
産
労
働

の
二
重
性
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
文
字
通
り
、
価
値
実
体
規
定
を
理
解
す
る

う
え
で
不
可
欠
な
論
点
だ
が
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
こ
れ
ら
三
つ
の
論

点
の
順
序
で
あ
る
。
こ
れ
も
偶
然
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ

で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
第
二
節
の
叙
述
箇
所
に
却
し
て
見
て
き
た
の
と
は
ち

ょ
う
ど
反
対
の
順
序
で
三
つ
の
論
点
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
主
役
と
な
る

三
つ
の
範
鴎
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
号
守
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

は
、
一
で
も
ふ
れ
た
「
経
済
学
の
方
法
L

に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
研

究
過
程
と
叙
述
過
程
の
う
ち
、
前
者
の
過
程
に
照
応
し
た
順
序
で
配
列
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
れ
で
マ
ル
ク
ス
が
『
資

本
論
』
に
至
る
道
程
の
端
初
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
も
知
れ

ハ
2
〉

な
し引

用
文
に
関
連
し
て
最
後
に
述
べ
た
い
の
は
、
価
値
実
体
を
認
識
す
る

視
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
に
も
③
の
論

抽
象
的
人
間
労
働
の
考
察

点
に
の
み
眼
を
向
け
す
ぎ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
①
や
②
の
単
純
労
働
や
社
会
的
労
働
に
つ
い
て
も
問
題
に
さ
れ

て
は
き
た
。
し
か
し
そ
の
問
題
の
仕
方
は
価
値
実
体
と
の
関
連
と
い
う
よ

り
も
複
雑
労
働
や
私
的
労
働
と
の
関
連
の
方
に
傾
い
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

さ
て
本
稿
で
は
、
価
値
を

E
し
く
理
解
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
実
体

と
し
て
の
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
概
念
の
解
明
に
取
り
組
ん
だ
。
最
初
に

従
来
の
研
究
を
簡
単
に
ふ
り
返
る
中
で
、
『
資
本
論
』
の
関
連
す
る
諸
記

述
相
互
の
有
機
的
連
関
が
必
ず
し
も
厳
密
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

点
を
強
調
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
本
稿
で
は
『
資
本
論
』
の
叙
述
の
具
体
的
な

検
討
を
課
題
と
し
て
そ
れ
に
と
り
組
ん
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
四

節
の
諸
記
述
を
分
析
す
る
こ
と
に
上
っ
て
、
労
働
の
社
会
的
性
格
と
そ
の

商
品
生
産
労
働
に
お
け
る
二
重
の
形
態
と
に
注
目
し
、
そ
れ
か
ら
抽
象
的

人
間
労
働
を
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
労
働
の
特
殊
な
社
会
的
形
態
と
し

て
把
握
す
る
視
角
を
明
ら
か
に
し
た
。
次
い
で
そ
の
観
点
か
ら
『
資
本

論
』
第
一
巻
第
一
章
第
一
・
二
節
の
叙
述
の
分
析
に
移
り
、
無
差
別
同
等

性
の
規
定
と
生
理
学
的
規
定
と
の
区
別
と
連
関
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
当
初
の
把
握
を
裏
づ
け
た
。
さ
ら
に
は
「
社
会
的
平
均
労
働
」
・
「
単

純
労
働
」
と
い
う
価
値
実
体
を
表
現
す
る
類
似
の
諸
範
鴎
が
、
抽
象
的
人

間
労
働
と
い
か
な
る
論
理
的
連
関
を
も
っ
て
い
る
か
を
追
求
し
た
が
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
単
に
基
本
視
角
を
据
え
た
に
す
ぎ
な
い

と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ら
の
範
鴎
の
い
っ
そ
う
の
理
解
は
、
そ
れ
ら
に
誼
接

か
か
わ
っ
て
く
る
諮
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
深
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

二
四
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二
四
二

ぃ
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
抽
象
的
人
間
労
働
も
含
め
て
、
本
稿
で
は
価
値

の
全
面
的
な
理
解
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
に
す
ぎ
ず
、
よ
り
具
体
的

な
諮
問
題
を
扱
う
中
で
、
本
稿
で
の
理
解
も
そ
の
可
否
を
検
証
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

4
『

R
M
B・
E
・
5
・∞・
H

∞・

(
2
〉
「
商
品
論
の
な
か
に
労
働
の
ご
重
性
、
抽
象
的
人
間
労
働
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
明
確
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
『
経
済
学
批
判
』
ハ
一
八
五

六
年
)
か
ら
で
あ
る
。
」
ハ
正
木
前
持
論
文
「
抽
象
的
人
間
労
働

ll--:・
『
決

定
的
な
跳
躍
点
』

l
l」
、
三
三
二
ペ
ー
ジ
)




