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９１経済学批判体系の－考察

本
稿
は
、
マ
ル
ク
ス
が
Ａ
・
ス
ミ
ス
、
Ｄ
・
リ
カ
ー
ド
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
古
典
派
経
済
学
者
の
成
果
に
つ
い
て
彼
の
資
本
主
義

社
会
の
分
析
の
た
め
の
重
要
な
先
行
者
の
学
問
的
所
産
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
自
身
が
本
格
的
な
経
済
学
の
研
究
に

取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
時
期
以
降
の
彼
の
経
済
学
の
体
系
化
に
お
け
る
基
礎
的
な
性
格
に
関
す
る
問
題
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
経
済
学
を
中
心
と
し
て
見
た
場
合
に
も
、
『
資
本
論
』
に
先
き
だ
っ
彼
の
経
済
学
研
究
の
発
展
過
程
に
つ
い
て
は
、
従

来
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
取
り
上
げ
ら
れ
考
察
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
研
究
で
果
た
さ
れ
て
き
た
も
の
に
つ
い

（
１
）
 

て
は
多
く
の
注
目
す
べ
き
成
果
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
周
知
の
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
を
対
象
と
す
る
研
究
が
可
能

に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
そ
う
し
た
研
究
の
発
展
は
き
わ
め
て
著
し
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
研
究
の
た
め
の
素
材
に
恵
ま
れ

る
と
い
う
こ
と
と
、
科
学
的
な
研
究
成
果
を
生
み
だ
す
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
一
致
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
素
材
を

通
し
て
そ
の
全
体
を
統
一
的
に
把
握
す
る
困
難
が
む
し
ろ
生
ず
る
場
合
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
研
究
の
発
展
過

「
経
済
学
批
判
体
系
」
の
一
考
察

は
じ
め
に

（ ．） 
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程
を
た
ど
る
場
合
に
も
こ
う
し
た
事
情
が
存
在
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
ご
く
一
般
的
に
見
て
も
、
彼
が
哲
学
の
研
究
や
唯
物
史
観
の
形

成
、
そ
し
て
「
経
済
学
批
判
」
と
し
て
の
経
済
学
の
体
系
化
と
い
う
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
学
問
領
域
に
か
か
わ
っ
た
と
い
う
こ
と

か
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
が
当
然
な
こ
と
だ
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
経
済
学
研
究
の
領
域
だ
け
に
つ
い
て
言
え
ば
、

『
資
本
論
』
の
も
つ
意
義
を
中
心
と
し
て
そ
の
成
立
過
程
が
取
り
上
げ
ら
れ
考
察
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
意
味
で

は
、
素
材
の
取
り
扱
い
に
対
し
て
は
事
実
上
あ
る
程
度
の
基
準
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ

は
、
た
と
え
ば
『
経
済
学
批
判
』
の
「
序
言
」
に
お
け
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
解
剖
学
は
経
済
学
の
う
ち
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
認
織
を
基
礎
と
し
、
そ
の
成
果
と
し
て
資
本
・
賃
労
働
関
係
に
基
づ
く
資
本
主
義
社
会
の
一
般
的
榊
造
を
明

ら
か
に
し
た
『
資
本
論
』
へ
の
理
論
的
発
展
の
う
ち
に
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
研
究
に
お
け
る
独
自
性
を
解
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
考
察
に
つ
い
て
も
、
か
な
ら
ず
し
も
十
分
な
納
得
が
得
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
独
自
性
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
に
先
き
だ
っ
経
済
学
に
対
す
る
関
連
に
お
い
て
、
と
く
に
マ
ル
ク
ス
に
そ
れ
を
可
能
と
し

た
ゆ
え
ん
が
問
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
彼
の
経
済
学
に
対
す
る
理
解
も
左
右
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
実
は
、
経
済
学
の
理
論
体
系
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
、
か
な
ら
ず
し

も
マ
ル
ク
ス
に
だ
け
特
有
な
こ
と
と
は
言
え
な
い
。
経
済
学
の
理
論
史
の
流
れ
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
そ
の
理
論
の
う
ち
に
原
理
的
領

域
を
か
な
り
の
程
度
に
明
確
化
し
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
派
経
済
学
以
降
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
、
Ａ
・
ス
ミ

ス
、
Ｄ
・
リ
ヵ
ー
ド
ら
に
つ
い
て
も
、
彼
ら
が
先
行
者
よ
り
は
る
か
に
進
ん
だ
経
済
学
の
原
理
論
的
体
系
を
形
成
し
え
た
そ
の
特
有
な

観
点
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ざ
り
で
は
、
た
だ
マ
ル
ク
ス
だ
け
に
つ
い
て
言
う
こ
と
は
、
そ
の
問
題
に
対
す
る
理
解

を
十
分
な
も
の
に
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
し
か
も
、
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
、
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
そ
の
関
係
は
そ
れ
ぞ
れ

異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
で
あ
る
。
事
実
、
最

● 
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そ
の
「
肝
心
な
視
点
」
と
は
つ
ま
り
こ
う
で
あ
る
。

「
ス
ミ
ス
が
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
が
、
経
済
学
か
ら
経
済
学
研
究
を
始
め
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
認
識
は
、
ス
ミ
ス
の
世
界
と

リ
カ
ー
ド
の
世
界
を
あ
ま
り
に
安
直
に
結
び
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
認
識
と
と
も
に
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
、
現
代
社
会
そ
の
も

の
を
…
…
経
済
学
的
に
お
さ
え
て
ゆ
く
た
め
に
生
か
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
（
『
経
済
学
史
』
、
「
経
済
学
全
集
３
」
、
筑
摩
書
房
、
一
九

七
○
年
、
五
お
よ
び
七
ペ
ー
ジ
。
）

「
肝
心
な
視
点
」
は
、
ス
ミ
ス
、
マ
ル
ク
ス
が
「
経
済
学
か
ら
経
済
学
研
究
を
始
め
た
の
で
は
な
い
」
と
い
う
「
認
識
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
先
の
観
点
と
経
済
学
の
理
論
体
系
と
の
関
連
の
問
題
に
帰
着
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
主
張
は
、
今
日
で
は
種
々
の
か
た
ら
で
見
う
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
ｌ
そ
し
て
ま
た
、
以
煎
か
ら
も
あ
る
意
嬢
で
は
懸

想
と
科
学
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
ｌ
、
そ
れ
の
締
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
視
点
」
に
よ
っ

て
理
論
の
も
つ
性
格
を
規
定
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
ま
た
「
肝
心
な
視
点
」

が
脱
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
端
的
に
は
、
「
市
民
社
会
の
経
済
学
的
分
析
‐
｜
と
い
う
こ
と
ば
に
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
ス
ミ
ス
、
マ
ル
ク
ス
が
当
初
か
ら
経
済
学
研
究
を
進
め
た
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
彼
ら
が
現
実
の
、
あ
る
い
は
現
実
を

経
過
し
つ
つ
進
み
そ
し
て
社
会
的
に
支
配
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
一
定
の
傾
向
の
考
察
な
り
分
析
な
り
を
、
な
ぜ
経
済
学
と
し
て
行
な
わ

近
の
経
済
学
史
の
研
究
に
関
連
し
て
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
経
済
学
者
ス
ミ
ス
と
経
済
学
者
リ
カ
ー
ド
を
直
結
し
て
経
済
学
轡
の
「
資
本
論
』
と
つ
な
ぐ
と
い
う
や
り
方
で
は
ス
ミ
ス
と
リ
ヵ

、
、
、
、

ｌ
ド
と
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
を
経
済
学
の
流
れ
だ
け
で
考
え
る
結
果
、
市
民
社
会
の
経
済
学
的
分
析
と
い
う
、
か
れ
ら
が
問
題
に
し

た
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
肝
心
な
視
点
が
経
済
学
研
究
の
視
野
か
ら
ず
り
お
ち
る
傾
向
を
も
つ
か
ら
で

あ
る
。
」

そ
の
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ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
価
値
論
（
労
働
価
値
論
）
を
軸
に

し
た
法
則
的
必
然
性
の
把
握
と
い
う
理
論
的
解
明
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
無
視
し
て
、
右
の
よ
う
な
考
察
を

与
え
る
こ
と
は
、
経
済
学
そ
の
も
の
の
根
拠
を
も
不
明
に
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

視
点
が
異
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
成
立
し
た
理
論
体
系
に
相
違
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
そ
の

視
点
に
よ
っ
て
対
象
（
資
本
家
的
商
品
経
済
）
か
ら
取
り
出
そ
う
と
し
た
し
の
に
相
違
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
、
対
象
の
把
握
を
経
済
学
と
し
て
、
と
り
わ
け
原
理
的
な
も
の
が
軸
に
な
っ
て
い
く
か
た
ち
で
行
な
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、
資
本
家
的
商
品
経
済
の
有
す
る
特
有
な
性
格
（
自
立
的
な
自
己
統
一
的
運
動

を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
Ｉ
伽
値
法
則
的
遮
馴
の
ｌ
性
格
）
を
製
論
的
に
解
鯛
す
る
経
済
学
の
彊
的
領
域
に
対
す
る
霧
察
の
発

展
が
み
ら
れ
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
視
点
の
相
違
は
、
こ
の
場
合
の
原
理
的
抽
象
と
の
関
連
で
問
題
に
な
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
く
な
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
視
点
と
い
う
メ
ス
に
よ
っ
て
、
対
象
の
解
剖
に
相
違
は
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
際
で

も
、
そ
の
相
違
は
、
あ
く
ま
で
も
、
対
象
の
有
す
る
性
格
を
、
ど
の
程
度
に
ま
で
抽
象
し
、
理
論
的
に
体
系
的
な
も
の
と
し
て
処
理
し

え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
問
題
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
結
局
、
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
基
本
的
に
は

あ
く
ま
で
も
窯
ｌ
経
済
学
の
藷
体
系
ｌ
の
側
に
あ
る
の
で
あ
る
．

こ
う
し
て
み
る
と
、
実
は
す
で
に
、
経
済
学
の
理
論
史
の
な
か
に
あ
る
問
題
が
、
ま
た
同
時
に
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
に
先
き
だ

っ
経
済
学
研
究
に
と
く
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
「
経
済
学
批
判
」
と
し
て
、
主
に
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
派
経
済

学
に
対
す
る
批
判
的
考
察
を
通
じ
て
経
済
学
の
理
論
的
体
系
化
を
進
め
た
マ
ル
ク
ス
の
研
究
過
程
は
、
ま
さ
に
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の

解
剖
学
」
を
経
済
学
に
お
い
て
進
め
た
彼
の
先
行
者
と
の
関
連
を
基
礎
と
す
る
以
外
に
、
そ
の
意
義
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ク
ス
自
身
に
つ
い
て
も
、
ス
ミ
ス
と
同
様
に
、
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
肝
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心
な
視
点
」
が
あ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
を
通
じ
て
彼
は
古
典
派
経
済
学
の
限
界
を
克
服
す

る
経
済
学
の
原
理
体
系
の
確
立
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
場
合
で
も
結
局
は
、
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ー
ド
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
視
点
か
ら
解
明
し
た
対
象
の
経
済
学
的
分
析
が
彼
ら
の
経
済
学
理
論
の
原
理
的
領
域
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
先
述
し
た
対
象

の
も
つ
特
有
な
性
格
を
ど
の
程
度
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
客
観
的
に
解
明
し
え
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
彼
ら
の
理
論
の
領

域
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
基
本
的
に
は
彼
ら
の
理
論
を
彼
ら
の
原
理
的
性
格
に
お
い
て
把
握
し
、
解
明

す
る
、
と
い
う
こ
と
の
も
つ
意
義
と
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
「
肝
心
な
視
点
」
と
は
区
別
す
る
も
の
は
な
い
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ

か
ら
、
『
桑
論
』
に
先
き
だ
っ
マ
ル
ク
ス
の
経
菫
研
究
ｌ
と
く
に
「
経
掌
批
判
」
の
視
術
の
成
立
が
み
ら
れ
た
以
降
の
蕊
ｌ

は
、
中
心
的
に
は
ス
ミ
ス
、
リ
ヵ
ー
ド
ら
に
お
け
る
経
済
学
の
性
格
を
そ
の
う
ち
に
あ
る
原
理
的
領
域
、
な
か
ん
ず
く
原
理
を
原
理
と

し
て
成
立
せ
し
め
て
い
る
彼
ら
の
価
値
法
則
の
把
握
、
に
お
い
て
確
定
す
る
と
い
う
経
済
学
の
理
論
史
と
し
て
の
研
究
基
準
を
も
っ
て

（
２
）
 

そ
れ
に
即
す
る
か
た
ち
で
、
一
定
の
考
察
が
加
』
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
マ
ル
ク
ス
が
彼
の
特
有
な
視
点
を
通
じ
て
資
本
家
的
商
品
経
済
の
解
明
に
向
っ
た
点
を
、
彼
に
先
き
だ

っ
て
す
で
に
一
定
の
解
明
を
進
め
、
か
な
り
の
程
度
に
原
理
的
領
域
の
考
察
を
示
し
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
派

経
済
学
の
、
と
く
に
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
の
成
果
に
対
す
る
限
界
の
確
定
と
の
関
連
で
考
察
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
経

済
学
の
原
理
的
体
系
化
に
お
け
る
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
す
で
に
言
及
し
た
こ
と
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
労
働
価
値
論
お
よ
び
価
値
法
則
論
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
１
）
以
下
本
文
中
に
引
用
の
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
（
。
ご
量
号
稼
馬
昼
ご
宍
『
ミ
寿
ミ
ミ
、
ミ
ミ
⑫
：
§
Ｃ
ぎ
ぎ
員
、

］
⑪
認
．
シ
巨
富
。
、
畠
８
１
局
、
Ｐ
Ｃ
】
⑪
園
『
の
二
僧
団
円
」
】
』
】
］
ｃ
忠
）
に
つ
い
て
は
、
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
と
略
記
し
、

つ
い
て
も
、
。
「
ミ
ミ
「
園
⑮
と
し
て
原
本
ペ
ー
ジ
の
み
を
記
し
た
。

（
幻
ｃ
冒
具
看
巨
『
［
）
一
思
司
ｌ

引
用
ペ
ー
ジ
数
の
表
示
に
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マ
ル
ク
ス
が
「
経
済
学
批
判
」
と
い
う
か
た
ち
で
進
め
た
経
済
学
の
体
系
化
は
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
、
Ｄ
・
リ
カ
ー
ド
を
軸
と
す
る
古
典

派
経
済
学
に
対
す
る
彼
の
批
判
的
視
角
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
明
確
に
彼
の
原
理
的
体
系

化
の
模
索
と
し
て
、
ま
た
は
独
自
の
積
極
的
な
理
論
的
展
開
と
し
て
進
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
の
重
要
性
が
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
は
、
そ
の
批
判
的
視
角
は
彼
に
よ
る
古
典
派
経
済
学
の
限
界
設
定
と

結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
の
成
立
を
見
る
場
合
に
お
い
て
は
、
彼
が
提
起
し
て
い
る
こ
の
限
界
設
定
を
通
じ

て
そ
の
視
角
の
具
体
的
特
徴
を
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。

の
ち
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
一
八
四
○
年
代
後
半
の
『
哲
学
の
貧
困
』
、
『
賃
労
働
と
資
本
』
等
を
中
心
に
、
リ
ヵ
ー
ド

経
済
学
の
理
論
的
性
格
あ
る
い
は
そ
の
学
説
史
的
地
位
の
評
価
を
か
な
り
明
確
に
把
握
し
、
同
時
に
そ
れ
の
批
判
的
考
察
に
向
う
よ
う

な
お
、
マ
ル
ク
ス
に
関
す
る
文
献
は
原
則
と
し
て
、
昌
四
貝
向
ロ
、
の
］
の
ヨ
の
『
胃
に
よ
り
引
用
し
、
同
様
に
原
本
ペ
ー
ジ
の
み
を
記
し
た
。

（
２
）
こ
の
点
に
関
す
る
問
題
は
、
す
で
に
、
経
済
学
史
の
研
究
方
法
と
し
て
、
『
中
心
的
に
は
灘
総
史
と
し
て
Ｉ
原
理
論
の
生
成
発
藤
史
と

し
て
－
１
考
察
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
時
永
淑
教
授
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
方
法
的
考
察
も
教
授
の
示
唆
に
負
っ
て
い

る
。
な
お
教
授
の
主
張
は
『
経
済
学
史
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
年
、
改
訂
増
補
版
）
「
序
論
」
、
と
く
に
そ
の
「
三
、
理
論
史
と
し
て
の

研
究
基
準
」
（
同
響
、
二
六
ペ
ー
ジ
以
降
）
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
マ
ル
ク
ス
に
対
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
番
、
三
四
五
’
四
六
ペ

ー
ジ
、
と
り
わ
け
、
「
経
済
学
批
判
」
の
視
角
に
よ
る
彼
の
経
済
学
の
体
系
化
に
関
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
同
諜
、
三
八
七
’
三
九
○
ペ
ー
ジ
に
お

い
て
示
さ
れ
て
い
る
。

二
「
経
済
学
批
判
」
成
立
期
の
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
解
明

１
古
典
派
経
済
学
の
限
界
設
定
に
つ
い
て



９７経済学批判体系の￣考察
に
な
っ
て
い
た
。
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
ま
ず
そ
の
よ
う
な
過
程
を
へ
て
き
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
一
百
っ
て
い
る
。

「
価
値
の
発
生
を
理
解
す
る
こ
と
の
困
難
さ
は
、
１
、
リ
カ
ー
ド
の
こ
と
を
、
彼
が
剰
余
（
の
貝
ご
旨
の
）
を
理
解
し
な
か
っ
た
、
剰
余

価
値
（
言
の
胃
ョ
の
【
［
）
を
理
解
し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
非
難
し
て
い
る
近
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
た
ち
…
…
に
お
い
て
現
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
剰
余
を
理
解
し
た
の
が
す
べ
て
の
経
済
学
者
の
う
ち
で
リ
カ
ー
ド
だ
け
だ
っ
た
こ
と
は
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
賃
銀

（
の
烏
Ｈ
）
に
よ
る
価
値
規
定
と
商
品
に
対
象
化
さ
れ
た
労
働
時
間
に
よ
る
価
値
規
定
と
の
混
同
に
対
す
る
彼
の
反
瞼
が
証
明
し
て
い
る

と
お
り
で
あ
る
。
…
…
も
ち
ろ
ん
、
リ
カ
ー
ド
自
身
も
し
ば
し
ば
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
。
…
…
根
本
的
欠
陥
は
、
彼
が
賃
銀
に
よ
る
価

値
規
定
と
対
象
化
さ
れ
た
労
鋤
に
よ
る
価
値
規
定
と
の
相
違
が
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
生
ず
る
の
か
を
、
ど
こ
に
も
研
究
し
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
の
経
済
学
で
は
、
貨
幣
も
交
換
そ
の
も
の
（
流
通
）
も
純
粋
に
形
式
的
な
要
素
と
し
て
し
か
現
わ
れ
な
い
。

…
…
媒
介
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
彼
は
ど
こ
に
も
研
究
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
の
菖
貫
、
（
…
・
》
の
．
圏
画
ｌ
麗
哩
・
）

こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
い
ち
お
う
ば
リ
カ
ー
ド
を
ス
ミ
ス
に
お
け
る
「
賃
銀
に
よ
る
価
値
規
定
」
と
「
対
象
化
さ
れ
た
労
働

時
間
に
よ
る
価
値
規
定
」
と
の
混
同
に
基
づ
く
欠
陥
を
と
ら
え
た
も
の
と
し
て
評
価
し
な
が
ら
、
そ
の
う
え
で
な
お
、
リ
カ
ー
ド
に
お

い
て
は
そ
の
混
同
の
生
ず
る
根
拠
に
つ
い
て
、
「
媒
介
の
形
態
」
の
解
明
の
欠
如
の
た
め
に
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
点
の
あ
る
こ
と

を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
理
解
は
、
ひ
と
ま
ず
ス
ミ
ス
の
価
値
規
定
を
も
批
判
的
視
角
の
う
ち
に
と
ら

え
ス
ミ
ス
の
価
値
規
定
に
お
け
る
混
乱
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
剰
余
価
値
と
資
本
家
的
商
品
経
済
に
特
有
な
「
媒
介
の
形
態
」

た
る
「
流
通
」
の
諸
規
定
と
を
取
り
だ
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
だ
、
と
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
『
グ
ル
ン
ド

リ
ッ
セ
』
に
お
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
は
剰
余
価
値
の
唯
一
の
理
解
者
た
る
リ
カ
ー
ド
に
力
点
を
置
い
て
お
り
、
言
い
換
え
れ
ば
剰
余
価

値
分
析
の
側
面
に
経
済
学
的
発
展
の
力
点
を
腿
く
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
、
か
な
ら
ず
し
も
ス
ミ
ス
の
価
値
規
定
の
混
乱
｛
自
体
を
自
己

の
批
判
的
視
角
の
な
か
に
積
極
的
に
入
れ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
の
時
期
ま
で
の
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マ
ル
ク
ス
の
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
に
対
す
る
評
価
に
関
係
す
る
も
の
と
言
い
う
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、

た
と
え
ば
彼
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
Ａ
・
ス
ミ
ス
に
よ
る
と
、
労
働
は
本
来
自
分
自
身
の
生
産
物
を
賃
銀
と
し
て
受
け
取
り
、
賃
銀
イ
コ
ー
ル
生
産
物
で
あ
っ
て
、
し

た
が
っ
て
労
働
は
賃
労
働
で
は
な
く
、
資
本
は
資
本
で
は
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
」
（
Ｐ
Ｐ
Ｐ
の
・
圏
ｅ

つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
は
ス
ミ
ス
に
お
け
る
賃
銀
に
よ
る
価
値
規
定
を
、
彼
の
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
把
握
に
関
し
て
は
積
極
的
に
自

己
の
理
論
的
視
野
に
入
り
う
る
も
の
と
し
て
解
し
て
お
ら
ず
、
か
え
っ
て
消
極
的
に
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
対
応
し
て
、
彼
の
古
典
派
経
済
学
に
対
す
る
関
係
と
し
て
は
、
リ
ヵ
ー
ド
経
済
学
の
評
価
が
菰
極
的
に
な
っ

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
た
と
え
ば
、
一
八
五
○
’
五
一
年
の
あ
い
だ
に
彼
が
リ
カ
ー
ド
を
対
象
と
し
た
研
究
に
従
事
し
、

そ
の
「
ノ
ー
ト
」
を
残
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
に
お
い
て
、
「
リ
カ
ー
ド
学
派
の
混
乱
を
指
摘
す
る
た
め
に
重

要
」
な
こ
と
と
し
て
、
「
純
粋
な
労
働
時
間
に
よ
る
価
値
の
規
定
は
、
た
だ
資
本
に
よ
る
生
産
の
基
礎
の
う
え
だ
け
で
、
ま
た
両
階
級

の
分
裂
の
基
礎
の
う
え
だ
け
で
生
ず
る
」
（
Ｐ
Ｐ
Ｐ
の
．
『
Ｓ
）
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
考
え
う
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
マ
ル
ク
ス
は
、
投
下
労
働
鐘
に
よ
る
商
品
の
価
値
規
定
に
基
づ
い
て
そ
れ
な
り
に
経
済
学
の
原
理
的
体
系
を
展
開
す
る

こ
と
に
な
っ
た
リ
カ
ー
ド
の
労
働
価
値
論
を
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
に
基
礎
を
置
く
資
本
家
的
生
産
の
う
え
で
再
構
成
す
る
こ
と
に
、

つ
ま
り
剰
余
価
値
の
把
握
と
リ
カ
ー
ド
の
見
落
し
た
「
媒
介
の
形
態
（
流
通
と
を
腿
開
す
る
こ
と
に
、
事
実
上
は
古
典
派
経
済
学
の

限
界
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
の
ち
に
見
る
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
原
理
体
系
の
深
化
過
程
を
別
に
し
て
そ
の
結
果

か
ら
み
れ
ば
、
一
八
六
○
年
代
の
最
初
の
時
期
の
草
稿
か
ら
な
る
『
剰
余
価
値
に
関
す
る
諸
学
説
』
（
以
下
、
邦
訳
名
に
従
っ
て
『
剰
余
価

値
学
説
史
』
と
呼
び
、
引
用
等
は
ご
、
ミ
ミ
と
の
み
表
記
す
る
）
で
は
い
っ
そ
う
明
碓
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
マ
ル
ク

ス
は
そ
こ
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
リ
カ
ー
ド
理
論
の
難
点
を
指
摘
し
、
彼
の
古
典
派
経
済
学
の
限
界
設
定
に
対
す
る
関
係
を
示
す
こ
と
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、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

第
二
の
困
警
、
蓑
の
鑿
本
が
そ
の
有
機
的
震
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
相
等
し
い
利
潤
を
も
た
ら
す
Ｉ
ま
た
は
一
般
的
利

、
、

綱
辮
を
も
た
ら
す
Ｉ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
．
」
（
『
§
…
・
詞
『
…
国
：
（
》
白
い
園
こ

ま
た
は
、
「
リ
カ
ー
ド
学
派
へ
の
結
論
的
覚
え
書
き
」
の
部
分
で
、
さ
ら
に
端
的
に
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
リ
カ
ー
ド
学
派
の
叙
述
全
体
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
学
派
が
次
の
二
つ
の
点
に
帰
着
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
、
価
値
の
法
則
に
一
致
す
る
資
本
と
労
働
と
の
あ
い
だ
の
交
換
。

（寸上）

二
、
一
般
的
利
潤
率
の
形
成
。
剰
余
価
値
と
利
潤
と
の
同
一
視
。
価
値
と
費
用
価
格
と
の
関
係
の
無
理
解
。
」
（
Ｑ
・
Ｐ
Ｃ
・
》
の
．
山
圏
・
）

こ
う
し
て
、
リ
ヵ
ー
ド
理
論
に
対
す
る
関
係
を
軸
と
し
つ
つ
、
マ
ル
ク
ス
は
資
本
・
賃
労
働
関
係
に
基
づ
く
資
本
家
的
商
品
経
済
の

独
自
の
体
系
的
把
握
に
向
っ
た
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
古
典
派
経
済
学
の
限
界
設
定
を
前
提
と
す
る
、
あ
る
い
は
表
裏
の
関
係

に
あ
る
彼
の
「
経
済
学
批
判
」
と
し
て
の
視
角
の
特
徴
を
知
る
た
め
に
、
な
お
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
に
先
き
だ
っ
彼
の
経
済
学
的
考

察
を
対
象
と
し
た
成
立
過
程
に
お
け
る
検
討
を
加
え
て
お
く
ぺ
き
だ
ろ
う
。

（
１
）
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
古
典
派
経
済
学
の
限
界
設
定
に
対
応
す
る
彼
の
原
理
的
体
系
の
成
立
過
程
の
特
質
を
知
る
う
え
で
は
、
別
の
か
た
ち
と

し
て
周
知
の
「
経
済
学
批
判
体
系
の
プ
ラ
ン
」
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
プ
ラ
ン
問
題
一
般
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
右
の
閲
迎
に
つ
い
て
の
マ
ル

ク
ス
の
プ
ラ
ン
の
意
義
、
あ
る
い
は
、
彼
の
原
理
体
系
成
立
過
程
に
対
す
る
プ
ラ
ン
の
位
樋
に
つ
い
て
は
、
前
脚
の
時
永
淑
『
経
済
学
史
』
、
改
訂

増
補
版
、
第
二
章
以
降
を
参
照
さ
れ
た
い
。

に
な
っ
て
い
る
。

わ
れ
る
こ
と
ｌ
で
あ
っ
た
。

、
、
、
、
、

「
リ
ヵ
ー
ド
体
系
に
お
け
る
第
一
の
困
難
は
資
本
と
労
働
と
の
交
換
‐
‐
－
－
そ
れ
が
『
価
値
の
法
則
』
に
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
行
な
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リ
カ
ー
ド
経
済
学
を
軸
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
古
典
派
経
済
学
の
限
界
の
確
定
作
業
は
、
一
八
四
○
年
代
の
後
半
に
お
け
る
『
哲
学
の

貧
困
』
お
よ
び
『
賃
労
働
と
資
本
』
に
お
い
て
ほ
ぼ
そ
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
プ
チ
ブ

ル
・
ソ
ー
シ
ャ
リ
ス
ト
、
プ
ル
ー
ド
ン
に
対
す
る
批
判
の
書
た
る
『
哲
学
の
貧
困
』
二
八
四
七
年
）
で
は
、
「
リ
カ
ー
ド
の
価
値
論
は
現

在
の
経
済
生
活
の
科
学
的
解
説
」
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
経
済
学
理
解
は
、
「
リ
カ
ー
ド
理
論
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
解
釈
」

（
ミ
の
島
の
》
巴
．
一
・
ｍ
・
閨
）
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
よ
う
な
規
定
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
は
、
明
ら
か
に
、
先

述
し
た
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
の
視
角
に
引
き
継
が
れ
た
彼
の
古
典
派
に
対
す
る
限
界
設
定
に
関
連
す
る
理
解
が
す
で
に
問
題
に
な
り

は
じ
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
ま
た
す
で
に
ふ
れ
た
ス
ミ
ス
の
価
値
規
定
の
混
乱
に
ふ
れ
、
次
の
よ

う
な
指
摘
を
も
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
リ
カ
ー
ド
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
測
定
方
法
の
同
じ
で
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
誤
り
を
明
ら
か
に
し
た
。

プ
ル
ー
ド
ン
君
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
た
だ
並
べ
て
お
い
た
だ
け
の
こ
の
二
つ
の
も
の
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
ダ
ム
。
ス

ミ
ス
の
誤
り
に
さ
ら
に
輪
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
」
（
ロ
・
Ｐ
Ｃ
・
》
ｍ
・
田
．
）

し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
同
一
視
」
は
「
す
べ
て
の
人
々
を
等
し
い
労
働
壁
を
交
換
す
る
直
接
の
労
働
者
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会

を
改
良
」
し
よ
う
と
す
る
、
労
働
時
間
に
よ
る
商
品
の
価
値
の
決
定
と
い
う
リ
カ
ー
ド
理
論
の
「
公
式
の
『
平
等
主
義
的
な
』
適
用
」

（
・
・
Ｑ
・
Ｐ
の
・
ョ
）
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
理
解
は
結
局
「
自
由
な
買
い
手
を
自
由
な
生
産
者
に
対
立
さ
せ
る
」
（
員
・
Ｐ
Ｐ
の
。
『
⑰
）

こ
と
に
帰
着
し
、
「
ス
ミ
ス
の
誤
り
」
を
再
び
繰
り
返
え
ず
こ
と
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

２
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
以
前
に
関
す
る
若
干
の
検
討
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も
ち
ろ
ん
、
『
哲
学
の
貧
困
』
の
全
体
を
貫
く
マ
ル
ク
ス
の
理
論
展
開
は
従
来
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
唯
物
史
観
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
を
経
済
学
の
う
ち
に
解
明
し
た
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
ら
の
理
論
体
系
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
社

会
が
根
本
的
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
の
階
級
対
立
を
見
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の

対
立
関
係
の
展
開
に
基
づ
け
ば
「
空
理
空
論
的
な
も
の
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
す
れ

ば
、
古
典
派
経
済
学
、
と
く
に
こ
こ
で
あ
る
程
度
積
極
的
な
評
価
を
与
え
た
リ
カ
ー
ド
理
論
と
い
え
ど
も
、
「
多
か
れ
少
な
か
れ
偽
り

の
衣
を
ま
と
っ
て
」
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
真
に
科
学
的
な
理
論
と
み
な
す
わ
け
に
い
か
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
『
哲
学
の
貧
困
』
で
は
い
ま
だ
唯
物
史
観
に
基
づ
く
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
把
握
を
根
本
と
し
な
が
ら
も
、

プ
ル
ー
ド
ン
批
判
を
通
じ
て
、
古
典
派
経
済
学
と
り
わ
け
リ
カ
ー
ド
経
済
学
を
「
科
学
的
解
説
」
と
し
て
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
た
と
え
そ
れ
が
「
偽
り
の
衣
」
を
ま
と
っ
て
い
よ
う
と
も
プ
ル
ー
ド
ン
が
陥
っ
た
「
自
由
な

買
い
手
」
と
「
自
由
な
生
産
者
」
と
の
関
係
に
み
ら
れ
る
こ
の
「
偽
り
の
衣
」
と
資
本
・
賃
労
働
の
階
級
関
係
と
が
、
彼
の
リ
カ
ー
ド

理
論
の
評
価
を
な
す
労
働
価
値
論
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
解
答
を
、
マ
ル
ク
ス
は
自
分
自

身
に
問
わ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
彼
は
『
哲
学
の
貧
困
』
か
ら
二
年
後
の
『
賃
労
働
と
資
本
』
に
お
い

（
１
）
 

て
こ
の
点
に
つ
い
て
そ
れ
な
り
に
答
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
、
『
賃
労
働
と
資
本
』
二
八
四
九
年
）
に
つ
い
て
は
、
古
典
派
経
済
学
と
区
別
さ
れ
る
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
上
の
独
自
的
な

発
展
と
し
て
、
労
働
と
労
働
力
の
区
別
、
総
じ
て
剰
余
価
値
論
の
成
立
が
指
摘
さ
れ
て
き
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
彼
の
経
済
学

研
究
の
画
期
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
周
知
で
あ
る
。
『
賃
労
働
と
資
本
』
に
お
い
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
右
の
よ
う
な

点
を
全
面
的
に
認
め
う
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
と
関
連
し
つ
つ
、
の
ち
の
「
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
に
お
い
て
示

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
さ
き
の
彼
の
古
典
派
経
菫
に
対
す
る
批
判
的
視
角
に
結
び
つ
い
て
行
っ
た
彼
の
独
自
な
ｌ
そ
し
て
『
哲
学
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の
貧
困
』
で
普
身
鱗
闘
わ
れ
た
ｌ
薑
把
握
の
た
め
の
考
察
方
法
競
か
態
，
明
臓
に
形
成
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
と
言
い
う
る
．
震

ず
さ
し
あ
た
り
そ
こ
で
彼
が
展
開
し
た
議
論
の
骨
子
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

マ
ル
ク
ス
は
、
そ
こ
で
は
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
が
商
品
経
済
的
な
自
己
統
一
的
な
機
構
の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
認
め
て
理
論
を
展

開
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
は
、
さ
き
に
リ
ヵ
ー
ド
理
論
を
受
容
し
た
と
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
、
す
な
わ
ち
「
価
格

は
商
品
の
生
産
に
必
要
な
労
働
時
間
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」
と
い
う
労
働
価
値
論
を
基
礎
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
資
本
・
賃
労
働
関
係

を
解
明
す
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
労
働
価
値
論
と
資
本
・
賃
労
働
と
の
関
係
に
お
い
て
労
働
者
の
受
け
取
る

賃
銀
が
基
準
と
す
る
も
の
は
な
に
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
彼
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち

、
、
、
、

「
商
品
一
般
の
価
格
を
規
制
す
る
同
じ
一
般
法
則
は
、
も
ち
ろ
ん
、
労
賃
す
な
わ
ち
労
働
の
価
格
を
も
規
制
す
る
」
と
。
で
は
、
「
労

賃
」
す
な
わ
ち
「
労
働
の
価
格
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
一
般
法
則
」
に
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
そ
の
「
規

制
」
の
意
味
に
つ
い
て
「
労
働
の
生
産
費
」
と
い
う
考
え
を
示
し
、
そ
れ
は
「
労
働
者
を
労
働
者
と
し
て
維
持
す
る
た
め
に
、
ま
た
労

働
者
を
労
働
者
と
し
て
育
て
あ
げ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
費
用
」
な
の
だ
と
し
て
と
ら
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
「
費
用
」
の

内
容
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

「
簡
単
な
労
働
の
生
産
費
を
総
計
す
れ
ば
、
労
働
者
の
生
存
と
繁
殖
費
と
な
る
。
こ
の
生
存
と
繁
殖
饗
の
価
格
は
労
賃
を
形
成
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
。
こ
う
し
て
決
定
さ
れ
る
労
賃
は
労
賃
の
最
低
限
と
呼
ば
れ
る
。
｝
）
の
労
賃
の
最
低
限
は
、
生
産
費
一
般
に
よ
る
商
品
の
価
格
決
定

、
、
、
、
、
、

と
同
じ
よ
う
に
、
個
々
の
個
人
に
で
は
な
く
、
〔
労
働
者
と
い
う
〕
種
族
に
あ
て
は
ま
る
。
個
々
の
労
働
者
は
、
幾
百
万
の
労
働
者
は
、

生
存
し
繁
殖
し
う
る
だ
け
を
受
け
取
っ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
全
労
働
者
階
級
の
労
賃
は
そ
の
変
動
の
内
部
に
お
い
て
こ
の
最
低
限
に

一
致
す
る
。
」
（
以
上
、
ョ
の
鳥
の
・
田
・
Ｐ
の
・
さ
ｍ
ｌ
さ
『
・
傍
点
は
引
用
者
。
）

こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
す
る
二
股
法
則
」
に
規
制
さ
れ
る
「
労
働
の
生
産
費
」
ま
た
は
「
費
用
」
と
は
、
結
局
、
「
労
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こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
マ
ル
ク
ス
は
、
一
方
で
資
本
を
、
社
会
的
な
物
質
代
謝
過
程
に
お
け
る
「
物
質
的
諸
生
産
物
」
の
全
体
を
商

品
形
態
に
お
い
て
支
配
す
る
と
い
う
意
味
で
の
そ
の
総
馳
と
し
て
と
ら
え
、
他
方
で
賃
労
働
を
、
そ
の
総
駄
の
一
部
分
を
「
生
存
と
繁

殖
費
の
最
低
限
」
の
か
た
ち
で
受
け
取
り
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
の
「
生
産
的
活
動
」
を
な
す
も
の
と
規
定
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

（
３
）
 

て
両
者
が
生
産
を
基
礎
に
し
た
対
立
関
係
に
あ
る
も
の
と
説
い
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
か
な
り
明
瞭
に
マ
ル
ク
ス
が
、
貸
本
と
賃
労
働
と
の
資
本
家
的
生
産
の
も
と
で
の
特
有
な
経
済
的
関

係
を
彼
の
独
自
な
方
法
で
解
明
す
る
か
た
ち
を
、
つ
ま
り
資
本
家
的
商
品
経
済
そ
れ
自
身
に
そ
く
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
。
賃
労
働
関
係
を
労
働
力
商
品
の
売
買
関
係
、
つ
ま
り
資
本
と
労
働
と
の
「
交

換
関
係
」
と
い
う
側
面
と
、
資
本
の
も
と
で
労
働
者
が
み
ず
か
ら
の
「
生
産
的
活
動
」
、
「
創
造
力
」
を
実
証
す
る
、
つ
ま
り
資
本
の
増

働
者
の
生
存
と
繁
殖
費
の
最
低
限
」
と
い
う
か
た
ち
で
の
、
労
働
者
の
生
存
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
生
活
資
料
の
量
を
前
提
と
し
、

そ
の
生
産
費
Ⅱ
価
格
を
も
っ
て
賃
銀
Ⅱ
「
労
働
の
価
格
」
と
し
て
い
る
も
の
と
言
い
う
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
彼
の
資
本
の
解
明

と
と
も
に
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

彼
は
資
本
を
ま
ず
、
「
物
質
的
諸
生
産
物
の
一
総
鮭
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
諸
商
品
の
、
社
会
的
な
大
き
さ
の
一
総
麓
」
で
も

あ
る
と
と
ら
え
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
資
本
と
し
て
機
能
す
る
、
ま
た
は
そ
の
「
総
量
」
が
資
本
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
「
そ
れ
が
、

自
立
す
る
社
会
的
権
能
と
し
て
、
す
な
わ
ち
社
会
の
一
部
分
の
も
の
の
権
能
と
し
て
、
直
接
の
生
き
て
い
る
労
働
と
の
交
換
に
よ
り
、

み
ず
か
ら
を
維
持
し
、
増
殖
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
う
し
て
、
「
諸
商
品
の
、
社
会
的
大
き
さ
の
一
総
量
」
と
し

て
の
資
本
は
、
「
労
働
者
の
生
存
と
繁
殖
饗
」
に
相
当
す
る
賃
銀
と
い
う
交
換
価
値
の
大
き
さ
で
労
働
者
に
相
対
し
、
そ
う
し
て
「
自

分
の
生
活
資
料
と
交
換
し
て
労
働
を
、
労
働
者
の
生
産
的
活
動
を
、
創
造
力
を
、
受
け
取
る
」
（
以
上
、
Ｐ
③
○
・
・
ｍ
・
一
ｓ
）
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
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確
か
に
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
右
の
よ
う
な
二
側
面
に
分
離
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
労
賃
は
、
労
働
者
に
よ
っ
て
生

産
さ
れ
た
商
品
に
お
け
る
労
働
者
の
分
け
前
で
は
な
い
。
労
賃
は
、
資
本
家
が
そ
れ
に
よ
っ
て
一
定
量
の
生
産
的
労
働
を
買
い
取
る
べ

き
、
既
存
の
商
品
の
一
部
分
で
あ
る
」
（
国
・
負
・
Ｐ
の
．
』
ｇ
）
と
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
理
解
自
体
で
言
え
ば
、

労
働
賃
銀
を
、
利
潤
、
地
代
と
と
も
に
、
価
値
の
一
分
配
部
分
と
し
た
リ
カ
ー
ド
的
把
握
を
越
え
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
に
応
じ
て
、
資

本
を
「
一
つ
の
社
会
的
生
産
関
係
」
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
理
解
は
、
「
生
き
て
い
る
労
働
が
蓄
積
さ
れ
た
労
働
に
対
し
、
そ
の
交
換
価

値
を
維
持
し
増
加
す
る
手
段
と
し
て
役
立
つ
」
（
貝
・
負
・
○
・
》
の
・
色
①
）
と
い
う
彼
の
独
自
的
な
資
本
関
係
の
把
握
を
可
能
に
し
た
と
も
言

い
う
る
。
と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
資
本
の
規
定
に
お
い
て
も
、
価
値
増
殖
を
な
す
運
動
体
と
し
て
取
り

出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
規
定
自
体
は
、
彼
が
こ
こ
で
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
一
一
つ
の
側
面
に
分
離
し
た
こ

殖
の
根
拠
を
そ
こ
で
生
み
だ
す
「
生
産
」
の
側
面
と
の
、
こ
の
二
側
面
に
分
離
し
て
解
明
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
か
た
ち
は
、
先
の
『
哲
学
の
貧
困
』
で
の
資
本
家
社
会
の
把
握
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
の
表
面
的
な
「
偽
り
の
衣
」
も
し
て
の
平
等

性
、
内
部
に
お
け
る
階
級
性
Ⅱ
不
平
等
性
を
、
彼
の
経
済
学
体
系
化
の
方
法
の
う
ち
に
受
け
と
め
、
『
哲
学
の
貧
困
』
で
の
み
ず
か
ら

の
問
に
よ
り
明
白
に
答
え
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
『
賃
労
働
と
資
本
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
上
の
理
解
は
、
全
体
と
し
て
は
、
古
典
派
経
済
学
、
と
り
わ
け
、

リ
カ
ー
ド
の
経
済
学
に
お
け
る
概
念
規
定
を
根
本
的
に
越
え
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
犯
塞
・
と
い
う
の
は
、
労
賃
の

規
定
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
が
「
商
品
一
般
の
価
格
を
規
制
す
る
一
般
的
法
則
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
労
働
時
間
と
し
て
の

商
品
相
互
の
等
労
働
壁
交
換
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
、
リ
カ
ー
ド
的
な
商
品
の
相
対
価
値
を
規
定
す
る
法
則
と
い
う
も
の
を
根
本
的

に
克
服
し
え
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
自
身
も
、
リ
カ
ー
ド
の
そ
れ
で
あ
る
、

と
一
百
い
え
よ
う
。
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言て人が
い、間要織
え，ののする
よち合る絹
うの目にで
◎一尖兵□、」

と
に
よ
っ
て
取
り
出
し
た
「
交
換
関
係
」
の
側
面
を
、
「
流
通
」
そ
れ
自
体
に
お
け
る
諸
規
定
と
し
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
『
グ
ル
ン

ド
リ
ッ
セ
』
以
降
に
お
い
て
究
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
に
対
応
す
る
労
働
と
労
働
力
と
の
区
別
の
問
題
も
、
こ
こ
で
は
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
え

な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
は
、
資
本
を
「
維
持
し
増
殖
す
る
」
根
拠
と
な
る
労
働
者
の
労
働
を
、
「
生
産
的
活
動
」
「
創
造
的
力
」

と
い
う
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
「
…
…
労
働
は
、
そ
の
所
有
者
た
る
賃
労
働
者
が
資
本
に
売
る
一
商
品
で
あ
る
」
と

し
な
が
ら
、
「
だ
が
、
労
働
は
、
労
働
者
自
身
の
生
命
活
動
で
あ
り
、
彼
自
身
の
生
命
の
発
現
で
あ
る
」
（
Ｑ
・
国
・
○
・
と
．
』
ｇ
）
と
述
べ

て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
労
働
把
握
は
、
明
ら
か
に
、
商
品
と
し
て
売
買
さ
れ
る
労
働
力
を
、
人
間
の
合
目

的
的
活
動
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
意
味
で
の
人
間
の
生
命
活
動
自
体
と
し
て
理
解
し
て
い
る
傾
向
の
強
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

、
、

た
、
彼
が
「
そ
れ
だ
か
ら
、
彼
の
生
命
の
活
動
は
、
彼
に
と
っ
て
は
、
生
存
し
う
る
た
め
の
一
手
段
に
す
ぎ
な
い
」
、
し
た
が
っ
て
、

「
む
し
ろ
労
働
は
彼
の
生
活
の
犠
牲
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
示
さ
れ
て
い
る
。

「
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
彼
の
活
動
の
生
産
物
は
、
彼
の
活
動
の
目
的
物
で
は
な
い
。
彼
が
自
分
自
身
の
た
め
に
生
産
す
る
も
の
は
、
彼

が
織
る
絹
で
も
な
く
…
…
彼
が
建
築
す
る
宮
殿
で
も
な
い
。
彼
が
自
分
自
身
の
た
め
に
生
産
す
る
も
の
は
、
労
賃
で
あ
る
」
（
ご
苞
）
と
。

要
す
る
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
者
の
労
働
と
い
う
そ
の
生
命
活
動
が
目
的
に
し
て
な
す
こ
と
に
な
る
も
の
、
と
い
う
か
た
ち
で
、

人
間
の
合
目
的
的
活
動
が
、
資
本
家
社
会
の
も
と
で
は
賃
銀
を
目
的
と
す
る
賃
労
働
に
変
わ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
の
ち
の
マ
ル
ク
ス
の
労
働
把
握
に
対
比
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
ま
だ
労
働
の
具
体
的
側
面
に
藩
目
し
て
い
る
傾
向
に
あ
る
も
の
だ
と

し
か
し
、
他
面
で
は
『
賃
労
働
と
資
本
』
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
右
の
よ
う
な
労
働
把
握
を
越
え
て
ゆ
く
考
察
を
行
な
っ
て
い
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
生
産
に
充
用
さ
れ
る
資
本
を
「
生
産
的
資
本
」
と
名
づ
け
、
そ
れ
の
増
大
と
労
賃
と
の
関
係
を
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明
ら
か
に
し
て
い
る
箇
所
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
賃
労
働
と
資
本
』
で
の
後
半
の
マ
ル
ク
ス
の
考
察
は
、
そ
れ
自
身
は
、

資
本
の
蓄
積
と
人
口
法
則
の
問
題
を
、
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
と
相
対
的
過
剰
人
口
の
か
た
ち
で
論
じ
て
お
り
、
彼
の
、
古
典

派
の
そ
れ
を
越
え
る
独
自
な
人
口
法
則
論
の
萌
芽
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
彼
の
論
理
構
成
は
、
生
産
資
本
の
増
大

（
資
本
の
蓄
積
）
が
、
商
品
の
「
市
場
価
格
」
と
個
別
的
「
生
産
費
」
の
差
、
つ
ま
り
特
別
利
潤
を
獲
得
す
る
資
本
相
互
の
競
争
を
通
じ

て
、
各
資
本
の
「
分
業
の
増
進
」
、
「
新
機
械
の
使
用
お
よ
び
改
良
」
、
「
自
然
力
の
い
っ
そ
う
有
利
で
大
量
的
利
用
」
（
頁
・
ロ
・
Ｐ
の
．
←
弓
）

と
い
う
い
わ
ば
資
本
の
有
機
的
榊
成
の
高
度
化
を
伴
な
う
蓄
秋
と
な
る
、
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
蓄
祇
過
程

は
、
「
商
品
の
価
格
を
生
産
費
ま
で
に
引
き
下
げ
る
」
「
生
産
費
の
法
則
」
と
し
て
絶
え
ず
資
本
家
を
強
制
す
る
。
し
か
し
資
本
を
強
制

す
る
こ
の
過
程
は
ま
た
同
時
に
労
働
者
間
の
競
争
の
拡
大
を
も
強
制
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
よ
り
大
規
模
な
分
業
は
一
人
の
労
働
者
に
、

五
人
、
一
○
人
、
二
○
人
の
労
働
能
力
を
与
え
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
労
働
者
た
ち
の
も
と
で
の
競
争
を
、
五
倍
、
一
○
倍
、
二

、
、

○
倍
に
増
や
す
」
、
「
機
械
は
、
同
じ
影
響
を
は
る
か
に
大
規
模
に
引
き
起
一
」
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
熟
練
労
働
者
を
不
熟
練
労

働
者
に
よ
っ
て
、
男
子
を
女
子
に
よ
っ
て
、
大
人
を
子
供
に
よ
っ
て
、
駆
逐
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
以
上
、
ロ
》
・
・
Ｐ
の
・
造
①
－
←
ｇ
・
）

砿
か
に
、
こ
の
考
察
は
、
古
典
派
が
解
明
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
マ
ル
ク
ス
の
独
自
な
蓄
積
論
の
出
発
点
を
な
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
、
初
期
の
考
察
と
し
て
は
と
う
ぜ
ん
で
あ
る
が
、
「
生
産
費
の
法
則
」
と
し
て
の
資
本
の
競
争
の
絶
え

ざ
る
過
程
に
対
し
、
労
働
者
間
の
同
じ
競
争
が
直
接
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
右
の
よ
う
な
展
開
の

な
か
で
、
次
の
よ
う
な
労
働
者
間
の
競
争
の
内
容
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

、
、

、
、
、
、
、

「
分
業
が
進
む
の
と
同
じ
程
度
で
、
労
働
が
単
純
化
さ
れ
る
。
労
働
者
の
特
殊
な
熟
練
は
無
価
値
と
な
る
。
彼
は
、
肉
体
的
活
力
も

精
神
的
活
力
も
鋤
ら
か
せ
る
必
要
の
な
い
簡
単
で
単
調
な
生
産
力
に
転
化
さ
れ
る
。
彼
の
労
働
は
だ
れ
に
で
も
で
き
る
労
働
に
な
る
。

…
…
労
働
が
単
純
と
な
り
習
得
し
や
す
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
に
す
る
の
に
必
要
と
す
る
生
産
費
が
少
な
く
な
れ
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ぱ
な
る
ほ
ど
、
労
賃
は
ま
す
ま
す
下
落
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
他
の
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
価
格
と
同
様
に
、
労
賃
も
生
産
費
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
・
・
・
》
Ｐ
の
・
合
Ｐ
）

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
は
、
商
品
の
価
値
規
定
と
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
と
を
ほ
ぼ
同
じ
性
格
の
も
の
と
し
て

理
解
し
て
お
り
、
一
方
で
労
働
の
単
純
化
の
傾
向
を
指
摘
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
労
賃
の
「
生
産
費
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
労
働
と
い

う
独
自
の
商
品
に
、
一
般
商
品
と
同
じ
く
そ
れ
の
形
成
に
生
産
澱
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
マ
ル
ク
ス

自
身
は
、
以
上
の
過
程
を
通
じ
て
、
労
賃
が
「
生
存
と
繁
殖
饗
の
最
低
限
」
に
帰
着
す
る
の
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

マ
ル
ク
ス
の
言
う
「
生
産
的
資
本
」
（
こ
れ
は
、
彼
の
の
ち
の
表
現
で
は
産
業
資
本
と
さ
れ
た
も
の
に
相
当
す
る
と
言
え
よ
う
）
が
「
社

会
的
生
産
関
係
」
と
し
て
歴
史
的
に
独
自
な
生
産
関
係
を
形
成
す
る
の
は
、
ま
さ
に
、
労
働
者
の
特
殊
な
熟
練
を
機
械
に
置
き
換
え
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
を
単
純
労
働
化
す
る
こ
と
に
、
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
の
労
働
が
た
ん
な
る
労
働
一
般
と
な
る
こ
と

に
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
は
、
現
実
の
過
程
で
行
な
わ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
資
本
の
分
解
傾
向
と
、
そ
の
傾
向
を
通
じ
て
形

（
６
）
 

成
さ
れ
る
経
済
学
の
理
論
化
の
根
拠
と
を
、
そ
の
ま
ま
に
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
考
察
に
よ
っ
て
、
古
典
派
、
と
く
に
リ
カ
ー
ド
が
経
済
学
の
体
系
化
に
横
た
わ
る
問
題
と
し
て
取
り

上
げ
な
が
ら
未
解
決
の
ま
ま
に
し
た
「
労
働
の
質
」
の
問
題
を
、
解
決
し
う
る
と
こ
ろ
に
ま
で
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
マ

ル
ク
ス
の
言
う
生
産
的
資
本
に
相
対
す
る
労
働
者
の
労
働
は
、
彼
自
身
の
合
目
的
的
な
「
生
命
の
活
動
」
「
生
命
の
発
現
」
と
い
う
労

働
行
為
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
性
格
を
消
極
化
し
た
、
単
純
な
労
働
一
般
と
し
て
資
本
と
の
充
貿
関
係
に
入
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
資
本
は
、
そ
う
い
う
同
質
的
な
人
間
労
働
一
般
を
商
品
の
生
産
の
、
つ
ま
り
自
己
の
生
産
過
程
の
基
礎
と
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
売
買
関
係
を
趣
的
な
価
値
を
基
準
と
す
る
統
一
的
な
関
係
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
マ

ル
ク
ス
は
、
資
本
が
生
み
だ
す
そ
う
し
た
傾
向
を
感
知
し
、
そ
れ
な
り
の
考
察
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
理
論
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体
系
の
基
礎
に
据
え
る
ま
で
十
分
に
と
ら
え
き
っ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
賃
労
働
と
資
本
』
に
お
い
て
労
働
と

労
働
力
の
区
別
が
、
明
確
化
さ
れ
た
も
の
と
は
か
な
ら
ず
し
も
言
い
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

資
本
・
賃
労
働
関
係
を
「
交
換
関
係
」
と
「
生
産
」
と
の
二
側
面
に
分
離
し
て
把
握
す
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
考
察
方
法
は
、
『
哲
学

の
貧
困
』
に
お
い
て
リ
カ
ー
ド
経
済
学
の
評
価
と
自
己
の
唯
物
史
観
と
の
関
連
か
ら
生
じ
た
問
題
を
批
判
的
に
彼
の
経
済
学
の
理
論
的

体
系
化
の
う
ち
に
祇
極
化
し
は
じ
め
た
も
の
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ひ
と
ま
ず
、
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
の
価
値
論

の
限
界
、
前
者
の
労
働
・
生
産
過
程
の
交
換
過
程
的
把
握
、
後
者
の
価
値
分
配
論
的
把
握
、
を
越
え
よ
う
と
す
る
性
格
の
も
の
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
と
は
い
え
、
『
賃
労
働
と
資
本
』
で
は
、
い
ま
だ
萌
芽
的
な
大
ざ
っ
ぱ
な
枠
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る

に
す
ぎ
ず
、
前
述
の
二
側
面
が
、
価
値
法
則
論
を
基
礎
に
し
た
統
一
的
な
原
理
的
展
開
と
し
て
体
系
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

マ
ル
ク
ス
は
、
む
し
ろ
、
『
グ
ル
ン
ド
リ
ソ
セ
』
以
降
に
お
い
て
、
そ
れ
を
す
で
に
み
た
古
典
派
経
済
学
へ
の
限
界
設
定
と
菰
極
的

に
結
び
つ
け
、
同
時
に
彼
自
身
の
原
理
的
体
系
化
の
う
ち
に
明
確
化
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
に

（
７
）
 

お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
理
論
的
展
開
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

（
１
）
『
哲
学
の
貧
困
』
に
つ
い
て
は
、
な
お
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
『
哲
学
の
貧
困
』
を
取
り
上
げ
、
そ
れ

を
マ
ル
ク
ス
の
「
経
済
学
批
判
」
の
視
角
の
成
立
に
お
い
て
一
つ
の
地
位
を
占
め
て
い
る
と
し
た
の
は
、
彼
が
「
リ
カ
ー
ド
の
価
値
論
は
現
在
の
経
済

生
活
の
科
学
的
解
説
で
あ
り
、
プ
ル
ー
ド
ン
君
の
価
値
論
は
リ
カ
ー
ド
理
論
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
解
釈
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
初
期
マ
ル
ク
ス
と
言
わ
れ
る
時
期
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
経
済
学
ノ
ー
ト
』
の
「
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
ミ
ル
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
で
商
品
の
価
値
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
が
貨
幣
Ⅱ
交
換
価
値
と
し
て
現
わ
れ
、
等
価
物
の
交
換
関
係
を
展
開
す
る

と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
と
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
で
の
「
有
産
者
・
無
産
者
」
、
「
掩
取
者
と
被
搾
取
者
」
と
い
う
か
た
ち
で
の
資

本
・
賃
労
働
関
係
の
把
握
と
を
見
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
、
す
で
に
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
、
先
に
言
及
し
た
、
表
面
上
の
平
等
、
実
質
で
の
不
平
等

と
の
対
比
に
よ
る
資
本
家
社
会
考
察
の
視
点
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
、
彼
は
資
本
家
社
会
の
解
明
に
対
し
て
古
典
派
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経
済
学
の
原
理
的
体
系
が
有
す
る
性
格
を
祇
極
的
に
自
己
の
視
野
の
う
ち
に
入
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
点
は
、
た
と
え
ば
『
一
八
四

四
年
の
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
で
は
周
知
の
よ
う
に
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
国
民
経
済
学
は
私
有
財
産
と
い
う
事
実
か
ら
出
発
す
る
。
国
民
経
済
学
は
わ
れ
わ
れ
に
こ
の
事
実
を
解
明
し
て
は
い
な
い
。
国
民
経
済
学
は
、

、
、
、

私
有
財
産
が
現
実
の
な
か
で
た
ど
っ
て
ゆ
く
物
質
的
過
程
を
、
一
般
的
で
抽
象
的
な
諸
公
式
で
と
ら
え
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
｝
」
れ
ら
の
公
式
は

、
、

、
、
、
、
、
、

国
民
経
済
学
に
と
っ
て
法
則
と
し
て
通
用
す
る
の
で
あ
る
。
国
民
経
済
学
は
〉
』
れ
ら
の
法
則
を
概
念
的
に
把
握
し
な
い
。
」

「
国
民
経
済
学
は
、
労
働
者
（
労
働
）
と
生
産
と
の
あ
い
だ
の
直
接
的
関
係
を
考
察
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
の
本
質
に
お
け
る
疎
外
を
隠

蔽
し
て
い
る
。
」
（
冒
貝
’
両
□
ぬ
：
ヨ
の
鳥
⑪
向
同
彊
目
目
昶
、
冨
且
・
の
国
の
『
円
の
一
一
》
ｍ
・
巴
Ｃ
尾
且
臼
四
・
城
塚
登
・
田
中
吉
六
訳
『
経
済
学
・

哲
学
草
稿
』
、
岩
波
文
庫
、
八
四
お
よ
び
九
○
ペ
ー
ジ
。
）

あ
る
い
は
、
「
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
で
も
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

「
明
ら
か
な
の
は
国
民
経
済
学
が
、
こ
の
〔
等
価
物
、
価
値
か
ら
の
貨
幣
へ
の
〕
発
展
全
体
を
た
ん
な
る
一
筒
の
那
実
と
し
て
、
つ
ま
り
偶
然
的

な
必
要
の
所
産
と
し
て
し
か
理
解
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、

、
、
、
、

…
…
国
民
経
済
学
者
に
と
っ
て
は
、
生
産
と
消
饗
、
ま
た
両
者
の
媒
介
者
と
し
て
の
交
換
や
分
配
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
。
」
（
ロ
【
恩
目
目
、
の
’

一
）
目
皀
・
ロ
・
ロ
冒
○
・
》
ぬ
．
←
患
ｌ
念
①
．
杉
原
四
郎
・
重
田
晃
一
訳
『
マ
ル
ク
ス
・
経
済
学
ノ
ー
ト
』
、
未
来
社
、
一
九
六
二
年
、
一
○
五
’
一
○
六
ペ
ー
ジ
。
）

マ
ル
ク
ス
は
．
双
方
に
お
い
て
結
局
彼
の
い
わ
ゆ
る
疎
外
論
を
軸
と
し
た
対
象
１
１
資
本
家
社
会
ｌ
認
纐
に
よ
（
て
、
「
国
民
経
済
学
」
を
批

判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
、
彼
の
対
象
自
体
は
、
経
済
学
的
解
明
を
、
し
か
も
そ
れ
が
有
す
る
特
有
な
性
格
に
お
い
て
原
理
的
体
系
的

解
明
を
も
っ
て
客
観
的
な
科
学
的
認
識
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
自
身
も
、
彼
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
「
国
民
経

済
学
」
か
ら
、
資
本
家
社
会
の
鯖
経
済
現
象
の
理
解
を
借
り
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
は
国
民
経
済
学

の
諸
前
提
か
ら
出
発
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
国
民
経
済
学
の
諸
用
語
や
諸
法
則
を
受
け
い
れ
て
き
た
」
（
向
『
恩
目
目
、
の
葛
且
》
Ｑ
》
Ｑ
》
○
・
・
⑫
・
巴
●
・

同
前
訳
、
八
四
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
彼
の
著
作
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
「
国
民
経
済
学
」
に
対
す
る
批
判
的
視
点
は
、
先
に
指
摘
し
た
対
象
の
有
す
る
性
格
か
ら
し
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
考

察
し
て
き
て
い
た
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
、
Ｄ
・
リ
カ
ー
ド
の
経
済
学
に
お
け
る
そ
れ
の
原
理
的
性
格
の
評
価
と
、
そ
の
限
界
の
克
服
と
い
う
か
た
ち
で
、

そ
れ
自
体
を
菰
極
的
に
問
題
と
す
る
視
角
に
転
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
同
じ
古
典
派
経
済
学
の
批
判
と
し
て

も
、
彼
の
対
象
認
織
に
か
か
わ
る
そ
れ
の
地
位
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
初
期
マ
ル
ク
ス
と
『
哲
学
の
貧
困
』
以
降
と
で
は
、
か
な
り
相
違
が
あ
る



１１０ 
も
の
し
｜
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
と
く
に
「
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
以
降
を
、
労
働
価
航
鎗
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
理

論
の
発
展
と
し
て
評
価
す
る
、
周
知
の
ロ
ー
ゼ
ン
ペ
ル
ク
の
『
初
期
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
説
の
形
成
』
に
お
け
る
考
察
は
、
結
局
、
マ
ル
ク
ス
の

「
経
済
学
批
判
」
の
意
義
を
低
く
み
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
マ
ル
ク
ス
は
、
『
賃
労
働
と
資
本
』
で
、
商
品
の
「
価
格
」
が
労
働
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、
と
す
る
場
合
、
そ
の
労
働
価
値
論
自

身
を
い
ま
だ
瀬
極
的
に
論
証
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
達
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
は
こ
こ
で
市
場
価
格
の
変
動
が
落
ち
つ
く
自
然
価
格
、
ま
た

は
「
平
均
価
格
」
を
「
生
産
費
」
と
い
う
か
た
ち
で
と
ら
え
、
そ
れ
が
労
働
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
商
品
の
価
格
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
に
理

解
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
価
格
‐
価
値
と
い
う
リ
ヵ
ー
ド
的
傾
向
の
強
い
而
を
残
し
て
い
る
と
脅
え
よ
う
。

（
３
）
労
働
と
労
働
力
の
区
別
の
問
題
は
後
述
の
通
り
で
あ
る
。
剰
余
価
値
に
関
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
は
珈
爽
上
こ
の
『
賛
労
働
と
資
本
』
に
お

い
て
、
資
本
の
価
値
増
殖
の
根
拠
を
労
働
者
の
労
働
の
「
生
産
的
活
励
」
「
創
造
力
」
に
厭
く
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
し
て
い
る
と
菅
い
う
る
。
ま
た

そ
の
た
め
に
、
資
本
と
賃
労
働
と
の
生
産
を
基
礎
と
す
る
根
本
的
な
対
立
関
係
を
説
き
え
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
価
値
論
に
よ
り
つ
つ
賃
銀
と
利
潤
と
の
対
抗
関
係
を
論
じ
た
リ
ヵ
ー
ド
を
、
賃
銀
は
分
配
範
噸
で
は
な

い
と
い
う
把
握
に
よ
っ
て
包
括
的
な
意
味
で
は
克
服
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
生
産
過
程
の
解
明
を
と
う
し
て
、
資
本
の
そ
れ
を
価
値
形
成
・
増
殖

過
程
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
彼
の
独
自
的
観
点
を
積
極
的
に
論
じ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
剰
余
価
値
自
体
に
つ
い
て
は
、
い

ま
だ
リ
カ
ー
ド
的
な
も
の
に
負
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
４
）
先
述
の
よ
う
に
、
『
賀
労
働
と
資
本
』
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
労
働
価
値
瞼
な
り
、
あ
る
い
は
価
値
法
則
瞼
な
り
を
体
系
的
に
瞼
狐
す
る
と
い

う
こ
と
を
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
地
点
に
ま
で
達
し
え
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
個
々
の
経
済
学
上
の
概
念
は
、
古
山
派
の
、

と
く
に
リ
ヵ
ー
ド
の
そ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
彼
の
体
系
成
立
を
左
右
し
た
全
体
的
視
角
と
は
別
に
、
そ
う
い
う
意
味
で
指
摘
し
た
の

そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ー
ゼ
ン
ペ
ル
グ
が
、
『
賃
労
働
と
資
本
』
で
マ
ル
ク
ス
に
課
せ
ら
れ
た
問
題
は
、
「
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
リ
カ
ー
ド
の
価
値
論
そ
の

も
の
に
批
判
を
く
わ
え
る
こ
と
」
（
副
島
種
典
訳
『
初
期
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
説
の
形
成
』
、
大
月
書
店
、
一
九
五
七
年
、
三
一
一
一
ペ
ー
ジ
）
で
あ
っ

た
と
ｌ
エ
ン
ゲ
ル
ス
を
援
用
し
つ
つ
Ｉ
‐
鑑
じ
て
い
る
の
は
正
し
い
も
の
と
言
え
よ
う
．

（
５
）
な
お
こ
こ
で
は
駅
文
を
、
酬
柄
の
性
質
上
、
三
．
①
鳥
の
版
に
よ
っ
て
示
し
、
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
版
、
’
八
九
一
年
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
に

よ
っ
て
補
正
さ
れ
た
版
に
よ
っ
て
参
照
し
補
足
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

で
あ
る
。
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『
賃
労
働
と
資
本
』
に
お
い
て
、
萌
芽
的
に
示
さ
れ
た
資
本
家
的
商
品
経
済
の
「
交
換
関
係
」
と
「
生
産
」
と
の
一
一
側
面
か
ら
の
把

握
と
い
う
方
法
は
、
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
で
の
彼
の
論
理
展
開
の
う
ち
に
定
着
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
彼

（
６
）
の
ち
に
改
た
め
て
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
一
八
五
○
年
代
後
半
の
い
わ
ゆ
る
「
経
済
学
批
判
体
系
の
プ
ラ
ン
」
に
お
い

て
「
資
本
一
般
」
を
論
ず
る
範
囲
に
あ
っ
て
は
、
賃
銀
の
変
励
を
捨
象
し
、
そ
の
変
動
は
「
賃
労
働
」
を
論
ず
る
箇
所
で
別
に
考
察
す
る
も
の
と
な

し
て
い
る
。
（
Ｃ
｛
・
言
の
【
胃
》
巴
・
巴
・
い
・
筐
函
壺
．
）
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
に
関
す
る
考
察
方
法
自
身
函
要
な
論
点
を
含
む
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
に
こ
こ
で
の
「
生
存
と
繁
殖
澱
の
蛾
低
限
」
に
あ
る
労
賃
の
規
定
が
関
迎
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
は
い
え
、
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
考
察
し
て
い
る
熟
練
労
働
の
単
純
労
働
化
と
い
う
労
働
一
般
の
概
念
の
抽
出
と
そ
れ
を
前
提
と
す
る
労
働
力
商

肺
の
価
値
規
定
と
の
関
係
は
、
理
論
的
に
は
、
前
者
に
よ
る
労
働
一
般
の
概
念
の
明
硫
化
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
後
者
の
規
定
も
菰
極
的
に
論
じ
う
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
彼
の
論
点
は
そ
れ
な
り
に
評
価
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

（
７
）
な
お
、
『
賃
労
働
と
資
本
』
に
関
連
し
て
、
手
稿
『
賃
銀
』
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
一
八
四
七
年
一
二
月
後
半
に

マ
ル
ク
ス
が
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
ド
イ
ツ
人
労
働
帝
協
会
で
行
な
っ
た
榊
義
（
す
な
わ
ち
『
賃
労
働
と
資
本
こ
の
鍛
後
の
一
回
分
あ
る
い
は
数
回

分
の
下
神
き
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
も
の
（
『
全
染
』
編
集
者
に
よ
る
注
解
）
で
あ
る
。

小
実
、
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
こ
で
主
に
「
生
産
的
資
本
」
の
剛
大
と
興
銀
と
の
関
係
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
（
『
全
染
』
編
集
者
に
よ
っ
て
〔
八
〕

〔
Ｂ
〕
、
〔
Ｃ
〕
と
一
一
一
部
分
に
分
け
ら
れ
た
う
ち
、
と
く
に
〔
Ｃ
〕
以
降
〔
弓
⑦
具
。
》
国
。
．
》
Ｐ
⑫
．
切
さ
雪
・
〕
の
部
分
で
あ
る
。
）
そ
こ
で
は
、
本
文

で
指
摘
し
た
労
働
の
単
純
化
、
労
働
者
間
の
競
争
の
問
題
が
機
械
、
分
業
と
の
関
連
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
し
か
も
、
と
く
に
コ
ル
サ
ス
理
論
」
が

明
紘
に
批
判
の
対
象
と
さ
れ
、
そ
れ
を
克
服
す
る
彼
の
机
対
的
過
剰
人
川
論
の
萌
芽
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
献
史
的
に
甘
え
ば
、
手

稲
『
賃
銀
』
は
、
『
賃
労
働
と
資
本
』
に
対
し
て
雅
礎
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
出
、
時
永
椒

『
経
済
学
史
』
、
三
九
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

３
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
に
お
け
る
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
把
握
Ｈ
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は
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
な
し
て
い
る
。

「
資
本
と
労
働
と
の
交
換
を
考
察
す
れ
ば
、
そ
れ
が
形
式
的
に
ぱ
か
り
で
は
な
く
質
的
に
も
異
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
自
体
対
立
し
た

次
の
二
つ
の
過
程
に
わ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

、
、

仰
、
労
働
者
は
、
彼
の
商
品
、
労
働
、
つ
ま
り
他
の
す
ぺ
て
の
商
品
と
同
じ
よ
う
に
、
商
品
と
し
て
や
は
り
一
つ
の
価
格
を
も
っ
て

い
る
使
用
価
値
を
、
資
本
が
彼
に
譲
渡
す
る
一
定
額
の
交
換
価
値
、
｜
定
額
の
貨
幣
と
交
換
す
る
。

②
、
資
本
家
は
、
労
働
自
体
、
す
な
わ
ち
価
値
を
定
立
す
る
活
動
と
し
て
の
、
生
産
的
労
働
と
し
て
の
労
働
を
交
換
で
手
に
い
れ

る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
資
本
を
維
持
し
倍
加
さ
せ
、
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
資
本
の
生
産
力
、
資
本
を
再
生
産
す
る
力
、
資
本
自
体
に

属
す
る
力
と
な
る
と
こ
ろ
の
、
生
産
力
を
交
換
で
手
に
い
れ
る
。
」
（
の
『
冨
員
、
欝
馬
》
の
。
】
恩
・
）

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
に
基
づ
く
資
本
家
的
生
産
の
解
明
が
、
そ
の
関
係
の
「
二
つ
の
過
程
」
の
分

離
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
と
し
て
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
方
法
が
彼
に
お
い
て
明
白
に
さ
れ
て
き
た
こ

と
に
お
い
て
、
当
初
に
取
り
上
げ
た
Ａ
・
ス
ミ
ス
、
Ｄ
・
リ
カ
ー
ド
ら
の
経
済
学
に
対
す
る
彼
の
限
界
設
定
の
視
角
も
積
極
的
に
表
わ

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
「
二
つ
の
過
程
」
の
分
離
の
方
法
は
、
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド

の
価
値
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
限
界
の
克
服
を
な
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
に
関
し
て
は
、
賃
銀
に
よ
る
商
品
の
価
値
規
定
と
投
下
労
働
肚
に
よ
る
商
品
の
価
値
規
定
と
の
混
同
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、
ス
ミ
ス
の
周
知
の
「
労
働
こ
そ
は
本
源
的
な
購
買
貨
幣
で
あ
っ
た
」
と
す
る
彼
の
労
働
価
値
論
の
性
格

を
、
労
働
・
生
産
過
程
の
交
換
過
程
的
把
握
、
し
た
が
っ
て
資
本
・
賃
労
働
関
係
に
基
づ
く
資
本
家
的
生
産
を
交
換
関
係
に
解
消
す
る

性
格
を
有
す
把
握
、
と
ほ
ぼ
見
抜
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
ス
ミ
ス
に
よ
る
と
、
「
労
働
は
本
来
、
自
分
自
身
の
生
産

物
を
賃
銀
と
し
て
受
け
取
り
、
賃
銀
イ
コ
ー
ル
生
産
物
」
と
な
り
、
賃
労
働
と
し
て
資
本
の
も
と
で
特
種
な
生
産
過
程
を
遂
行
す
る
労
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働
者
の
労
働
の
性
格
が
単
な
る
労
働
と
生
産
物
と
の
商
品
交
換
関
係
に
お
け
る
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
リ
カ
ー
ド
に
つ
い
て
も
、
「
分
配
を
規
定
す
る
法
則
の
決
定
」
と
い
う
彼
の
経
済
学
の
性
格
が
、
「
た
だ
も
っ
ぱ
ら
労
働
と
土

地
の
一
般
的
生
産
物
の
一
一
一
階
級
の
あ
い
だ
へ
の
分
配
が
語
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
（
。
．
Ｐ
Ｐ
⑫
・
畠
①
ｌ
麗
司
・
）
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
ゆ
え
、
「
ま
た
も
や
、
賃
労
働
と
資
本
は
自
然
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
使
用
価
値
と
し
て
の
富
の
生
産
の
た
め
の
一
定
の

歴
史
的
な
社
会
形
態
と
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
」
（
貝
．
ｐ
６
．
．
の
・
圏
①
）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
リ
カ
ー

ド
が
、
資
本
家
・
賃
労
働
者
・
土
地
所
有
者
と
い
う
資
本
家
社
会
に
お
け
る
基
本
的
な
階
級
関
係
を
形
成
す
る
も
の
が
相
互
に
自
由
な

商
品
売
買
関
係
に
お
い
て
同
等
な
地
位
に
あ
る
と
い
う
形
態
を
示
す
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
ら
が
「
生
産
」
に
お
い
て
占
め
る
地
位
と

を
同
一
視
し
て
い
る
点
を
明
確
に
と
ら
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
リ
カ
ー
ド
に
あ
っ
て
は
「
つ
ま
り
そ
の
形
態
〔
先
に
引
用
し

た
『
社
会
形
態
』
〕
そ
の
も
の
は
、
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
理
由
で
、
ど
う
で
も
よ
い
も
の
で
あ
り
、
…
…
し
た

が
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
富
の
特
定
の
性
格
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
」
（
夢
亘
）
と
い
う
指
摘
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ス
ミ
ス
、
リ
ヵ
ー
ド
の
価
値
論
は
、
結
局
、
彼
ら
が
そ
の
よ
う
な
対
象
把
握
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
資
本
家
的
商
品
経
済

の
も
と
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
富
の
受
け
取
る
同
質
的
形
態
あ
る
い
は
関
係
と
、
そ
れ
を
通
じ
て
成
立
す
る
資
本
・
賃
労
働
関
係
に
よ

る
特
種
な
生
産
過
程
の
形
成
と
を
明
ら
か
に
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
「
二
つ
の

過
程
」
の
分
離
は
、
ス
ミ
ス
の
労
働
・
生
産
過
程
の
交
換
過
程
化
に
よ
る
把
握
、
リ
カ
ー
ド
の
価
値
論
の
分
配
論
的
性
格
を
克
服
し
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
派
経
済
学
に
代
わ
る
資
本
家
的
商
品
経
済
の
統
一
的
把
握
を
科
学
的
に
な
す
マ
ル
ク
ス
自
身
の
経
済

学
の
体
系
構
成
と
し
て
積
極
的
に
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
性
格
の
も
の
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
自
身
は
右
の
よ
う
な
観
点
を
、
ど
の
程
度
ま
で
、
資
本
家
的
商
品
経
済
の

統
一
的
把
握
の
た
め
の
体
系
的
な
論
理
展
開
へ
と
菰
極
的
に
転
化
せ
し
め
え
た
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
を
考
察
す
る
た
め
に
、
ま
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「
す
な
わ
ち
、
単
純
に
把
握
さ
れ
た
貨
幣
関
係
に
お
い
て
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
内
在
的
対
立
は
消
失
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
、
…
…
商
品
ま
た
は
労
働
が
単
な
る
交
換
価
値
と
し
て
規
定
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
商
品
が
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
そ
の
関
係

が
、
こ
れ
ら
の
交
換
価
値
相
互
間
の
交
換
と
し
て
、
そ
の
等
置
と
し
て
規
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
あ
い
だ
で
こ
の
過
程
が
進
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
の
個
人
ま
た
は
主
体
は
、
た
だ
単
純
に
交
換
者
と
し
て
だ
け
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
形
態
規
定
に
お
い
て
み
る
か
ぎ

り
、
彼
ら
の
あ
い
だ
に
は
絶
対
的
に
な
ん
の
相
違
も
存
在
し
な
い
。
…
…
だ
か
ら
、
交
換
の
主
体
と
し
て
は
彼
ら
の
関
係
は
平
等
の
関

係
で
あ
る
。
」
（
ロ
・
ロ
》
Ｐ
の
・
田
⑬
ｌ
囲
い
・
）

よ
う
す
る
に
、
「
単
純
に
把
握
さ
れ
た
貨
幣
関
係
」
は
、
同
時
に
「
交
換
価
値
相
互
間
」
の
交
換
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
「
商

す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
が
「
普
通
の
流
通
」
に
属
す
る
と
し
た
商
品
と
し
て
の
労
働
の
売
買
関
係
は
、
ま
っ
た
く
「
単
純
な
交
換
」

関
係
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は
、
「
ど
ち
ら
も
等
価
物
を
受
け
取
る
」
と
い
う
単
な
る
Ｗ
ｌ
Ｇ
ｌ
Ｗ
の
商
品
流
通
に

属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
彼
の
理
解
は
、
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
で
、
「
生
産
」
と
分
離
し
た
「
単
純
な
交
換
」
関

係
自
体
を
考
察
し
た
別
の
と
こ
ろ
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
ま
っ
た
く
一
致
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
し
て
お
け
ば
次
の
通

ず
、
彼
が
．
一
つ
の
過
程
」
に
分
離
し
た
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
両
側
面
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
、
内
容
を
い
ま
少
し
み
て
お
こ
う
。

マ
ル
ク
ス
は
、
先
の
引
用
文
に
お
け
る
第
一
の
過
程
す
な
わ
ち
「
普
通
の
流
通
」
に
属
す
る
資
本
と
労
働
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ

り
、
他
方
は
商
品
を
受
什

巳
⑬
ｌ
］
ｇ
・
傍
点
引
用
者
。
）

り
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
先
（

の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

、
、
、
、
、

、
、
、

「
労
働
者
の
資
本
家
と
の
交
換
は
単
純
な
交
換
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
Ｊ
四
）
等
価
物
を
受
け
取
る
。
す
な
わ
ち
、
｜
方
は
貨
幣
を
受
け
取

他
方
は
商
品
を
受
け
取
る
。
こ
の
商
品
の
価
格
は
、
そ
れ
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
貨
幣
と
正
確
に
相
等
し
い
。
」
（
貝
．
Ｐ
Ｐ
⑫
．
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品
ま
た
は
労
働
」
が
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
同
質
的
な
も
の
と
し
て
「
等
置
」
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
は
第
一
の
過
程
の
内
容
、
性
格
に
つ
い
て
、
労
働
力
商
品
の
売
買
関
係
と
一
般
商
品
の
そ
れ
と
し
て
の

流
通
と
を
区
別
す
る
考
え
を
ま
っ
た
く
も
っ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
理
解
は
、
す
で
に
労
働
価
値
論
を
も
っ
て
経
済
学
の
理
論
的
体
系
化
を
行
な
う
と
い
う
試
み

を
進
め
て
い
た
彼
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
そ
し
て
そ
れ
が
先
の
意
味
で
の
古
典
派
批
判
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
す
、

れ
ぱ
、
そ
れ
自
身
で
は
奇
妙
な
論
理
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
と
、
「
す
べ
て
の
商
品
（
労
働
を
含
め
て
）
の
価

、

値
（
実
質
上
の
交
換
価
値
）
は
、
そ
の
商
品
の
生
産
費
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
商
品
の
生
産
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
労

、
、

勘
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
価
格
は
金
で
表
現
し
た
こ
の
商
品
の
交
換
価
値
で
あ
る
。
」
（
員
・
ロ
・
Ｐ
α
・
閉
．
）
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
「
労
働
時
間
」
に
よ
っ
て
価
値
を
規
定
さ
れ
た
労
働
が
、
ま
た
同
時
に
そ
の
「
労
働
時
間
」
の
根
拠
に
な
る
と
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
「
ノ
ー
ト
ー
」
の
「
貨
幣
の
章
」
で
考
察
さ
れ
て
い
る
「
単
純
に
把
握
さ
れ
た
貨

幣
関
係
」
の
論
理
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
に
お
け
る
第
一
の
「
過
程
」
は
、
労
働
と
労
働
の
「
生
産
物
」
と
の
等
置

（
１
）
 

と
い
←
フ
ス
ミ
ス
的
な
価
値
論
の
な
か
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
マ
ル
ク
ス
は
、
単
純
な
流
通
を
主
に
考
察
し
て
い
る
一
‐
ノ
ー
ト
ー
」
の
部
分
で
は
、
そ
の
点
を
ひ
と
ま
ず
、
次
の
よ
う

な
理
解
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
価
値
尺
度
と
し
て
の
労
働
時
間
は
、
た
だ
理
念
的
に
存
在
す

る
だ
け
だ
か
ら
、
価
格
の
比
較
の
た
め
の
材
料
と
し
て
は
役
に
た
た
な
い
」
。
「
つ
ま
り
、
一
般
的
な
対
象
と
し
て
は
、
労
働
時
間
は
た

だ
象
徴
的
に
だ
け
存
在
し
て
お
り
、
ま
さ
に
、
ふ
た
た
び
特
殊
な
一
商
品
の
形
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
貨
幣
と
し
て
定

立
さ
れ
る
特
殊
な
一
商
品
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
労
働
時
間
は
商
品
の
自
然
的
特
殊
性
に
は
か
か
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ

た
（
引
き
離
さ
れ
た
）
交
換
の
一
般
的
な
対
象
と
し
て
は
存
在
し
て
は
い
な
い
。
」
（
・
・
。
》
○
・
》
叩
・
詔
１
＄
・
巨
目
鴎
・
）
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そ
れ
ゆ
え
、
マ
ル
ク
ス
は
「
単
純
な
流
通
」
で
の
「
労
働
」
を
含
め
た
「
い
ろ
い
ろ
な
商
品
」
の
「
等
置
」
関
係
の
な
か
で
、
労
働

時
間
が
、
ま
っ
た
く
「
象
徴
的
」
に
、
あ
る
い
は
「
理
念
的
」
に
だ
け
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
、
た
だ
使
用
価
値
的
な

「
自
然
的
特
殊
性
」
を
そ
れ
自
身
で
は
他
の
諸
商
品
の
よ
う
に
は
讃
極
的
な
も
の
と
し
て
い
な
い
「
貨
幣
」
に
お
い
て
だ
け
現
わ
さ
れ

る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
労
働
時
間
」
を
前
面
に
お
し
出
す
こ
と
か
ら
生
ず
る
論
理
矛
盾
、
あ

る
い
は
ス
ミ
ス
的
把
握
を
回
避
し
、
結
局
は
、
「
流
通
」
を
貨
幣
に
よ
る
「
交
換
価
値
相
互
間
の
関
係
」
に
と
ど
め
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
、
当
初
か
ら
交
換
価
値
を
「
対
象
化
さ
れ
た
労
働
ま
た
は
労
働
時
間
の
鍵
」
と
し
な
が
ら
も
、
流
通

自
体
は
「
外
か
ら
こ
の
交
換
価
値
を
と
ら
え
て
、
そ
の
内
部
で
こ
れ
を
変
形
さ
せ
る
運
動
」
（
ロ
・
Ｐ
Ｐ
ｍ
・
弓
←
）
と
し
た
と
い
う
こ
と

は
、
い
っ
て
み
れ
ば
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
理
論
的
処
理

（
２
）
 

が
、
古
典
派
的
な
把
握
を
克
服
し
陰
え
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
当
然
別
の
問
題
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
自
身
に
即
し

て
み
る
な
ら
ば
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
理
論
的
処
理
は
か
な
ら
ず
し
も
十
分
な
も
の
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、
彼
は
次
の
よ
う
な
指
摘
を
も
行
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
貨
幣
は
、
交
換
価
値
が
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
、
そ
の
一
般
的
規
定
に
適
応
す
る
姿
態
を
受
け
取
る
物
的
な
媒
介
物
で
あ
る
。
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
は
こ
う
言
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
労
働
（
労
働
時
間
）
は
す
ぺ
て
の
商
品
が
購
買
さ
れ
る
本
源
的
な
貨
幣
で
あ
る
、
と
。

生
産
行
為
を
考
察
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
依
然
と
し
て
つ
ね
に
正
し
い
。
」
（
Ｑ
・
ロ
．
Ｐ
の
・
震
）

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
れ
ま
で
（
そ
し
て
の
ち
の
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
に
お
い
て
も
）
、
ス
ミ
ス
の
労
働
Ⅱ
本
源
的
購
買
貨
幣
と
い
う
価

値
規
定
を
、
賃
銀
に
よ
る
商
品
の
価
値
規
定
だ
と
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
は
、
生
産
の
内
部
に
お
け
る
投
下
労
働
趣
に
よ
る

商
品
の
価
値
規
定
の
よ
う
に
指
摘
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
い
ろ
い
ろ
な
商
品
」
の
交
換
関
係
に
お
け
る
労
働
時
間
の
「
象

徴
的
」
「
理
念
的
」
存
在
と
対
応
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
端
的
に
言
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
、
本
来
で
あ
る
な
ら
ば
、
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第
二
の
過
程
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
貨
幣
と
交
換
に
入
手
し
た
も
の
の
使
用
価
値
が

特
殊
な
経
済
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
」
（
ロ
・
Ｐ
Ｐ
ｍ
・
］
忠
）
過
程
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
こ
の
過
程
は
、
「
資
本
が
、
そ
れ
と
の
交
換

に
よ
っ
て
、
自
己
の
価
値
規
定
を
喪
失
し
な
い
よ
う
な
対
象
と
し
て
の
《
商
品
》
」
を
入
手
す
る
過
程
の
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て

結
局
、
こ
の
場
合
の
「
商
品
」
を
意
味
す
る
も
の
が
、
「
関
係
の
側
面
と
し
て
定
立
さ
れ
た
使
用
価
値
」
（
ロ
・
ロ
６
．
．
⑫
。
】
田
ｌ
］
ぬ
】
）
と

し
て
の
性
格
に
あ
る
「
労
働
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
第
二
の
過
程
に
つ
い
て
、
と
く
に
、
「
関
係
の
…
…
使
用
価
値
」

と
い
う
か
た
ち
で
の
労
働
を
指
摘
す
る
の
は
、
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
も
つ
意
味
は
後
述
す
る
通
り
な
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
点
を
取
り
あ
げ
る
前
に
、
引
き
続
き
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
を
見
て
お
こ
う
。

、
、
、
、
、
、

、
、
、

「
使
用
価
値
と
し
て
の
労
働
は
、
資
本
に
と
っ
て
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
資
本
そ
れ
自
体
の
唯
一
の
使
用
価
値
、
す
な
わ
ち
盗
本
が

、
、
、
、
、
、

そ
れ
に
よ
っ
て
価
値
増
殖
す
る
媒
介
的
活
動
で
あ
る
。
自
己
の
価
値
を
再
生
産
し
増
加
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
資
本
は
、
過
程
と
し
て

の
、
価
値
増
殖
の
過
程
と
し
て
の
自
立
的
交
換
価
値
（
貨
幣
）
で
あ
る
。
だ
か
ら
労
働
は
、
使
用
価
値
と
し
て
は
労
働
者
の
も
の
で
は

、
、
、

、
、
、
、
、
、

な
い
。
だ
か
ら
労
働
は
富
の
生
産
力
と
し
て
は
、
す
な
わ
ち
致
富
の
手
段
ま
た
は
活
動
と
し
て
は
、
彼
に
と
っ
て
の
も
の
で
は
な
い
。

彼
は
そ
れ
を
使
用
価
値
と
し
て
資
本
と
の
交
換
に
も
ち
こ
む
が
、
そ
の
場
合
資
本
は
、
資
本
と
し
て
で
は
な
く
、
貨
幣
と
し
て
彼
に
相

対
す
る
。
そ
れ
が
は
じ
め
て
資
本
と
し
て
の
資
本
と
な
る
の
は
、
は
じ
め
は
こ
の
交
換
の
外
部
に
あ
っ
て
、
こ
の
交
換
か
ら
独
立
し
て

彼
の
批
判
の
対
象
で
あ
る
は
ず
の
も
の
を
救
済
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
論
理
を
一
貫
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
は
、
た
だ
単
純
な
流
通
に
お
け
る
彼
の
理
論
的
把
握
に
だ
け
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る
が
、
彼
が
二
つ
の
過
程
に
分
離
し
た
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
、
ど
う
い
う
か
た
ち
で
統
一
し
て
い
る
の
か
と
い
う
価
値
法
則
論
自
体

の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
第
二
の
過
程
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
考
察
を
明
ら
か
に
し
、
右
の
点
に
か
か
わ
る
彼
の
価
値
法
則
論

の
構
造
の
検
討
へ
と
進
も
う
。
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と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
に
、
経
済
学
の
理
論
体
系
の
う
ち
に
、
盗
本
の
生
産
過
程
分
析
を
据
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
マ
ル
ク
ス
の
理

論
的
把
握
は
、
あ
く
ま
で
も
、
第
一
の
過
程
に
対
す
る
第
二
の
過
程
の
関
連
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
点
に
、
先
の
「
関
係

の
側
面
と
し
て
定
立
さ
れ
た
使
用
価
値
」
と
い
う
理
解
も
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、
「
価
値
を
定
立

す
る
活
動
と
し
て
の
、
生
産
的
労
働
と
し
て
の
労
働
を
交
換
で
手
に
入
れ
る
」
過
程
、
ま
た
は
「
貨
幣
と
交
換
に
入
手
し
た
も
の
の
使

用
価
値
が
特
殊
な
経
済
的
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
」
過
程
、
と
い
う
よ
う
に
言
い
表
わ
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は

同
時
に
、
第
一
の
過
程
に
お
け
る
経
済
的
関
係
に
対
比
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
取
り
出
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
第
一
の
過
程
と
の
関
係
で
第
二
の
過
程
を
次
の
よ
う
に
性
格
づ
け
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

「
鋳
本
と
労
働
と
の
裏
ｌ
そ
の
藁
が
労
働
の
価
格
で
あ
る
ｌ
は
、
労
響
の
側
か
ら
は
単
純
な
交
換
で
あ
ろ
う
と
も
、
磯

（
３
）
 

い
る
労
働
の
消
費
を
通
じ
て
、
労
働
者
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
」
（
Ｑ
》
員
．
○
・
・
ｍ
・
』
国
・
）

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
第
二
の
過
程
を
、
資
本
の
価
値
増
殖
過
程
、
だ
か
ら
同
時
に
労
働
者
に
よ
る
剰
余
労
働
の
遂
行
過
程
と
し
て
特

徴
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
『
賃
労
働
と
資
本
』
に
お
い
て
そ
れ
な
り
に
示
さ
れ
た
資
本
と
労
働
と
の
「
生
産
」
に
基
づ

く
と
こ
ろ
の
対
立
関
係
に
つ
い
て
、
資
本
が
自
己
の
生
産
過
程
に
対
し
て
外
部
に
前
提
し
、
等
価
交
換
に
よ
っ
て
関
係
し
た
賃
労
働
を

基
礎
に
す
る
剰
余
価
値
の
生
産
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
か
た
ち
で
、
理
論
的
に
一
貫
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
解
明
は
、
確
か
に
、
リ
カ
ー
ド
に
お
い
て
事
実
上
取
り
出
さ
れ
た
剰
余
価
値
を
、
彼
が
そ
れ
を
分
配
範
噸
と

し
て
把
握
し
た
た
め
に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
そ
の
形
成
過
程
で
、
し
た
が
っ
て
資
本
の
生
産
過
程
（
価
値
増
殖
過
程
）

で
、
究
明
す
る
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
第
二
の
過
程
は
、
右
の
よ
う
な
意
味
に
お

い
て
、
生
産
過
程
を
経
済
学
の
理
論
体
系
の
な
か
で
固
有
に
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
は
じ
め
て
明
磁
化
し
た
も
の
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
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本
家
の
側
か
ら
は
非
交
換
（
Ｚ
一
・
言
，
盲
の
国
巨
の
巳
〕
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
与
え
た
も
の
よ
り
も
大
き
な
価
値
を
受
け
取
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
本
の
側
か
ら
み
る
と
き
、
こ
の
交
換
は
た
だ
外
見
的
だ
け
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

交
換
の
形
態
規
定
と
は
別
の
経
済
的
形
態
規
定
に
属
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
」
う
で
な
け
れ
ば
、
資
本
と
し
て
の
資
本
と

そ
れ
に
対
立
す
る
労
働
と
し
て
の
労
働
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
（
自
負
》
Ｐ
の
・
唖
路
・
）

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
第
一
の
過
程
を
、
「
交
換
の
形
態
規
定
」
と
言
い
、
そ
れ
に
対
し
て
第
二
の
過
程
を
、
「
非
交
換
」

（
４
）
 

で
あ
る
「
別
の
経
済
的
形
態
規
定
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
が
こ
の
場
合
に
、
「
労
働
者
の
側
」
「
資
本
家
の
側
」
と
い
う
、
若

干
便
宜
的
説
明
を
な
し
て
い
る
点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
交
換
関
係
」
と
「
生
産
」
は
明
ら
か
に
異
な
る
経
済
的
過
程
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
と
い
う
資
本
家
的
商
品
経
済
の
雑
軸
的
関
係
を
解
明
す
る
も
の
と
し
て
は
、
「
交
換
」
「
非
交
換
」
の

対
比
だ
け
で
は
問
題
は
処
理
さ
れ
え
な
い
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
な
展
開
か
ら
そ
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
詳
し
く
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
剰
余
価
値
と
は
、
一
般
に
等
価
を
越
え
る
価
値
の
こ
と
で
あ
る
。
等
価
と
は
、
そ
の
定
義
か
ら

す
れ
ば
、
価
値
の
そ
れ
自
身
と
の
同
一
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
等
価
か
ら
は
剰
余
価
値
は
け
っ
し
て
で
て
く
る
こ
と
は
で
き
な

い
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
本
来
的
に
流
通
過
程
か
ら
で
て
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
剰
余
価
値
は
、
資
本
の
生
産
過
程
自
体
か
ら
生

ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
Ｐ
Ｐ
Ｐ
⑫
・
ぬ
ぎ
）
と
。
端
的
に
言
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
、
す
で
に
み
た
資
本
・
賃
労
働
関
係
の

蝋
｜
の
薯
に
お
け
る
等
価
交
換
ｌ
こ
れ
は
蟇
を
「
議
的
」
「
警
的
」
な
議
祷
閥
の
棗
物
と
し
た
欝
労
欝
襄
ｌ

を
、
「
価
値
そ
れ
自
身
の
同
一
性
」
の
関
係
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
第
二
の
過
程
は
、
そ
の
「
同
一
性
」
Ⅱ
「
等
価
」
を
越
え
る
価
値
の

増
殖
過
程
に
お
け
る
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
第
二
の
過
程
の
把
握
、
あ
る
い

は
規
定
は
か
な
ら
ず
し
も
明
断
な
も
の
で
は
な
い
。

マ
ル
ク
ス
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
先
の
「
関
係
の
…
…
使
用
価
値
」
と
い
う
労
働
者
の
販
売
す
る
商
品
の
使
用
価
値
は
、
右
の
価
値
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増
殖
過
程
（
資
本
の
生
産
過
程
）
に
対
す
る
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ば
商
品
の
有
す
る
一
一
側
面
（
価
値
と

使
用
価
値
）
か
ら
す
る
対
比
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
る
使
用
価
値
範
鴫
の
定
立
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ

（
５
）
 

う
に
も
考
睾
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
彼
自
身
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
剰
余
価
値
は
資
本
の
生
産
過
程
で
の
労
働
者
の
剰
余
労
働

に
よ
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
剰
余
価
値
自
身
が
「
価
値
」
と
し
て
「
等
価
」
を
越
え
た
価
値
分
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
「
等
価
」
か
ら
は
剰
余
価
値
は
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
価
値
の
側
面
で
の
「
同
一
性
」
自
身
を
否
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
、
剰
余
労
働
を
も
な
す
労
働
者
の
労
働
自
身
が
、
と
う
ぜ
ん
資
本
の
生
産
過
程
で
は
、
商
品
を
生
産

す
る
労
働
と
し
て
、
新
た
な
商
品
の
生
産
そ
の
も
の
に
入
り
こ
ん
で
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
商
品
の
価
値
を
形
成
す
る
労
働
を
な
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
マ
ル
ク
ス
の
議
論
で
は
、
資
本
の
生
産
過
程
で
新
た
に
生
産
さ
れ
た
商
品
の
価
値
の
う
ち
、
剰

余
価
値
部
分
以
外
の
部
分
は
、
す
で
に
、
第
一
の
過
程
に
お
け
る
交
換
関
係
、
す
な
わ
ち
資
本
が
生
産
過
程
を
遂
行
す
る
た
め
に
要
す

る
も
の
を
購
買
す
る
関
係
に
お
い
て
確
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
等
労
働
量
交

換
と
し
て
の
商
品
流
通
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
部
分
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

マ
ル
ク
ス
の
論
理
に
お
け
る
一
貫
性
も
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
労
働
力
商
品
の
価
値
を
、
交
換
関
係
自
体
に
お
い
て
規
定
し
う
る
、
と
い

う
限
り
で
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
力
商
品
の
価
値
を
、
あ
ら
か
じ
め
あ
る
一
定
の
価
値
と
し
て
と

ら
え
て
い
る
限
り
で
、
彼
の
理
論
を
構
築
し
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
人
間
の
労
働
を
人
間
の
労
働
に
よ
る
商
品
と
し

て
の
生
産
物
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
等
価
」
交
換
と
し
て
の
、
す
な
わ
ち
労
働
蛍
Ⅱ
労
働
時
間
の
「
等
置
」

と
し
て
の
商
品
交
換
関
係
に
お
け
る
価
値
規
定
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う

に
、
彼
は
第
一
の
過
程
と
し
て
の
商
品
交
換
関
係
に
お
い
て
、
投
下
労
働
壁
に
よ
る
商
品
の
価
値
規
定
を
あ
ら
か
じ
め
前
提
し
て
説
い
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て
い
た
・
そ
の
点
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
二
つ
の
側
面
（
過
程
）
に
分
離
し
、
そ
こ
か
ら
古
典
派
経
済

学
の
限
界
を
克
鵬
し
よ
う
と
す
る
彼
の
方
法
が
霊
的
な
一
蕊
性
を
も
っ
た
体
系
と
し
て
慶
關
さ
れ
う
る
た
め
に
住
右
の
点
が
ｌ

つ
ま
り
、
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
が
Ｉ
、
価
値
の
内
実
に
剛
す
る
か
た
ち
で
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
旗
い
，
そ
の
意
味
で
は
、

こ
の
点
が
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
に
お
け
る
彼
の
理
論
構
成
の
軸
に
な
っ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
考
察

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
二
側
面
（
二
つ
の
過
程
）
を
統
一
し
て
い
る
基
礎
と
し
て
の
彼
の
価
値
法
則
論
の
内
容

を
や
や
詳
し
く
検
討
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
、
マ
ル
ク
ス
自
身
が
、
ス
ミ
ス
的
な
、
あ
る
い

は
リ
カ
ー
ド
的
な
価
値
論
を
ど
こ
ま
で
克
服
し
え
て
い
る
か
が
明
白
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
１
）
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
、
「
ノ
ー
ト
ー
・
貨
幣
の
章
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
理
論
的
考
察
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
プ
ル
ー
ド
ン
主
鍵
者
ダ

リ
モ
ン
批
判
を
媒
介
に
し
て
、
彼
の
貨
幣
鰭
が
形
成
さ
れ
、
結
局
、
流
通
手
段
、
価
値
尺
度
と
し
て
の
貨
幣
、
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
貨
幣
と
し
て
の
貨

幣
の
解
明
へ
と
進
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
の
「
市
民
社
会
」
把
握
に
関
す
る
基
軸
的
認
識

の
形
成
に
お
け
る
も
の
と
し
て
多
大
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
「
世
界
史
の
三
段
階
把
握
」
論
に
よ
る
平
田
滑
明
教
授
の

主
張
で
あ
る
。
教
授
の
主
張
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
に
し
ば
し
ば
雛
論
さ
れ
た
単
純
商
品
生
産
社
会
の
想
定
を
生
ぜ
し
め
る
商
品

論
（
い
わ
ゆ
る
価
値
論
）
の
論
証
方
法
の
当
否
の
問
題
を
、
「
単
純
商
品
生
産
社
会
」
Ⅱ
「
市
民
社
会
」
の
形
で
再
生
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
総
文
の
性
格
上
、
平
田
教
授
の
主
張
の
内
容
を
直
接
検
討
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
関
係
あ
る
箇
所
で
は
若
干
の
指
摘
を
行

な
っ
て
お
く
。
な
お
、
右
の
よ
う
な
平
田
教
授
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
雛
論
が
、
と
く
に
、
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る

と
い
う
点
は
、
簡
単
に
脅
え
ば
「
市
民
社
会
」
認
職
が
ほ
か
な
ら
ぬ
貨
幣
把
握
な
の
で
あ
り
、
ま
た
貨
幣
把
握
が
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
、
も
っ
と

も
讃
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
は
じ
め
て
い
る
の
が
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
硴
か
に
、
こ
こ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
い
ま
だ

商
品
鰭
を
貨
幣
輪
に
先
行
さ
せ
う
る
と
こ
ろ
に
ま
で
流
通
形
態
を
抽
象
し
え
て
い
な
い
。
そ
こ
に
「
ノ
ー
ト
ー
・
貨
幣
の
章
」
の
特
徴
が
あ
る
と
言

え
る
。
し
か
し
、
平
田
教
授
の
織
臘
は
、
そ
の
特
徴
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
教
授
の
総
理
の
性
格
を
示
す
文
軍
と

し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
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「
市
民
社
会
の
労
働
は
つ
ま
り
私
的
労
働
は
貨
幣
を
必
然
た
ら
し
め
る
の
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
貨
幣
の
必
然
自
体
が
こ
の
労
働
の
特
殊
社
会
的

形
態
を
表
明
し
て
い
る
の
で
も
あ
る
。
」

「
価
値
論
。
貨
幣
論
と
し
て
成
就
す
べ
き
価
値
論
、
つ
ま
り
価
値
形
態
論
。
こ
の
、
労
働
の
所
産
た
る
商
品
に
固
有
な
価
値
形
態
と
い
う
特
殊
な

社
会
的
形
態
規
定
に
つ
い
て
の
、
理
繍
的
探
求
こ
そ
が
、
か
の
世
界
史
の
三
段
階
Ⅱ
三
形
態
の
把
握
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
『
思
想
』
、
一
九
七
○
年
、

第
七
号
、
『
思
想
』
、
’
九
七
○
年
、
第
七
号
所
収
、
ニ
ー
ペ
ｌ
ジ
）
。

こ
の
よ
う
に
教
授
が
、
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
の
貨
幣
論
に
よ
り
な
が
ら
、
私
的
労
働
ｌ
貨
幣
の
関
係
に
、
価
値
形
態
、
社
会
的
形
態
規
定
、
世

界
史
の
三
段
階
把
握
、
と
い
う
壮
大
な
構
図
を
描
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
に
、
「
ノ
ー
ト
ー
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
論

理
の
抽
象
性
の
不
十
分
さ
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
に
基
づ
い
て
、
平
田
教
授
が
独
自
的
な
雛
論
を
展
開
し
た
マ
ル
ク
ス
の
論
理
に
お
け
る
根
本
的
性
格
は
後
述
の
通
り
で
あ

（
２
）
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
、
「
貨
幣
の
章
」
の
マ
ル
ク
ス
の
貨
幣
把
握
、
あ
る
い
は
、
総
じ
て
「
交
換
価
値
相
互
間
」
の
関
係
た
る
流
通
把
握

を
、
た
だ
た
ん
に
本
文
に
お
い
て
指
摘
し
た
性
格
の
も
の
と
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
、
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
自
体
が
、
全
体

と
し
て
彼
の
「
経
済
学
批
判
」
の
視
角
か
ら
す
る
理
論
の
体
系
化
の
た
め
の
研
究
を
基
調
と
し
た
「
草
稿
」
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
彼
に
お

い
て
い
ま
だ
未
成
熟
な
種
々
の
見
解
が
交
錯
し
て
い
る
の
が
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
一
定
の
性
格
規
定
を
与
え
う
る
の
は
、
あ
く
ま

で
も
、
彼
の
経
済
学
の
体
系
化
の
根
拠
を
な
し
て
い
る
資
本
・
賀
労
働
関
係
の
把
握
に
即
し
た
理
論
的
一
貨
性
と
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
「
貨
幣
の
章
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
論
理
の
性
格
も
そ
れ
な
り
に
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
の
そ
の
「
章
」
を
、
直
接
、
の
ち
の
『
資
本
論
』
に
お
け
る
流
通
形
態
論
と
対
比
し
、
そ
の
意
義
な
り
限
界
な
り
を
考
察

す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
無
意
味
で
は
な
い
が
、
か
な
ら
ず
し
も
、
そ
の
理
論
的
雄
礎
を
明
ら
か
に
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
多
か
れ
少
な
か
れ
、

部
分
的
な
考
察
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
貨
幣
の
「
章
」
が
、
『
資
本
論
』
な
り
原
理
論
体
系
な
り
の
そ
れ
に
核
当
す

る
論
理
に
、
ど
れ
ま
で
接
近
し
え
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
ど
の
程
度
ま
で
古
典
派
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
雑
木
的
騰
理
榊
造
を
兄
失
な
い
が
ち
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
本
稿
の
牒
題
に
つ
い

て
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
な
り
に
明
ら
か
に
し
た
通
り
で
あ
る
。

（
３
）
引
用
文
中
の
「
資
本
と
し
て
の
資
本
」
と
い
う
表
現
は
、
産
業
資
本
に
対
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
で

る
。
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（
５
）
も
っ
と
も
、
マ
ル
ク
ス
は
か
な
ら
ず
し
も
、
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
に
お
い
て
、
械
極
的
に
商
品
を
、
し
か
も
そ
の
二
側
而
を
取
り
だ
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
は
、
前
述
の
よ
う
に
商
品
自
体
を
理
論
的
分
析
の
う
ち
に
設
定
し
て
は
い
な
い
と
言
い
う
る
。
そ
れ
は
、
た

と
え
ば
次
の
よ
う
な
指
摘
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
、
、
、
、
、
、
、
、

「
…
…
生
産
物
が
商
品
に
な
る
、
十
な
わ
一
つ
、
交
換
の
叩
な
る
契
槻
と
な
る
。
商
品
は
交
換
価
値
に
転
化
さ
れ
る
。
商
品
を
交
換
価
値
と
し
て
の

自
分
自
身
に
等
侭
す
る
た
め
に
、
商
品
は
交
換
価
値
そ
の
も
の
と
し
て
の
商
品
を
代
表
し
て
い
る
章
標
と
取
り
か
え
ら
れ
る
。
つ
い
で
商
船
は
、
こ

の
よ
う
に
象
徴
と
な
訓
て
い
る
交
換
価
値
と
し
て
、
ふ
た
た
び
他
の
い
ず
れ
の
商
船
と
も
一
定
の
劉
合
で
交
換
さ
れ
る
。
」
（
Ｐ
Ｐ
Ｃ
．
．
②
。
Ｂ
・
）

つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
は
生
産
物
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
商
品
と
な
る
と
き
に
は
、
す
で
に
交
換
価
値
と
「
鞠
置
」
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
よ

は
、
マ
ル
ク
ス
は
、
貨
幣
形
態
か
ら
直
接
「
生
産
」
を
包
挟
す
る
盗
本
Ⅱ
産
業
資
本
の
分
析
に
移
行
し
て
お
り
、
流
通
形
態
と
し
て
の
資
本
の
形

式
、
す
な
わ
ち
、
商
人
資
本
・
金
貸
資
本
を
抽
象
し
、
そ
れ
を
論
理
の
う
ち
に
位
悶
づ
け
て
説
く
こ
と
は
、
い
ま
だ
な
し
え
て
い
な
い
。

た
だ
、
そ
れ
を
萌
芽
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
「
資
本
が
画
接
的
な
交
換
価
値
お
よ
び
貨
幣
と
区
別
さ
れ
て
定
立
さ
れ
て
い
る
唯
一

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
規
定
性
は
、
流
通
に
お
い
て
、
ま
た
流
通
を
通
じ
て
、
み
ず
か
ら
を
維
持
し
、
永
久
化
す
る
交
換
価
仙
だ
と
い
う
規
定
性
で
あ
る
」
（
。
、
ミ
ミ
『
一
場
、
》

の
．
』
国
）
と
い
う
指
摘
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
考
察
も
実
侭
上
は
、
「
商
人
財
産
と
薇
利
貸
財
産
」
（
員
》
ロ
・
Ｐ
⑫
・
さ
←
・
）
と
し
て
行
な

わ
れ
て
お
り
、
結
局
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
非
術
に
す
ぐ
れ
た
解
明
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
資
本
の
本
源
的
蓄
祇
過
程
と
と
も
に
把
握
さ
れ
て
い
る

に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
は
、
右
の
よ
う
な
商
人
、
満
利
貸
資
本
と
し
て
の
「
貨
糀
自
身
は
、
そ
れ
が
歴
史
の
う
え
で
一
役
受
け
も
つ
に
つ
い
て
は
、
そ

、
、
、
、

れ
自
身
が
極
度
に
強
引
な
分
離
手
段
と
し
て
歴
史
的
過
程
に
く
い
こ
み
、
》
て
し
て
は
ぎ
取
ら
れ
て
無
一
文
と
な
っ
た
自
由
な
労
働
者
の
生
成
に
協
力

す
る
限
り
で
だ
け
、
そ
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
（
Ｐ
Ｐ
Ｐ
ｍ
・
色
、
）
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

（
４
）
周
知
の
よ
う
に
、
『
グ
ル
ン
ド
リ
ッ
セ
』
で
の
、
単
純
な
流
通
か
ら
の
資
本
の
生
産
過
程
へ
の
移
行
論
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
取
得
法
則
の

転
回
論
」
が
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
自
己
の
労
働
に
基
づ
く
生
産
物
の
取
得
」
と
「
資
本
に
よ
る
等
価
物
を
と
も
な
わ
な
い
他
人
の
労
働
の

取
得
」
と
の
関
連
で
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
こ
こ
で
こ
の
「
転
回
」
論
に
よ
り
な
が
ら
流
通
か
ら
生
産
へ
の
移
行
を
説
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
直
接
に
は
、
先
の
注
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
そ
の
関
係
を
媒
介
す
る
資
本
の
流
通
形
態
を
い
ま
だ
取
り
出
し
え
て
い
な
い
、
と

い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
根
本
は
、
資
本
・
賀
労
働
関
係
の
二
側
而
へ
の
分
離
と
、
そ
の
二
側
面
が
統
一
さ
れ
る
根
拠
と
な
る
価
値
法
則

論
と
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
理
論
的
処
理
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
次
項
に
お
い
て
考
察
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
改
た
め
て
言
及

し
た
い
。
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「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
生
産
物
が
商
品
に
、
商
品
が
交
換
価
値
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
生
産
物
は
は
じ
め
て
頭
の
な
か
で
、
二
重
の
存
在
を
受
け

取
る
。
こ
う
し
た
観
念
上
の
二
重
化
は
、
商
品
が
現
実
の
交
換
で
二
重
に
現
わ
れ
る
ま
で
に
、
つ
ま
り
一
方
で
は
自
然
的
な
生
産
物
と
し
て
、
他
方

で
は
交
換
価
値
と
し
て
、
現
わ
れ
る
ま
で
に
運
す
る
。
」
（
暮
匙
・
）

な
お
、
こ
の
よ
う
な
把
握
が
可
能
に
な
る
こ
と
の
基
礎
に
は
、
マ
ル
ク
ス
の
労
働
把
握
の
一
定
の
進
歩
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て

は
の
ち
に
改
た
め
て
ふ
れ
る
通
り
で
あ
る
。

（
以
下
、
銃
）

う
に
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
商
品
自
体
は
直
接
交
換
価
値
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
ま
た
、
商
品
流
通
を
「
交

換
価
値
相
互
間
の
関
係
」
と
し
て
説
く
こ
と
と
相
応
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
商
品
、
生
産
物
と
い
う
対
応
は
、
ま
た
同
時
に
交
換
価
値
、
使
用
価
値
と
い
う
対
応
関
係
に
お
い
て
も
説
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
結
局
は
、
こ
の
時
期
の
彼
の
商
品
の
二
側
面
の
そ
れ
な
り
の
理
解
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
に
お
い
て

お
り
、
結
局
は
、

示
さ
れ
て
い
る
。


