
PDF issue: 2025-03-14

「経済学批判体系」の一考察(2)

HIRABAYASHI, Chimaki / 平林, 千牧

(出版者 / Publisher)
法政大学経済学部学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
The Hosei University Economic Review / 経済志林

(巻 / Volume)
41

(号 / Number)
2

(開始ページ / Start Page)
97

(終了ページ / End Page)
123

(発行年 / Year)
1973-07-10
(URL)
https://doi.org/10.15002/00008341



9７ 

資
本
・
賃
労
働
関
係
を
一
一
つ
の
側
面
（
過
程
）
に
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
家
的
商
品
経
済
の
原
理
的
把
握
に
向
っ
た
マ
ル

ク
ス
の
考
察
方
法
は
、
同
時
に
、
そ
の
一
一
側
面
を
統
一
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
の
も
つ
法
則
的
運
動
の
根
拠
を
解

明
し
う
る
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
前
稿
に
続
い
て
、
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が
行
な
っ
て
い
る
こ

一
は
じ
め
に

二
「
経
済
掌
批
判
」
成
立
期
の
蜜
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

２
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
以
前
に
関
す
る
若
干
の
検
討

３
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
に
お
け
る
盗
本
。
賃
労
働
関
係
の
把
握
Ｈ
（
以
上
、
第
四
○
巻
、
第
三
号
）

４
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
に
お
け
る
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
把
握
ロ

徽
鯛
Ｈ
「
取
得
法
則
」
輪
の
性
格
（
以
上
、
本
号
）

「
経
済
学
批
判
体
系
」
の
一
考
察
口

３
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
に
お
け
る
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
把
握
。

平
林
千
牧
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の
点
の
理
論
展
開
の
検
討
を
進
め
て
み
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
『
賃
労
働
と
資
本
』
で
は
か
な
ら
ず
し
も
明
瞭
な
も
の

と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
賃
労
働
と
し
て
の
労
働
濃
Ｉ
つ
ま
り
労
働
と
議
力
と
の
区
別
に
よ
る
そ
れ
の
把
握
ｌ
が
、
ど
の
よ

う
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
た
か
を
見
て
ゆ
こ
う
。

す
で
に
前
稿
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
と
賃
労
働
と
の
商
品
売
買
関
係
の
独
自
性
を
、
「
関
係
の
…
…
使
用
価
値
」

と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
で
は
、
さ
ら
に
、
彼
は
資
本
に
対
す
る
労
働
者
の
労
働
の

性
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
考
察
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
労
働
と
資
本
と
の
関
係
で
は
、
そ
し
て
ま
た
両
者
の
あ
い
だ
で
の
交
換
と
い
う
こ
う
し
た
最
初
の
関
係
で
は
、
…
…
労
働
者
は
資

、
、
、
、
、

本
に
、
一
つ
の
使
用
価
値
と
し
て
で
は
な
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
使
用
価
値
そ
の
も
の
と
し
て
相
対
す
る
一
」
と
に
よ
り
、
資
本
は
富
を
受
け

取
り
、
労
働
者
は
消
費
で
消
滅
す
る
使
用
価
値
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
」

あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。

「
…
…
資
本
は
、
資
本
に
労
働
が
対
立
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
資
本
に
対
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
資
本
は
た
だ
非

労
働
と
し
て
し
か
、
す
な
わ
ち
こ
う
し
た
対
立
関
係
と
し
て
し
か
、
資
本
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
…
資
本
が
資
本
と
し
て
自
分
自

身
を
定
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
資
本
が
労
働
を
非
資
本
と
し
て
、
純
然
た
る
使
用
価
値
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し

か
な
い
。
」
（
以
上
、
。
「
§
島
冴
馬
・
・
の
．
樟
９
口
目
』
ｇ
・
）

最
初
の
引
用
文
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
生
産
過
程
に
基
礎
を
も
つ
資
本
の
価
値
増
殖
運
動
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
「
交
換
」
に
お
け
る
、

す
な
わ
ち
前
述
の
第
一
の
過
程
に
お
け
る
賃
労
働
と
し
て
の
労
働
の
性
格
を
与
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
で
は
、
む
し
ろ
、
そ
の

資
本
の
価
値
増
殖
運
動
を
薇
極
的
な
契
機
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
賃
労
働
と
し
て
の
労
働
の
性
格
を
規
定
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
も
の
で

あ
る
．
こ
の
引
用
文
か
ら
も
明
ら
か
獲
よ
う
に
、
ｌ
そ
し
て
霞
に
す
で
に
蕊
で
も
示
し
た
よ
う
に
ｌ
、
マ
ル
ク
ス
の
資
本
概
念
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こ
こ
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
「
労
働
能
力
」
と
い
う
規
定
は
、
『
賃
労
働
と
資
本
』
で
の
労
働
把
握
と
比
較
し
て
、
の
ら
の
彼
の
労

働
力
概
念
に
近
い
規
定
に
な
っ
て
い
る
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
使
用
価
値
」
と
か
、
「
使
用

価
値
そ
の
も
の
」
と
か
と
し
て
表
わ
さ
れ
た
賃
労
働
と
し
て
の
労
働
は
、
価
値
増
殖
の
運
動
体
た
る
資
本
の
生
産
過
程
で
、
「
価
値
措

定
的
活
動
」
に
よ
っ
て
そ
の
過
程
を
担
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
に
、
そ
れ
は
、
自
己
の
具
体
的
な
労
働
と
し
て
の
特
殊
な
性
格
を

ま
っ
た
く
消
極
化
し
た
「
単
純
な
抽
象
的
形
態
」
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
担
い
う
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
点
に
関
す
る
彼
の
理
解
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
に
お
い
て
い
っ
そ
う
明
白
に
さ
れ
て
い
る
。

「
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
経
済
的
關
係
ｌ
資
本
家
と
労
響
と
が
生
産
関
係
の
両
極
と
し
て
担
っ
て
い
る
性
格
ｌ
が
、
漢
す

⑬
。
ｍ
）
し
」
。

は
産
業
資
本
と
し
て
の
そ
れ
に
お
い
て
「
定
立
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
と
、
資
本
と
し
て
の
貨
幣
（
交

濡
値
）
が
一
定
の
鰄
値
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
た
労
働
と
篇
で
交
換
さ
れ
る
こ
と
ｌ
鑪
一
の
過
程
に
お
い
て
行
較
わ
れ
る
と
こ
ろ

の
そ
れ
Ｉ
が
窯
的
に
は
鎧
ず
み
の
も
の
と
葱
し
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
と
を
、
対
応
さ
せ
て
み
れ
ば
、
彼
の
労
鰡
罎
が

こ
こ
で
は
、
「
使
用
価
値
そ
の
も
の
」
あ
る
い
は
「
純
然
た
る
使
用
価
値
」
等
と
い
う
表
わ
し
方
に
絞
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
第
一
の
過
程
に
属
す
る
単
純
な
流
通
と
し
て
の
労
働
力
商
品
の
売
買
過
程
に
対
す
る
労
働
の
規
定
、
い
わ
ば
Ｗ
（
Ａ
）
ｌ

Ｇ
Ｉ
Ｗ
と
し
て
の
そ
れ
に
つ
い
て
も
、
価
値
増
殖
の
運
動
体
と
し
て
の
資
本
（
生
産
過
程
）
に
対
す
る
関
係
に
お
け
る
賃
労
働
に
関
す

る
労
働
の
規
定
に
つ
い
て
も
、
そ
の
内
容
に
は
、
後
述
の
よ
う
な
疑
問
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
と
に
か
く
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
の

よ
う
な
理
論
の
枠
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
賃
労
働
と
し
て
の
労
働
の
性
格
を
取
り
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
純
然
た
る
使
用
価
値
」
と
し
て
の
労
働
は
、
結
局
、
「
単
純
な
抽
象
的
形
態
で
あ
っ
て
、
た
だ
能
力
（
忍
三
碩
颪
【
）
力
能

（
「
の
§
肩
の
ロ
）
と
し
て
だ
け
労
働
者
の
身
体
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
価
値
措
定
的
活
動
の
単
純
な
可
能
性
な
の
で
あ
る
」
（
国
・
ロ
．
。
．
》
、
．
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ま
す
よ
り
純
粋
で
よ
り
適
切
な
も
の
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
労
働
者
が
、
あ
ら
ゆ
る
技
能
的
な
性
格
を
失
い
、
そ
の
特
殊
な

熟
練
が
ま
す
ま
す
な
ん
ら
か
の
抽
象
的
な
も
の
、
無
差
別
的
な
も
の
、
に
な
り
、
そ
し
て
ま
す
ま
す
純
粋
に
抽
象
的
な
活
動
、
す
な
わ

ち
純
粋
に
機
械
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
無
差
別
的
な
、
労
働
の
特
殊
な
形
態
に
対
し
て
は
無
関
心
な
活
動
に
な
る
、
つ
ま
り
単
な
る
形
式
的

な
活
動
ま
た
は
：
…
・
素
材
的
な
、
形
態
に
対
し
て
は
無
関
心
な
活
動
一
般
に
な
る
、
に
つ
れ
て
で
あ
る
。
」
（
頁
・
Ｐ
Ｐ
ｍ
・
国
慮
・
）

こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
に
相
対
す
る
労
働
者
の
労
働
を
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
特
定
の
技
能
的
能
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
で
は

な
く
、
無
差
別
で
一
般
的
な
「
抽
象
的
活
動
」
に
お
け
る
も
の
と
し
て
、
き
わ
め
て
適
確
な
理
解
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
い
わ
ば
こ
の
よ
う
な
労
働
一
般
と
し
て
の
同
質
的
な
労
働
の
把
握
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、
彼
は
資
本
の
生
産
過
程
に
お
け
る
労
働

の
「
価
値
措
定
的
活
動
」
ま
た
は
「
価
値
の
生
き
た
源
泉
」
（
ロ
・
・
・
Ｐ
の
．
ｇ
⑬
）
と
し
て
の
「
価
値
」
の
実
体
を
な
す
量
的
な
抽
象
的
人

間
労
働
を
取
り
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
言
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
労
働
」
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
「
労
働
力
」
概
念
か
ら
す

れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
概
念
の
規
定
に
と
っ
て
不
可
欠
な
、
い
わ
ゆ
る
労
働
の
一
一
重
性
を
ほ
ぼ
明
確
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
な
っ

（
１
）
 

た
の
は
『
グ
ル
ン
ト
リ
ヅ
セ
』
か
ら
だ
と
考
篁
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
ひ
き
続
き
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
に
お
け
る
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
の
検
討
を
進
め
て
ゆ
く
さ
い
に
み
る
よ
う
に
、

右
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
労
働
力
の
把
握
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
十
分
に
確
立
さ
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
用
い

ら
れ
た
「
労
働
能
力
」
と
い
う
言
い
方
自
体
若
干
過
度
的
表
現
を
帯
び
た
も
の
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
純
然
た
る
使
用
価
値
」
あ
る

い
は
「
使
用
価
値
そ
の
も
の
」
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
な
が
ら
、
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
性
格
の
労
働
が
他
面
で
は
そ
の
特
殊
な
技
能
的

側
面
Ⅱ
労
働
の
質
的
差
異
に
お
け
る
側
面
で
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
に
関
係
す
る
、
し
た
が
っ
て
商
品
の
価
値
規
定
に
加
わ
る
、
と

い
う
よ
う
に
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
う
し
た
労
働
力
商
品
の
把
握
は
、
彼
の
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
に
お
け
る

原
理
的
体
系
構
成
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
か
つ
ま
た
、
彼
の
価
値
法
則
論
の
理
解
と
不
可
分
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
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す
な
わ
ち
、
労
働
者
は
彼
の
労
働
能
力
と
の
交
換
に
よ
っ
て
、
「
貨
幣
で
一
定
壁
の
交
換
価
値
、
す
な
わ
ち
富
の
一
般
的
形
態
」
を
受

け
取
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
交
換
価
値
Ⅱ
富
の
一
般
的
形
態
の
戯
の
大
小
に
応
じ
て
、
労
働
者
に
た
い
し
て
「
大

な
り
小
な
り
の
一
般
的
富
の
分
け
前
を
得
さ
せ
る
」
》
」
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
「
大
な
り
小
な
り
」
と
い
う
労
働
者
の

受
け
取
る
「
分
け
前
‐
｜
の
量
的
変
化
に
か
か
わ
る
側
面
、
ま
た
は
逆
に
労
働
者
が
受
け
取
る
と
こ
ろ
の
貨
幣
量
の
変
動
が
「
ど
の
よ
う

に
し
て
測
ら
れ
る
か
」
と
い
う
側
面
は
、
資
本
。
賃
労
働
の
一
般
的
関
係
を
論
じ
る
さ
い
に
は
取
り
上
げ
る
ぺ
き
性
格
の
も
の
で
は
な

い
、
こ
の
一
般
的
関
係
に
お
い
て
労
働
者
の
受
け
取
る
。
定
量
の
交
換
価
値
」
の
規
定
は
、
労
働
力
商
品
「
そ
の
も
の
の
な
か
に
現

存
し
て
い
る
対
象
化
さ
れ
た
労
働
戯
に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
…
…
労
働
者
そ
の
も
の
を
生
産
す
る
の
に
要
す
る
労
働
の
段
に
よ
っ
て

の
み
決
定
さ
れ
る
」
（
以
上
、
負
・
ロ
・
Ｐ
の
・
ら
⑬
－
■
忠
）
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
マ
ル
ク
ス
が
右
の
よ
う
な
論
述
の
な
か
で
、
労
働
者
の
受
け
取
る
「
分
け
前
」
の
「
大
な
り
小
な
り
‐
｜
と
い
う
量
的
変
動
の

側
面
を
、
資
本
・
賃
労
働
の
一
般
的
関
係
の
考
察
か
ら
除
外
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
彼
が
一
般
的
関
係
の
な
か
で
論
ず
る
も
の
と
し
て
い
る
「
対
象
化
さ
れ
た
労
働
の
量
…
…
労
働
者
そ
の
も
の
を
生
産
す
る
の

に
要
す
る
労
働
の
量
」
と
言
っ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
に
よ
っ
て
も
ち
ろ
ん
彼
自
身
そ
の
こ
と
ば
通
り

あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
は
幾
分
詳
細
に
こ
の
点
に
関
す
る
彼
の
論
理
展
開
を
検
討
し
て
見
て
み
よ
う
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
資
本
と
賃
労
働
と
は
、
第
一
の
過
程
に
属
す
る
商
品
の
売
買
関
係
に
お
い
て
、
「
等
価
」
に
よ
る
交
換

関
係
を
取
り
結
ぶ
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
「
等
価
」
が
た
だ
ち
に
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
を

な
す
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
に
お
け
る
彼
の
叙
述
で
は
、
な
お
こ
の
「
等
価
」

の
内
実
に
つ
い
て
彼
自
身
の
論
理
上
の
立
ち
い
っ
た
処
理
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
整
理
し
て
示
せ
ば
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な

こ
と
に
な
る
。

0 
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に
、
労
働
者
の
販
売
す
る
労
働
力
商
品
が
労
働
者
自
身
に
よ
っ
て
「
生
産
」
さ
れ
る
も
の
と
解
し
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
の
理
解

に
含
ま
れ
て
い
る
内
容
は
、
「
対
象
化
さ
れ
た
労
働
と
は
、
彼
の
〔
労
働
者
の
〕
労
働
能
力
の
存
在
の
根
拠
を
な
す
一
般
的
実
体
を
、

し
た
が
っ
て
彼
自
身
を
、
肉
体
的
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
一
般
的
実
体
を
発
達
さ
せ
て
特
殊
の
能

力
に
改
変
す
る
（
日
・
旦
嵐
日
日
の
口
）
た
め
に
必
要
な
も
の
で
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
、
こ
の
実
体
に
対
象
化
さ
れ
た
労
働
な
の
で
あ
る
」

（
Ｑ
・
ロ
・
Ｐ
の
．
Ｓ
〒
ご
←
）
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
に
は
い
り
込
む
性
格

の
も
の
が
二
つ
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
労
働
者
自
身
を
「
肉
体
的
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
」
性
格
の
も
の
で

あ
り
、
他
の
一
つ
は
労
働
を
「
特
殊
の
能
力
に
改
変
す
る
た
め
に
必
要
」
と
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
は
い

わ
ば
、
一
方
が
単
純
な
労
働
を
前
提
と
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
他
方
は
複
雑
労
働
を
前
提
と
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
言
い
え

よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
「
ノ
ー
ト
。
Ⅱ
」
を
執
筆
し
て
い
た
時
期
（
一
八
五
七
年
二
月
ご
ろ
）
で
は
、
マ
ル
ク

ス
は
こ
う
し
た
二
様
の
性
格
の
も
の
を
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
と
し
て
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
解
明
の
枠
の
な
か
に
い
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
後
述
の
よ
う
に
、
彼
は
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
と
し
て
両
者
を
同
時
的
に
処
理
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
資
本
・
賃
労
働
の
等
価
交
換
と
、
さ
き
の
単
純
な
労
働
一
般
の
抽
出
と
を
も
っ
て
、
前
者
の
「
肉
体

的
に
…
…
必
要
」
な
性
格
に
論
理
の
軸
を
絞
り
、
一
般
的
関
係
の
基
礎
を
解
明
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
彼

の
考
察
を
示
す
も
の
と
し
て
、
「
ノ
ー
ト
。
Ⅲ
」
（
一
八
五
七
年
二
月
末
か
ら
一
一
一
月
中
旬
ご
ろ
ま
で
）
中
で
は
次
の
よ
う
に
述
ぺ
ら

れ
て
い
る
．
「
労
響
の
生
命
力
に
対
象
化
さ
れ
た
労
働
時
間
ｌ
す
な
わ
ち
、
彼
の
生
命
力
の
篝
の
た
め
に
篝
な
生
霊
を
支

払
う
た
め
に
必
要
と
し
た
労
働
時
間
ｌ
以
外
に
、
漢
耀
そ
れ
以
上
の
労
働
が
彼
の
廩
擴
的
定
在
の
な
か
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
、
つ
ま
り
彼
が
一
定
の
労
働
能
力
、
特
殊
の
熟
練
を
生
み
だ
す
た
め
に
消
費
し
た
価
値
ｌ
そ
し
て
こ
の
震
は
、
類
似
の
一

定
の
熟
練
が
ど
れ
だ
け
の
生
篝
用
で
生
露
さ
れ
う
る
が
で
示
さ
れ
る
ｌ
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
わ
れ
わ
れ
に
は
関
係
が
鞍
い
，
こ
こ

｡ 



さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
「
分
け
前
」
に
た
い
す
る
量
的
変
動
の
処
理
は
、
ま
た
と
く
に
労
働
力
商
品
の
需
給
関
係
の
変
動
に
基
づ
く

口
性
格
の
も
の
を
除
外
す
る
と
い
う
処
理
は
、
や
は
り
マ
ル
ク
ス
の
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
に
お
け
る
究
極
的
な
特
徴
か
ら
生
じ
た
も

鐸
の
と
一
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
端
的
に
は
彼
は
、
量
的
変
動
を
除
外
し
た
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
を
、
労
働
者
の
「
労
働
の

炉
生
産
費
に
よ
っ
て
測
ら
れ
た
生
活
手
段
に
、
対
象
化
さ
れ
た
労
働
に
一
定
の
等
価
で
あ
る
」
（
・
・
・
・
。
．
》
ｍ
・
爵
）
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

縄
「
労
働
者
そ
の
も
の
を
生
産
す
る
の
に
要
す
る
」
と
か
、
ま
た
は
こ
う
し
た
「
労
働
の
生
産
費
」
と
か
と
い
う
表
現
上
の
問
題
は
と
も

Ｉ
 

僻
か
く
と
し
て
、
彼
が
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
の
根
本
と
し
て
い
る
も
の
は
、
「
労
働
の
生
産
費
」
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
一
定
量
の

鶴「生活手段」を前提とし、そしてその生産に投ぜられた労働量によって労働力商品の「等価」の基礎が与えられる、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
こ
の
場
合
、
一
定
量
の
生
活
手
段
の
取
り
扱
い
方
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
緒

０
 

３
 

１
局
の
と
こ
ろ
、
前
述
の
よ
う
に
、
労
働
者
自
身
を
「
肉
体
的
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
」
な
量
と
さ
れ
て
い
る
と
一
一
一
口
い
う
る
。
し
か
し
、

で
問
題
な
の
は
、
特
殊
な
複
雑
労
働
で
は
な
く
単
な
る
労
働
、
単
純
な
労
働
で
あ
る
。
」
（
ロ
・
輿
・
Ｐ
の
・
路
Ｐ
）

こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
実
質
上
、
労
働
者
の
受
け
取
る
「
分
け
前
」
の
「
大
な
り
小
な
り
」
の
識
ｌ
こ
れ
は
明
ら
か
に
賃

労
働
者
の
取
得
す
る
使
用
価
値
量
Ⅱ
生
活
手
段
量
の
変
化
を
含
む
そ
の
貨
幣
表
現
た
る
交
換
価
値
Ⅱ
富
の
変
動
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

（
２
）
 

て
い
る
ｌ
を
齋
木
・
賃
労
働
の
一
般
的
関
係
の
考
察
対
象
か
ら
除
外
し
た
わ
け
で
あ
る
．
な
お
、
こ
の
謡
に
関
連
す
る
も
の
と
し

て
、
さ
ら
に
取
り
上
げ
る
べ
き
性
格
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
労
働
力
が
商
品
と
し
て
売
買
さ
れ
る
場
合
に
生
ず
る
そ
の
商
品
と
し
て

の
需
要
お
よ
び
供
給
関
係
に
よ
る
賃
銀
変
動
に
か
か
わ
る
側
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
時
期
の
彼
の
蓄
積
論
Ⅱ
人
口
法
則
論
に
関
係
す

る
問
題
で
あ
り
、
よ
り
詳
し
く
は
の
ち
に
取
り
上
げ
、
改
た
め
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
こ
の
点
も
彼
は
基

本
的
に
は
資
本
・
賃
労
働
の
一
般
的
関
係
を
論
ず
る
範
囲
以
外
の
と
こ
ろ
で
別
に
考
察
す
る
関
係
の
も
の
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
諏
』

巴
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こ
の
点
も
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
二
つ
の
側
面
（
過
程
）
に
分
離
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
彼
の
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
と
く
に
そ
の
第

二
の
過
程
た
る
「
生
産
」
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
、
ま
た
次
の
よ
う
に
も
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
資
本
の

偉
大
な
歴
史
的
側
面
は
、
こ
の
〔
資
本
の
側
で
は
剰
余
価
値
と
し
て
現
わ
れ
、
労
働
者
の
側
で
は
彼
の
生
命
の
維
持
の
た
め
の
直
接
的

必
要
以
上
に
で
る
と
こ
ろ
の
〕
剰
余
労
働
を
、
単
な
る
使
用
価
値
、
単
な
る
生
存
と
い
う
現
地
か
ら
す
れ
ば
余
剰
の
労
働
を
、
創
造
す

る
こ
と
で
あ
る
」
（
白
・
Ｐ
Ｐ
の
・
圏
］
）
と
。

要
す
る
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
に
た
い
し
て
不
可
欠
な
要
因
を
な
す
生
活
手
段
の
瞳
を
、
労
働
者
の
「
生
命

の
維
持
の
た
め
の
直
接
的
必
要
」
と
い
う
壁
、
ま
た
は
「
単
な
る
使
用
価
値
、
単
な
る
生
存
と
い
う
見
地
」
に
お
け
る
壁
、
と
し
て
規

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
、
彼
が
資
本
・
賃
労
働
の
一
般
的
考
察
の
脆
囲
内
で
は
右
の
よ
う
な
生
活
手
段

鮭
の
「
大
な
り
小
な
り
」
の
変
勤
を
除
外
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
は
、
「
生
命

の
維
持
」
、
「
単
な
る
生
存
と
い
う
見
地
」
と
し
て
の
生
活
手
段
の
不
変
的
な
一
定
量
が
あ
ら
か
じ
め
前
提
さ
れ
、
こ
の
一
定
麓
の
生
活

手
段
の
生
産
に
投
ぜ
ら
れ
た
労
働
愈
が
労
働
の
「
生
産
費
」
と
し
て
価
値
の
実
体
を
な
す
、
と
い
う
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
と
言
い
う

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
点
は
、
生
産
過
程
を
と
お
し
て
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
生
活
手
段
の
一
定
量
自
体
が
ほ
か
な
ら
ぬ
資
本
の

生
産
過
程
の
産
物
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
生
産
過
程
の
内
部
で
は
次
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
労
働
者
の
「
生
命
力
の
維
持
に
必
要
な
生
産
物
の
支
払
い
を
す
る
の
に
要
し
た
労
働
時
間
」
（
国
・
Ｐ
Ｐ
の
・
・
圏
①
‐
圏
◎
）
と
し
て
、

つ
ま
り
「
必
要
労
働
時
間
」
と
し
て
、
で
あ
る
。

確
か
に
、
マ
ル
ク
ス
は
以
上
の
よ
う
な
考
察
を
通
じ
て
、
古
典
派
経
済
学
を
越
え
る
労
働
価
値
論
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
価
値
法
則
の

基
本
的
性
格
と
を
解
明
し
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
こ
こ
で
、
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
を
媒
介
と
し
つ
つ
、
そ
の

生
活
手
段
生
産
に
た
い
し
て
は
、
労
働
者
の
労
働
力
の
一
定
量
が
、
す
な
わ
ち
人
間
労
働
の
同
質
的
な
抽
象
的
な
一
定
量
が
役
ぜ
ら
れ
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て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
労
働
量
を
基
準
と
し
て
、
商
品
交
換
の
「
等
価
」
関
係
が
確
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
を
事
実
上
は
と
ら
え

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
産
過
程
自
体
を
対
象
に
し
た
労
働
価
値
論
、
あ
る
い
は
価
値
法
則
論
の
解
明
は
、
古
典
派
経

済
学
の
完
成
者
リ
ヵ
ー
ド
に
お
い
て
も
、
明
確
に
な
し
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
一
一
つ
の
過

程
に
分
離
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
資
本
家
的
商
品
経
済
の
内
的
構
造
の
把
握
に
向
っ
た
彼
の
「
経
済
学
批
判
」
の
方
法
は
、
か
な
り
の
程

度
に
そ
の
科
学
的
基
礎
を
示
し
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
に
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
成
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
も
の
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
に
対
す
る
不
変
的
な
生
活

手
段
の
一
定
量
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
前
提
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
彼
は
そ
れ
を
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
外
部
に
前
提
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
が
、
彼
が
そ
の
よ
う
に
な
し
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
解
が
そ
れ
に
つ
い
て
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
な
お
ま
た
、
次
の
よ
う
な
こ
と
は
実
際
的
に
も
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
必
要
労
働
の
標
準
が
異
な
っ
た
時

代
と
異
な
っ
た
国
で
ど
ん
な
に
違
お
う
と
も
、
ま
た
は
原
料
生
産
物
の
価
格
の
変
動
の
結
果
と
し
て
そ
の
比
率
が
、
あ
る
い
は
労
働
の

需
要
と
共
給
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
額
と
比
率
と
が
、
ど
ん
な
に
変
わ
ろ
う
と
も
、
な
ん
ら
か
の
与
え
ら
れ
た
時
代
に
は
、
標
準
は
固
定

し
た
も
の
と
資
本
に
よ
っ
て
み
な
さ
れ
、
ま
た
そ
う
し
た
し
の
と
し
て
資
本
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
」
（
貝
・
Ｐ
Ｐ
ｍ
・
『
ｓ
・
）

右
の
引
用
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、
「
生
命
の
維
持
」
「
単
な
る
生
存
と
い
う
見
地
」
と
し
て
の
不
変
的
な
生
活
手
段
の
一
定
量
に
つ
い
て
、

そ
の
引
用
文
の
前
で
「
労
働
者
は
つ
ね
に
た
だ
必
要
最
小
限
の
賃
銀
だ
け
を
受
け
取
る
も
の
と
想
定
す
る
」
と
言
い
換
え
な
が
ら
、
そ

（
４
）
 

の
根
拠
に
つ
い
て
一
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
彼
の
理
解
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
人
間
の
歴
史
的
過
程
一
般
に
た
い
し
て
、
「
生
存

と
い
う
見
地
」
で
の
あ
る
量
の
生
活
手
段
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
れ
を
獲
得
す
る
の
に
要
す
る
「
必
要
労
働
」
が
、
い
わ
ば
普
遍
的
に

原
則
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
る
一
定
量
の
原
則
的
な
生
活
手
段
と
、
そ
の
大
き
さ
は
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［
労
働
者
の
〕
労
働
の
生
産
力
の
増
大
は
、
そ
れ
が
彼
の
う
ち
に
対
象
化
さ
れ
た
労
働
を
補
填
す
る
た
め
の
（
使
用
価
値
の
た
め

の
、
す
な
わ
ち
生
存
の
た
め
の
）
時
間
の
短
縮
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
資
本
の
価
値
増
殖
の
た
め
の
（
交
換
価
値
の
た
め
の
）
労
働
時
間

の
延
長
と
し
て
現
わ
れ
る
。
」
（
Ｐ
Ｐ
Ｃ
・
》
の
・
隈
？
暖
】
・
）

こ
の
マ
ル
ク
ス
の
理
解
は
、
こ
う
い
う
か
た
ち
で
対
比
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
生
活
手
段
の
壁
と
そ
れ
を
穫
得

、
、
、
、

す
る
た
め
に
投
じ
た
労
働
量
と
い
う
普
遍
的
・
原
則
的
実
体
、
｝
」
れ
を
資
本
は
労
働
者
の
賃
労
働
者
化
を
通
じ
て
、
「
使
用
価
値
の
た

め
の
、
す
な
わ
ち
生
存
の
た
め
の
」
労
働
量
Ⅱ
必
要
労
働
時
間
と
し
て
自
己
の
生
産
過
程
の
う
ち
に
受
け
止
め
る
。
他
方
、
そ
の
原
則

的
必
要
労
働
部
分
を
越
え
る
労
働
時
間
部
分
、
す
な
わ
ち
剰
余
労
働
部
分
は
、
特
殊
な
形
態
規
定
に
お
け
る
「
交
換
価
値
の
た
め
の
」
労

働
時
間
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
資
本
の
生
産
過
程
の
内
部
を
構
成
す
る
必
要
労
働
と
剰
余
労
働
と
は
、
一
方
が
原
則
的
（
使

用
価
値
的
）
な
も
の
と
し
て
、
他
方
が
特
殊
的
（
交
換
価
値
）
な
も
の
と
し
て
対
比
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
応
を
可
能

に
す
る
マ
ル
ク
ス
の
論
理
展
開
は
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
彼
の
理
解
か
ら
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
マ
ル
ク
ス
が
生
活
手
段
の
量
を
取
り
だ
す
さ
い
に
、
「
単
な
る
使
用
価
値
、
単
な
る
生
存
と
い
う
見
地
」
と
い
う
表
現

を
用
い
た
の
は
、
右
の
よ
う
な
理
解
を
基
礎
に
し
て
い
た
か
ら
だ
、
と
言
い
う
る
。
つ
ま
り
「
単
な
る
使
用
価
値
」
と
は
、
一
定
量
の

生
活
資
料
に
対
す
る
普
遍
的
・
原
則
的
性
格
に
つ
い
て
の
彼
の
表
現
形
式
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
た
と
え
ば
、
こ
う
い
う
か

た
ち
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

と
も
か
く
と
し
て
、
そ
れ
の
穫
得
に
要
す
る
「
必
要
労
働
」
量
と
が
一
体
化
し
て
い
る
関
係
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
資
本
が
「
固
定
し

た
」
標
準
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
必
要
労
働
」
は
、
資
本
の
生
産
過
程
の
内
部
に
お
い
て
、
い
ぜ
ん

と
し
て
「
必
要
労
働
時
間
」
部
分
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
と
く
に
、
そ
の
た
め
に
別
の
事
柄
が
生
じ
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
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「
労
働
が
資
本
へ
合
体
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
は
生
産
過
程
に
な
る
。
た
だ
し
、
さ
し
あ
た
り
は
物
質
的
生
産
過
程
、
生
産
過

程
一
般
に
な
り
、
そ
の
結
果
資
本
の
生
産
過
程
は
物
質
的
生
産
過
程
一
般
と
区
別
さ
れ
な
く
な
る
。
資
本
の
形
態
規
定
は
、
ま
っ
た
く

消
失
す
る
。
資
本
が
そ
の
対
象
的
定
在
の
一
部
を
労
働
と
交
換
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
象
的
定
在
そ
の
も
の
は
対
象
と
労
働
と

し
て
の
自
分
に
解
消
さ
れ
、
こ
の
両
者
の
関
連
が
生
産
過
程
を
、
ま
た
は
い
っ
そ
う
厳
密
に
は
労
働
過
程
を
形
成
す
る
。
こ
う
し
て
価

値
に
さ
き
だ
っ
て
出
発
点
と
し
て
定
立
さ
れ
た
労
臘
過
程
ｌ
こ
れ
は
そ
の
抽
琵
請
旗
実
体
性
の
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
生
摩
形

態
に
ひ
と
し
く
園
有
で
あ
る
ｌ
は
、
み
た
た
び
資
本
の
内
部
に
あ
っ
て
、
資
本
の
素
材
の
内
繍
で
進
行
し
、
そ
の
内
容
を
構
成
す
る

一
つ
の
過
程
と
し
て
現
れ
る
。
」
（
負
・
Ｐ
○
・
・
ｍ
・
画
冒
１
画
届
．
）

マ
ル
ク
ス
の
把
握
か
ら
す
れ
ば
、
労
働
力
の
商
品
化
は
、
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
の
根
拠
を
な
し
て
い
る
普
遍
的
。
原
則
的
実
体

を
資
本
が
包
摂
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
社
会
に
共
通
す
る
、
そ
う
い
う
も

の
と
し
て
の
社
会
的
な
経
済
的
実
体
を
取
り
こ
む
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
こ
こ
で
、
そ
れ
を
、
「
あ
ら

ゆ
る
生
産
形
態
に
ひ
と
し
く
固
有
」
な
性
格
の
も
の
と
し
て
の
「
物
質
的
生
産
過
程
、
生
産
過
程
一
般
」
、
つ
ま
り
は
「
労
働
過
程
」

と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
、
首
尾
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
こ
の
側
面
に
限
れ
ば
、
労
働
過
程
を
交
換
過
程

と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
共
通
す
る
経
済
的
実
体
を
商
品
経
済
的
関
係
に
お
け
る
も
の
と
し
て
把
握
し
た
Ａ
・
ス
ミ
ス

の
経
済
学
の
限
界
を
越
え
た
性
格
を
、
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
労
働
過
程
を
商
品
経
済
的
に
把
握
し
、
資
本
家
社
会
を

超
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
絶
対
視
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
ス
ミ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
リ
ヵ
ー
ド
を
含
め
古
典
派
経
済
学
に
共
通
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
二
つ
の
過
程
に
分
離
し
、
資
本
の
生
産
過
程
の
独
自
性
を
解
明
し
た
マ
ル
ク
ス

の
方
法
は
、
彼
ら
の
経
済
学
の
限
界
を
克
服
す
る
こ
と
に
ひ
と
ま
ず
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
う
と
は
言
え
、
右
の
よ
う
な
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
の
根
拠
に
か
か
わ
る
彼
の
把
握
は
、
必
ず
し
も
資
本
家
的
商
品
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経
済
に
お
け
る
価
値
法
則
的
一
元
化
の
性
格
を
完
全
に
と
ら
え
き
っ
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
で
に
考
察
し
た
こ
と
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
に
関
す
る
理
解
は
、
あ
る
量
の
生
活
手
段
と
そ
れ
を
狸
得
す
る
の
に
要
す

る
労
働
量
と
が
一
体
化
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
を
普
遍
的
な
経
済
的
原
則
と
す
る
関
係
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼

の
こ
の
よ
う
葱
理
解
は
、
案
の
生
憲
穏
を
、
原
則
的
な
も
の
と
特
殊
歴
史
的
較
も
の
と
の
対
立
ｌ
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
「
使
用

価
値
」
の
た
め
の
労
働
時
間
と
「
交
換
価
値
」
の
た
め
の
労
働
時
間
と
の
対
立
－
－
関
係
に
お
け
る
も
の
と
規
定
す
る
傾
向
に
陥
る
こ

（
５
）
 

と
に
な
り
、
い
わ
ば
内
的
統
一
の
必
然
性
を
失
っ
た
二
一
元
論
的
解
明
に
な
る
危
険
を
伴
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
彼
の
資
本
・
賃

労
働
関
係
の
把
握
で
は
、
商
品
の
価
値
の
実
体
が
労
働
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
商
品
の
価
値
は
投
下
労
働
量
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
総
じ
て
、
資
本
家
的
商
品
経
済
に
お
い
て
、
諸
商
品
の
価
値
関
係
が
、
そ
れ
ら
の
商
品
の
生
産
に
役
ぜ
ら
れ
た

労
働
戯
を
基
準
に
す
る
と
い
う
統
一
的
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
を
必
ず
し
も
必
然
化
し
え
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

確
か
に
、
マ
ル
ク
ス
は
他
面
で
は
、
資
本
の
生
産
過
程
を
た
だ
原
則
的
関
係
の
も
の
と
特
殊
歴
史
的
関
係
の
も
の
と
の
対
立
と
し
て

把
握
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
両
者
を
必
要
労
働
時
間
と
剰
余
労
働
時
間
に
帰
着
す
る
も
の
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
場
合
に
も
、
彼
に
は
、
そ
の
両
者
が
と
も
に
生
産
さ
れ
た
生
産
物
Ⅱ
商
品
の
「
価
値
」
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
の
、
し
た
が
っ
て
、

彼
が
原
則
的
な
し
の
と
し
、
「
必
要
労
働
時
間
」
に
な
る
と
し
た
も
の
は
、
盗
本
家
的
生
産
の
も
と
で
は
、
資
本
の
生
産
物
た
る
商
品

の
生
産
と
し
て
、
直
接
、
労
働
者
の
労
働
の
投
下
に
よ
る
価
値
の
形
成
過
程
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
秋
極
的
論
証
が
展
開
さ
れ
て
い
な

い
の
で
韓
琴
。
こ
の
点
に
関
す
る
彼
の
考
察
は
、
結
局
、
資
本
の
生
産
過
程
の
外
部
に
あ
ら
か
じ
め
前
提
さ
れ
た
ま
ま
に
終
っ
て
し
ま

う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
た
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
彼
が
労
働
生
産
力
の
増
大
Ⅲ
生
産
さ

れ
る
生
活
手
段
鐘
の
増
加
に
よ
る
剰
余
価
値
の
増
大
を
考
察
す
る
さ
い
に
言
及
し
て
い
る
次
の
よ
う
な
説
明
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

「
使
用
価
値
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
面
の
関
係
で
は
、
さ
し
あ
た
り
ま
だ
労
働
者
が
労
働
者
と
し
て
生
き
て
ゆ
く
た
め
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に
消
費
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
貨
幣
の
媒
介
に
よ
っ
て
、
彼
が
、
彼
の
生
き
て
い
る
労
働
能
力
に
対
象
化
さ
れ
た
労
働
を
交
換
す
る
生

活
手
段
の
定
量
だ
け
で
あ
る
。
」
（
員
・
ロ
・
Ｐ
の
．
》
腿
①
．
）

必
要
労
働
部
分
の
短
縮
に
よ
る
剰
余
労
働
部
分
の
増
大
を
取
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
以
上
、
問
題
に
な
る
使
用
価
値
の
性
格
は
労
働
者

の
消
費
物
と
し
て
の
生
活
手
段
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
の
「
定
量
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
言
い
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
マ
ル
ク
ス

は
こ
の
説
明
で
、
そ
の
生
活
手
段
を
生
産
過
程
の
側
に
入
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
役
ぜ
ら
れ
る
労
働
麓
に
つ
い
て
は
「
彼
の
生
き
た
労

働
能
力
に
対
象
化
さ
れ
た
労
働
」
と
し
て
、
生
産
過
程
の
外
部
に
前
提
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
も
と
で
は
労
働

者
の
受
け
取
る
生
活
手
段
が
資
本
の
生
産
物
と
し
て
資
本
家
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
生
活
手
段
と
そ
れ
を
極
得
す

る
の
に
要
す
る
労
働
量
と
い
う
原
則
的
関
係
の
分
離
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
分
離
の
統
一
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
だ
と
言
え

よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
論
理
で
は
、
資
本
の
生
産
物
と
し
て
の
生
活
資
料
と
賃
労
働
と
の
関
係
と
い
う
点
に
絞
る
と
、
実

は
、
労
働
者
が
販
売
す
る
商
品
と
し
て
の
労
働
力
は
、
そ
れ
自
体
で
す
で
に
一
定
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
彼
の
理
論
展
開
が
、
右
の
理
解
を
軸
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

、
、
、
、

「
そ
れ
ゆ
え
、
資
本
と
の
交
換
の
過
程
で
そ
の
実
現
の
行
な
わ
れ
る
労
働
の
交
換
価
値
は
、
前
提
さ
れ
、
前
も
っ
て
規
定
さ
れ
て
い

て
、
た
だ
、
単
に
ど
れ
も
観
念
的
に
定
立
さ
れ
た
価
格
が
そ
の
実
現
を
通
じ
て
受
け
取
る
形
態
上
の
変
容
を
こ
う
む
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
労
働
の
交
換
価
値
は
、
労
働
の
使
用
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
労
働
者
自
身
に
と
っ
て
は
、
労
働
は
、
た

だ
、
そ
れ
が
交
換
価
値
で
あ
り
、
交
換
価
値
を
生
産
し
な
い
か
ぎ
り
で
だ
け
使
用
価
値
を
も
つ
。
資
本
に
と
っ
て
は
、
労
働
は
、
た
だ
使

用
価
値
で
あ
る
か
ぎ
り
で
だ
け
、
交
換
価
値
を
も
つ
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
は
労
働
を
単
純
な
、
前
も
っ
て
規
定
さ
れ
た
、
過

去
の
過
程
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
交
換
農
と
し
て
交
換
す
る
ｌ
彼
は
労
働
そ
れ
自
体
違
対
象
化
さ
れ
た
労
働
と
し
て
交
換
す
る
．

つ
ま
り
そ
れ
が
す
で
に
一
定
量
の
労
働
を
対
象
化
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
等
価
物
が
す
で
に
測
ら
れ
た
も
の
、
与
え
ら
れ
た
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も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
そ
う
す
る
ｌ
・
」
（
：
Ｐ
…
」

「
労
働
の
交
換
価
値
」
が
「
前
提
」
さ
れ
て
お
り
、
「
前
も
っ
て
規
定
さ
れ
て
」
い
る
以
上
、
必
然
的
に
犠
本
・
賃
労
働
間
の
商
品

売
買
関
係
は
、
い
わ
ば
直
接
的
な
等
価
交
換
関
係
に
立
脚
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
が
第

一
の
過
程
に
属
す
る
も
の
と
し
た
そ
の
関
係
に
対
す
る
理
解
の
根
拠
は
こ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

の
マ
ル
ク
ス
の
資
本
。
賃
労
働
関
係
の
把
握
は
、
右
の
説
明
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
種
の
循
環
論
法
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
と
い
う

の
は
、
一
方
で
は
、
第
一
の
交
換
の
過
程
で
は
労
働
力
商
品
の
価
値
は
「
前
提
」
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
ま
た
「
前
も
っ
て
規
定
さ
れ

て
」
い
て
、
こ
の
労
働
力
商
品
と
交
換
さ
れ
る
資
本
の
生
産
物
た
る
一
定
量
の
生
活
手
段
の
等
価
物
と
し
て
の
価
値
の
根
拠
は
、
「
過

去
の
過
程
」
（
過
去
の
生
産
過
程
）
で
そ
れ
に
「
対
象
化
さ
れ
た
労
働
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
方
で
は
、
生

活
手
段
の
一
定
量
に
対
象
化
さ
れ
た
労
働
が
、
労
働
力
商
品
の
価
値
と
等
価
で
あ
り
う
る
の
は
、
今
度
は
逆
に
、
前
提
さ
れ
て
い
る
一

定
不
変
の
生
活
資
料
と
そ
れ
の
生
産
に
役
ぜ
ら
れ
た
労
働
量
が
労
働
力
商
品
の
価
値
と
し
て
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
の
ち
に
、
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
に
お
い
て
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
交
換
価
値
の

規
定
に
「
動
揺
」
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
結
局
、
ス
ミ
ス
の
規
定
は
、
「
価
値
が
価
値
の
度
鐵
標
準
お
よ
び
説
明
理
由
に
さ
れ
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
『
悪
循
環
』
で
あ
る
」
（
三
冬
ミ
ミ
・
ョ
の
『
岸
の
》
田
・
Ｐ
？
］
》
の
・
直
上
⑬
）
と
批
判
す
る
。
あ
と
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
で

の
彼
の
ス
ミ
ス
に
対
す
る
取
り
扱
い
方
自
体
に
も
問
題
が
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
彼
の
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で

の
彼
の
論
証
方
法
自
身
に
古
典
派
経
済
学
を
十
分
克
服
し
え
て
い
な
い
面
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
が
、
右
の
よ
う
な
一
種
の
循
環
論
法
に
陥
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
商
品
経
済
が
表
わ
す
等
価
交
換
と
い
う
原
則
的
関
係

を
、
や
は
り
同
じ
商
品
経
済
的
関
係
と
し
て
結
ば
れ
て
い
る
資
本
・
賃
労
働
関
係
に
直
ち
に
関
連
づ
け
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
彼
は
そ
の
場
合
労
働
力
商
品
の
価
値
が
、
他
の
一
般
商
品
と
ま
っ
た
く
同
じ
に
そ
の
価
値
規
定
を
与
え
う
る
も
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の
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
労
働
者
が
受
け
取
る
生
活
手
段
の
一
定
壁
に
投
ぜ
ら
れ
た
労
働
盤
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
と

理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
さ
い
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る
歴
史
社
会
に
共
通
す
る
生
活
資
料
と
人
間
の
労

働
に
関
す
る
経
済
原
則
的
な
物
質
代
謝
過
程
（
マ
ル
ク
ス
の
言
う
労
働
過
程
）
を
取
り
だ
し
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
、
生
活
資
料
と
そ

れ
を
極
得
す
る
人
間
の
労
働
と
の
特
殊
な
関
係
が
、
つ
ま
り
、
資
本
と
賃
労
働
と
い
う
特
殊
な
関
係
が
、
人
間
労
働
を
価
値
と
し
て
規

定
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
そ
の
生
活
手
段
と
労
働
と
の
分
離
と
い
う
か
た
ち
で
現
わ
れ
る
資
本
・
賃
労
働
関
係
を

統
一
す
る
労
働
力
商
品
の
売
買
関
係
を
、
し
た
が
っ
て
等
価
を
原
則
と
す
る
商
品
経
済
的
関
係
と
し
て
の
そ
れ
を
、
普
遍
的
な
経
済
原

則
と
し
て
の
生
活
資
料
と
人
間
労
働
と
の
関
係
の
資
本
家
的
統
一
と
し
て
理
解
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
彼
に
お
い
て
は
、
生
活
資
料

と
そ
れ
を
極
得
す
る
労
働
瞳
と
の
関
係
は
、
等
価
交
換
と
し
て
の
商
品
交
換
関
係
Ⅱ
資
本
と
労
働
と
の
交
換
関
係
で
直
ち
に
処
理
さ
れ

て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
等
価
を
原
則
と
す
る
商
品
交
換
関
係
で
等
労
働
量
交
換
を
論
ず
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
た
め
に
彼
は
、
投
下
労
働
量
に
よ
る
商
品
の
価
値
規
定
と
い
う
労
働
価
値
論
の
論
証
に
関
す
る
理
論
展
開
を
、
資
本
の
生
産

過
程
の
内
部
で
秋
極
的
に
示
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
資
本
と
賃
労
働
と
の
関
係
が
商
品
形
態
を
通
じ
て
結
合
さ
れ
て
い
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
共
通
す
る
経
済
原
則
と
し
て
の
労
働
・
生
産
過
程
が
特
殊
な
形
態
で
処
理
さ
れ
て
い

る
こ
と
の
意
味
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
解
明
に
お
い
て
そ
の
点
に
着
目
し
て
、
「
形
態
規
定
」

と
し
た
こ
と
は
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
し
か
し
、
そ
の
「
形
態
規
定
」
が
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
通
じ
て
価
値
法

則
的
に
自
己
を
統
一
し
て
い
る
資
本
家
的
生
産
に
お
け
る
実
質
的
「
統
一
」
と
直
接
解
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
労
働
力
の
商
品
化
に
よ

っ
て
、
労
働
・
生
産
過
程
を
資
本
の
生
産
過
程
と
し
て
遂
行
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
価
値
法
則
的
規
制
の
根
拠
が
「
生
産
」
に
で
は
な

く
、
「
交
換
」
に
お
い
て
説
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
は
、
資
本
の
生
産
物
と
し
て
の
「
生
活
手
段
」
と
労
働

力
と
の
等
価
交
換
に
よ
る
「
統
三
、
つ
ま
り
「
交
換
価
値
相
互
間
」
の
交
換
関
係
と
な
り
、
ス
ミ
ス
的
な
「
価
値
が
価
値
の
度
量
標
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準
」
と
さ
れ
る
把
握
を
克
服
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
「
使
用
価
値
の
た
め
の
、
生
存
の
た
め
の
」
ま
た
は
「
生
存
の
見
地
」
と
し
て
の
一
定
不
変
の
生
活
手
段
の
錘
と
そ
れ

の
生
産
に
投
ぜ
ら
れ
る
労
働
量
と
を
前
提
と
す
る
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
、
お
よ
び
、
そ
の
生
活
手
段
と
労
働
と
の
資
本
家
的
統
一

と
し
て
の
「
等
価
Ⅱ
等
労
働
堂
」
交
換
、
こ
こ
に
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
性
格
づ
け
た
二
つ
の
過
程
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
統
一
的

把
握
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
ま
た
、
右
の
理
解
が
基
礎
と
な
っ
て
、
単
純
な
流
通
で
の
労
働
力
商
品
を
含
む
「
さ
ま

ざ
ま
の
商
品
」
の
等
価
交
換
が
説
か
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
と
も
言
い
う
る
。
す
な
わ
ち
、
「
グ
ル
ン
ト
リ
ヅ
セ
」
に
お
け
る
マ

ル
ク
ス
の
労
働
価
値
論
の
取
り
あ
つ
か
い
方
は
、
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
生
活
手
段
の
一
定
蛍
と
そ
れ
を
極

得
す
る
た
め
の
労
働
と
の
一
体
化
さ
れ
た
普
遍
的
・
原
則
的
関
係
の
資
本
家
社
会
で
の
分
裂
が
、
資
本
と
労
働
と
の
商
品
交
換
関
係
に

お
い
て
統
一
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
瞳
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
そ
れ
と
同
じ
形
態
に
お
け
る
商
品
交
換
は
、
右
の
労
働

価
値
論
の
把
握
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
、
そ
れ
は
「
媒
介
」
の
形
態
で
あ
り

な
が
ら
、
等
価
Ⅱ
等
労
働
量
交
換
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
資
本
家
的
商
品
経
済
の
統
一
的
性
格
、
つ
ま
り
価
値
法
則
的
自
己
規
制
の
性
格
に
対
す
る
把

握
は
、
そ
れ
が
交
換
の
側
面
で
説
か
れ
て
い
る
以
上
、
「
生
産
」
自
体
と
真
に
統
一
し
て
解
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
障
害
を
生
じ
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
す
で
に
彼
が
資
本
の
生
産
過
程
を
原
則
的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
の
対
立
と
し
て
、
そ
れ
ゆ

え
も
っ
ぱ
ら
、
そ
れ
を
剰
余
価
値
の
生
産
と
し
て
説
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
理
論
展
開

の
性
格
は
、
結
局
、
「
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
」
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
取
得
法
則
の
転
回
」
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
わ
け

で
あ
る
が
、
資
本
の
生
産
過
程
を
資
本
に
よ
る
「
他
人
の
労
働
の
取
得
」
の
過
程
と
し
て
特
徴
づ
け
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単

純
な
流
通
で
の
等
労
働
量
交
換
に
「
自
己
の
労
働
の
生
産
物
の
私
的
所
有
」
を
想
定
し
つ
つ
、
両
者
の
対
立
と
後
者
の
前
者
へ
の
「
輯
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回
」
を
説
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
時
期
の
マ
ル
ク
ス
の
労
働
価
値
論
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
見
落
す
わ
け

に
し
か
な
い
こ
う
し
た
「
転
回
」
論
に
つ
い
て
、
以
下
に
お
い
て
彼
の
論
旨
を
追
い
つ
つ
若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

（
１
）
す
で
に
、
『
賃
労
働
と
資
本
』
を
検
討
し
た
さ
い
若
干
言
及
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
「
労
働
〔
カ
ビ
概
念
は
「
労
働
力
」
と

い
う
表
現
に
極
き
替
え
う
る
ほ
ど
に
は
十
分
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
で
の
彼
の
理
解
を
そ
れ

と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で
の
彼
の
指
摘
は
や
は
り
相
当
な
進
展
を
み
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
場
合
の
彼
の
労
働
力
把
握
も
必

ず
し
も
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
後
述
の
よ
う
な
奇
妙
な
理
解
を
残
し
て
い
る
。
し
か
も
、
の
ち
の
論
点
と
し
て
問
題
に
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、

「
経
済
学
批
判
」
と
し
て
の
彼
の
体
系
を
特
徴
づ
け
て
い
る
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
二
つ
の
側
面
に
分
離
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
視
角
は
、
こ
こ

で
は
ま
だ
そ
の
分
離
と
と
も
に
独
自
の
対
象
と
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
共
通
な
社
会
的
実
体
た
る
労
働
生
産
過
程
の
位
湿
づ
け
の

明
確
化
と
い
う
点
に
、
問
題
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
以
上
、
労
働
力
の
商
品
化
に
、
と
く
に
古
典
派
経
済
学
と
の

関
連
で
の
労
鋤
把
握
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
そ
れ
に
、
不
明
砿
な
点
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
こ
う
し
た
理
解
は
、
マ
ル
ク
ス
が
次
の
よ
う
に
も
述
ぺ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
労
賃
が
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
商
品

と
同
じ
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
労
働
者
そ
の
も
の
を
生
産
す
る
の
に
必
要
な
労
働
時
間
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

の
こ
れ
以
上
の
説
明
は
、
ま
だ
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
」
（
ｇ
買
員
司
働
回
・
の
．
Ｈ
農
）
と
。
ま
た
周
知
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
『
グ
ン
ト
リ

ッ
セ
』
執
筆
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
経
済
学
批
判
」
体
系
の
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、
彼
の
経
済
学
の
体
系
構
成
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
プ
ラ
ン
か
ら
見
て
も
、
一
八
五
七
年
末
の
時
期
に
は
、
彼
の
賃
労
働
の
扱
い
方
も
、
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
執
筆
当
初
と
は
次
第
に
異
な
る
も

の
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
五
七
年
八
月
末
か
ら
九
月
中
旬
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
ノ
ー
ト
。
Ｍ
」
の

「
序
説
」
で
は
、
五
分
割
プ
ラ
ン
が
示
さ
れ
、
そ
の
②
に
お
い
て
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
内
的
編
成
を
な
し
て
い
る
基
本
的
な
諸
階
級
。
資
本
、

賃
労
働
、
土
地
所
有
」
（
Ｓ
・
ロ
・
Ｐ
の
鵠
）
と
し
て
、
「
賃
労
働
」
が
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
内
的
編
成
」
の
う
ち
に
説
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
前
述
の
「
ノ
ー
ト
。
Ⅱ
」
の
作
成
時
期
で
は
、
い
ら
お
う
１
１
Ⅵ
に
わ
た
る
項
目
に
よ
る
プ
ラ
ン
を
番
き
、
そ
の
Ⅵ
の
な
か
で
、

「
賃
労
働
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
ぺ
き
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
プ
ラ
ン
よ
り
一
○
・
ヘ
ー
ジ
ほ
ど
の
ち
に
作
成
さ
れ
た
プ
ラ
ン
で
は
、
姿

本
の
Ｉ
、
一
般
性
、
の
な
か
で
「
賃
労
働
」
と
い
う
表
現
で
は
な
く
、
「
（
他
人
の
労
働
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
）
資
本
と
労
働
」
（
Ｐ
Ｒ
．
。
．
》
②
．
】

器
）
と
さ
れ
て
い
て
、
生
産
過
程
の
分
析
が
「
内
的
編
成
」
の
分
析
と
い
う
よ
り
は
、
「
喪
本
の
生
産
過
程
」
の
分
析
と
い
う
内
容
に
い
っ
そ
う
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明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
対
応
し
て
、
「
賃
労
働
」
分
析
は
、
む
し
ろ
そ
れ
自
体
を
対
象
と
し
た
別
の
項
目
に
移
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
過
を
へ
た
の
ち
に
、
プ
ラ
ン
は
周
知
の
六
分
割
プ
ラ
ン
へ
と
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
変
更
の
基

礎
の
一
つ
に
は
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
に
た
い
す
る
理
解
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
『
グ
ル
ン

ト
リ
ッ
セ
』
を
中
心
と
す
る
「
経
済
学
批
判
」
体
系
の
プ
ラ
ン
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
時
永
淑
「
資
本
論
の
成
立
過
程
」
川
（
『
経
済
志
林
』
、
第

四
○
巻
、
第
二
号
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
先
述
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
「
大
な
り
小
な
り
」
の
賃
銀
変
動
に
関
す
る
考
察
は
、
「
賃
労
働
」
と
い
う
独
自
の
項
目
の
も
と
に
行
な
う

こ
と
と
し
た
。
こ
こ
で
の
労
働
力
商
品
に
た
い
す
る
需
要
・
供
給
関
係
に
よ
っ
て
生
ず
る
賃
銀
変
動
も
や
は
り
、
「
労
働
の
需
要
と
供
給
の
結
果

と
し
て
、
そ
の
〔
必
要
労
働
の
〕
額
と
比
率
が
い
か
に
変
わ
ろ
う
と
も
…
…
こ
れ
ら
の
変
化
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
す
ぺ
て
賃
労
働
を

扱
う
章
に
風
す
る
」
（
ロ
・
口
・
Ｐ
の
．
『
ｇ
）
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
彼
は
原
則
的
に
は
こ
の
点
に
関
す
る
「
大
な
り
小
な
り
」
の
賃
銀
の
戯
的

変
動
を
資
本
・
賃
労
働
の
一
般
的
関
係
の
考
察
か
ら
除
外
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
の
ち
に
若
干
の
検
討
を
行
な
う
さ
い
に
改
た
め
て
言
及

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
彼
の
人
口
法
則
論
で
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
彼
が
こ
の
側
面
で
の
変
動
を
一
般
的
関
係
の
考
察
範
囲
か
ら
ま

っ
た
く
除
外
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
４
）
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
に
閲
し
て
、
当
初
か
ら
「
資
本
に
よ
っ
て
み
な
さ
れ
」
た
も
の
と
し
て
の
「
固
定
」
し
た
生
活
手

段
の
一
定
戯
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
規
定
の
実
質
的
規
定
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
身
す
で
に
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
と
も
か
く
、
彼
は
、
「
資
本
に
よ
っ
て
み
な
さ
れ
」
「
取
り
扱
わ
れ
る
」
と
こ
ろ
の
そ
の
「
標
準
」
に
つ
い
て
、
と
く
に
領
極
的
に
輪
じ
て
は
い

な
い
。
問
題
は
、
な
ぜ
労
働
者
が
つ
ね
に
「
必
要
最
小
限
」
に
す
ぎ
な
い
賃
銀
だ
け
を
受
け
取
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、

資
本
が
そ
れ
を
ど
う
し
て
「
固
定
」
し
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
理
総
的
処
理
は
、
あ
く
ま
で
も
「
生
存
の
見
地
」
と

し
て
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
本
文
で
考
察
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
、
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
が
根

本
的
に
は
労
働
者
の
受
け
取
る
生
活
手
段
に
投
ぜ
ら
れ
た
労
働
趣
に
よ
っ
て
、
だ
か
ら
商
品
と
し
て
の
生
活
手
段
の
価
値
規
定
を
通
じ
て
与
え
ら

れ
る
、
と
い
う
こ
と
と
、
労
働
者
が
資
本
と
の
関
係
で
、
趾
的
に
ど
れ
だ
け
の
生
活
手
段
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
と
を
い

ま
だ
明
確
に
し
て
い
な
い
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
と
く
に
彼
の
人
口
法
則
論
と
の
関
係
で
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
は
改
た

め
て
マ
ル
ク
ス
の
理
解
に
即
し
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（
５
）
こ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
の
理
解
が
、
彼
の
言
う
「
物
質
的
生
産
過
程
、
生
産
過
程
一
般
」
を
あ
ら
ゆ
る
社
会
形
態
に
共
通
な
労
働
生
産
過
程
と

し
て
説
く
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
労
働
生
産
過
程
が
資
本
の
生
産
過
程
と
し
て
は
価
値
形
成
増
殖
過
程
と
し

て
行
な
わ
れ
る
と
い
う
点
に
関
す
る
論
証
を
も
不
十
分
な
も
の
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
労
働
に
よ
る
商
品
価
値
の
形
成
過
程
を
論
ず

る
、
し
た
が
っ
て
資
本
の
生
産
過
程
で
ま
ず
「
必
要
労
働
時
間
」
に
帰
着
す
る
投
下
労
働
量
に
よ
る
商
品
価
値
の
形
成
を
論
ず
る
価
値
形
成
過
程

の
解
明
を
不
十
分
な
も
の
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
彼
は
ほ
ぼ
右
の
よ
う
な
範
囲
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
で
次
の
よ
う
な
説

明
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
…
…
生
産
過
程
の
結
果
と
し
て
の
資
本
の
価
値
は
、
生
産
過
程
の
前
提
と
し
て
の
資
本
の
価
値
が
価
値
で
あ
っ
た
そ
の
価
値
と
同
一
で
あ
る
。

そ
の
価
値
は
生
産
過
程
の
あ
い
だ
は
、
た
ん
に
始
め
に
も
ち
、
終
り
に
結
果
と
し
て
ふ
た
た
び
も
つ
と
こ
ろ
の
単
純
性
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
だ
け

で
は
な
く
、
労
働
の
価
値
（
労
賃
）
、
労
働
用
具
の
価
値
、
お
よ
び
原
料
の
価
値
と
し
て
さ
し
あ
た
り
ま
っ
た
く
無
差
別
な
趣
的
構
成
要
素
に
分

解
し
て
い
る
。
・
・
・
…
そ
の
あ
る
数
の
諸
価
値
は
生
産
物
で
は
ふ
た
た
び
そ
の
単
純
性
に
合
一
す
る
が
…
…
し
か
し
合
計
額
は
始
め
の
単
一
性
に
イ

コ
ー
ル
で
あ
る
。
価
値
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
瞳
的
分
割
以
外
に
、
各
価
値
趾
間
の
関
連
で
そ
れ
以
上
の
区
別
は
ま
っ
た
く
な
に
も
含

ま
れ
て
い
な
い
。
」
（
ロ
・
口
・
Ｐ
の
．
圏
○
－
侭
】
・
）

こ
こ
で
は
、
「
労
働
用
具
」
や
「
原
料
」
な
ど
の
価
値
と
並
ん
で
「
労
働
の
価
値
」
も
生
産
過
程
の
終
り
で
資
本
の
価
値
と
し
て
復
帰
す
る
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
価
値
を
そ
こ
へ
「
移
砿
」
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
の
ど
と
く
説
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
労
働
が
価
値
形
成
と
し
て

作
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
理
解
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
な
彼
の
「
生
存
の
見
地
」
と
し
て
の
「
原
則
的
」

性
格
に
基
づ
く
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
が
生
産
過
程
で
の
「
労
働
の
価
値
」
の
右
の
よ
う
な
理
解
を
生
じ
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
先

述
の
よ
う
に
、
彼
に
は
「
特
殊
な
能
力
」
を
も
つ
労
剛
力
商
品
の
価
値
規
定
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
斯
情
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し

た
理
解
が
ま
た
、
独
自
な
労
働
力
商
品
の
価
値
の
「
移
転
」
と
い
う
よ
う
な
理
解
を
彼
に
生
ぜ
さ
せ
る
よ
う
影
響
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
す
で
に
鎌
倉
孝
夫
教
授
に
よ
っ
て
、
「
価
値
形
成
過
程
が
、
た
ん
な
る
価
値
移
転
過
程
と
解
さ
れ
る
傾
向
を
免
れ
え

な
か
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
鎌
倉
孝
夫
『
資
本
総
体
系
の
方
法
』
、
日
本
評
総
社
、
二
九
二
’
二
九
一
一
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

（
６
）
「
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
と
資
本
と
の
交
換
の
第
一
段
階
に
つ
い
て
の
分
析
の
結
果
を
、
『
そ
れ
自
体
価
値
と
し
て
で
は
な
く
価
値
の
生
き
た
源

、
、

、

、

泉
と
し
て
の
労
働
』
、
と
い
う
よ
う
に
要
約
し
た
。
第
二
段
階
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
マ
ル
ク
ス
を
剰
余
価
値
の
分
析
へ
と
導
い
て
い
っ
た
」
（
プ

ィ
ゴ
ッ
キ
ー
、
宮
岡
裕
訳
『
資
本
論
の
生
誕
』
、
新
読
書
社
、
一
九
六
七
年
、
九
四
ペ
ー
ジ
）
。
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す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
が
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
の
か
な
り
の
箇
所
で
く
り
繰
し
言
及
し
て
い

る
取
得
法
則
の
転
回
論
は
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
二
つ
の
過
程
に
分
離
し
、
そ
の
第
一
の
過
程
を
表
面
的
な
平
等
性
、
第
二
の
過
程

を
実
質
的
な
不
平
等
性
、
つ
ま
り
資
本
に
よ
る
「
他
人
の
労
働
の
取
得
」
と
し
て
と
ら
え
主
と
し
て
こ
の
後
者
の
分
折
に
力
点
を
極
い

『
賃
労
働
と
資
本
』
二
八
四
九
年
）
に
お
い
て
す
で
に
マ
ル
ク
ス
は
彊
本
主
義
社
会
に
お
け
る
基
軸
的
生
産
関
係
の
解
明
を
通
じ
て
剰
余
価

値
法
則
の
核
心
に
到
達
し
て
い
た
が
、
…
…
今
や
論
理
的
に
順
序
だ
て
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
八
五
七
－
五
八
年
の
こ
の
ノ
ー
ト

ｑ
グ
ル
ン
ト
リ
ヅ
セ
』
、
ノ
ー
ト
Ⅱ
ｌ
Ⅶ
、
引
用
者
〕
の
中
で
は
じ
め
て
、
剰
余
価
値
法
則
が
資
本
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
と
し
て
十
分
な
解

明
を
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」
（
杉
原
四
郎
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
形
成
』
、
未
来
社
、
一
九
六
四
年
、
一
一
一
一
○
ペ
ー
ジ
。
）

資
本
の
生
産
過
程
を
価
値
増
殖
過
程
に
絞
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
に
対
す
る
理
解
は
間
違
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
自
体
に
つ
い
て
だ
け
み
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
古
典
派
経
済
学
の
明
ら
か
に
し
え
な
か
っ
た
資
本
の
生
産
過
程

の
特
質
の
分
析
を
そ
れ
に
よ
っ
て
進
め
え
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
場
合
に
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
資
本
の
生
産
過
程
を
規
定
し
た
た

め
、
喪
本
家
的
商
品
経
済
が
そ
れ
自
身
で
自
立
し
た
自
己
統
一
的
法
則
運
動
の
う
ち
に
み
ず
か
ら
を
処
理
す
る
と
い
う
性
格
を
十
分
に
把
握
し
て

い
な
い
面
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
盗
本
の
生
産
過
程
把
握
に
、
原
則
的
な
も
の
に
対
立
す
る
特
殊
的
な
性
格
と
い
う
処
理
が
み
ら
れ
る

の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
資
本
の
生
産
過
程
自
体
を
こ
の
よ
う
な
二
元
的
な
性
格
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
理
騎
上
の
欠

陥
は
後
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
な
お
、
先
の
杉
原
教
授
が
「
剰
余
価
値
法
則
」
と
言
わ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
納
得
的
で
は
な
い
。
右
の
よ

う
に
、
彼
自
身
も
資
本
の
生
慶
趨
穏
に
お
い
て
資
本
家
的
商
品
経
済
が
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
共
通
な
労
働
・
生
産
過
程
を
特
殊
雌
ｌ
鰄
値
形
成

増
殖
過
穏
と
い
う
Ｉ
性
格
に
お
け
る
も
の
と
し
て
処
麺
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
点
を
＋
分
解
鯛
し
え
て
ぃ
蔵
い
，
震
た
、
教
授
の
鋲
ぅ
に

「
剰
余
価
値
法
則
」
と
い
う
「
法
則
」
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
彼
が
資
本
と
賃
労
働
の
交
換
に
つ
い
て
「
価
値
の
法
則
」
と
言
い

表
わ
し
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
て
も
、
資
本
家
的
商
品
経
済
の
法
則
的
性
格
が
、
二
つ
の
も
の
か
ら
な
る
と
い
う
こ
と
に
帰
着
し
て
し
ま
う
。
二

つ
の
法
則
に
よ
っ
て
法
則
的
運
動
の
統
一
的
性
格
を
論
証
す
る
こ
と
は
、
無
理
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
う
い
う
理
解
が
生

じ
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
こ
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
蜜
本
・
賃
労
働
関
係
把
握
に
不
十
分
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

補
論
白
「
取
得
法
則
」
論
の
性
格
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た
彼
の
分
折
視
角
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
は
、
『
哲
学
の
貧
困
』
以
降
プ
ル
Ｉ
ド
ン
批
判
を
媒
介
と
し
つ
つ
古
典
派
経
済
学
と
積
極
的
に
相
対
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で

あ
る
が
、
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
そ
の
経
済
学
の
原
理
的
領
域
が
労
働
価
値
論
を
基
礎
と
し
た
そ
れ
な
り
の
統
一

的
体
系
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
彼
の
こ
の
時
期
の
経
済
学
の
理
論
体
系
も
、
基
本
的
に
は
原
理
と
し
て
の
首
尾
一

貫
し
た
体
系
的
展
開
に
よ
っ
て
対
決
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
は
彼
の
独
自
的
な
視
角
た
る
「
経
済
学
批

判
」
に
よ
る
体
系
的
展
開
と
し
て
は
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
、
一
方
で
は
「
等
価
」
交
換
関
係
と
し
て
、
他
方
で
は
「
他
人
の
労
働

の
取
得
」
、
す
な
わ
ち
剰
余
価
値
生
産
と
し
て
対
立
さ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
等
価
」
Ⅱ
等
労
働
量
交
換
と
他
人
の
労

働
の
取
得
」
Ⅱ
不
等
労
働
型
交
換
と
い
う
二
面
を
「
取
得
法
則
」
の
転
回
と
し
て
一
貫
さ
せ
る
と
い
う
筋
道
に
帰
着
さ
せ
た
わ
け
で
あ

る
。
「
他
人
の
労
働
の
所
有
は
自
己
の
労
働
と
い
う
等
価
物
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
所
有
の
こ
の
形
態
は
…
…
こ
う
し
た
単
純

な
関
係
の
う
ち
に
定
立
さ
れ
て
い
る
。
交
換
価
値
が
さ
ら
に
発
展
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
転
化
さ
れ
、
そ
し
て
結
局
次
の
よ
う
な
こ
と

を
示
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
労
働
の
生
産
物
の
私
的
所
有
は
、
労
働
と
所
有
と
の
分
離
に
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
結
果
、

労
働
は
他
人
の
所
有
を
つ
く
り
だ
す
ｌ
他
人
の
労
働
を
支
配
す
る
ｌ
に
鯵
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
で
あ
る
．
」
（
…
…

め
・
崖
、
）
周
知
の
こ
の
「
転
化
」
論
が
ま
ず
最
初
に
『
グ
ル
ン
ト
リ
ヅ
セ
』
「
ノ
ー
ト
。
Ⅱ
、
貨
幣
の
章
」
の
末
尾
に
、
貨
幣
の
第
三
の

規
定
い
わ
ゆ
る
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
規
定
か
ら
資
本
（
産
業
資
本
）
へ
の
転
化
へ
移
る
あ
い
だ
に
、
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
右
の
よ
う
な
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
検
討
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
「
転

回
」
論
自
体
は
、
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
で
の
彼
の
労
働
価
値
論
の
性
格
、
し
た
が
っ
て
分
離
さ
れ
た
二
つ
の
過
程
が
価
値
論
と
し
て

の
真
の
統
一
を
い
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
と
い
う
性
格
か
ら
生
じ
て
お
り
、
一
方
で
こ
う
し
た
不
十
分
さ
が
あ
り
な
が
ら
、
い
ら
お

う
の
体
系
化
の
た
め
に
そ
れ
を
補
う
か
た
ら
で
登
場
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
価
値
法
則
の
解
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明
の
基
礎
的
な
欠
陥
を
も
つ
も
の
は
、
そ
れ
を
他
の
も
の
に
代
え
て
、
た
と
え
ば
こ
の
場
合
は
「
取
得
法
則
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
が
、
他
の
も
の
で
解
決
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
資
本
家
的
商
品
経
済
の
法
則
的
自
己
統
一
の
性
格

の
解
明
は
、
そ
の
基
礎
た
る
価
値
法
則
の
解
明
に
よ
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
所
有
様
式
に
代
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、

経
済
学
の
理
論
的
体
系
化
の
深
化
は
与
え
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
労
働
価
値
論
の
論
証

の
不
十
分
さ
を
補
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
ま
た
は
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
労
働
価
値
論
の
性
格
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
彼
の
「
取
得
法
則
」
論
は
、
明
示
的
な
論
理
の
内
容
を
確
保
し
た
も
の
と
は
理
解
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
こ
れ
ま
で
に
見

た
彼
の
労
働
価
値
論
と
の
関
係
で
み
て
み
る
と
、
ま
ず
、
た
と
え
ば
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
自
己
の
労
働
の
生
産
物
に
た
い
す
る
所
有
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
諸
等
価
物
の
交
換
・
…
・
・
は
、
転
回
し
て
、
必
然
的
な

弁
証
法
に
よ
っ
て
の
ら
に
は
労
働
と
所
有
と
の
、
交
換
に
よ
ら
な
い
、
等
価
物
の
と
も
な
わ
な
い
他
人
の
労
働
の
取
得
と
の
絶
対
的
分

離
と
し
て
現
わ
れ
る
。
」
（
・
・
員
・
Ｐ
の
．
酋
干
と
《
・
）
あ
る
い
は
ま
た
、
「
単
純
流
通
そ
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
（
運
動
し
つ
つ
あ
る
交
換
価

値
に
あ
っ
て
は
）
、
個
々
人
相
互
の
活
動
は
、
そ
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
た
だ
相
互
に
関
心
の
あ
る
彼
ら
の
欲
望
の
充
足
で
し
か
な
く
、

そ
の
形
態
か
ら
す
れ
ば
、
交
換
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
等
し
い
も
の
（
等
価
物
）
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ

で
は
ま
た
所
有
も
た
だ
、
労
働
に
よ
る
労
働
の
生
産
物
の
取
得
と
し
て
、
ま
た
自
己
の
労
働
の
生
産
物
が
他
人
の
労
働
に
よ
っ
て
買
わ

れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
自
己
の
労
働
に
よ
る
他
人
の
労
働
の
生
産
物
の
取
得
と
し
て
し
か
定
立
さ
れ
て
い
な
い
。
…
…
交
換
価
値
が
さ
ら

に
発
展
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
転
化
さ
れ
、
そ
し
て
結
局
、
自
己
の
労
働
の
生
産
物
の
私
的
所
有
は
、
労
働
と
所
有
と
の
分
離
に
同
じ

で
あ
る
こ
と
、
そ
の
結
果
、
労
働
は
他
人
の
所
有
を
つ
く
り
だ
す
に
等
し
く
、
所
有
は
他
人
の
労
働
を
支
配
す
る
に
等
し
く
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
」
（
ロ
・
ロ
・
Ｐ
の
．
』
お
・
）

前
者
の
マ
ル
ク
ス
の
説
き
方
は
、
「
必
然
的
な
弁
証
法
」
に
よ
る
転
回
論
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
彼
は
そ
こ
で
、
そ
の
弁
証
法



に
よ
る
論
証
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
後
者
で
は
、
そ
の
点
が
「
交
換
価
値
の
発
展
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て

よ
い
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
「
流
通
」
に
お
け
る
等
価
の
規
定
と
、
「
生
産
」

に
お
け
る
資
本
の
価
値
増
殖
に
関
係
し
た
規
定
と
の
両
者
で
把
握
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
依
然
と
し
て
そ
の
「
発
展
」
も
そ
れ
自
身
で

解
明
さ
れ
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
た
マ
ル
ク
ス
の
価
値
法
則
の
理
解
、
つ
ま
り
経
済
原
則
的
な
も

の
の
資
本
家
的
処
理
関
係
の
特
殊
な
性
格
を
商
品
流
通
ま
た
は
交
換
関
係
自
体
で
基
礎
づ
け
る
理
解
、
か
ら
す
れ
ば
、
流
通
あ
る
い
は

交
換
そ
れ
自
体
す
な
わ
ち
剰
余
価
値
生
産
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
対
象
は
、
個
々
の
商
品
所
有
者
に
よ
る
同
等
な
労
働
交
換
関
係
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
そ
の
基
礎
と
し
て
個
人
に
よ
る
労
働
の
生
産
物
の
「
取
得
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
結
局
は

「
他
人
の
労
働
の
取
得
」
と
し
て
の
資
本
の
「
生
産
」
Ⅱ
剰
余
価
値
の
生
産
と
対
比
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
両
者

が
そ
れ
ぞ
れ
性
格
を
異
に
す
る
「
取
得
」
様
式
に
お
い
て
独
自
に
そ
れ
自
体
で
成
立
す
る
か
た
ち
で
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
｜
方
か
ら
他
方
へ
「
転
回
」
し
う
る
内
容
を
も
ち
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
額
｛

し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
自
身
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
論
点
を
、
そ
れ
な
り
に
薇
極
的
に
示
す
と
い
う
こ
と
で
は
、
一
面
で
は
、
い

。鍔
わ
ゅ
る
本
源
的
蓄
祇
に
関
す
る
考
察
と
し
て
、
他
面
で
は
、
流
通
の
表
皮
面
で
生
じ
る
転
倒
的
性
格
に
関
す
る
指
摘
と
し
て
一
水
さ
れ
る

←
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
「
近
代
的
土
地
所
有
」
の
成
立
に
関
連
さ
せ
つ
つ
、
「
領
地
か
ら
の
農
民
の
清
掃
（
・
」
８
‐

Ｊ
 

牌
『
一
口
胸
Ｃ
閉
の
、
目
の
の
）
と
農
村
労
働
者
の
賃
労
働
者
へ
の
転
化
と
の
過
程
」
（
。
・
・
・
Ｐ
②
．
］
ｇ
）
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
「
清
掃
」
が
ま
た
、
「
商

洲
人
財
産
と
高
利
賃
財
産
」
に
よ
る
「
極
度
に
強
引
な
分
離
手
段
」
と
し
て
の
働
き
を
と
も
な
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ

》の働き自身もただたんに商品経済的に一面的に現われるわけではないのであって、他方で「分離手段」の担い手と
し
て
、
「
た
と
え
ば
ヘ
ン
リ
ー
七
世
、
八
世
等
の
政
府
が
、
歴
史
的
解
体
過
程
の
条
件
と
し
て
、
資
本
の
存
立
の
諸
条
件
の
創
設
者
と

９
 

１
 

１
し
て
現
わ
れ
て
い
る
」
（
ロ
・
貝
・
Ｐ
の
．
←
＆
ム
ョ
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
本
源
的
蓄
秋
に
よ
る
資
本
関
係
の
創
出
過
程
に
対
す
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←
。
⑪
’
一
つ
⑤
。
）

る
意
義
が
明
瞭
に
と
ら
え
ら
れ
て
く
る
な
ら
ば
、
ま
た
後
者
に
お
け
る
資
本
関
係
を
前
提
と
し
た
流
通
の
性
格
の
把
握
と
も
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
。
そ
の
点
は
、
こ
う
い
う
指
摘
で
示
さ
れ
て
い
る
。

「
交
換
鱈
に
基
礎
蓬
置
く
生
産
と
、
こ
う
し
た
交
換
価
値
ど
う
し
の
交
換
に
篝
遂
置
く
社
会
〈
…
…
圏
）
ｌ
わ
れ
わ
れ

．
、
で

が
前
の
貨
幣
の
章
で
み
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
が
所
有
を
た
ん
に
労
働
の
成
果
と
し
て
定
立
し
た
り
、
自
分
の
労
働
の
生
産
物
に
対
す
る

私
的
所
有
を
条
件
と
し
て
定
立
し
た
り
す
る
外
観
を
ど
ん
な
に
も
と
う
と
も
ｌ
ま
た
富
の
一
般
的
条
件
と
し
て
の
労
饗
労
働
の、
、

客
観
的
諸
条
件
か
ら
の
労
働
の
分
離
を
想
定
し
、
か
つ
生
産
す
る
。
等
価
物
の
こ
う
し
た
交
換
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
声
」
と
は
、
交
換

、
、
、
、
、

な
く
し
て
、
し
か
も
交
換
の
仮
象
の
も
と
で
他
人
の
労
働
を
取
得
す
る
こ
と
に
立
脚
す
る
生
産
の
表
皮
層
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
）
」
の

、
、

、
、
、
勺

よ
う
な
交
換
の
制
度
は
、
そ
の
基
礎
と
し
て
の
資
本
に
立
脚
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
表
面
に
現
わ
れ
て
い
る
ま
ま
に
自
立
的
な

制
度
と
し
て
資
本
か
ら
切
り
は
な
し
て
み
ら
れ
る
と
、
た
ん
な
る
仮
象
で
あ
る
が
、
し
か
し
必
然
的
な
仮
象
で
あ
る
。
」
（
Ｐ
員
・
Ｐ
の
．

こ
う
し
て
、
「
取
得
法
則
」
論
は
、
よ
り
立
ち
い
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
創
設
の
歴
史
的
過
程
に
関
す
る
叙
述
、

あ
る
い
は
、
資
本
家
的
生
産
の
表
面
に
現
わ
れ
る
転
倒
的
「
仮
象
」
に
対
す
る
理
解
と
と
も
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
の

「
法
則
」
的
性
格
が
と
く
に
説
か
れ
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
種
々
な
取
り
扱
い
方
に
よ
っ
て
進

め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
取
得
法
則
」
論
自
体
の
性
質
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
彼
の
価
値
法
則

「
（
３
）

に
対
す
る
解
決
の
不
十
分
さ
か
ら
生
じ
た
産
物
と
い
う
性
格
以
上
を
で
る
も
の
で
は
な
い
と
一
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
二
つ
の
過
程
に
分
離
し
て
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
解
明
す
る
マ
ル
ク
ス
の
方
法
が
、
そ
の
両
過
程
を
統
一
す
る
性
格
に

つ
い
て
の
考
察
に
お
い
て
、
か
な
ら
ず
し
も
十
分
な
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
右
の
「
取
得
法
則
」
論
が
そ
の
典
型
的

な
面
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
、
そ
の
二
つ
の
過
程
の
分
離
自
体
に
、
分
離
と
し
て
の
不
十
分
さ
が
あ
っ
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に
と
み
な
け
れ
ば
獲
ら
な
い
だ
ろ
う
．
そ
し
て
、
そ
の
場
合
に
と
く
に
マ
ル
ク
ス
の
対
象
把
纒
１
１
資
本
豪
社
会
に
対
す
る
視
点
ｌ

が
、
そ
の
対
象
の
表
面
的
な
平
等
性
、
実
質
的
な
不
平
等
性
と
い
う
か
た
ち
で
先
行
し
つ
つ
、
結
局
は
、
資
本
の
直
接
的
生
産
過
程
で

の
「
他
人
の
労
働
の
取
得
」
、
ま
た
は
労
働
者
の
不
払
い
労
働
の
取
得
、
し
た
が
っ
て
資
本
に
よ
る
剰
余
労
働
Ⅱ
剰
余
価
値
の
取
得
が

資
本
の
一
般
的
規
定
と
し
て
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
考
察
に
力
点
を
置
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
を
み
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

そ
の
視
点
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
で
、
「
交
換
価
値
と
貨
幣
の
単
純
な
規
定
の
う
ち
に
、
労
賃
と
資
本
と
の
対
立
等
が
潜
在
的
に
ふ
く
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
り
…
…
む
し
ろ
、
こ
の
単
純
な
経
済
的
関
係
は
、
も
っ
と
も
深
刻
な
諸
対
立
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
て
、
た
だ
そ

の
表
現
が
消
失
し
て
い
る
一
面
だ
け
を
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
Ｐ
Ｐ
Ｐ
の
．
］
＄
‐
】
ｇ
）
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
商
品
に
よ
る
商
品
の
生
産
と
し
て
、
社
会
の
根
底
か
ら
商
品
経
済
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
純
経
済
的
過
程
と
し
て
社

会
を
統
一
的
に
編
成
す
る
資
本
家
的
商
品
経
済
を
対
象
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
の
統
一
的
性
格
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
「
深
刻
な

諸
対
立
」
に
力
点
を
極
い
た
マ
ル
ク
ス
の
問
題
視
角
は
、
と
う
ぜ
ん
、
「
生
産
」
に
対
す
る
「
流
通
」
ま
た
は
第
二
の
過
程
に
対
す
る

第
一
の
篝
の
理
解
を
も
不
徹
底
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
古
典
派
経
済
学
に
お
け
る
纏
論
Ｉ
労
働
価
値
論
ｌ
の
取

り
扱
い
方
を
十
分
に
克
服
し
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
等
価
交
換
を
等
労
働
量
交

換
と
し
、
「
流
通
」
諸
関
係
に
直
ち
に
価
値
実
体
と
し
て
の
労
働
を
設
定
し
た
彼
の
論
理
が
、
結
局
は
古
典
派
的
労
働
価
値
論
と
類
似

（
４
）
 

の
欠
陥
を
一
示
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
に
お
い
て
、
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
解
明
を
、
彼
自
身
の
論
理
形
成
に

即
し
て
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
な
お
そ
こ
に
は
彼
の
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
と
の
関
連
で
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題

が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
『
賃
労
働
と
資
本
』
で
萠
芽
的
に
形
成
し
て
い
た
彼
の
独
自
な
相
対
的
過
剰
人
口
論
Ⅱ
人
口
法
則

論
で
あ
る
。
こ
の
点
を
改
た
め
て
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
ま
た
、
彼
の
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
把
握
に
関
す
る
理
解
を
示
し
て
お
こ
う
。
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（
１
）
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
に
お
け
る
取
得
法
則
輪
は
、
今
日
で
は
い
わ
ゆ
る
市
民
社
会
腿
繊
論
の
一
つ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
、
先
に
あ
げ
た
平
田
教
授
は
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。

「
要
す
る
に
疎
外
と
は
、
私
的
所
有
の
も
と
で
生
産
さ
れ
た
物
の
商
品
と
し
て
の
外
化
Ⅱ
譲
渡
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
自
己
労
働
（
ま

た
は
自
己
そ
の
も
の
）
の
他
人
に
よ
る
客
観
的
支
配
領
有
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。
疎
外
の
根
本
原
因
が
私
的
所
有
す
な
わ
ち
市
民
社
会
の
根

本
原
理
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
…
…
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
（
平
田
滑
明
『
市
民
社
会
と
社
会
主
義
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、

、
、

一
一
○
六
ペ
ー
ジ
）
。
平
田
教
授
の
「
所
有
」
論
は
、
教
授
の
全
認
職
に
お
け
る
根
源
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
教
授
の
哲
学
を
対
象
に
し
な
い
限

り
そ
の
批
判
を
行
な
う
の
は
容
易
で
は
な
い
。
た
だ
、
平
田
教
授
が
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
に
お
け
る
「
取
得
法
則
」
論
を
秋
極
的
な
も
の
と
し

た
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
の
が
、
従
来
、
単
純
商
品
生
産
社
会
の
想
定
（
価
値
論
）
↓
資
本
家
的
商
品
経
済
（
資
本
・
賃
労
働
に
基
づ
く
資
本
の
生

産
過
程
）
と
さ
れ
た
理
論
に
代
っ
て
、
「
所
有
」
を
「
何
よ
り
も
ま
ず
人
間
と
自
然
と
の
物
質
代
謝
過
程
と
し
て
把
握
す
る
」
『
経
済
学
史
』
、
「
経

済
学
全
集
３
」
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
○
年
、
三
三
一
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
、
ス
ミ
ス
的
労
働
価
値
論
の
理
解
１
１
つ
ま
り
「
労
働
は
本
源
的
職
貿
貨

幣
で
あ
る
」
と
す
る
潔
解
ｌ
を
示
す
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
．
教
授
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
合
圓
的
的
な
滴
鋤
ま
た

は
労
働
そ
の
も
の
（
Ｐ
目
毎
ｓ
§
ト
ミ
の
鳥
の
》
田
・
》
鴎
》
の
．
こ
い
．
）
と
し
て
い
る
も
の
を
「
所
有
」
に
燈
き
か
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
マ
ル
ク

ス
は
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
労
働
綱
値
諭
の
欠
陥
、
す
な
わ
ち
労
働
・
生
産
過
程
を
交
換
過
程
化
し
て
把
握
す
る
欠
陥
ｌ
こ
れ
は
ま
た
、
労
働
に

基
づ
く
所
有
と
い
う
認
識
で
も
あ
る
が
ｌ
を
兎
鵬
す
る
こ
と
で
先
の
労
働
概
念
を
『
資
本
論
』
の
「
労
働
過
穏
」
に
お
い
て
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
平
田
教
授
の
理
解
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
あ
ま
り
に
も
ス
ミ
ス
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
鎌
倉
孝
夫
『
市

民
社
会
』
論
批
判
」
（
『
資
本
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
』
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
一
年
、
一
一
六
五
ペ
ー
ジ
以
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
マ
ル
ク
ス
が
「
自
分
の
労
働
の
生
産
物
に
対
す
る
私
的
所
有
」
を
「
他
人
の
労
働
を
取
得
す
る
こ
と
に
立
脚
す
る
生
産
の
表
皮
層
」
あ
る
い

は
「
た
ん
な
る
仮
象
」
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
自
体
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
資
本
家

的
商
品
経
済
の
生
み
だ
す
転
倒
的
性
格
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
転
倒
性
の
ま
ま
に
労
働
価
値
論
を
形
成
し
て
き
た
イ
ギ
リ

ス
の
古
典
派
経
済
学
の
一
つ
の
流
れ
を
、
こ
れ
に
よ
っ
て
批
判
的
に
考
察
す
る
地
点
に
マ
ル
ク
ス
が
達
し
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し

か
し
、
彼
自
身
、
そ
れ
を
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
自
己
の
も
の
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
「
取
得
法
則
」
を
労
働
価
値
論
の
う

ち
に
説
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
彼
が
そ
れ
を
明
確
に
な
し
え
な
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
、
資
本
の
生
産
過
程
を
「
他
人
の
労
働
の
取
得
」
Ⅱ
剰

余
価
値
の
生
産
と
い
う
か
た
ち
で
も
っ
ぱ
ら
把
握
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
盗
本
を
そ
の
よ
う
な
性
格
と
し
て
強
調
す
る
限
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り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
転
倒
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
資
本
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
、
労
働
者
に
対
し
て

も
商
品
経
済
的
関
係
に
お
い
て
相
対
し
、
そ
の
関
係
に
よ
っ
て
人
と
人
と
の
社
会
的
関
係
も
処
理
す
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
「
他
人
の
労
働
の

取
得
」
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
に
は
現
わ
さ
な
い
。
そ
こ
に
純
商
品
経
済
的
関
係
に
お
い
て
社
会
の
下
部
榊
造
Ⅱ
物
質
代
謝
過
程
を
遂
行
す
る
資

本
家
的
商
品
経
済
の
特
質
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
、
「
経
済
学
批
判
」
の
視
角
あ
る
い
は
対
象
の
法
則
的
必
然
性
を
も
つ
運
動
を
と

ら
え
る
た
め
の
資
本
分
析
は
、
事
実
上
そ
の
点
を
問
題
に
し
て
い
る
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
は
彼
の
思
想
的
観
点
に
よ
る

と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
が
、
そ
の
点
が
こ
こ
で
は
十
分
に
さ
れ
え
て
は
い
な
い
。

（
３
）
す
で
に
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
の
こ
の
「
取
得
法
則
」
論
は
、
い
わ
ゆ
る
「
貨
幣
の
資
本
へ
の

転
化
」
に
か
か
わ
る
側
面
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
み
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
理
論
的
性
格
に
お
け
る
そ
の
側
面

と
い
う
も
の
は
、
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
で
は
ほ
と
ん
ど
積
極
的
に
考
察
し
う
る
に
足
り
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
点
に
つ
い
て
こ
こ
で

若
干
補
足
し
て
お
け
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
「
流
通
」
を
取
り
だ
し
て
い
る
視
角
自
体
に
、
そ
の
よ
う
な
理
論
化
を
生
じ
さ
せ
る
根
拠
が
な
い
か
ら
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
に
対
す
る
一
つ
の
側
面
・
過
程
と
し
て
の
「
交
換
」
を
対
象
に
し
た
限
り
で
基
本
的
に
彼
は

「
流
通
」
を
取
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
貨
幣
が
資
本
へ
転
化
す
る
と
い
う
理
論
的
展
開
を
そ
こ
で
与
え
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む

し
ろ
、
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
具
体
的
な
歴
史
的
過
程
の
う
ち
に
、
資
本
な
り
賃
労
働
な
り
を
、
そ
れ
ら
の
生
成
に
関
し
て
考
察

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
本
源
的
蓄
秋
過
程
の
考
察
が
彼
の
理
騰

化
の
背
後
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
「
歴
史
的
生
成
の
見
地
か
ら
う
ま
れ
た
：
…
・
側
面

で
し
か
な
い
」
（
大
内
秀
明
『
価
値
論
の
形
成
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
、
一
一
五
ペ
ー
ジ
）
と
す
る
見
解
が
妥
当
で
あ
る
。

（
４
）
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
以
降
『
資
本
論
』
に
至
る
マ
ル
ク
の
私
的
所
有
に
関
す
る
問
題
点
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
石
井
英
郎
「
商
品
経

済
と
私
有
制
に
つ
い
て
」
（
『
思
想
』
、
一
九
六
四
年
、
二
月
号
、
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
問
題
に
は
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
に

お
い
て
確
立
す
る
労
働
に
基
づ
く
、
し
た
が
っ
て
労
働
価
値
論
を
根
底
と
し
て
い
る
私
的
所
有
の
絶
対
的
肯
定
の
道
筋
が
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な

労
働
価
値
論
の
成
立
過
程
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
存
在
す
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
考
察
は
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
の
一
側
面
を
マ
ル
ク
ス
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
研
究
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
田
中
正
司
『
ジ
ョ
ン
。
ロ
ッ
ク
研

究
』
（
未
来
社
、
一
九
六
八
年
）
、
第
二
部
「
財
産
論
と
国
家
論
」
に
お
け
る
成
果
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
以
下
、
続
）


