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１

Ａ
・
ス
ミ
ス
は
、
「
諸
国
民
の
富
』
第
一
篇
第
五
章
で
、
彼
が
独
自
に
把
握
し
た
労
働
生
産
過
程
に
基
づ
い
て
労
働
価
値
論
の
論
証
を

与
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
、
ス
ミ
ス
の
労
働
価
値
論
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
共
通
な
経
済
的
基
礎
過
程

（
１
）

の
経
済
学
的
把
握
の
独
自
な
表
現
で
あ
る
、
と
し
う
る
よ
う
な
性
格
と
も
考
蕊
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
『
諸
国
民

、
も

の
富
』
第
一
篇
第
五
章
で
の
領
域
を
、
た
だ
単
に
流
通
領
域
で
の
商
品
交
換
を
規
定
す
る
法
則
の
分
析
に
当
て
ら
れ
た
も
の
と
す
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
ミ
ス
の
価
値
論
に
た
い
し
て
、
「
た
ん
に
、
私
の
労
働
は
社
会
的
労
働
と
し
て
の
承
、

一
は
じ
め
に

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

三
マ
ル
ク
ス
の
古
典
派
批
判
の
基
礎
構
造

１
ス
ミ
ス
労
働
価
値
論
批
判
の
視
角

（
以
上
、
本
誌
、
第
四
○
巻
第
三
号
、
第
四
一
巻
第
二
号
、
第
四
二
巻
第
一
号
）

一一

「
経
済
学
批
判
体
系
」
の
一
考
察
（
四
）

平
林
千
牧



２
し
た
が
っ
て
私
の
労
働
の
生
産
物
は
等
萱
の
社
会
的
労
働
に
た
い
す
る
支
配
と
し
て
の
糸
、
私
の
富
を
規
定
す
る
と
い
う
、
交
換
価
値
の

概
念
だ
け
で
あ
る
」
（
ご
ｇ
§
⑯
只
君
の
鳥
の
》
２
．
９
‐
」
》
の
．
合
１
ｓ
）
と
い
う
性
格
規
定
を
与
え
う
る
と
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
、

ま
だ
彼
の
価
値
論
の
十
分
な
検
討
と
は
言
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
ス
ミ
ス
の
交
換
価
値
に
か
ん
す
る
理
解
は
、
「
私

の
労
働
と
他
人
の
労
働
Ⅱ
社
会
的
労
働
と
の
等
置
」
以
上
に
出
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
ス
ミ
ス
に
た
い
し
て
問
題
と
さ
れ
な
け
れ

（
２
）

ぱ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
彼
の
労
働
価
値
論
が
こ
う
し
た
「
等
置
」
と
し
て
説
か
れ
舅
え
て
い
る
そ
の
根
本
的
な
性
格
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
マ
ル
ク
ス
は
、
『
諸
国
民
の
富
」
第
一
篇
第
五
章
の
冒
頭
の
「
ひ
と
た
び
分
業
が
徹
底
し
て
行
な
わ
れ
る
と
、
…
…
」
と
い

う
ス
ミ
ス
の
叙
述
を
強
く
念
頭
に
置
き
、
ス
ミ
ス
の
二
面
的
価
値
規
定
の
考
察
を
進
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
が
、

、
、

第
五
章
の
価
値
規
定
に
つ
い
て
、
「
こ
三
」
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
分
業
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
変
化
で
あ
る
」
、
「
こ
こ
で
強

調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
分
業
お
よ
び
交
換
価
値
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
私
の
労
働
と
他
人
の
労
働
と
の
等
置
…
…
」
（
以
上
、
Ｐ
Ｐ

Ｐ
弓
・
尉
丙
の
軍
国
」
・
ｇ
Ｉ
岸
藝
の
・
心
？
ｓ
・
傍
点
、
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
）
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
の
は
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
が
設
定
し
て
い
る
分
業
は
、
こ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
の
視
点
と
、
必
ず
し
も
十
分
に
対
応
し
う
る
性
格
を
も
つ
も

の
で
は
な
い
。
す
で
に
、
第
一
篇
第
一
’
三
章
の
分
業
論
は
、
第
五
章
を
前
提
と
し
、
彼
の
生
産
力
的
視
点
に
基
づ
い
て
、
工
場
内
分

業
も
社
会
的
分
業
も
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
労
働
過
程
に
お
け
る
労
働
生
産
力
の
増
大
と
社
会
的
生
産
と
し
て
の
生
産
過
程

（
３
）

の
広
大
と
を
同
時
に
設
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
ス
ミ
ス
が
こ
う
し
た
分
業
論
を
も
っ
て
、
彼
に
抽
象
可
能
で
あ
っ
た
社
会
の

経
済
的
基
礎
過
程
で
あ
る
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
五
章
に
お
け
る
ス
ミ
ス
の
価
値
規
定
も
、
こ
の
よ
う
な

分
業
設
定
に
対
応
す
る
関
係
で
説
か
れ
て
い
る
あ
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
、
第
五
章
で
の
彼
の
二
面
的
価
値
規
定
と
り

わ
け
労
働
を
本
源
的
購
買
貨
幣
と
す
る
投
下
労
働
価
値
論
は
、
労
働
生
産
過
程
の
交
換
過
程
的
把
握
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
分
業
設

定
と
不
可
分
の
関
係
を
も
つ
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
に
基
づ
く
価
値
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
反
面
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
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た
価
値
規
定
自
体
が
ス
ミ
ス
に
特
有
な
労
働
生
産
過
程
把
握
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
は
、
「
分
業
の
徹
底
」
は
、
単
に
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
で
の
生
産
力
の
拡
大
と
い
う
程
度
の

意
味
を
も
つ
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
と
く
に
、
あ
る
変
化
が
強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
仮
り
に
、
変
化
と
い
う
こ

と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
「
分
業
の
徹
底
」
に
よ
っ
て
、
彼
が
商
品
経
済
的
に
絶
対
化
し
て
と
ら
え
た
社
会
の
経
済
的
基
礎

（
４
）

過
程
が
、
彼
の
労
働
価
値
論
論
証
に
た
い
し
て
必
要
十
分
な
条
件
に
な
っ
た
、
と
い
う
意
味
あ
い
の
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
分

業
と
い
う
表
現
の
う
ち
に
独
自
の
労
働
生
産
過
程
把
握
を
示
し
、
こ
れ
を
対
象
と
す
る
労
働
価
値
論
を
展
開
し
た
ス
ミ
ス
に
お
い
て

は
、
社
会
存
続
の
絶
対
的
条
件
た
る
経
済
的
基
礎
過
程
が
商
品
経
済
的
価
値
規
定
と
不
可
分
離
の
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ

、
、

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
に
と
っ
て
は
、
》
て
も
そ
も
「
私
の
労
働
」
と
「
他
人
の
労
働
」
ま
た
は
「
社
会
的
労
働
」
と
の
ず
れ
な
ど
は
ま
っ
た

く
問
題
外
の
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
商
品
対
商
品
の
価
値
関
係
つ
ま
り
「
交
換
価
値
の
概
念
」
の
性
格
だ
け
を

取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
労
働
価
値
論
の
展
開
は
き
わ
め
て
不
適
確
な
も
の
と
さ
れ
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
マ

ル
ク
ス
の
ス
ミ
ス
批
判
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
十
分
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
今
指
摘
し
た
ス
ミ
ス
労
働
価
値
論
の
性
格
が
考
慮

さ
れ
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
批
判
は
、
ス
ミ
ス
の
論
理
構
造
に
十
分
踏
染
こ
ん
で
い
る
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
事
柄
と
し
て
、
ス
ミ
ス
の
一
「
等
置
」
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
い
る
「
分
業
」
そ

れ
自
体
の
理
論
的
性
格
が
、
す
な
わ
ち
「
諸
国
民
の
富
」
の
原
理
的
領
域
に
お
い
て
そ
れ
の
占
め
る
地
位
が
十
分
追
求
さ
れ
ず
に
残
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
二
つ
の
側
面
（
過
程
）
に
分
離
し
、
対
象
の
原
理
的
把
握
を
行
な
お
う
と
し
た
マ
ル
ク
ス
に
お

い
て
は
、
依
然
と
し
て
「
単
純
な
商
品
交
換
と
そ
の
価
値
法
則
」
（
＆
・
負
・
Ｐ
ゴ
の
烏
の
》
国
」
・
ｇ
ｌ
』
》
の
．
＄
）
と
い
う
範
囲
で
ス
ミ
ス
価

値
規
定
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
以
外
に
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ス
ミ
ス
が
第
一
篇
で
「
商
業
社
会
」
と
し
て
叙
述
し
た
世
界
を
、
つ
」



４

》
」
で
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
、
最
初
に
商
品
交
換
一
般
を
、
す
な
わ
ち
交
換
価
値
や
分
業
や
貨
幣
な
ど
の
性
質
を
説
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
」

（
ロ
・
白
・
Ｐ
ヨ
円
貢
田
・
ｍ
ｍ
１
］
》
の
・
念
）
と
い
う
指
摘
に
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
脛
し
て
も
、
ス
ミ
ス
の

「
商
品
交
換
一
般
」
に
お
け
る
考
察
が
、
「
分
業
」
を
伴
う
も
の
と
し
て
取
り
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
「
交
換
一
般
す
な
わ

ち
交
換
価
値
や
貨
幣
」
に
「
分
業
」
が
並
べ
て
問
題
に
さ
れ
な
が
ら
、
こ
れ
に
た
い
す
る
固
有
の
批
判
的
検
討
を
欠
い
て
い
る
こ
と

は
、
反
面
で
は
マ
ル
ク
ス
自
身
に
も
問
題
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
マ
ル
ク
ス
の
ス
ミ
ス
剰
余
価
値
論
の
評
価
漣

も
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
承
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
そ
れ
に
先
き
立
っ
て
、

の
ち
の
論
点
と
も
関
係
す
る
「
交
換
価
値
や
貨
幣
」
に
関
し
て
マ
ル
ク
ス
が
論
じ
て
い
る
問
題
の
一
つ
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

マ
ル
ク
ス
は
、
ス
ミ
ス
が
「
労
賃
の
自
然
価
格
」
に
関
す
る
研
究
で
商
品
の
正
し
い
価
値
規
定
に
立
ち
帰
っ
て
い
な
が
ら
、
彼
の

「
労
賃
の
自
然
率
」
が
「
生
活
手
段
の
自
然
価
格
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
ま
た
》
」
の
生
活
手
段
の
自
然
価
格
は
こ
れ
を
形
成
す
る
「
労

賃
」
と
「
利
潤
」
と
「
地
代
」
と
の
自
然
価
格
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
こ
う
し
て
「
悪
循
環
」
が
「
無
限
に
続
く
」
（
国
・
・
・
Ｐ
ヨ
の
房
の
》

田
・
ｇ
ｌ
桿
・
の
．
①
己
関
係
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ス
ミ
ス
の
「
労
賃
に
関
す
る
明
白
な
矛

盾
」
に
は
、
実
は
「
価
値
の
尺
度
と
言
う
場
合
に
、
価
値
の
実
体
で
あ
る
内
在
的
尺
度
が
同
時
に
、
貨
幣
は
価
値
の
尺
度
で
あ
る
と
言
わ

れ
る
意
味
で
の
価
値
の
尺
度
と
混
同
さ
れ
て
い
る
」
（
ロ
・
ロ
・
Ｐ
ゴ
の
烏
の
》
２
．
画
の
‐
骨
》
の
．
届
】
）
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
も
指
摘
し

（。①）

て
い
る
。
確
か
に
、
ス
ミ
ス
が
商
ロ
叩
の
「
交
換
価
値
の
実
質
的
尺
度
」
を
労
働
と
し
た
と
き
、
彼
は
、
マ
ル
ク
ス
の
理
解
に
よ
る
価
値

の
内
在
的
尺
度
と
外
在
的
尺
度
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
ス
ミ

ス
自
身
の
尺
度
に
た
い
す
る
理
解
は
、
そ
う
し
た
区
別
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
も
の
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
周
知
の
ス
ミ
ス
の
こ
と
ば
で
は
こ
の
点
は
、
「
労
働
は
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
実
質
価
格
で
あ
る
が
、
貨
幣
は
そ
の
名
目
価
格
で
あ
る

に
す
ぎ
な
い
」
（
亘
、
ヨ
ミ
薯
ミ
ミ
ミ
｛
Ｃ
員
の
」
向
・
○
②
目
目
》
く
・
］
・
閂
》
己
・
函
酊
・
岩
波
書
店
、
大
内
・
松
川
訳
Ｉ
、
一
○
九
ペ
ー
ジ
）
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と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
価
値
尺
度
に
た
い
ず
ろ
見
地
は
、
そ
の
労
働
価
値
論
論
証
方
法
と
不
可
分
の
関

係
に
あ
り
、
理
論
的
に
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
の
こ
う
し
た
理
論
的
処
理
は
、
マ
ル
ク
ス
が
正
し
く
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
「
自
然
価
格
」
概
念
を
そ
の
労
働
価
値
論
に
基
づ
い
て
正
当
に
解
明
す
る
道
を
閉
ざ
す
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ス

ミ
ス
は
、
「
内
在
的
尺
度
」
と
「
外
在
的
尺
度
」
と
を
統
一
し
た
さ
い
に
、
価
値
の
形
態
Ⅱ
価
格
を
正
し
く
解
明
す
る
こ
と
を
断
念
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
が
ス
ミ
ス
の
「
労
賃
の
自
然
率
」
に
承
ら
れ
る
「
悪
循
環
」
や
こ
う
し
た
価
値
尺
度
に
関
す
る
「
混
同
」
を

批
判
し
て
い
る
場
合
、
彼
の
従
来
か
ら
の
批
判
的
検
討
の
文
脈
か
ら
す
る
か
ぎ
り
、
判
然
と
し
た
も
の
と
は
言
い
難
い
が
、
二
様
の
論

点
が
介
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
つ
は
、
す
で
に
『
経
済
学
批
判
（
第
一
分
冊
）
』
で
論
じ
ら
れ
た
論
点
で

あ
っ
て
、
「
労
働
時
間
が
価
値
の
内
在
的
尺
度
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
そ
れ
と
並
ん
で
も
う
一
つ
の
外
在
的
尺
度
が
あ
る
の
か
？
」
（
い
、

炭
ご
蔦
烏
『
、
◎
（
葛
翰
＆
§
○
百
ミ
ミ
⑩
、
尋
の
鳥
の
》
恩
・
】
山
・
の
．
⑦
『
）
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
投
下
労
働
戯
に
よ
る
商

品
の
価
値
決
定
と
そ
れ
が
社
会
的
に
受
け
取
る
「
形
態
規
定
性
」
と
し
て
の
価
値
表
現
上
の
現
実
的
尺
度
定
在
が
論
じ
ら
れ
、
価
値
の

（
５
）

労
働
実
体
に
た
い
す
る
形
態
上
の
把
握
い
か
ん
が
主
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
同
じ
論
点
が
今
の
ス
ミ
ス

批
判
の
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
問
題
を
主
た
る
も
の
と
し
て
論
じ
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
「
労
働
時
間
す

な
わ
ち
労
働
そ
の
も
の
が
価
値
の
尺
度
で
あ
り
ま
た
価
値
を
創
造
す
る
要
素
だ
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
で
、
労
働
の
価
値
を
、
価
値
の

尺
度
と
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
ま
ち
が
い
で
愚
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
…
…
一
商
品
を
も
っ
て
買
う
こ
と
が
で
き
る
労
働
が
、
そ
の
商
品

に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
と
同
じ
意
味
で
尺
度
と
し
て
通
用
す
る
と
す
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
に
一
方
は
他
方
の
指
標
で
あ
る

（
６
）

に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
雲
寄
寄
ミ
ミ
》
ヨ
の
Ｈ
丙
の
》
団
」
・
農
‐
』
》
の
．
堂
）
と
さ
れ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
前
者
の
内
在
的
・
外
在
的
価
値
尺
度
に
よ
っ
て
、
「
労
働
そ
の
も
の
が
交
換
価
値
を
も
つ
」
の
に
、
こ
の
交
換
価
値
を



６
も
っ
て
「
交
換
価
値
の
尺
度
と
す
る
の
は
悪
循
環
‐
｜
で
あ
っ
て
、
こ
の
悪
循
環
を
断
ち
切
る
た
め
に
外
在
的
尺
度
と
し
て
の
形
態
規
定

性
を
明
ら
か
に
す
る
論
理
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
労
働
時
間
が
交
換
価
値
の
内
在
的
尺
度
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い

（
７
）

て
、
こ
の
基
礎
の
う
え
で
賃
銀
を
展
開
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
可
能
と
な
る
一
面
を
見
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

す
で
に
賃
労
響
の
露
の
価
値
形
成
的
議
た
る
籍
１
つ
鬘
り
労
働
力
商
品
の
使
用
価
値
の
橿
髭
的
性
格
ｌ
を
嚢
し

て
い
た
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
賃
銀
が
さ
し
ず
め
は
労
働
（
力
）
商
品
の
価
格
形
態
た
る
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
を
多
少
と
も
積
極
的
に
評
価
す
れ
ば
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
に
お
け
る
一
過
程

（
側
面
）
つ
ま
り
流
通
の
過
程
が
、
労
働
力
商
品
を
中
軸
と
す
る
Ｗ
③
〔
シ
『
旨
扇
面
｛
【
〕
Ｉ
Ｇ
Ｉ
Ｗ
の
単
純
な
流
通
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
Ｗ

（
８
）

㈹
の
商
ロ
叩
の
価
値
を
ま
ず
も
っ
て
価
格
形
態
と
し
て
規
定
さ
せ
る
要
因
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ

う
し
て
、
内
在
・
外
在
の
価
値
尺
度
論
は
、
こ
の
場
合
に
「
交
換
価
値
の
…
…
悪
循
環
」
を
断
ち
切
る
た
め
の
交
換
価
値
Ⅱ
価
値
の
形

態
の
論
理
形
成
を
支
え
る
可
能
性
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
後
者
の
論
点
で
は
、
こ
の
同
じ
尺
度
論
が
、
商
品
価
値
を
形
成
す
る
労
働
と
剰
余
を
含
む
価
値
総
量
と
の
関
係
と
し
て

結
局
商
品
価
値
総
量
に
占
め
る
必
要
労
働
鑓
の
比
率
と
し
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
先
き
の
引
用
文
で
、
｜
‐
単
に
一
方
は

他
方
の
指
標
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
た
一
‐
指
標
」
は
、
「
労
働
の
価
値
」
を
仮
り
に
外
在
的
な
「
尺
度
と
し
て
通
用
す
る
」
も

の
と
象
な
す
な
ら
ば
、
商
品
価
値
の
実
体
鐙
す
な
わ
ち
そ
れ
に
役
ぜ
ら
れ
た
労
働
総
避
に
た
い
し
て
そ
う
し
た
も
の
と
な
ろ
う
、
と
い

う
指
摘
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
論
法
は
、
「
剰
余
価
値
学
説
史
」
で
の
周
知
の
ベ
ー
リ
批
判
の
箇
所
で
も
な
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
曰
っ
て
い
る
．
「
｜
磐
賃
鶴
ｌ
ま
た
は
労
働
の
価
値
ｌ
は
、
…
…
需
晶

の
価
値
の
指
標
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
価
値
と
し
て
で
は
な
く
、
つ
ま
り
賃
銀
が
騰
落
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
は
な
く
、
賃

、
、
、
、
、

銀
で
表
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
｜
商
品
に
含
ま
れ
て
い
る
支
払
労
働
鐙
が
、
そ
れ
と
関
係
す
る
諸
商
品
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
総
量
に



７「経済学批判体系」の一考察(四）
つ
い
て
の
一
つ
の
指
標
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
」
（
亀
》
ロ
・
Ｐ
ョ
の
鼻
》
田
・
鵠
‐
②
・
の
．
］
田
・
）
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
れ
に
続
く

文
章
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
い
わ
ば
「
機
知
（
三
旨
）
」
な
の
だ
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
は
彼
の
本
来
的

な
議
論
の
領
域
と
し
て
取
り
上
げ
る
関
係
に
は
な
い
と
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
一
‐
機
知
」
は
、
賃
銀

つ
ま
り
「
支
払
労
働
量
」
Ⅱ
「
必
要
労
働
量
」
と
商
品
価
値
総
量
つ
ま
り
総
労
働
量
と
の
対
比
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

場
合
に
は
、
賃
銀
が
ふ
た
た
び
価
格
形
態
の
次
元
か
ら
労
働
量
Ⅱ
価
値
量
の
次
元
に
ひ
き
戻
さ
れ
、
労
働
量
Ⅱ
価
値
量
を
直
接
に
尺
度

論
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
い
う
る
か
の
よ
う
に
示
唆
す
る
結
果
と
な
り
、
「
労
働
の
価
値
」
の
尺
度
論
批
判
に
た
い
し
て
妥
当
す
る
と

は
言
い
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
こ
の
場
合
、
マ
ル
ク
ス
は
彼
の
「
労
働
の
価
値
」
論
批
判
に
た
い
し
て
直
接
尺
度
論
の
問
題
だ
け
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「
労
働
の
価
値
と
は
、
…
…
生
産
物
の
う
ち
、
彼
自
身
の
も
の
で
あ
る
労
働
時
間
が
物
体
化
さ
れ
て
い

る
部
分
」
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
「
諸
商
品
相
互
の
比
は
」
、
二
商
品
の
価
値
全
体
が
支
払
労
働
と
不
払
労
働
と
に
分
解
す
る
」
場
合
と
、

「
充
用
さ
れ
た
直
接
労
働
と
充
用
さ
れ
た
蓄
積
労
働
と
の
割
合
が
違
う
」
場
合
と
で
は
、
異
な
る
内
実
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
む
し
ろ
こ
の
論
点
は
、
「
リ
ヵ
ー
ド
が
利
潤
と
剰
余
価
値
と
を
直
接
に
同
一
視
し
、
ま
た
価
値
と
費
用

価
格
と
を
同
一
視
」
（
以
上
、
白
・
ロ
．
。
．
》
三
国
丙
の
》
巴
・
恩
１
単
・
の
・
鼠
⑦
‐
５
ｍ
）
し
た
難
点
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
に
力
点
を
置
く
結
果

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
労
働
の
価
値
」
「
指
標
」
の
「
機
知
」
は
こ
こ
で
は
、
価
値
の
内
在
・
外
在
の
尺
度
論
に

関
す
る
か
ぎ
り
、
価
値
量
Ⅱ
労
働
量
の
理
解
を
軸
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
固
有
の
尺
度
論
の
提
起
に
な
り
え
て
い
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
理
論
的
脈
絡
は
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
「
リ
ヵ
ー
ド
体
系
」
に
お
け

る
二
つ
の
「
困
難
」
、
す
な
わ
ち
「
価
値
法
則
に
一
致
す
る
資
本
と
労
働
と
の
あ
い
だ
の
交
換
」
と
二
股
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
」
、
と
い
う
古
典
派
経
済
学
の
限
界
設
定
に
結
び
つ
い
て
い
る
と



８
言
い
う
る
だ
ろ
う
。

し
か
も
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
二
つ
の
側
面
へ
の
分
解
に
よ
っ
て
、
「
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
と
い
う
「
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
」
以
降
の
マ
ル
ク
ス
の
考
察
方
法
は
、
彼
自
身
の
理
論
的
展
開
を
一
面
で
制
約

す
る
結
果
を
も
生
じ
さ
せ
て
い
る
点
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
は
、
一
方
で
は
労
働
力
商
品
の
価
値
が
資

本
の
生
産
過
程
に
お
け
る
必
要
労
働
時
間
を
通
し
て
そ
の
価
値
を
規
定
さ
れ
る
関
係
を
十
分
承
知
し
て
い
た
。
だ
が
、
他
方
で
は
こ
の

関
係
を
、
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
自
体
と
し
て
は
、
「
単
な
る
生
存
の
見
地
」
と
し
て
資
本
・
賃
労
働
関
係
に
お
い
て
「
固
定
」
し
、

労
働
力
商
品
の
価
値
通
り
の
「
等
価
交
換
」
を
堅
持
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
理
解
は
、
「
労
働
の
価
値
」
に
よ
る

商
品
の
価
値
規
定
批
判
に
関
連
し
て
提
起
さ
れ
て
い
た
価
値
の
外
在
・
内
在
の
尺
度
論
に
た
い
し
て
も
、
そ
れ
ら
自
身
の
固
有
な
解
決

（
９
）

を
不
徹
底
に
さ
せ
て
し
ま
う
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

結
論
的
に
言
え
ば
、
今
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
ス
ミ
ス
労
働
価
値
論
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
の
批
評
の
論
点
、
す
な
わ
ち
「
私
の
労
働
」

Ⅱ
「
社
会
的
労
働
」
と
し
て
の
「
交
換
価
値
」
の
規
定
は
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
社
会
的
生
産
の
抽
象
的
な
枠
組
と
し
て
の
「
分

業
」
「
生
霊
程
に
錆
け
る
労
働
と
、
そ
の
労
働
が
自
然
に
働
ら
き
か
け
る
ｌ
「
本
源
的
購
買
貨
幣
」
と
し
て
の
ｌ
扇
證
と
不

可
分
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
、
す
で
に
労
働
生
産
過
程
を
包
含
し
て
い
る
ス
ミ
ス
の

労
働
価
値
論
を
対
象
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
ス
ミ
ス
の
労
働
価
値
論
は
、
こ
う
し
た
も
の
と
し
て
は
、
内
在
・
外
在
の

尺
度
論
に
関
し
て
承
れ
ば
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
同
時
に
矛
盾
な
く
成
立
す
る
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
の
関
係
の
批
判
的
克
服
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
一
方
で
は
彼
独
自
の
労
働
生
産
過
程
の
把
握
を
、
他
方
で
は
そ
の
労
働

（
⑩
）

生
産
過
程
を
特
殊
歴
史
的
に
編
制
す
る
資
本
の
定
式
の
把
握
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
の
ス
ミ
ス
批
判
で
は
、
彼
の
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
把
握
の
方
法
か
ら
す
れ
ば
、
さ
ら
に
「
交
換
価
値
」



９「経済学批判体系」の－考察(四）
の
領
域
か
ら
生
産
過
程
を
、
つ
ま
り
ス
ミ
ス
の
剰
余
価
値
論
を
対
象
と
す
る
領
域
の
批
判
的
処
理
に
関
す
る
問
題
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ひ
き
続
き
そ
の
点
を
検
討
し
て
承
よ
う
。

（
１
）
（
２
）
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
拙
稿
「
「
経
済
学
批
判
体
系
」
の
一
考
察
」
白
（
「
経
済
志
林
』
、
第
四
二
巻
一
号
）
九
一
ペ
ー
ジ
以
下

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
拙
稿
、
前
出
論
文
、
九
六
ペ
ー
ジ
注
（
４
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
理
論
的
性
格
に
つ
い
て

は
、
時
永
淑
教
授
に
よ
る
次
の
よ
う
な
指
摘
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
ス
ミ
ス
は
、
す
で
に
分
業
論
を
説
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
『
人
間
の

自
然
に
た
い
ず
ろ
労
繊
の
社
会
的
関
係
』
を
ｌ
た
と
え
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
内
の
分
業
と
商
品
交
換
を
媒
介
と
す
る
社
会
的
分
業
と
を
混
同

し
て
い
た
と
ば
い
え
ｌ
、
事
実
上
考
察
の
対
象
と
し
て
い
た
…
・
」
あ
る
い
は
、
「
ス
ミ
ス
は
『
諸
国
民
の
富
」
の
序
論
昌
頭
で
『
あ
ら
ゆ
る

国
民
の
労
働
は
、
そ
の
国
民
が
年
向
消
饗
す
る
す
べ
て
の
生
活
必
需
品
お
よ
び
便
益
品
を
本
源
的
に
供
給
す
る
資
源
で
あ
る
」
…
…
と
述
べ
、
さ

ら
に
、
第
一
篇
の
第
一
、
二
、
三
章
で
、
こ
の
「
労
働
生
産
力
』
を
改
善
す
る
も
の
と
し
て
す
で
に
分
業
論
を
ｌ
マ
ニ
ニ
フ
ァ
ク
チ
ニ
ァ
内
分

業
と
、
『
人
民
の
大
多
数
の
多
大
の
欲
望
を
充
足
す
べ
き
大
製
造
業
・
一
…
…
と
い
う
形
で
の
、
実
は
生
産
物
を
商
品
と
し
て
交
換
し
合
う
関
係
に
よ

っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
社
会
的
分
業
と
を
、
明
確
髭
は
区
別
し
て
い
な
い
分
業
論
を
Ｉ
を
説
い
た
の
ち
に
、
…
労
働
Ⅱ
本
源
的
購
買
貨
幣
説

を
説
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
確
か
に
一
面
で
は
、
人
間
の
自
然
に
た
い
す
る
労
働
過
程
そ
の
も
の
を
事
実
上
見
て
い
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

そ
の
分
業
論
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
労
働
過
程
が
社
会
的
関
係
の
う
ち
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
事
実
上
見
て
い
た
と
い
え
る
。
」
（
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

の
労
働
Ⅱ
本
源
的
瞬
貿
貨
幣
説
に
関
す
る
一
考
察
」
、
『
経
済
志
林
』
、
法
政
大
学
経
済
学
部
創
立
五
十
周
年
記
念
総
文
集
、
下
巻
、
一
九
七
○
年

一
二
月
、
八
二
お
よ
び
八
四
ペ
ー
ジ
。
）

（
４
）
こ
う
し
た
意
味
で
、
ス
ミ
ス
の
第
五
章
の
世
界
は
一
面
で
商
品
経
済
史
観
を
柔
ご
と
に
完
成
さ
せ
た
も
の
と
も
言
う
べ
き
性
格
を
有
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
性
格
こ
そ
、
ス
ミ
ス
的
甘
口
勺
と
も
言
い
う
る
よ
う
な
強
固
な
理
論
的
世
界
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
ス
ミ

ス
に
相
対
し
た
リ
カ
ー
ド
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
も
、
こ
の
耳
目
に
多
か
れ
少
な
か
れ
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
古
典
派
的

抽
象
の
性
格
と
マ
ル
ク
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
中
野
正
『
価
値
形
態
論
』
（
日
本
評
論
新
社
、
’
九
五
八
年
）
、
第
三
章
第
四
章
を
参
照
さ
れ

た
い
。

な
お
拙
稿
。
経
済
学
批
判
体
系
」
の
一
考
察
」
ロ
（
「
経
済
志
林
』
、
第
四
二
巻
一
号
）
九
一
ペ
ー
ジ
以
下



１０
（
５
）
マ
ル
ク
ス
の
「
資
本
論
」
体
系
成
立
過
程
に
お
い
て
、
ス
ミ
ス
と
の
関
連
で
こ
の
内
在
、
外
在
の
尺
度
論
が
占
め
る
位
腫
に
つ
い
て
は
、
時
永

淑
教
授
の
経
済
理
論
学
会
第
二
○
回
大
会
で
の
報
告
「
資
本
論
体
系
に
お
け
る
資
本
形
式
の
問
題
」
（
経
済
理
論
学
会
編
『
現
代
帝
国
主
義
と
資

本
輸
出
」
、
経
済
理
論
学
会
年
報
第
一
○
集
、
一
九
七
三
年
、
青
木
書
店
、
所
収
、
一
四
五
ペ
ー
ジ
以
下
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
６
）
こ
こ
で
言
及
さ
れ
た
「
指
標
一
の
意
味
内
容
は
、
こ
の
文
脈
だ
け
か
ら
は
必
ず
し
も
十
分
に
汲
象
と
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
、
ル
ク
ス
は
ほ
ぼ
同

様
の
意
図
を
「
サ
ミ
ュ
ニ
ル
・
ベ
ー
リ
」
の
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
箇
所
で
多
少
数
行
し
て
い
る
。
な
お
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
文
章
中
で
、

「
マ
ル
サ
ス
に
つ
い
て
論
ず
る
さ
い
に
、
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
の
ち
と
の
関
連
で
マ
ル
サ
ス

の
箇
所
で
彼
が
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
幾
分
長
文
に
な
る
が
引
用
し
て
お
こ
う
。

コ
ル
サ
ス
が
最
初
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
リ
カ
ー
ド
に
よ
る
一
労
働
の
価
値
』
と
『
労
働
の
趾
」
と
の
区
別
を
再
度
抹
殺
し
、

ス
ミ
ス
の
二
つ
の
見
解
の
並
磁
を
一
方
の
ま
ち
が
っ
た
側
面
へ
還
元
す
る
こ
と
で
あ
る
。
／
『
あ
る
与
え
ら
れ
た
労
働
錘
は
、
そ
れ
を
支
配
す
る
賀

銀
、
ま
た
は
そ
れ
と
実
際
に
交
換
さ
れ
る
貸
銀
と
同
じ
価
値
を
も
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
』
・
…
．
．
／
こ
の
文
句
の
意
図
は
、
労
働
の
鑓
と
労
働

の
価
値
と
い
う
表
現
を
等
置
す
る
こ
と
に
あ
る
。
／
こ
の
文
句
は
、
そ
れ
自
体
、
単
な
る
同
義
反
復
、
ぱ
か
げ
き
っ
た
こ
と
の
表
現
に
す
ぎ
な
い

…
…
こ
れ
は
、
一
定
趾
の
労
働
の
交
換
価
値
は
、
別
名
賃
銀
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
の
交
換
価
値
に
等
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
…
…

一
人
の
労
働
者
が
一
二
時
間
労
働
し
、
賃
銀
と
し
て
六
時
間
分
の
生
産
物
を
受
け
取
る
な
ら
ば
、
こ
の
六
時
間
分
の
生
産
物
が
、
一
二
時
間
の
労

働
に
と
っ
て
の
価
値
を
形
成
す
る
（
と
い
う
の
は
、
こ
れ
が
、
賃
銀
つ
ま
り
〔
一
二
時
間
の
労
働
〕
と
交
換
さ
れ
う
る
商
品
だ
か
ら
で
あ
る
）
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
六
時
間
の
労
働
は
一
二
時
間
の
労
働
に
等
し
い
と
か
、
六
時
間
の
労
働
が
表
わ
さ
れ
る
商
品
は
、
一
二
時
間
の
労
働
が
表
わ
さ

れ
る
商
品
に
等
し
い
、
な
ど
と
い
う
結
論
は
出
て
こ
な
い
。
・
・
・
…
た
だ
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
出
て
く
る
だ
け
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
労
働
の
価

値
（
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
労
働
能
力
の
価
値
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
労
働
能
力
が
遂
行
す
る
労
働
に
よ
っ
て
は
計
ら
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
）
、
つ
ま
り
あ
る
与
え
ら
れ
た
趾
の
労
働
の
価
値
は
、
そ
れ
が
購
買
す
る
労
働
よ
り
も
少
な
い
労
働
を
含
む
と
い
う
こ
と
、
し
た
が

っ
て
、
購
買
さ
れ
た
労
働
が
表
わ
さ
れ
る
商
品
の
価
値
と
、
こ
の
与
え
ら
れ
た
盆
の
労
働
を
購
買
ま
た
は
支
配
し
た
商
品
の
価
値
と
は
非
常
に
違

う
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
／
…
…
商
品
費
や
さ
れ
た
労
働
は
次
の
よ
う
な
労
働
か
ら
な
っ
て
い
る
…
…
一
、
損
耗
さ
れ
た
、
し
た
が
っ

て
生
産
物
の
価
値
の
な
か
に
再
現
す
る
機
械
な
ど
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
。
…
…
二
、
消
費
さ
れ
た
原
生
産
物
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
。
…
…

三
、
貸
銀
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
で
、
生
き
て
い
る
労
働
と
交
換
さ
れ
た
労
働
で
あ
る
。
だ
が
、
マ
ル
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
生
き
て
い
る
労
働
は
、

そ
れ
と
交
換
さ
れ
る
対
象
化
さ
れ
た
労
働
よ
り
も
大
き
く
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
商
品
は
不
払
労
働
部
分
を
含
む
こ
と
な
く
、
た
だ
、
等
価
物



１１「経済学批判体系」の一考察(四）

（
７
）
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
「
こ
の
基
礎
の
う
え
で
賃
銀
を
展
開
す
る
」
と
言
っ
て
る
場
合
に
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
「
賃
労

働
の
理
論
が
解
答
を
与
え
る
」
（
駒
ミ
肉
、
ミ
寺
》
言
の
鳥
。
》
巴
艮
、
。
ｓ
）
も
の
と
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
が
い
わ
ゆ
る
「
経
済
学
批
判
体
系
の

プ
ラ
ン
」
に
お
け
る
「
賃
労
働
」
の
箇
所
で
固
有
に
論
じ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
諸
議
論
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
こ

と
自
身
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
「
労
働
の
価
値
」
と
い
う
理
解
が
、
商
品
と
し
て
の
労
働
力
を
そ
れ
自
身
で
価
値
物
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ

と
の
批
判
と
し
て
提
出
さ
れ
た
視
点
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
時
期
の
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
の
性

格
泥
つ
い
て
ば
、
そ
れ
自
体
の
検
討
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

（
８
）
こ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、
資
本
・
賃
働
関
係
を
流
通
と
生
産
と
の
二
つ
の
側
面
に
分
離
し
て
考
察
を
進
め
た
さ
い
に
、
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
可
能
と
な
っ
た
そ
の
考
察
方
法
の
積
極
的
性
格
の
可
能
的
な
一
面
に
つ
い
て
の
指
摘
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
点
と
関

Ｊ

連
し
て
、
労
働
力
商
品
の
価
値
規
定
に
対
す
る
視
角
か
ら
、
ｗ
ｌ
Ｇ
ｌ
ｗ
の
単
純
な
商
品
流
通
の
理
論
的
性
格
規
定
を
見
事
に
考
察
さ
れ
た
の

が
、
宇
野
弘
蔵
氏
の
「
労
鋤
力
な
る
商
品
の
特
殊
性
に
つ
い
て
」
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
そ
こ
で
は
端
的
に
、
「
労
働
力
な
る
商
品
に
よ
っ
て
こ

Ｊ

の
ｗ
ｌ
Ｇ
Ｉ
ｗ
を
理
解
せ
ん
と
す
る
と
ぎ
、
吾
為
は
始
め
て
、
妄
】
の
形
式
の
抽
象
性
を
明
確
に
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
而
も
か
く
し
て
始
め

Ｊ

て
ｗ
ｌ
Ｇ
ｌ
ｗ
の
一
般
の
流
通
形
式
の
意
味
も
明
ら
か
に
な
る
」
（
『
宇
野
弘
蔵
著
作
集
』
、
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
四
九
六
ペ
ー

ジ
）
と
い
う
興
味
あ
る
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
９
）
ち
な
象
に
、
マ
ル
ク
ス
が
与
え
て
い
る
理
解
を
示
し
て
お
け
ば
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
賃
銀
す
な
わ
ち
資
本
家
が
労
働
能
力
の
一
時
的

な
処
分
権
を
買
う
た
め
の
等
価
物
は
、
そ
の
直
接
的
な
形
態
庭
お
け
る
商
品
で
は
な
く
、
姿
態
変
換
さ
れ
た
商
品
す
な
わ
ち
貨
幣
で
あ
り
、
交
換

価
値
と
し
て
の
、
社
会
的
労
働
す
な
わ
ち
一
般
的
労
働
時
間
の
直
接
的
物
質
化
と
し
て
の
、
そ
の
独
立
形
態
に
お
け
る
商
品
で
あ
る
。
」
「
逆
に
、

資
本
家
が
労
働
を
買
う
た
め
の
貨
幣
は
、
そ
の
労
働
者
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
商
品
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
鐘
す
な
わ
ち
そ
の
労
働
者
の
労
働
時

間
よ
り
も
少
な
い
労
働
量
、
少
な
い
労
働
時
間
を
含
む
。
資
本
家
は
、
賃
銀
を
形
成
す
る
こ
の
貨
幣
額
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
段
の
ほ
か

に
、
彼
が
支
払
わ
な
い
追
加
労
働
量
を
、
す
な
わ
ち
彼
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
貨
幣
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
壁
を
越
え
る
超
過
分
を
、
買
う
の
で

あ
る
。
」
（
雪
烏
岑
菖
、
§
三
国
百
田
・
農
‐
鐸
）
ｍ
・
ヨ
ー
闇
）

た
じ

を
補
坂
す
る
労
働
だ
け
を
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
結
果
と
し
て
…
…
そ
れ
は
利
潤
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
に
た
る
で
あ
ろ
う
。
」

（
雪
昏
昏
ミ
ミ
．
こ
「
の
『
貫
里
・
唾
①
‐
顎
》
⑫
．
】
⑭
１
９
．
引
用
文
中
の
斜
線
は
改
行
を
示
す
。
ま
た
、
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
体
を
と
く
に
表
示
し
な
か
っ



1２

と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
は
、
ス
ミ
ス
の
「
労
働
と
労
働
生
産
物
と
の
等
置
」
を
批
判
し
、
さ
ら
に
ス
ミ
ス
の
剰
余
価
値
論
の
検
討
に

移
っ
て
い
る
。
『
諸
国
民
の
富
』
の
第
一
篇
第
六
章
以
降
の
領
域
の
考
察
で
あ
る
。
し
か
も
、
）
」
の
第
一
篇
第
六
章
以
降
の
ス
ミ
ス
の

展
開
は
、
そ
れ
ま
で
の
諸
章
と
の
あ
い
だ
に
「
裂
け
目
」
が
生
じ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
「
裂
け

目
」
を
リ
ヵ
ー
ド
に
た
い
す
る
ス
ミ
ス
の
い
わ
ば
「
功
績
」
と
し
て
評
価
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
対
象
化
さ
れ
た
労
働

が
生
き
て
い
る
労
働
の
一
部
分
を
無
償
で
取
得
す
る
、
す
な
わ
ち
支
払
う
こ
と
な
し
に
取
得
す
る
と
い
う
こ
と
…
…
」
、
「
ス
ミ
ス
が
リ

ヵ
ー
ド
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
点
は
、
彼
が
、
資
本
主
義
的
生
産
と
と
も
に
こ
の
変
化
が
現
わ
れ
る
こ
と
を
強
く
力
説
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
」
（
』
寄
書
ミ
ミ
ー
ヨ
ｑ
百
田
・
ｇ
ｌ
］
》
の
．
田
・
）
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
評
価
は
、
ス
ミ
ス
の
第
一
篇
第
六
章
以
降
の

論
述
か
ら
象
て
、
き
わ
め
て
妥
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
ス
ミ
ス
の
剰
余
価
値
把
握
に
た
い
す
る
評
価
を
、
こ
れ

ま
で
の
第
一
篇
第
五
章
の
領
域
に
関
す
る
彼
の
ス
ミ
ス
理
解
と
対
応
さ
せ
る
と
、
必
ず
し
も
十
分
納
得
的
と
は
言
い
え
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
が
第
一
篇
第
五
章
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
す
る
交
換
価
値
の
概
念
を
取
り
出
し
た
も
の
と
す
れ

ば
、
つ
ま
り
分
業
に
基
づ
く
商
業
社
会
の
「
私
の
労
働
Ⅱ
社
会
的
労
働
」
と
し
て
の
交
換
価
値
の
概
念
を
取
り
出
し
た
も
の
と
す
れ

ば
、
こ
う
し
た
ス
ミ
ス
の
労
働
の
把
握
と
無
関
係
に
彼
の
剰
余
価
値
把
握
も
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
果
た
し

（
、
）
な
お
、
価
値
尺
度
論
や
こ
う
し
た
論
点
に
関
す
る
原
理
的
体
系
構
成
上
の
問
題
が
、
砿
要
な
論
証
方
法
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
に
介

在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
考
察
は
そ
れ
ら
自
身
を
対
象
と
す
る
は
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
お
、
』
」
》
」
と
の
関
連
で
必

要
な
か
ぎ
り
で
は
、
時
永
淑
「
貨
幣
の
－
．
価
値
尺
度
』
機
能
と
資
本
の
商
人
資
本
的
形
式
」
（
鈴
木
鴻
一
郎
編
コ
ル
ク
ス
経
済
学
の
研
究
」
上
、

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
八
年
、
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

■■■■■

■■■■

￣



１３「経済学批判体系」の－考察(四）
（
１
）

ぱ
な
ら
な
い
。

マ
ル
ク
ス
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
、
「
価
値
を
つ
く
り
だ
す
の
は
、
ど
ん
な
使
用
価
値
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
か
は
ま

っ
た
く
ど
う
で
も
よ
い
と
こ
ろ
の
一
般
的
な
社
会
的
労
働
…
…
単
な
る
必
要
労
働
」
を
抽
象
し
、
商
品
価
値
の
実
体
と
し
た
の
で
あ

る
。
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
労
働
把
握
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
は
ど
の
よ
う
な
産
業
部
面
で
も
、
「
剰
余
価
値
は
、
：
…
・

労
働
の
対
象
的
諸
条
件
の
所
有
者
が
生
き
て
い
る
労
働
と
の
交
換
に
よ
っ
て
取
得
す
る
部
分
」
（
以
上
、
§
・
Ｐ
ゴ
の
鼻
の
・
田
．
ｇ
‐
』
》

の
・
９
１
弓
）
と
し
う
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ミ
ス
の
い
わ
ゆ
る
Ｐ
監
嵐
◎
口
匹
Ｐ
色
目
感
ｑ
と
し
て
の
剰
余
価

値
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
分
業
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
変
化
」
と
し
て
指
摘
し
た
交
換
価
値
の
概
念
を
支
え
た
分
業
と
し
て
の
「
一

般
的
な
社
会
的
労
働
」
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
剰
余
価
値
の
理
論
だ
け
に
限
定
す
れ
ば
、
ス
ミ
ス
の
剰
余

価
値
の
把
握
は
、
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
の
よ
う
に
、
ま
ち
が
い
な
く
先
行
諸
学
説
を
越
え
て
い
る
と
言
い
う
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
ス
ミ
ス
の
労
働
価
値
論
の
処
理
方
法
と
剰
余
価
値
論
と
の
あ
い
だ
に
は
、
ま
ず
ス
ミ
ス
な
り
の
関
連
性
が
成
り
立
っ
て
い
る
も
の

と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
が
ス
ミ
ス
に
「
裂
け
目
」
を
見
た
彼
の
「
経
済
学
批
判
」
の
見
地

は
、
つ
ま
り
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
二
側
面
に
分
離
し
て
対
象
を
把
握
す
る
と
い
う
見
地
は
、
こ
の
場
合
周
知
の
よ
う
に
こ
う
し
た
評

価
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
Ａ
・
ス
ミ
ス
に
は
、
剰
余
価
値
の
分
析
、
し
た
が
っ
て
ま
た
資
本
の
分
析
に
お
い
て
、

重
農
学
派
を
越
え
て
な
し
と
げ
ら
れ
た
大
き
な
進
歩
が
見
い
だ
さ
れ
る
」
（
員
・
ロ
・
Ｐ
ミ
の
鳥
の
》
田
・
ｇ
ｌ
■
・
の
．
＄
）
と
。

ス
ミ
ス
が
分
業
と
し
て
の
．
般
的
な
社
会
的
労
働
」
の
把
握
を
通
じ
て
剰
余
価
値
を
事
実
上
社
会
的
生
産
の
う
ち
に
一
般
的
に
確

定
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
明
白
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
ス
ミ
ス
の
剰
余
価
値
把
握
の
性
格
か
ら
し
て
、
こ
れ
を
「
資

本
の
分
析
」
に
お
け
る
「
大
き
な
進
歩
」
と
す
る
こ
と
は
疑
問
と
な
ろ
う
。
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
一
側
面
、
す
な
わ
ち
剰
余
価
値
の

て
『
諸
国
民
の
富
』
第
五
章
と
第
六
章
と
の
関
連
に
「
裂
け
目
」
を
強
調
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ



1４
生
産
の
側
面
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
剰
余
価
値
分
析
の
進
歩
が
資
本
分
析
の
進
歩
と
対
応
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
は
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
よ
う
な
評
価
に
よ
っ
て
剰
余
価
値
論
に
基
づ
く
学
説
史
上
の
発
展
を
た
だ
強
調
す
る
に
す
ぎ
な

か
っ
た
の
屯
か
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
や
は
り
資
本
の
生
産
過
程
を
価
値
形
成
増
殖
過
程
と
し
て
解
明
し
え
な
か
っ
た
ス
ミ
ス
に
た

（
２
）

い
し
、
こ
の
よ
う
な
評
価
を
与
夢
え
る
こ
と
は
疑
問
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
労
働
生
産
過
程
を
交
換
過

程
化
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
独
自
な
原
理
的
考
察
の
性
格
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
労
働
生
産
過
程
を
商
品
経
済
的
に
絶
対
化
し
て
把
握

す
る
と
い
う
独
自
な
理
論
形
成
を
基
礎
と
し
て
い
る
た
め
に
、
資
本
形
態
そ
の
も
の
を
理
論
的
に
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

あ
る
い
は
、
自
然
と
労
働
と
の
関
係
を
交
換
関
係
と
し
て
説
い
た
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
は
、
す
で
に
、
自
然
に
代
わ
っ
て
資
本
が
登
場

し
、
資
本
と
労
働
と
の
交
換
関
係
が
生
じ
る
場
合
を
、
本
質
的
に
異
次
元
の
区
別
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は

（
３
）

な
か
っ
た
。
ま
た
、
理
論
的
に
区
別
さ
れ
よ
う
は
ず
も
な
か
っ
た
と
一
一
一
戸
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
点
に
関
し
て
は
、
自
然
あ
る
い
は
資
本
に
た
い
す
る
直
接
の
生
産
者
の
側
を
考
慮
し
た
場
合
に
も
ス
ミ
ス
の
特
徴
が
生

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
は
、
第
一
篇
第
八
章
の
冒
頭
で
周
知
の
よ
う
に
「
労
働
の
生
産
物
は
、
労
働
の
自
然
的
報
酬
つ

ま
り
自
然
的
賃
銀
を
構
成
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
続
い
て
、
「
土
地
の
占
有
と
資
財
の
蓄
積
と
の
双
方
に
先
行
す

る
事
物
の
本
源
的
状
態
」
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
「
労
働
の
全
生
産
物
は
労
働
者
に
属
す
る
」
と
し
、
ま
た
こ
う
し
た
事
情
に
お
い
て

は
、
「
労
働
の
賃
銀
は
、
分
業
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
生
産
諸
力
の
い
っ
さ
い
の
改
善
と
と
も
に
増
加
し
た
で
あ
ろ
う
」
こ
と
を

確
認
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
事
物
の
本
源
的
状
態
」
は
し
か
し
、
「
土
地
の
占
有
や
資
財
の
蓄
積
」
の
あ
と
ま
で
は
続
か
な
い
の

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
状
態
は
労
働
の
生
産
諸
力
に
お
け
る
最
も
著
し
い
改
善
が
行
な
わ
れ
る
ず
っ
と
以

前
に
終
わ
り
を
告
げ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
労
働
の
報
酬
つ
ま
り
賃
銀
に
い
か
な
る
効
果
を
及
ぼ
し
た
か
を
こ
れ
以
上
さ
か
の
ぼ
っ

て
あ
と
づ
け
る
の
は
無
益
で
あ
ろ
う
」
（
以
上
、
弓
図
ミ
ミ
乞
宣
へ
§
②
・
・
己
・
・
一
（
・
》
ぐ
○
一
・
』
七
・
３
１
ｓ
大
内
・
松
川
訳
、
Ｉ
巻
、
一



１５「経済学批判体系」の一考察(四）
五
七
－
五
八
ペ
ー
ジ
）
と
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
理
解
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
第
一
篇
第
五
章
で
論
じ
ら
れ
た
内
容
が
「
事
物
の
本
源
的
状
態
」
に
属

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
じ
て
お
い
た
内
容
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、

こ
の
「
本
源
的
状
態
」
と
し
て
の
自
然
と
人
間
と
の
関
係
す
な
わ
ち
自
然
－
労
働
と
い
う
労
働
過
程
の
所
産
を
労
働
に
よ
る
「
自
然

的
報
酬
Ⅱ
自
然
的
賃
銀
」
と
い
う
か
た
ち
で
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
自
然
と
労
働
と
の
交
換
関
係
で
取
得
す
る
生
産

物
を
、
蟇
生
譽
の
労
働
の
代
価
と
し
て
自
然
的
ｌ
董
這
こ
の
表
現
繩
「
本
源
的
」
と
も
一
實
い
う
る
が
ｌ
議
臺
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
的
Ⅱ
本
源
的
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
ス
ミ
ス
が
与
え
て
い
る
理
解
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ

る
が
、
彼
に
よ
る
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
に
外
な
ら
な
い
。
彼
が
論
証
可
能
な
状
態
と
し
て
抽
象
し
設
定
し
た
世
界
で
言
え
ば
、
分

業
に
基
づ
く
商
業
社
会
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
労
働
」
が
「
最
初
の
価
格
」
と
し
て
投
下
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
「
労
働
の
全
生
産
物
」
が
「
労
働
者
に
属
す
る
」
こ
と
に
な
る
の
は
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
当
然
の
こ
と

で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
彼
の
言
う
「
生
活
必
需
品
・
便
益
品
」
と
し
て
の
社
会
の
全
生
産
物
が
労
働
の
所
産
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
う
い
う
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
労
働
生
産
過
程
の
資
本
の
そ
れ
と
し
て
の
特
質
を
、
す
な
わ
ち
価
値
形
成
増
殖
過
程
を
解

明
し
え
な
か
っ
た
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
資
本
・
土
地
所
有
が
登
場
す
る
現
実
の
商
品
経
済
的
枠
組
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

労
働
者
は
資
本
・
土
地
所
有
に
彼
の
「
労
働
の
生
産
物
」
の
「
分
け
さ
え
」
あ
る
い
は
「
価
値
の
分
け
ま
え
」
を
提
供
せ
ざ
え
を
え
な

く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
事
態
が
「
労
働
の
報
酬
つ
ま
り
賃
銀
に
ど
の
よ
う
な
効
果

を
及
ぼ
し
た
か
を
こ
れ
以
上
さ
か
の
ぼ
っ
て
あ
と
づ
け
る
の
は
無
益
」
だ
と
も
さ
れ
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
一
面
で
は
、
社
会
の
経
済

的
基
礎
過
程
に
基
づ
け
ば
、
社
会
の
全
生
産
物
は
労
働
の
所
産
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
経
済
的
基
礎
過
程
を
商
品
経
済
的
関
係
で
取



1６
り
出
し
た
仕
方
に
即
し
て
示
せ
ば
そ
れ
は
労
働
者
に
属
す
る
関
係
に
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
他
面
で
は
、
そ
う
し

た
経
済
的
基
礎
過
程
が
資
本
・
土
地
所
有
・
賃
労
働
か
ら
な
る
社
会
的
形
式
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
労
働
者
の
労
働

の
生
産
物
は
そ
れ
に
応
じ
て
他
の
二
者
と
分
け
合
う
関
係
に
た
つ
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
現
実
の
労
働
者
の
賃
銀
形
態
に
な
る
』
」
と
さ
え

（
４
）

確
詞
”
さ
れ
る
な
ら
、
こ
れ
以
上
の
理
論
的
考
察
は
不
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
す
る
ス
ミ
ス
の
「
裂
け
目
」
は
、
強
調
さ
れ
る
ほ
ど
の
理
論
的
分
裂
を
生
じ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
は
多
少
逆
説
的
に
言
え
ば
、
ス
ミ
ス
の
理
論
展
開
は
、
こ
れ
を
規
制
し
て
い
る
本
質
的
な
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
論

理
的
に
「
裂
け
目
」
が
生
じ
よ
う
し
な
い
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
ス
ミ
ス

の
理
論
的
性
格
に
お
い
て
は
、
資
本
は
資
本
と
し
て
理
論
的
解
明
の
対
象
と
し
て
明
確
に
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
賃
労
働
も
そ
れ
に
対
応

し
て
資
本
家
的
賃
労
働
つ
ま
り
労
働
力
の
商
品
化
と
し
て
把
握
さ
れ
よ
う
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
た
だ
も
っ
ぱ
ら
現
実
的
な
形
態
に
対
応

し
な
が
ら
、
彼
の
理
論
に
無
理
な
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
強
調
は
む
し
ろ
彼

（
５
）

自
身
の
原
理
的
体
系
構
成
の
方
法
に
よ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
ス
ミ
ス
評
価
に
関
し
て
は
、
な
お
無
視
し
え
な
い
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で

も
な
く
ス
ミ
ス
の
剰
余
価
値
把
握
に
関
し
て
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
に
即
す
な
ら
ば
、
ス
ミ
ス
の
剰
余
価
値
は
、
第
一
篇
第
六
章

以
降
で
「
資
本
と
賃
労
働
と
の
あ
い
だ
の
交
換
」
に
移
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
般
的
範
畷
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
関
係
に
あ
る
。

そ
し
て
ま
さ
に
、
「
ス
ミ
ス
は
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
も
と
で
も
、
投
下
労
働
価
値
説
の
見
解
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
か

（
６
）

ぎ
り
で
は
、
剰
余
価
値
の
発
源
を
事
実
上
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
」
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
ス
ミ
ス
の
価
値
分
解
説
の

見
地
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
篇
第
五
章
で
説
か
れ
た
ス
ミ
ス
の
投
下
労
働
価
値
論
と
第
六
章
で
説
か
れ
て
い
る

剰
余
価
値
論
と
は
、
明
ら
か
に
前
者
が
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
た
程
度
に
対
応
し
て
後
者
も
明
確
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
関
係



１７「経済学批判体系｣の一考察(四）
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
重
要
な
こ
と
は
、
「
投
下
労
働
価
値
説
の
見
解
を
貫
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
「
事
実
上
‐
｜
、
「
剰
余
価
値
の
発

源
」
を
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
関
係
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
点
は
こ
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
「
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
、
労
働
者
の
労
働
の
全
生
産
物
が
も
は
や
労
働
者
の
も
の
で
は
な
く
、
労
働
者
が
こ
の
全
生
産
物
ま
た
は
そ
の

価
値
蟇
本
の
所
有
者
と
分
け
合
わ
な
け
れ
種
な
ら
な
い
と
い
う
事
凛
、
爵
を
ｌ
薑
品
の
相
互
に
交
誓
れ
る
比
率
す
な
わ

ち
諸
商
品
の
交
濡
値
は
、
そ
れ
ら
に
蔓
化
さ
れ
て
い
る
労
働
時
間
の
醤
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
法
則
を
ｌ
無
効
に

す
る
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
で
反
駁
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
（
』
馬
マ
ミ
ミ
・
乏
円
岸
の
》
巴
・
ｍ
７
惇
國
の
．
ｇ
）
と
。
こ
の
よ
う
に
、
ひ
と
ま

ず
ス
ミ
ス
の
資
本
・
賃
労
働
関
係
に
た
い
す
る
把
握
が
ど
う
で
あ
れ
、
と
う
ぜ
ん
彼
の
投
下
労
働
価
値
論
と
剰
余
価
値
論
と
の
関
係
を

見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
は
、
ス
ミ
ス
の
投
下
労
働
価
値
論
の
本
質
を
、
労
働
の
価
値
に
よ
る
商
品
価
値
の
規
定
あ
る
い
は
労
働
と
労

働
生
産
と
の
等
置
と
正
し
く
見
抜
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
こ
う
し
た
ス
ミ
ス
価
値
論
の
性
格
に
投
下
労
働
量
に
よ
る
商
品

の
価
値
規
定
が
並
存
し
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
批
判
点
は
、
ス
ミ
ス
剰
余
価
値
論
の
彼
の
検
討
に
つ
い
て
は

や
は
り
重
要
な
理
論
的
手
掛
り
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
資
本
と
賃
労
働
と
の
交
換
関
係
か
ら
な
ぜ
剰
余
価
値
が
貧
ミ
ス
に
と

っ
て
も
）
生
ま
れ
う
る
こ
と
に
な
る
か
が
こ
の
論
理
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
「
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
、
貨
幣
ま
た
は
他
の
諸
商
品
の
交

換
を
、
完
成
さ
れ
た
労
働
生
産
物
と
労
働
と
の
交
換
と
同
列
に
お
く
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
は
じ
め
の
交
換
に
お
い
て
剰
余

も
、
、

価
値
が
生
ず
る
の
は
、
諸
商
品
が
そ
の
価
値
ど
お
り
に
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
時
間
で
、
と
い
っ
て
も
そ
の
一
部
分
は
支
払
わ

、
、
、
、
も

れ
て
い
な
い
労
働
時
間
で
、
交
換
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
な
の
で
あ
る
。
。
：
…
だ
か
ら
、
完
成
製
品
と
貨
幣
ま
た
は
商
品
と
の
交
換

の
場
合
に
お
け
る
利
潤
は
、
も
し
そ
れ
ら
が
そ
の
価
値
ど
お
り
に
交
換
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
完
成
製
品
と
生
き
て
い
る
労
働
と
の
交
換

の
ほ
う
が
別
の
法
則
に
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
等
価
物
が
交
換
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
生
ず
る
の
で
あ
る
。
」
（
Ｐ
Ｐ
ｏ
・
》
ヨ
の
『
汀
》



1８

因
」
・
恩
‐
』
わ
・
臼
・
傍
点
、
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
。
）
要
す
る
に
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
、
投
下
労
働
量
に
よ
る
商
品
の
価
値
規
定
が
労
働

の
価
値
に
よ
る
そ
の
規
定
と
混
同
さ
れ
な
い
限
り
で
、
剰
余
価
値
の
把
握
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
混
同
は
、
た
だ
単
純
に
一
方
が
正
し
く
、
他
方
が
誤
り
と
い
う
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
従

う
法
則
が
違
う
関
係
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
「
別
の
法
則
」
と
表
現
し
て
い
る

「
法
則
」
自
体
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
厳
密
な
用
語
の
使
用
を
行
な
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
資
本
。

賃
労
働
関
係
が
一
般
商
品
の
価
値
法
則
と
は
異
な
る
次
元
に
属
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
労
働

能
力
が
そ
の
再
生
産
と
維
持
と
の
た
め
に
没
や
す
労
働
時
間
と
、
労
働
能
力
そ
の
も
の
が
な
し
う
る
労
働
と
が
非
常
に
違
う
と
い
う
こ

と
は
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
に
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
」
の
で
あ
る
が
、
彼
が
資
本
と
労
働
と
の
交
換
で
「
困
難
」
に
直
面
し
た
の
は
「
資
本

（
７
）

が
、
労
働
能
力
に
で
は
な
く
労
働
に
直
接
対
置
さ
れ
」
（
Ｐ
Ｐ
Ｐ
急
の
降
の
》
２
．
画
の
‐
俘
・
の
・
造
）
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
ス
ミ
ス
価
値
論
を
切
開
し
つ
つ
、
一
般
商
品
の
価
値
法
則
と
区
別
さ
れ
る
資
本
と
労
働
と
の
関
係
つ
ま

、
、

、
、

り
「
完
成
製
品
と
生
き
て
い
る
労
働
と
の
交
換
」
（
別
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
「
対
象
化
さ
れ
た
労
働
と
生
き
て
い
る
労
働
と
の
交
換
」
）
に

「
支
払
わ
れ
て
い
な
い
労
働
時
間
」
の
存
在
の
必
然
性
を
見
出
し
、
こ
こ
に
ス
ミ
ス
の
シ
監
冨
。
：
｝
ロ
ロ
自
画
ｑ
と
し
て
の
剰
余
価
値

の
成
立
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
ス
ミ
ス
分
析
は
、
彼
の
「
経
済
学
批
判
」
の
視
角
か
ら
す
れ
ば
十

分
な
屯
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
ス
ミ
ス
剰
余
価
値
論
自
体
の
特
質
の
分
析
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
や
は
り
別

の
問
題
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
は
以
上
の
よ
う
な
分
析
手
続
を
通
じ
て
、
結
局
も
っ
ぱ
ら
『
諸
国
民
の
富
』

第
一
篇
第
六
章
に
お
い
て
ス
ミ
ス
の
剰
余
価
値
を
「
労
働
者
が
彼
の
賃
銀
を
弁
済
す
る
労
働
部
分
を
越
え
て
働
く
労
働
部
分
と
し
て

説
明
し
た
」
（
ロ
・
自
．
。
．
、
二
句
時
の
．
２
．
９
１
時
．
ｍ
・
認
）
も
の
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
端
的
に
一
一
一
一
口
っ
て
、
第
六
章
で
「
資
財
（
鼻
・
◎
戸
）
」

の
利
潤
を
シ
匙
冨
・
ロ
画
一
Ｐ
巨
目
ご
蔓
と
し
て
は
じ
め
て
論
じ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
た
だ
ち
に
ス
ミ
ス
の
剰
余
価
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値
把
握
の
根
拠
と
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
慢
ス
ミ
ス
は
、
資
財
の
利
潤
諺
土
地
の
地
代
の
形
成
を
説
い
た
の
ち
に
、

こ
れ
ら
の
価
格
の
構
成
部
分
の
「
実
質
価
値
」
は
す
べ
て
労
働
に
よ
っ
て
測
れ
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
‐
労
働
は
、
価
格

の
う
ち
で
、
労
働
に
分
解
さ
れ
る
部
分
の
価
値
を
測
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
地
代
に
分
解
さ
れ
る
部
分
の
価
値
を
、
利
潤
に
分
解
さ
れ

る
部
分
の
価
値
を
も
測
る
の
で
あ
る
」
（
弓
、
貝
暮
ミ
ミ
ミ
ご
菌
》
・
巳
・
◎
芹
・
》
で
・
周
・
大
内
・
松
川
訳
Ｉ
、
一
五
一
一
一
ペ
ー
ジ
）
と
。
ス

ミ
ス
は
こ
こ
で
、
明
ら
か
に
、
彼
が
実
質
価
値
の
尺
度
と
し
て
設
定
し
た
不
変
の
価
値
尺
度
た
る
労
働
の
価
値
を
、
こ
こ
で
も
価
値
の

尺
度
と
し
て
維
持
し
て
い
る
見
地
を
示
し
て
い
る
で
あ
る
。
本
来
、
彼
が
労
働
を
「
本
源
的
購
買
貨
幣
」
と
す
る
理
解
に
よ
っ
て
、
自

然
Ｉ
労
働
関
係
を
労
働
と
労
働
生
産
物
と
の
交
換
関
係
と
し
て
説
い
た
の
は
、
労
働
の
価
値
が
商
品
の
実
質
価
値
の
不
変
の
尺
度
た
る

ゆ
え
ん
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
に
こ
の
よ
う
な
理
論
的
展
開
を
成
立
さ
せ
た
根
本
的
事
情
は
、
そ
も
そ
も
諸

商
品
の
交
換
関
係
の
本
質
が
等
価
交
換
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
一
」
と
、
し
か
も
そ
れ
が
き
わ
め
て
厳
密
な
等
価
交
換
と
し
て
あ
る
べ
き

》
」
と
、
と
い
う
前
提
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
前
提
は
労
働
を
価
値
の
尺
度
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
承
可
能
と
な
り
う
る
も
の
だ
、
と

い
う
絶
対
的
確
信
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ミ
ス
の
世
界
で
は
、
不
等
価
交
換
が
一
般
的
に
許
容
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
は
ず

（
８
）

な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
ミ
ス
の
意
図
と
彼
が
展
開
し
た
理
論
的
帰
結
と
が
必
ず
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
ス
ミ
ス
の
意
図
が
彼
の
理
論
的
展
開
に
貫
か
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
不
等
価
交
換
の
許
容
の
も
と
に
、
彼
の
剰
余
価
値

の
根
源
を
見
出
す
論
理
だ
け
で
は
十
分
な
検
討
と
は
言
い
え
な
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

資
財
Ⅱ
資
本
お
よ
び
労
働
Ⅱ
賃
銀
が
ス
ミ
ス
の
理
論
的
把
握
に
お
い
て
も
っ
た
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
若
干
の
検
討
を

行
な
っ
て
お
い
た
。
そ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
ス
ミ
ス
の
分
業
と
し
て
の
労
働
一
般
の
性
格
を
見
る
場
合
に
、
そ
の
労
働
は
労
働
の

生
産
力
の
発
展
と
し
て
の
分
業
と
、
労
働
の
社
会
的
存
在
Ⅱ
性
格
を
極
印
し
て
い
る
も
の
と
し
て
の
分
業
と
に
密
接
な
関
係
を
有
し
て

い
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
『
諸
国
民
の
富
』
の
原
理
的
領
域
す
な
わ
ち



2０
第
一
、
二
篇
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
周
知
の
よ
う
に
、
彼
は
第
二
篇
の
「
序
論
」
で
、
こ
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
分
業
の
徹
底
と
労
働
生
産
物
の
相
互
依
存
と
の
関
係
に
言
及
し
、
「
織
工
が
自
分
の
特
殊
の

業
務
に
専
念
で
き
る
の
は
、
自
分
の
織
物
が
完
成
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
売
ら
れ
て
し
ま
う
ま
で
の
あ
い
だ
、
自
分
を
養
い
、
そ
の

仕
事
の
材
料
や
道
具
類
を
供
給
す
る
に
た
り
る
資
財
が
、
自
分
の
所
有
と
し
て
で
あ
れ
、
だ
れ
か
他
人
の
そ
れ
と
し
て
で
あ
れ
、
あ
ら

か
じ
め
ど
こ
か
に
貯
え
ら
れ
て
い
場
合
だ
け
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
関
連
か
ら
、
「
資
財
の
蓄
積
は
事
物
の
性
質
上
分

業
に
先
だ
た
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
、
労
働
も
ま
た
、
先
だ
っ
て
行
な
わ
れ
る
資
財
の
蓄
積
だ
け
に
比
例
し
て
ま
す
ま
す
細
分
さ
れ
う
る

の
で
あ
る
」
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
資
財
の
蓄
積
は
、
労
働
の
生
産
諸
力
の
こ
う
い
う
大
改
善
を
行
な
う
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
必
要
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
蓄
積
は
自
然
に
こ
う
い
う
改
善
を
先
導
す
る
こ
と
に
な
る
」
（
以
上
、
ミ
、
ミ
ニ
ミ
］
昏
昏
葛
・
◎
で
・
・
洋
・
・
鵠
、
１
℃
・

大
内
・
松
川
訳
Ｉ
、
四
四
五
’
四
六
）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
分
業
と
蓄
積
と
の
関
連
に
た
い
す
る
理
解
は
、
い
わ
ば
分
業
と
蓄
積
と
の
理
論
的
前
後
関
係
に
つ
い
て
も
、

ま
た
彼
の
生
産
力
視
角
か
ら
す
る
労
働
一
般
の
把
握
に
つ
い
て
も
、
先
述
の
論
点
に
つ
い
て
見
落
す
こ
と
の
で
き
な
い
内
容
を
含
ん
で

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
第
二
篇
の
「
序
論
」
に
お
け
る
ス
ミ
ス
の
叙
述
は
、
分
業
と
し
て
の
労
働
生
産
力
の
発
展
に
た
い
し
資

財
の
蓄
積
が
前
提
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
蓄
積
・
分
業
の
時
間
的
前
後
関
係
と
い
う
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
と
し

て
、
両
者
を
、
そ
の
生
産
力
そ
の
も
の
に
お
け
る
表
裏
の
関
係
と
し
て
強
調
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
強
調

は
、
明
ら
か
に
第
一
篇
の
最
初
の
諸
章
で
の
分
業
論
と
は
異
な
っ
て
い
て
、
こ
こ
で
は
蓄
穣
を
前
提
と
す
る
分
業
の
強
調
で
あ
る
。
し

か
も
こ
れ
が
、
彼
の
生
産
力
的
な
視
点
で
と
ら
え
ら
れ
る
と
、
交
換
を
前
提
と
す
る
蓄
積
、
し
た
が
っ
て
社
会
的
分
業
を
す
で
に
前
提

と
す
る
蓄
積
の
不
欠
性
の
指
摘
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
第
二
篇
の
最
初
の
部
分
の
叙
述
か
ら
す
れ
ば
、
彼
の

分
業
に
基
づ
く
商
業
社
会
と
い
う
の
は
、
す
で
に
蓄
積
を
内
包
す
る
関
係
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
い
え
よ
う
。
こ
の
点
は
、
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彼
が
第
一
篇
第
一
章
に
お
い
て
技
術
的
分
業
を
説
き
、
い
わ
ば
「
過
去
の
対
象
化
さ
れ
た
労
働
」
と
し
て
の
機
械
類
と
そ
の
分
業
と
の

関
連
に
一
一
一
一
口
及
し
て
い
る
さ
い
に
は
、
事
実
上
暗
黙
の
う
ち
に
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
の
蓄
積
が
裏
打
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
第
一
篇
の
分
業
論
を
も
っ
ぱ
ら
分
業
の
率
を
中
心
と
し
て
説
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
序
論
と
本

書
の
構
想
」
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
理
由
と
と
も
に
、
ス
ミ
ス
の
労
働
価
値
論
の
論
証
に
不
可
欠
な
装
置
と
し
て
、
「
分
業
」
と
し
て
の

（
９
）

労
働
生
産
過
程
が
ま
ず
根
本
的
要
件
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
で
、
第
一
篇
で
は
二
次
的
要
件
と

さ
れ
た
蓄
積
が
第
二
篇
に
お
い
て
む
し
ろ
積
極
的
関
係
と
さ
れ
、
蓄
積
に
対
応
す
る
分
業
と
い
う
関
連
の
説
き
方
が
な
さ
れ
て
く
る
こ

と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
分
業
」
と
か
「
蓄
積
」
と
か
は
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
は
、
彼
の
生
産
力
視
点
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
る

理
論
的
領
域
で
ど
ち
ら
か
が
基
本
的
関
係
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
「
別
の
法
則
に
」
従
う
か
た
ち
で
概
念
的
に
峻
別
さ
れ

る
べ
き
性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ふ
る
な
ら
ば
、
ス
ミ
ス
は
、
分
業
・
蓄
積
を
、
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
に
お
い
て
労
働
生
産
力
の
発
展
を
担
う
も
の

と
し
て
は
、
よ
り
基
底
的
な
し
の
、
よ
り
具
体
的
な
し
の
、
こ
の
両
者
の
相
互
依
存
的
性
格
を
見
て
お
り
、
、
本
質
的
に
区
別
す
る
こ
と

ば
な
か
っ
た
と
言
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
、
分
業
と
か
蓄
積
と
か
に
対
応
す
る
何
ら
か
の
区
別
を
も
っ
て
、
生
産
力
の
担
い
手

と
し
て
の
労
働
お
よ
び
社
会
的
存
在
と
し
て
価
値
を
担
う
労
働
を
把
握
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
価
値
の
実
体
を
な

す
労
働
の
こ
う
し
た
把
握
か
ら
す
れ
ば
、
剰
余
価
値
を
担
う
労
働
自
体
は
、
す
で
に
彼
の
分
業
論
に
お
い
て
内
包
さ
れ
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
独
自
な
労
働
価
値
論
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
自
然
と
労
働
と
の
交
換
関
係
と
し
て
説

か
れ
た
労
働
価
値
論
か
ら
す
れ
ば
、
剰
余
価
値
形
成
の
能
力
を
有
す
る
労
働
を
想
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
剰
余
価
値
の
形
成
そ
れ
自

身
を
明
示
す
る
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
彼
に
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
自
然
か
ら
受
け
取
る
労
働
生
産
物
を
一
方
で
は
「
自
然
的
報
酬
」

「
自
然
的
賃
銀
」
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
他
方
で
は
、
こ
れ
が
、
「
土
地
の
占
有
や
資
財
の
蓄
積
が
最
初
に
導
入
ざ
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れ
」
し
た
が
っ
て
「
労
働
の
生
産
諸
力
に
お
け
る
最
も
顕
著
な
改
善
が
行
な
わ
れ
」
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
受
け
取

っ
た
か
は
「
こ
れ
以
上
さ
か
の
ぼ
っ
て
あ
と
づ
け
る
の
は
無
益
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
「
生
産
諸
力
」
の
「
最
も
顕
著
な
改
善
」
の
商
品
経
済
的
形
式
と
し
て
の
資
本
・
賃
労
働
・
土
地
所
有
の

三
階
級
分
化
の
も
と
で
は
、
現
実
的
に
は
剰
余
労
働
部
分
を
含
ゑ
う
る
も
の
と
し
て
分
業
論
で
の
労
働
生
産
物
を
「
分
け
あ
う
」
関
係

が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
剰
余
労
働
部
分
を
生
産
的
労
働
の
社
会
的
規
定
と
し
も
、
価
値
形
成
増
殖
過

程
に
お
い
て
も
確
定
し
え
な
か
っ
た
ス
ミ
ス
に
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
三
者
か
ら
な
る
価
格
の
「
構
成
部
分
の
実
質
価
値
は
、

そ
の
お
の
お
の
が
購
買
ま
た
は
支
配
し
う
る
労
働
の
量
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
「
｜
と
い
う
投
下
労
働
価
値
論
の
支
配
労
働
価
値
論
へ
の
移

行
の
論
理
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
移
行
の
さ
い
に
、
投
下
労
働
価
値
論
、
支
配
労
働
価
値
論
の
両
者
に
た
い
し
て
彼
の
不
変
の
価

値
尺
度
た
る
労
働
を
対
置
す
れ
ば
、
「
事
実
上
」
し
＆
嵐
。
ｐ
巳
目
目
蔑
ｑ
と
し
て
の
剰
余
価
値
が
現
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
彼
が
分
業
に
基
づ
く
商
業
社
会
と
い
う
労
働
生
産
過
程
を
自
己
の
原
理
の
基
底
に
据

え
た
こ
と
と
、
こ
の
労
働
生
産
過
程
の
「
交
換
過
程
」
的
把
握
と
か
ら
「
事
実
上
」
生
じ
た
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
先
き
に
引
用
し
た
文
章
の
な
か
で
、
マ
ル
ク
ス
は
、
「
労
働
能
力
」
の
再
生
産
の
た
め
の
労
働
時
間
と
「
労
働
能
力
」
が

な
し
う
る
労
働
と
が
非
常
に
違
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
よ
く
理
解
し
て
い
た
、
と
指
摘
し
た
。
確
か
に
、
結
論
と

し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
は
明
確
で
あ
る
し
、
十
分
な
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
ス
ミ
ス
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
た
仕
方

は
、
必
ず
し
も
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
に
十
分
適
合
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ス
ミ
ス
は
、
彼
の
体
系
の
独
自
性
の
な
か
で
、
や
は
り
そ

の
こ
と
を
独
自
に
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ク
ス
の
「
経
済
学
批
判
」
体
系
の
形
成
過
程
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
こ
う
し
た
ス
ミ
ス
の
論
理
そ
の
も
の
と
マ
ル

、
、

ク
ス
の
批
判
的
視
角
と
の
ず
れ
が
、
あ
る
決
定
的
性
格
を
極
印
し
て
い
る
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク



２３Ｆ経済学批判体系」の一考察(四）
ス
に
と
っ
て
は
、
ス
ミ
ス
理
論
は
彼
の
原
理
的
な
論
理
形
成
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
検
証
対
象
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
す
べ

て
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
ス
ミ
ス
批
判
に
お
い
て
示
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
の
原
理
的
把
握
に
関
す
る
問
題
は
、
彼
の

リ
カ
ー
ド
批
判
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
義
を
よ
り
十
分
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
マ
ル
ク
ス
の
こ
う
し
た
「
裂
け
目
」
（
あ
る
い
は
別
の
表
現
で
は
「
矛
盾
」
、
「
当
惑
」
の
強
調
は
、
通
常
、
ス
ミ
ス
の
第
一
篇
第
五
章
と
第
六

章
と
の
理
論
展
開
に
関
す
る
説
明
に
た
い
し
て
、
「
混
乱
」
を
指
摘
し
容
認
す
る
場
合
の
根
拠
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
理
解
は
、
他
方
で
は
多
く
の
場
合
ス
ミ
ス
の
労
働
価
値
論
の
根
本
的
性
格
を
「
労
働
の
価
値
」
に
よ
る
商
品
の
価
値
規
定
と
し
て
考
察
し
、

し
か
も
そ
う
し
た
労
働
価
値
論
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
第
五
章
と
第
六
章
と
の
関
係
が
、
た
と
え
ば
投
下
労
働
価
値
論
の
放

棄
、
支
払
労
働
価
値
論
へ
の
移
行
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
関
係
に
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
ス
ミ
ス
自
身

に
つ
い
て
彼
の
労
働
価
値
論
の
根
本
的
性
格
に
お
け
る
欠
陥
が
強
調
さ
れ
う
る
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
「
混
乱
」
の
主
張
は
理
論
的
説
明
の
本
筋

と
な
り
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
船
越
経
三
氏
は
、
右
の
よ
う
な
点
に
関
連
す
る
ス
ミ
ス
理
論
の
説
明
を
次
の
よ
う
に
与
え
て
お
ら
れ
る
。

「
ス
ミ
ス
価
値
論
の
体
系
に
は
、
投
下
労
働
Ⅱ
分
解
価
値
説
、
支
配
労
働
Ⅱ
構
成
価
値
説
の
二
つ
の
系
列
が
存
在
し
、
相
交
錯
し
つ
つ
展
開
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
・
・
…
。
、
こ
れ
に
た
い
し
て
マ
ル
ク
ス
の
目
を
も
っ
て
、
科
学
的
ス
ミ
ス
と
俗
流
的
ス
ミ
ス
の
共
存
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容

易
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ス
ミ
ス
を
真
に
理
解
す
る
道
で
は
な
く
、
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
両
者
は
、
あ
く
ま

で
も
そ
の
内
的
論
理
に
よ
っ
て
相
互
補
完
の
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
…
…
そ
の
場
合
、
自
然
と
人
間
と
の
商
品
交
換
を
設
定
し
た
投

下
労
働
価
値
説
の
『
対
自
然
的
櫛
成
」
が
そ
の
起
点
で
あ
る
…
…
。
」

「
要
す
る
に
、
ス
ミ
ス
は
、
単
純
商
品
生
産
社
会
の
富
は
、
そ
の
商
品
に
よ
っ
て
支
配
し
う
る
労
働
量
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
い
う
富
の
視
点
か

ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
ま
さ
に
資
本
の
立
場
に
な
る
の
で
あ
り
．
…
・
・
、
彼
は
、
こ
う
し
た
資
本
流
通

、
、

、
も

の
法
則
を
商
品
流
通
の
法
則
と
混
同
し
て
、
そ
れ
を
商
品
価
値
一
般
に
ま
で
拡
充
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
彼
の
誤
謬
が
始
ま
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
…
…
、
ス
ミ
ス
は
、
投
下
労
働
、
支
配
労
働
の
二
重
の
価
値
規
定
を
併
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
な
り
の
論
理
に
よ
っ
て
、
・
・
・
…

、
、

自
然
と
人
間
、
人
間
と
人
間
と
の
間
の
商
品
交
換
の
過
程
ｌ
そ
の
過
程
は
一
対
自
然
的
辮
成
』
に
お
い
て
統
一
き
れ
て
い
る
ｌ
を
關
ら
か
に
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し
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
の
そ
う
し
た
論
理
は
、
…
…
一
貫
し
て
彼
の
価
値
体
系
を
つ
ら
ぬ
く
論
理
で
あ
っ
た
。
…
…
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
は
多

く
の
混
乱
を
と
も
な
い
な
が
ら
も
、
二
重
の
価
値
規
定
の
併
置
に
よ
っ
て
…
…
剰
余
価
値
の
源
泉
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
…
…
。
」
（
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
世
界
」
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
三
年
、
二
五
○
’
二
五
－
ペ
ー
ジ
、
傍
点
ｌ
引
用
者
）

最
初
に
引
用
し
た
「
ス
ミ
ス
価
値
論
体
系
…
…
」
で
船
越
氏
が
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
り
異
論
は

な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
理
解
に
立
っ
て
お
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
も
「
彼
〔
ス
ミ
ら
な
り
の
論
理
」
の
一
貫
性
を
主
張
さ
れ
な
が
ら
、
な
ぜ

「
誤
謬
」
や
「
多
く
の
混
乱
」
が
説
か
れ
る
の
か
は
、
疑
問
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
氏
自
身
で
は
、
お
そ
ら
く
「
資
本
流
通
の
法
則
」
、
「
商
品
流

通
の
法
則
」
が
そ
う
し
た
指
摘
に
介
在
し
て
漏
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
．
だ
が
、
と
り
わ
け
こ
の
「
資
本
流
適
の
法
則
」
ｌ
こ
れ
に
つ
い
て
は
卒

直
な
と
こ
ろ
そ
の
理
論
的
内
容
詮
十
分
理
解
す
る
こ
と
朧
で
き
た
い
ｌ
と
、
「
『
対
自
然
的
機
成
』
に
お
い
て
統
一
さ
れ
」
て
。
賃
し
て
後
の

価
値
体
系
を
つ
ら
ぬ
く
論
理
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
に
ス
ミ
ス
に
お
い
て
内
在
的
関
係
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
や
は
り
、
氏
自
身
と
し
て
も
、
結
局
「
ス
ミ
ス
が
『
対
自
然
的
櫛
成
』
た
つ
投
下
労
働
価
値
説
を
も
っ
て
そ
の
価
値
体
系
の
起
点
と
し

た
こ
と
は
、
そ
の
相
互
補
完
の
関
係
に
お
い
て
支
配
労
働
価
値
説
の
説
定
を
不
可
避
な
ら
し
め
、
そ
し
て
そ
こ
で
労
働
（
労
働
力
で
は
な
く
）
と

、
も
も
、
、
、

賃
銀
と
等
置
し
た
》
」
と
は
、
次
の
瞬
間
に
お
け
て
は
、
そ
の
論
理
的
必
然
性
を
も
っ
て
、
…
…
い
わ
ゆ
ろ
を
『
’
一
一
位
一
体
的
範
式
』
の
設
定
を
不

可
避
た
ら
し
め
る
こ
と
に
な
〔
ろ
〕
・
…
：
」
（
同
前
、
二
五
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
－
引
用
者
）
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
氏
の
言
わ
れ
る
「
単

、
、

純
商
品
生
産
社
会
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
前
出
論
文
、
九
八
ペ
ー
ジ
注
（
７
）
で
一
言
及
し
て
お
い
た
。

（
２
）
重
商
主
義
に
対
立
す
る
自
由
主
義
者
ス
ミ
ス
は
、
重
商
主
義
に
よ
る
商
品
経
済
の
「
流
通
」
主
義
的
分
析
の
否
定
の
う
え
に
、
商
品
経
済
的

「
富
」
の
本
質
と
し
て
の
労
働
一
般
を
、
す
な
わ
ち
分
業
と
し
て
の
「
一
般
的
な
社
会
的
労
働
」
の
把
握
を
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

事
情
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
…
…
ス
テ
ニ
ア
ー
ト
は
、
重
金
主
義
と
重
商
主
義

と
の
合
理
的
表
現
で
あ
る
。
／
資
本
の
理
解
に
つ
い
て
の
彼
の
功
績
は
、
〔
あ
る
一
つ
ｇ
特
定
階
級
の
所
有
物
で
あ
る
生
産
諸
条
件
と
労
働
能

力
と
の
あ
い
だ
の
分
離
過
程
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
か
を
指
摘
し
た
点
に
あ
る
。
：
…
・
こ
の
分
雛
過
程
は
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は

す
で
に
完
成
し
た
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
。
」
（
雪
辱
青
ご
§
・
ョ
の
…
》
田
．
、
①
‐
』
》
ｍ
・
巨
・
）

し
か
も
、
こ
う
し
た
指
摘
は
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
、
第
二
篇
第
四
章
冒
頭
の
「
商
品
流
通
は
資
本
の
出
発
点
で
あ
る
。
…
…
世
界
貿
易
と
世

界
市
場
と
は
、
一
六
世
紀
に
資
本
の
近
代
的
生
活
を
開
く
の
で
あ
る
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
自
身
の
理
解
と
重
ね
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
重
商
主
義
ま
た
は
ス
テ
ュ
ァ
ー
ト
に
と
っ
て
一
定
程
度
可
能
で
あ
っ
た
「
近
代
生
活
史
を
開
く
」
「
資
本
の
最
初
の
現
象
形
態
」
の
把
握
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峰
そ
れ
を
「
す
で
に
完
成
し
た
も
の
と
し
て
前
提
」
し
た
ス
ミ
ス
で
は
、
重
商
主
義
否
定
の
視
点
で
無
視
さ
れ
ま
つ
た
く
脱
落
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
「
資
本
の
分
析
」
の
進
渉
を
評
価
す
る
こ
と
は
疑
問
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し

ろ
、
こ
う
し
た
側
面
で
も
、
又
ミ
ス
の
理
論
体
系
が
、
彼
の
生
産
力
的
観
点
か
ら
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
十
分
な
意
味
で
の
重
商
主
義

批
判
の
体
系
に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
「
抽
象
的
対
立
』
に
終
っ
て
い
る
こ
と
を
見
落
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
（
時
永
淑
『
経
済
学
史
』
、
改
訂
増

補
版
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
年
、
一
四
五
ぺ
Ｉ
ジ
）
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
ス
ミ
ス
は
、
い
わ
ば
商
品
経
済
的
「
個
」
個
人
を
絶
対
的
条
件
と
し
て
対
象
の
抽
象
を
行
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
自
然
法
思
想
と

．
深
く
関
係
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼
の
経
済
学
自
体
に
つ
い
て
承
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
個
」
は
同
時
に
彼
の
生
産
力
視
点
か
ら
す
る
社
会
の
労

働
生
産
力
の
担
い
手
と
し
て
の
存
在
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
場
面
に
登
場
し
よ
う
と
も
、
そ
う
し
た
根
本
的
性
格

を
変
え
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
個
人
は
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
の
内
部
で
は
直
接
的

生
産
者
で
あ
り
、
三
階
級
分
化
の
社
会
的
枠
組
の
も
と
で
は
、
生
産
物
を
「
分
け
合
う
」
存
在
で
あ
る
と
い
う
差
異
が
結
果
的
に
生
じ
て
い
る
だ

け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
個
人
の
存
在
の
本
質
的
な
変
化
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
程
度
の
差
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
ス
ミ
ス
的
概
念
で
表
わ
せ
ば
、
そ
れ
ら
は
結
局
自
然
価
格
を
構
成
す
る
自
然
率
に
対
応
す
る
個
人
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
前
記
の
注
と
も
関
連
し
て
、
な
お
、
次
の
よ
う
な
理
解
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
重
商
主
義
に
対
す
る
ス
ミ
ス
の
自
然
法
的
な
立
場
か

ら
す
る
か
ぎ
り
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
『
文
明
社
会
』
の
本
質
は
、
基
本
的
に
は
、
交
換
と
そ
の
基
礎
を
な
す
社
会
的
分
業
と
に
基
づ
く
も
の

と
し
て
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
他
面
に
お
い
て
、
現
実
に
は
階
級
分
化
の
存
在
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
…
…
。
そ
し
て

そ
の
た
め
に
、
孑
蔓
ス
庭
お
い
て
ば
、
｜
雇
い
主
」
階
級
も
、
産
業
資
本
家
階
級
と
し
て
、
労
働
者
階
級
ｌ
ス
ミ
ス
の
い
う
「
職
人
』
階
級
つ

ま
り
薊
勉
な
人
裁
」
ｌ
と
の
対
立
的
関
係
を
鯛
艫
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
彼
ら
の
労
働
の
生
産
物
を
単
に
一
分
け
合
う
」
階
級
と
し
て
把
握

さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
か
ぎ
り
で
地
主
階
級
も
同
様
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
…
…
。
」
（
時
永
淑
、
前
出
衝
、
二
二
九
ぺ
１

（
５
）
こ
う
し
た
点
と
関
連
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
ス
ミ
ス
に
た
い
す
る
評
価
の
も
う
一
方
の
側
に
位
置
す
る
リ
ヵ
ー
ド
評
価
を
取
り
上
げ
て
染
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
リ
カ
ー
ド
理
論
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
の
考
察
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
必
要

な
か
ぎ
り
の
指
摘
を
行
な
っ
て
お
こ
う
。
つ
ま
り
、
リ
カ
ー
ド
理
論
は
実
は
、
マ
ル
ク
ス
の
リ
ヵ
ー
ド
評
価
す
な
わ
ち
一
ブ
ル
ジ
ョ
ア
制
度
の
抽

象
的
一
般
的
基
礎
の
統
一
的
理
論
的
な
全
体
的
観
察
」
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
重
要
な
「
裂
目
」
の
縫
合
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ジ

､-，
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る
。
そ
れ
は
、
リ
ヵ
ー
ド
の
『
原
理
」
第
一
章
「
価
値
に
つ
い
て
」
の
第
四
、
五
節
で
の
い
わ
ゆ
る
労
働
価
値
法
則
の
例
外
的
修
正
に
関
す
る
問

題
、
お
よ
び
第
六
節
「
不
変
の
価
値
尺
度
論
」
が
リ
カ
ー
ド
理
論
に
占
め
る
性
格
を
老
噸
す
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
リ

ヵ
ー
ド
の
場
合
、
そ
の
縫
合
は
い
わ
ば
明
確
な
理
解
を
も
っ
て
意
識
的
に
行
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
仕
上
げ
た

論
理
の
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
確
か
に
、
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
の
よ
う
に
、
「
統
一
的
理
論
的
」
な
「
観
察
」
と
な
っ
て
い
よ
う
。
だ
が
そ
の
反
面
、

彼
の
意
識
的
な
縫
合
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
リ
カ
ー
ド
お
よ
び
彼
の
理
論
構
成
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス
の
言
う
「
裂
目
」
は
ス
ミ
ス
に

比
較
し
て
し
っ
と
深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
い
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
６
）
時
永
淑
、
前
出
書
、
二
四
二
ペ
ー
ジ
。
後
述
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ス
ミ
ス
の
剰
余
価
値
の
「
一
般
的
範
畷
」
と
し
て
の
認
知
は
、

「
事
実
上
」
の
確
認
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
ス
ミ
ス
に
お
け
る
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
一
定
程
度
の
理
論
的
展
開
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
傾

向
が
強
い
と
思
わ
れ
る
．
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ク
ス
の
ス
ミ
ス
評
Ⅷ
－
１
す
な
わ
ち
「
裂
圓
」
の
鐡
綱
に
示
さ
れ
た
評
価
ｌ
か
ら
す
れ
ば
、
当
然

こ
の
場
合
に
も
そ
の
理
論
的
性
格
を
も
強
調
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。

（
７
）
明
ら
か
な
尖
う
に
、
マ
ル
ク
ス
が
こ
こ
で
与
え
て
い
る
ス
ミ
ス
の
評
価
お
よ
び
ス
ミ
ス
理
論
の
検
討
に
関
し
て
は
、
労
働
と
労
例
（
能
）
力
と
の

区
別
を
軸
と
す
る
彼
の
独
自
な
資
本
・
賃
労
働
関
係
解
明
の
理
解
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
か
れ
は
ま
ず
、
『
労
働
」
と
『
労
働
力
燗
－

，

と
を
区
別
し
、
古
典
派
の
表
現
で
あ
る
『
労
働
の
価
値
』
を
『
労
働
力
の
価
値
」
と
表
現
し
な
お
し
た
。
こ
の
改
鋳
は
絶
妙
な
効
果
を
発
揮
し
た

と
い
い
う
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
価
値
実
体
と
し
て
の
『
労
働
』
と
、
「
労
働
の
価
値
』
と
い
う
表
現
に
お
け
る
一
．
賃
銀
」
と
が
区
別
さ
れ
、
前
者
に

お
い
て
古
典
派
の
『
労
働
の
〔
価
値
〕
の
価
値
・
一
と
い
う
一
．
同
義
反
復
」
を
…
…
、
後
者
に
お
い
て
、
ス
ミ
ス
の
労
働
価
値
説
を
生
産
費
説
に
転

回
さ
せ
た
鰍
ｌ
労
繊
の
価
値
〔
賃
銀
〕
竃
商
品
の
『
交
換
価
値
の
尺
腱
」
と
す
る
点
に
立
脚
す
る
ｌ
を
決
定
的
に
と
り
の
ぞ
い
た
。
」
（
中
野

正
、
前
出
書
、
一
○
五
ペ
ー
ジ
。
）
と
こ
ろ
が
、
中
野
教
授
が
こ
こ
で
「
改
鋳
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
ま
た
は
マ
ル
ク
ス
自
身
が
「
等

臓
物
が
交
換
」
さ
れ
る
Ｉ
法
則
ｌ
と
「
別
の
法
則
」
と
の
理
解
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
腱
憾
、
か
な
り
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
論
点
が
介
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
中
野
教
授
に
よ
れ
ば
Ｉ
た
だ
し
、
教
授
は
す
で
に
『
資
本
諭
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
展
開
を
問

題
に
し
て
お
ら
れ
る
Ｉ
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
．

「
マ
ル
ク
ス
が
さ
い
し
ょ
の
交
換
〔
貨
幣
が
労
働
能
力
を
特
種
な
使
用
価
値
と
し
て
買
う
と
い
う
こ
と
〕
を
等
価
の
交
換
と
梁
な
し
た
の
は
、

貨
幣
が
労
働
力
の
使
用
価
値
を
そ
の
価
値
に
し
た
が
っ
て
買
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
同
一
の
事
態
を
「
結
果
に
お
い
て
事
実
上
、
ヨ
リ

少
な
い
労
働
と
ヨ
リ
多
い
労
働
と
の
交
換
・
一
と
み
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
第
二
の
交
換
〔
労
働
者
が
資
本
家
の
工
場
で
つ
く
り
だ
す
価
値
産



２７「経済学批判体系」の一考察(四）

、
、

物
ｖ
＋
ｍ
と
、
資
本
家
の
提
供
す
る
可
変
資
本
価
値
ｖ
と
が
相
互
に
交
換
さ
れ
る
と
い
う
表
象
〕
に
お
い
て
賃
銀
ｖ
に
ふ
く
聖
》
く
れ
る
労
働
と
、
価

、
、

値
生
産
物
ｖ
十
ｍ
に
ふ
く
ま
れ
る
価
値
実
体
と
し
て
の
労
働
と
が
交
換
さ
れ
る
Ｊ
い
）
の
と
象
な
し
え
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
い
い
か
え
る

、
、
、

と
、
さ
き
に
資
本
家
が
価
値
に
し
た
が
っ
て
買
っ
た
労
働
力
の
使
用
価
値
を
、
生
産
資
本
の
生
き
た
要
素
と
し
て
資
本
の
生
産
過
程
に
お
い
て
消

費
す
る
過
程
を
、
労
働
者
が
自
己
労
働
の
成
果
ｖ
＋
ｍ
を
も
っ
て
資
本
家
の
貨
幣
ｖ
に
ふ
く
ま
れ
た
労
働
と
交
換
す
る
過
程
と
糸
な
し
え
た
か
ぎ

り
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
労
働
者
は
第
一
の
交
換
脛
お
い
て
労
働
力
の
価
値
ど
お
り
に
賃
銀
を
支
払
，
わ
れ
て
い
る
の
に
、
工
場
の
な
か
で
ふ

た
た
び
、
労
働
者
が
ｖ
＋
ｍ
を
も
っ
て
資
本
家
の
ｖ
と
交
換
す
る
と
な
す
想
定
に
帰
着
す
る
。
」
（
中
野
正
、
前
出
書
、
一
○
九
ペ
ー
ジ
。
）

中
野
教
授
が
こ
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
を
、
こ
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
ス
ミ
ス
批
判
に
つ
い
て
ふ
て
承
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
諸
商
品
の
等
価
交
換
関
係
を
Ｊ
も
っ
て
労
働
力
商
品
の
貨
幣
と
の
交
換
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
賃
銀
と
し
て

〃
□

の
貨
幣
と
の
等
価
交
換
の
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
場
合
、
貨
幣
は
ｗ
③
‐
‐
‐
Ｇ
ｌ
ｗ
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
っ
て
、
一
般
の
諸
商

品
の
ｗ
ｌ
Ｇ
ｌ
ｗ
が
こ
の
流
通
過
程
の
全
体
で
ｗ
Ⅱ
Ｗ
と
な
る
さ
い
の
Ｇ
と
は
同
様
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
労
働
力
商
品
の
価
値

？
ク
ワ

庭
等
価
の
形
態
を
与
え
は
し
た
が
、
価
値
そ
の
』
い
）
の
を
完
成
さ
せ
て
は
い
な
い
。
そ
の
価
値
自
体
の
完
成
は
ｗ
⑧
ｌ
Ｇ
Ｉ
ｗ
の
ｗ
に
お
い
て
な
さ
れ

、
ｒ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
今
度
は
ｗ
ｌ
Ｇ
Ｉ
ｗ
が
ｗ
Ⅱ
ｗ
と
し
て
完
成
す
る
こ
と
と
対
応
す
る
。
”
③
－
』
》
ｗ
の
関
係
で
は
ｗ
は

支
払
い
労
働
プ
ラ
ス
不
払
い
労
働
と
し
て
労
働
力
商
品
の
価
値
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
端
的
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
は
ス
ミ
ス
の
支
配
労

働
価
値
論
を
き
わ
め
て
巧
妙
に
逆
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
こ
う
し
た
処
理
方
法
は
、
中
野
教
授
の
指
摘
－
１

「
労
働
者
が
ｖ
＋
ｍ
を
。
も
っ
て
資
本
家
の
ｖ
と
交
換
す
る
」
と
い
う
指
摘
－
１
ｌ
の
よ
う
に
、
き
わ
め
て
「
交
換
」
に
傾
斜
す
る
労
働
力
把
握
の
危

険
性
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。

（
８
）
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
ス
ミ
ス
が
第
一
篇
第
六
章
以
降
で
投
下
労
働
価
値
論
の
見
地
を
放
棄
し
、
結
局
、
支
配
労
働
価
値
論
に
よ

る
価
値
櫛
成
説
へ
移
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
の
価
値
柵
成
説
の
い
わ
ゆ
る
生
産
費
説
的
不
合
理
性
に
関
し
て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ

う
し
た
移
行
が
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
理
論
的
な
困
難
を
伴
わ
ず
に
、
あ
た
か
も
当
然
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と

（
９
）
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
点
は
一
一
一
一
口
い
換
え
れ
ば
、
「
ス
ミ
ス
が
『
分
業
論
』
に
お
い
て
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
「
国
富
論
」
の
『
序
論
」
で
か

れ
が
だ
し
て
い
る
問
題
の
た
て
か
た
と
対
応
さ
せ
」
て
み
れ
ば
、
「
ス
ミ
ス
が
生
産
力
の
根
底
を
分
業
に
お
き
、
機
械
と
か
、
技
能
と
か
い
っ
た

、
、
、
、
、
、

生
産
力
の
諸
側
面
を
、
分
業
か
ら
派
生
し
て
く
る
と
こ
う
っ
の
個
別
的
諸
契
機
と
し
て
お
さ
え
」
て
い
る
と
し
う
る
わ
け
で
あ
ろ
う
（
内
田
義
彦

一
・
増
補
・
経
済
学
の
生
誕
」
、
未
来
社
、
一
九
六
一
一
年
、
二
二
四
ペ
ー
ジ
）
。

う
し
た
移
行
が
、
ろ

の
問
題
な
の
で
あ
る
。


