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３マルクスの物神性論

古
典
派
経
済
学
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
人
間
の
経
済
生
活
と
し
て
の
活
動
領
域
を
、
商
品
経
済
的
な
そ
れ
と
し
て
抽
象
し
、
い
わ
ば

経
済
生
活
と
「
社
会
」
と
を
等
置
す
る
と
い
う
独
自
な
理
論
と
し
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
疑
い
え
な
い

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
現
代
風
な
こ
と
ば
で
表
わ
す
と
、
彼
ら
の
時
代
の
認
識
．
ハ
ラ
ダ
イ
ム
の
枠
内
で
、
社
会
を
そ
の
よ
う
に
描
き
出

す
共
同
主
観
的
Ⅲ
整
合
的
理
論
が
彼
ら
を
し
て
そ
う
せ
し
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
整
合
性
を
も
っ
て
あ
る
共

同
幻
想
的
な
こ
と
と
す
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
フ
ェ
テ
ィ
シ
ュ
な
こ
と
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
経
済
学
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
と
も

言
い
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
経
済
生
活
Ⅱ
「
社
会
」
と
い
う
抽
象
性
で
は
、
「
社
会
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
を
い
わ
ば
先
行
的
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４ 

う
。
そ
こ
に
す
で
に
串

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

に
示
す
こ
と
に
も
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
性
格
づ
け
を
ご
く
当
然
に
行
な
い
え
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
経

済
学
上
の
事
柄
と
し
て
明
確
に
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
す
で
に
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
一
種
の

相
対
化
さ
れ
た
概
念
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
れ
が
経
済
学
と
社
会
と
の
関
係
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
す
る
に
し
て

も
、
そ
の
当
の
経
済
学
は
そ
の
も
の
の
う
ち
で
社
会
を
主
張
す
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
社
会
の
あ
る
絶
対
的
性
格
を
他
に
想
定

す
る
こ
と
に
は
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
別
の
観
点
す
な
わ
ち
経
済
学
自
身
の
成
立
や
展
開
な
ど
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
経
済
学
が
「
社
会
」
を
主
張
し
た
と

き
の
そ
の
事
情
が
、
つ
ま
り
経
済
生
活
Ⅱ
社
会
と
い
う
構
図
を
主
張
し
た
こ
と
目
体
が
、
何
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ

れ
を
可
能
に
し
た
事
柄
が
果
た
し
た
そ
れ
自
身
に
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
を
自
己
主
張
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ど
う

か
を
十
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
、
こ
の
よ
う
な
ご
く
自
明
な
問
題
に
つ
い
て
幾
多
の
議
論
も
行
な
わ
れ
て

き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
商
品
経
済
的
行
動
基
準
を
も
っ
て
そ
う
し
た
問
題
の
解
明
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も

明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
経
済
学
の
内
部
に
お
け
る
こ
と
と
し
て
成
果
を
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
に
す
で
に
問
題
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
、
な
お
経
済
学
と
し
て
解
明
す
べ
き
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
よ
う
に

周
知
の
よ
う
に
、
経
済
学
に
お
い
て
「
社
会
」
の
物
神
性
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
も
は
や
こ
れ
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
の
そ
の
点
の
解
明
は
な
お
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
不
十
分
な
点
に
関
す
る
議
論

は
す
で
に
多
々
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
、
彼
の
労
働
価
値
論
に
対
す
る
論
証
の
欠
陥
と
軌
を
一
に
す
る
性
格
と
し

て
は
重
要
な
限
界
を
免
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
限
界
を
確
認
す
る
に
し
て
も
、
な
お
、
彼
が
そ
こ

で
商
品
経
済
に
特
有
な
も
の
と
し
て
与
え
た
物
神
性
に
つ
い
て
、
古
典
派
経
済
学
と
の
関
係
で
幾
分
考
慮
す
べ
き
論
点
が
含
ま
れ
て
い



５マルクスの物神性論
る
こ
と
に
留
意
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
従
来
の
マ
ル
ク
ス
へ
の
批
判
を
一
訂
正
す
べ
き
と
い
う
も
の
で
は

（
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な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
逆
な
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
古
典
派
と
の
関
係
つ
ま
り
彼
の
「
批
判
」
体
系
の
不
徹
底
性
に
か
か
わ
る
問
題
を
な

す
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
例
え
ば
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
「
商
業
社
会
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
労
働
生
産
過
程
の
自
然
史
的
絶
対

的
性
格
と
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
「
商
品
生
産
」
の
物
神
的
性
格
と
の
対
応
関
係
と
し
て
も
取
り
上
げ
う
る
よ
う
に
、
後
者
に
対
し
て

は
、
直
ち
に
労
働
生
産
過
程
を
社
会
的
根
拠
と
し
て
与
え
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
「
商
品
生
産
」
に
よ
っ
て
社
会
的
な
物
神
性
に
対
応
す
る
性
格
を
与
え
、
こ
れ
を
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
彼
の
理
論
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
資
本
主
義
社
会
の
も
つ
特
有
な
社
会
的
性
格
に
つ
い
て
一

種
の
理
論
的
分
裂
を
も
た
ら
し
、
と
く
に
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
と
り
わ
け
階
級
関
係
の
側
面
に
よ
っ
て
強
調
す
る
と
い
う
結
果
を
も

た
ら
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
階
級
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
関
係
の
商
品
経
済
的
な

特
殊
性
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
が
軽
視
さ
れ
る
こ
と
は
、
や
は
り
重
要
な
欠
陥
を
も
た
ら
す
こ
と
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
表
現
に
従
う
な
ら
ば
、
例
え
ば
商
品
語
に
よ
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
交
換
価
値
と
し
て
互
い
に
関
係
し
あ
う

だ
け
だ
」
と
す
る
場
合
と
、
階
級
語
で
は
「
収
奪
者
が
収
奪
さ
れ
る
」
と
す
る
場
合
と
の
対
比
と
な
ろ
う
。
後
者
に
お
い
て
、
前
者
の

こ
と
ば
が
軽
視
さ
れ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
単
な
る
階
級
関
係
を
越
え
て
こ
の
社
会
に
強
力
な
生
命
力
を
与
え
う
る
商
品
語
に
よ
る
物
神

的
社
会
関
係
の
性
格
が
軽
視
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ま
仮
り
に
、
言
語
を
人
間
の
私
的
Ⅱ
個
的
分
化
と
い
う
社
会
関
係
の

レ
ベ
ル
あ
る
い
は
個
人
の
社
会
化
の
た
め
の
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
右
の
よ
う
な
問
題
は
、
資
本
家
社
会
の
商
品
経

済
的
な
私
的
Ⅱ
個
的
関
係
と
階
級
関
係
と
の
特
殊
な
結
合
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ

の
よ
う
な
点
は
、
す
で
に
こ
と
新
ら
し
く
生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
今
日
比
較
的
注
目
さ
れ
て
い
る
「
私
的
幻
想
・
共
同

幻
想
」
な
る
社
会
論
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
経
済
学
に
お
け
る
商
品
経
済
的
顛
倒
性
の
解
明
に
よ
っ
て
す
で
に
与
え
ら
れ
て
き
た
も



６ 

（
２
）
 

の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
〉
」
の
小
論
は
直
ち
に
そ
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
扱
お
う
と
す
る
ｊ
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
経
済
学
の
発

展
の
な
か
で
幾
分
の
考
察
を
行
な
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
が
古
典
派
批
判
を
進
め
、
そ
の
成
果
を
自
身
の
「
批
判
」
体
系
の
か
た
ち
で
確
認
し
つ
つ
、
結
局
『
資
本
論
』
の
理
論
化

と
し
て
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
経
緯
か
ら
、
彼
の
古
典
派
の
主
軸
に
対
す
る
つ
ま
り
ス
ミ
ス
と
リ
カ
ー
ド
に
対
す
る
批
判
的
視
点
が
取

り
出
さ
れ
う
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
両
者
が
す
で
に
原
理
的
体
系
化
を
進
め
え
て
い
た
と
い
う
事
情
か
ら
し
て
、
彼
の
視
点
が

特
徴
的
に
は
そ
の
理
論
化
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
に
現
わ
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
、
種
々
の
原
理
的
理
論
領
域
で
見
出
し
う
る
こ
と

も
事
実
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
根
本
的
な
あ
る
い
は
最
も
特
徴
的
な
箇
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
か
な
り
の
程
度
絞
ら
れ
た
範
囲

に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
両
者
に
対
す
る
視
点
が
十
分
相
互
補
完
的
で
あ
る
と
い
う
性
格
に
つ
い
て
承
れ
ば
、
お
の
づ
と
限
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
従
来
よ
り
検
討
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
さ
し
ず
め
ス
ミ
ス
に
対
し
て
「
物
神

崇
拝
的
性
格
」
に
関
す
る
議
論
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
リ
ヵ
ー
ド
に
対
し
て
は
、
第
三
篇
第
五
章
に
お
け
る
－
１
労
働
過
程
」
論
に

対
応
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
対
応
は
幾
分
強
引
で
あ
り
、
当
然
他
の
見
方
Ｊ
も
可
能
な
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ

れ
ほ
ど
異
論
は
生
じ
え
な
い
は
ず
で
あ
っ
て
、
前
者
に
つ
い
て
承
れ
ば
、
対
古
典
派
と
い
う
枠
内
に
関
す
る
限
り
、
ス
ミ
ス
の
「
商
業

社
会
」
に
お
け
る
自
然
史
的
あ
る
い
は
商
品
経
済
的
個
人
Ⅱ
社
会
本
質
論
的
把
握
に
対
す
る
顛
倒
性
批
判
と
い
う
視
点
を
抜
き
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
幾
分
の
補
足
を
必
要
と
す
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
資
本
Ｉ
（
賃
）
労
働
の
関
係
を
ス

ミ
ス
を
越
え
て
社
会
の
経
済
的
絶
対
的
基
礎
と
し
て
設
定
し
た
リ
ヵ
ー
ド
に
つ
い
て
、
そ
の
絶
対
性
を
越
え
る
基
礎
過
程
を
取
り
出
し

（
３
）
 

相
対
化
す
る
方
法
と
し
て
、
「
労
働
過
程
」
が
対
置
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
に
、
そ
れ
ほ
ど
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
双
方
の
理
論
が
と
も
に
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ー
ド
に
つ
い
て
重
要
な
批
判
的
論
点
を
な
す
こ
と
は
学
説
史
的
な
意
味
か

ら
否
定
さ
れ
る
べ
く
も
な
い
の
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
原
理
的
に
そ
れ
自
身
十
分
考
察
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
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ら
、
他
方
同
時
に
そ
こ
に
は
マ
ル
ク
ス
の
論
理
そ
の
も
の
の
う
ち
に
先
述
の
ご
と
き
疑
問
を
生
じ
さ
せ
う
る
余
地
が
多
く
含
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
逆
に
彼
自
身
の
理
論
に
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
か
え
っ
て
そ
の
よ
う
な
理
解
を
問

題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
の
ち
に
お
い
て
幾
分
言
及
す
る
よ
う
に
、
以
上
の
よ
う
な
点

に
つ
い
て
は
周
知
の
ご
と
ぎ
マ
ル
ク
ス
の
前
期
と
後
期
す
な
わ
ち
よ
り
哲
学
的
な
関
心
、
考
察
を
行
な
っ
た
時
期
と
経
済
学
的
そ
れ
の

時
期
と
に
対
す
る
評
価
の
問
題
と
も
関
連
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
表
面
的
に
も
直
ち
に
対
比
し
う
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
の
経
済
学
は
そ

れ
自
身
が
き
わ
め
て
重
要
な
研
究
対
象
を
な
す
哲
学
的
思
想
的
背
景
を
も
っ
て
生
承
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
リ
カ
ー
ド
の
そ
れ

は
ま
さ
に
経
済
学
そ
の
も
の
の
直
接
的
な
所
産
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
初
期
研
究
に
ス
ミ
ス
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
も
当
然

で
あ
る
し
、
ま
た
後
期
を
決
定
づ
け
る
さ
い
に
リ
カ
ー
ド
を
主
た
る
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
も
か
な
り
自
然
的
な
こ
と
の
よ
う
に
承
う

る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
経
緯
は
明
白
で
あ
る
に
し
ろ
、
問
題
は
こ
の
両
者
が
と
も
に
「
経
済
学
批
判
」
の
主
た
る
対
象
に
さ

れ
、
な
お
か
つ
そ
の
結
着
の
つ
け
方
に
対
し
必
ず
し
も
整
合
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
深
く
か
か
っ
て
く
る
こ

お
そ
ら
く
個
人
ｌ
社
会
の
関
係
を
打
学
・
絲
済
学
の
う
ち
に
練
り
上
げ
た
ス
ミ
ス
、
経
済
（
学
）
ｌ
社
会
を
取
り
出
し
た
リ
ヵ
ー
ド
、

こ
の
両
者
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
歴
史
的
な
対
象
認
識
上
の
型
の
差
異
が
マ
ル
ク
ス
に
対
し
て
一
つ
の
結
着
を
要
求
し
て
い
た
と

も
言
い
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
の
解
決
が
十
分
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
ま
た
同
時
に
両
者
に
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
の
根
本
精
神
が
十
分
汲

み
取
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
前
述
の
『
資
本
論
』
の
箇
所
は
、
一
つ
の
解
答
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

る
の
で
あ
る
。

れ
、
な
お
か
一

と
で
あ
ろ
う
。



『
資
本
論
』
第
一
篇
第
一
章
第
四
節
の
表
題
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
最
初
か
ら
こ
の
箇
所
で
扱
わ
れ
て
い
る
内
容
は
二
つ
の
事
柄

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
商
品
の
「
物
神
崇
拝
的
性
格
」
に
つ
い
て
と
、
「
そ
の
秘
密
」
と
し
て
の
外
皮
を
除
去
し
た
労

働
の
社
会
的
性
格
そ
の
も
の
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
改
め
て
「
商
品
世
界
の
物
神
崇
拝
的
性
格
」
が
「
商
品
を
生
産
す

（
４
）
 

る
労
働
の
特
有
な
社
会
的
性
格
か
ら
生
ず
る
」
と
さ
れ
て
い
る
そ
の
「
物
神
性
」
に
か
か
わ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
諸
要
因
に
つ
い
て
詳

（
５
）
 

論
す
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
の
理
論
上
の
視
点
が
初
期
の
い
わ
ゆ
る
「
疎
外
論
」
と
系
譜
的
に
結

（
６
）
 

び
つ
ぎ
う
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
点
に
つ
い
て
も
特
に
一
一
一
戸
及
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
箇
所
で
は
直
ち
に

生
ず
る
論
理
的
な
性
格
で
の
疑
問
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
彼
が
「
私
的
労
働
の
社
会
的
性
格
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
に

関
連
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
「
秘
密
」
と
し
て
い
る
部
分
に
属
す
る
事
柄
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
す
で
に
第
一
章
第
二

節
以
降
労
働
価
値
論
を
論
証
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
な
が
ら
、
し
た
が
っ
て
実
質
的
に
は
「
秘
密
」
は
説
き
明
か
さ
れ
て
い
な
が
ら
、

再
度
こ
こ
に
そ
れ
を
指
示
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
い
か
に
も
納
得
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
労
働
価
値
論
の
論
証
上
の
不
備
が
強
く
介
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
で
あ
ろ

う
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
問
題
の
大
半
が
処
理
さ
れ
う
る
と
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
内
容
上
そ
れ
で
は
な
お
尽
く
せ
な
い
も

の
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
で
は
マ
ル
ク
ス
は
「
労
働
生
産
物
の
社
会
的
関
係
」
を
焦
点
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

さ
い
「
商
品
の
神
秘
的
な
性
格
は
商
品
の
使
用
価
値
か
ら
は
出
て
こ
な
い
」
こ
と
、
ま
た
「
価
値
規
定
の
内
容
」
か
ら
も
出
て
こ
な
い

こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
後
者
は
と
り
わ
け
「
い
ろ
い
ろ
な
有
用
労
働
ま
た
は
生
産
活
動
」
は
結
局
「
本
質
的
に
は
人
間
の
脳
や

ニ
マ
ル
ク
ス
物
神
性
論
の
問
題
点



９マルクスの物神性論
神
経
や
筋
肉
や
感
覚
器
官
な
ど
の
支
出
だ
と
い
う
こ
と
は
生
理
学
上
の
真
理
」
で
あ
っ
て
、
結
局
そ
の
内
容
は
こ
の
こ
と
に
属
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
彼
の
商
品
論
に
お
け
る
価
値
論
の
骨
子
が
引
き
継
が
れ
な

が
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
前
者
つ
ま
り
「
商
品
の
使
用
価
値
」
に
関
す
る
彼
の
考
え
方
に
は
、
果
た
し
て

物
神
性
の
性
格
規
定
に
つ
い
て
除
外
し
う
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
う
る
。
あ
る
特
定
商
品
の
使
用
価
値
Ⅱ
貨
幣
に
関
す
る
こ
と
で

あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
そ
の
点
を
積
極
的
に
は
扱
う
も
の
で
は
な
い
が
、
む
し
ろ
問
題
は
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
彼
の
理
論

的
混
乱
と
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
た
基
盤
の
側
に
あ
り
、
そ
の
点
の
解
決
こ
そ
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
「
物
神
崇
拝
的
性

格
」
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
「
労
働
生
産
物
が
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
る
や
い
な
や
こ
れ
に
付
着
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
商
品

生
産
と
不
可
分
な
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
「
商
品
生
産
」
を
基
礎
と
す
る
物
神
性
が
い
か
に
成
立
し
う
る
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
が
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
意
味
で
の
「
秘
密
」
た
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

マ
ル
ク
ス
が
物
神
性
の
要
点
と
し
た
「
商
品
形
態
」
と
「
労
働
の
社
会
的
性
格
」
は
、
明
ら
か
に
後
者
に
対
し
て
い
わ
ば
根
本
的
な

絶
対
的
な
要
件
と
し
て
の
理
解
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
商
品
生
産
」
と
い
う
指
摘
が
再
三
登
場
す
る
の
も

そ
の
た
め
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
す
で
に
彼
が
前
の
節
ま
で
価
値
形
態
論
に
及
び
つ
つ
い
わ
ゆ
る
彼
の
労
働
価
値

論
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
可
否
を
問
わ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
さ
い
に
取
り
出
さ
れ
た
「
社
会
的
」

労
働
（
こ
こ
に
「
平
均
」
、
「
抽
象
的
」
と
い
う
こ
と
ば
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
こ
の
さ
い
は
ど
う
で
も
よ
い
）
は
、
い
わ
ば
商
品

世
界
に
よ
っ
て
「
社
会
的
」
と
承
な
さ
れ
て
い
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
節
で
登
場
す
る
社
会
Ⅱ
労
働
は
そ
の
よ

う
な
性
格
に
留
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ほ
ぼ
三
つ
の
視
点
か
ら
枠
づ
け
さ
れ
る
「
社
会
」
そ
の
も
の
の
決
め
方
と
と
も
に
与
え
ら

れ
て
く
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
ま
ず
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
」
で
あ
り
、
ま
た
中
世
紀
的
な
「
共
同
体
」
で

「
直
接
に
社
会
化
」
さ
れ
た
諸
形
態
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
個
人
的
労
働
力
を
自
分
で
意
識
し
て
一
つ
の
社
会
的
労
働
力
と
し
て
支
出
す



1０ 
る
自
由
な
人
灸
の
結
合
体
」
と
し
て
て
あ
る
。
一
見
任
意
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
彼
は
、
こ
の
三
者
を
通
じ

て
「
社
会
」
の
い
わ
ば
実
体
的
基
礎
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
ら
に
つ
い
て
佃
を
的
に
み
る
ほ
ど
の
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
ひ
と
ま
ず
共
通
す
る
彼
の
主
張
が
個
的
労
働
と

「
社
会
」
と
の
関
係
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て
、
彼
が
こ
れ
ら
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
重
要
点
が
、
い
ず
れ

も
の
社
会
に
お
い
て
そ
の
根
底
を
な
す
は
ず
の
「
社
会
的
生
活
過
程
」
す
な
わ
ち
「
物
質
的
生
産
過
程
」
言
い
換
え
れ
ば
「
社
会
の
物

質
的
基
礎
ま
た
は
一
連
の
物
質
的
存
在
条
件
」
と
い
う
把
握
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
商
品
論
で
最
後
に
登

場
し
た
「
生
産
過
程
」
が
果
た
し
て
こ
こ
で
「
社
会
」
を
決
定
す
る
に
足
り
う
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
が
問
題
に
な
ろ
う
。
マ
ル
ク

ス
の
理
解
に
よ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
条
件
を
な
す
は
ず
の
規
定
は
、
周
知
の
ご
と
く
第
三
篇
「
絶
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
」
第
五
章
節

一
節
「
労
働
過
程
」
に
お
い
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
労
働
過
程
」
は
「
人
間
と
自
然
と
の
間
の
物
質
代
謝

の
一
般
的
条
件
で
あ
り
、
人
間
生
活
の
永
久
的
な
自
然
条
件
」
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
「
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
形
態
に
竿
し

（
７
）
 

く
共
通
」
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
「
物
質
代
謝
」
の
条
件
は
明
ら
か
に
二
面
化
あ
る
い
は
二
段
化
ざ

（
８
）
 

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
整
〈
ｎ
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
理
論
的
方
法
と
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き

事
柄
と
し
て
、
例
え
ば
使
用
価
値
の
捨
象
に
よ
る
労
働
実
体
の
抽
象
と
い
う
こ
と
の
論
理
的
帰
結
と
か
し
て
取
り
扱
わ
れ
う
る
も
の
で

も
あ
る
。
そ
う
し
た
指
摘
も
重
要
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
物
神
性
論
に
示
さ
れ
た
彼
の
「
社
会
」
は
た
だ
単

に
価
値
論
に
根
ざ
す
理
論
的
処
理
の
こ
と
と
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
彼
が
そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
「
社
会
」
を
決
め
よ
う
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ゆ
え
ん
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
マ
ル
ク
ス
は
前
述
の
よ
う
な
仕
方
で
「
社
会
」
を
い
わ
ゆ
る
「
生
産
過
程
」
の
側
面
か
ら
き
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
詳

細
に
ふ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
「
商
品
生
産
」
の
社
会
を
き
め
て
い
る
こ
と
に
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
先
き
の



１１マルクスの物神性論

そ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
が
「
労
働
過
程
」
と
「
生
産
過
程
」
と
を
事
実
上
こ
の
よ
う
に
分
離
さ
せ
、
な
お
か
つ
後
者
を
先
行
さ
せ
て
説

く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ゆ
え
ん
が
さ
ら
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
さ
い
、
す
で
に
言
及
し
た
こ
と
か
ら
も
知

れ
る
よ
う
に
物
神
性
を
「
社
会
」
に
必
然
的
だ
と
し
う
る
た
め
に
説
い
た
こ
と
そ
の
も
の
に
つ
い
て
ふ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
を
例
え
ば
労
働
価
値
論
の
論
証
上
の
事
柄
と
対
応
さ
せ
て
承
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
が
そ
こ
で
主
眼
と
し
た
物
神

性
ｌ
社
会
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
視
点
に
即
し
た
内
容
を
承
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
た
だ
ち
に
生
ず
る
こ
と

は
、
「
経
済
学
」
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
自
身
が
好
ん
だ
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
」
が
「
社
会
」
た
り
う
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。

彼
は
、
登
場
さ
せ
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
経
済
生
活
に
対
し
、
ご
く
簡
潔
に
「
有
用
労
働
」
の
種
類
や
「
財
産
目
録
に
巌
場
す
る
労
働
対

象
、
生
産
物
、
労
働
時
間
」
等
に
よ
っ
て
そ
の
成
立
要
件
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
「
個
人
」
と
し
て
も
経

済
生
活
の
社
会
的
根
拠
を
す
な
わ
ち
労
働
過
程
・
生
産
過
程
を
充
足
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
取
り

上
げ
方
に
関
し
て
承
れ
ば
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
「
商
品
生
産
」
も
直
ち
に
「
社
会
」
た
り
う
る
か
の
よ
う
に
取

一
一
一
様
の
例
示
を
も
と
に
間
接
的
に
「
生
産
過
程
」
を
一
証
明
す
る
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
き
め
て
い
る
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

こ
こ
で
は
む
し
ろ
先
行
の
箇
所
で
い
わ
ゆ
る
価
値
論
と
し
て
説
か
れ
た
こ
と
と
は
別
に
、
し
た
が
っ
て
商
品
世
界
ｌ
社
会
と
は
別
に
、

「
生
産
過
程
」
の
先
ぎ
の
ご
と
き
比
較
論
的
抽
出
を
も
っ
て
「
商
品
生
産
」
の
「
社
会
」
的
要
件
を
挿
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
厳
密
に
言
え
ば
、
彼
は
必
ず
し
も
「
商
品
生
産
」
に
即
し
た
生
産
過
程
の
抽
象
を
行
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
商
品
生
産
に
つ
い
て
こ
れ
を
「
社
会
」
と
十
分
決
定
し
て
い
な
い
と
も
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
物

神
性
ｌ
社
会
と
い
う
関
係
か
ら
す
る
か
ぎ
り
、
確
か
に
「
商
品
生
産
」
ｌ
社
会
と
い
う
対
応
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

社
会
ｌ
生
産
過
程
と
い
う
視
点
で
は
「
商
侃
生
産
」
ｌ
社
会
と
い
う
関
連
を
確
定
す
る
こ
と
に
な
り
え
て
い
な
い
と
い
う
不
一
致
が
樅

じ
う
る
の
で
あ
る
。



1２ 

今
改
め
て
、
こ
の
「
物
語
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
「
社
会
」
の
抽
象
像
や
、
ま
た
そ
こ
か
ら
生
ず
る
「
所
有
」
の
問
題
な
ど
を
問
お

う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
が
「
商
品
生
産
」
に
関
し
て
疑
問
を
生
じ
さ
せ
て
き
た
十
分
な
理
由
と
な
る
こ
と
を
否

定
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
越
え
て
、
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
が
物
神
性
に
対
し
、
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
」
と
い
う
近
代
的

リ
ア
リ
ズ
ム
に
付
着
す
る
「
商
品
生
産
」
の
物
神
性
そ
の
も
の
に
視
点
を
向
け
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
が
疑
問
と
し
て
生
じ
る
の
で

あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
Ｄ
・
デ
フ
ォ
ー
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
生
涯
と
冒
険
』
は
、
経
済
的
個
人
と
い
う
観
念
形
成

過
程
の
経
緯
か
ら
し
て
、
そ
の
近
代
的
先
駆
的
ア
イ
デ
ア
の
典
型
的
所
産
と
し
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
そ
こ
で
、
種

々
の
説
明
が
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
勤
労
す
る
個
人
と
し
て
登
場
し
、
ま
た
Ｔ
・
モ
ア
の
コ
ー
ト
ピ
ァ
』
の
批
判
的
精
神
を
受
け
取

り
な
が
ら
も
、
す
で
に
個
人
が
「
社
会
」
を
彼
の
経
済
的
能
力
に
よ
っ
て
形
成
し
う
る
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
決
定
的
に
転
換
す
る
こ

（
９
）
 

と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
が
や
が
て
ス
ミ
ス
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
に
十
分
通
じ
う
る
こ
と
も
周
知

の
事
柄
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
ス
ミ
ス
で
の
個
人
の
把
握
か
ら
振
り
返
え
っ
て
も
ま
た
そ
も
そ
も
「
ロ
ピ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ

ー
」
に
し
て
も
商
品
経
済
の
拡
大
と
密
接
に
関
係
し
つ
つ
進
展
し
た
近
代
自
然
法
的
抽
象
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し

た
勤
労
・
労
働
の
把
握
し
た
が
っ
て
社
会
を
生
産
過
程
と
と
も
に
導
出
す
る
把
握
も
そ
の
点
か
ら
成
立
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
明
確
に
描
き
出
さ
れ
た
世
界
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
個
人
は
労
働
を
媒
介
と
し
て
「
社
会
」
を
な
す
の

で
あ
る
が
、
そ
の
労
働
は
、
内
的
装
置
と
し
て
商
品
経
済
的
に
社
会
の
「
原
則
」
と
も
言
う
べ
き
性
格
を
そ
の
能
力
に
組
糸
込
ん
で
お

り
、
そ
の
限
り
で
個
人
た
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
「
原
則
」
は
、
一
方
で
は
分
業
労
働
と
し
て
生
産
力
の
向
上
を
担
う

か
た
ち
で
取
り
出
さ
れ
、
他
方
で
は
「
労
働
Ⅱ
本
源
的
購
買
貨
幣
」
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
社
会
的
基
準
の
形
成
も
明
確
に
さ
れ
た
の

り
扱
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ま
さ
に
「
経
済
学
が
愛
好
す
る
」
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
」
で
あ
る
が
た
め
に
、

こ
こ
か
ら
困
難
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
経
済
生
活
に
お
け
る
社
会
的
原
則
Ⅱ
労
働
生
産
過
程
の
ス
ミ
ス
的
Ⅱ
商
品
経
済
的
抽
象
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
彼
の
構
想
か
ら
す
れ
ば
、
個
人
Ⅱ
「
労
働
」
を
旨
ａ
の
廷
①
冨
己
に
対
す
る
ぐ
】
の
芝
の
冨
己
た
ら
し
め
る
性
格
に

あ
る
も
の
と
承
な
し
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ａ
の
三
の
た
り
う
る
こ
と
の
彼
に
よ
る
視
点
は
あ
く
ま
で
も
商
品
経
済
的
な
の
で
あ

っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
い
わ
ば
人
間
的
自
然
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
柄
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
的
自

然
は
、
仙
人
ｌ
労
働
ｌ
社
会
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
す
で
に
ヨ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
」
に
お
い
て
先
駆
的
に
は
姿
を
見
せ
て
い
た
と

も
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
そ
れ
を
商
品
経
済
的
な
抽
象
を
通
し
て
見
事
仁
孤
島
の
経
緯
と
し
て
で
は
な
く
近
代
社
会
そ
の
も

の
の
こ
と
と
し
て
深
化
さ
せ
た
の
だ
と
見
う
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
近
代
的
Ⅱ
商
品
経
済
的
抽
象
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
「
社
会
」
を
成
し
う
る
か
の
ど
と
く
労

働
に
基
づ
く
い
わ
ば
共
同
主
観
を
成
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
目
体
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
ス

ミ
ス
の
構
図
が
、
た
だ
単
に
彼
の
独
立
的
な
作
業
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
近
代
社
会
に
対
す
る
超
越
的
認
識
で
あ
っ
た
り
し
た
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
時
代
的
に
も
あ
る
い
は
理
論
的
に
も
き
わ
め
て
「
同
感
」
さ
れ
う
る
こ
と
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ

と
に
含
ま
れ
る
意
味
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
彼
ら
に
お
け
る
労
働
の
意
味
づ
け
を
そ
の
も
の
と
し

て
容
認
す
る
と
、
つ
ま
り
彼
ら
が
よ
っ
て
立
っ
た
共
同
主
観
し
た
が
っ
て
そ
の
か
ぎ
り
で
の
妥
当
性
の
成
立
を
ひ
と
ま
ず
認
め
る
な
ら

ば
、
じ
つ
は
そ
の
裏
側
を
直
ち
に
「
社
会
」
の
原
則
的
根
拠
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
の
意
味
で
は
、
裏

側
と
い
う
こ
と
自
体
が
か
え
っ
て
無
理
な
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
多
か
れ
少
な
か
れ
「
経
済
学
」
が
好
む
よ
う
に
個
人
ｌ
労
働
を
私
的
ｌ

社
会
的
関
係
と
し
て
は
近
代
的
（
商
品
経
済
的
）
ｌ
原
則
的
（
社
会
実
体
的
）
関
係
の
う
ち
に
そ
れ
を
一
体
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
意

味
が
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
商
品
経
済
に
特
有
な
物
神
性
に
対
し
て
、
こ
の
一
体
化
こ
そ
が
そ
の
も
の

と
し
て
扱
わ
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
と
そ
の
労
働
を
価
値
論
と
し
て



1４ 
（
、
）

の
内
容
に
よ
っ
て
解
明
す
る
こ
と
と
を
同
列
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
多
少
立
ち
入
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
ス
ミ
ス

に
し
て
も
、
た
だ
単
に
商
品
形
態
に
よ
っ
て
労
働
ｌ
社
会
の
構
図
を
描
い
て
い
た
の
で
は
な
く
、
彼
の
根
本
的
な
テ
ー
ゼ
か
ら
Ｊ
も
知
れ

（
、
）

る
よ
う
に
、
労
働
Ⅱ
（
貨
幣
）
と
し
て
労
働
の
社
会
へ
の
系
路
を
内
包
せ
し
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
直
ち
に
商
ロ
叩
形
態
と

労
働
と
の
関
係
と
し
て
合
わ
せ
て
共
同
主
観
的
物
神
性
と
し
て
組
上
に
の
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ひ
と
ま
ず
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
そ
の
も
の
か
ら
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
先
ぎ
の
点
に
つ
い
て
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
労
働
を
富

の
源
泉
と
す
る
古
典
派
的
思
考
の
限
界
内
に
生
ず
る
一
種
の
顛
倒
性
に
対
し
、
「
神
密
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
脱
ぎ
捨
て
る
」
こ
と
は
逆
に

「
物
神
性
」
の
社
会
的
Ⅱ
主
観
的
根
拠
の
弱
化
に
陥
る
結
果
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
が
「
商
品
生
産
」
を
想

定
し
、
そ
こ
に
商
品
形
態
に
現
わ
れ
る
「
神
密
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
を
見
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
形
態
と
「
生
産
」
と
の
分
離

自
体
が
無
理
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
ヴ
ェ
ー
ル
は
形
態
と
生
産
と
を
一
体
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
ゆ
え
ん
こ
そ
取
り
上
げ
ら

れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
商
品
形
態
を
生
産
か
ら
切
り
離
し
、
「
生
産
過
程
一
般
」
の
よ
う
に
考
察

し
う
る
よ
う
な
商
品
「
生
産
」
が
そ
の
背
後
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
す
で
に
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
、

歴
史
的
な
各
社
会
に
特
有
な
か
た
ち
で
存
続
し
て
き
た
生
産
過
程
を
対
象
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
「
ロ
ピ
ン

ソ
ン
物
語
」
が
直
ち
に
商
品
経
済
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
「
商
品
生
産
」
を
も
っ
て
そ
の
生
産
過
程
一
般
に
通
ず
る
根

拠
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
視
点
に
幾
分
と
も
即
す
る
と
す
れ
ば
、
「
商
品
」
生
産
の
ご

と
く
処
理
さ
れ
て
い
る
古
典
派
的
な
富
Ⅱ
労
働
の
観
念
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
社
会
を
表
象
す
る
特
有
な
思
考
の
成
立
に
、
「
神
秘
」

と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
自
然
的
な
主
観
の
存
続
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
共
同
主
観

（
皿
）

と
し
て
、
個
ｌ
社
会
の
一
体
性
Ｊ
も
歴
史
的
意
味
を
帯
び
な
が
ら
存
在
し
う
る
こ
と
に
な
り
え
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。



１５マルクスの物神性論

マ
ル
ク
ス
も
単
に
商
品
形
態
に
現
わ
れ
る
物
神
崇
拝
的
性
格
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
微
弱
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
「
商
品
形
態
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
の
最
も
一
般
的
で
最
も
未
発
展
な
形
態
で
あ
り
、
…
…
そ
の
た
め
に
そ
の
物
神
崇
拝

的
性
格
は
ま
だ
比
較
的
容
易
に
見
抜
か
れ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
な
指
摘
か
ら
す
る
か
ぎ
り
、
お
そ
ら
く
彼
は
そ

の
「
商
品
形
態
」
に
つ
い
て
「
商
品
生
産
」
か
ら
は
別
の
意
味
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
形
態

か
ら
物
神
性
を
導
び
こ
う
と
す
る
視
点
は
そ
れ
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
引
き
続
き
「
そ
れ
よ
り
も
つ

と
具
体
的
な
諸
形
態
で
は
、
こ
の
単
純
性
の
外
観
さ
え
も
消
え
て
し
ま
う
。
重
金
主
義
の
幻
想
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
、
重
金
主
義

は
、
金
銀
か
ら
、
そ
れ
ら
が
貨
幣
と
し
て
は
社
会
的
生
産
関
係
を
、
と
い
っ
て
も
特
別
な
社
会
的
属
性
を
も
っ
た
自
然
物
の
形
態
で
、

表
わ
し
て
い
る
こ
と
を
、
見
て
と
ら
な
か
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
こ
と
も
意
味
が
あ
ろ
う
。
そ
の
批
判
的
表
現
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、

学
説
史
的
に
重
商
主
義
に
表
わ
れ
た
物
神
的
性
格
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
と
は
い
え
、
形
態
Ⅱ
貨
幣
に
お
い
て
ゑ
て
い
る
こ
と
は
、

彼
が
あ
く
ま
で
「
商
品
生
産
」
に
基
づ
く
議
論
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
そ
の
同
じ
学
説

史
的
批
判
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
「
近
代
の
経
済
学
は
、
高
慢
に
重
金
主
義
を
冷
笑
し
て
い
る
が
、
そ
の
物
神
崇
拝
は
そ
れ
が
資
本
を

取
り
扱
う
や
い
な
や
明
白
に
な
る
の
で
は
な
い
か
？
」
と
す
る
と
き
に
は
、
概
念
的
に
は
確
か
に
「
先
ぎ
ま
わ
り
」
し
て
資
本
の
顛
倒

性
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
肝
腎
の
こ
と
が
見
落
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
「
近
代
の
経
済
学
」
に
つ
い
て

具
体
的
に
ど
の
人
物
を
指
す
の
か
は
と
も
か
く
、
そ
れ
が
古
典
派
に
属
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
彼
ら
が
「
重
金
主
義
を
冷

（
過
）

笑
」
す
る
さ
い
の
彼
ら
の
理
論
的
根
拠
が
物
神
性
の
脈
絡
の
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
資
本
」

に
つ
い
て
は
そ
の
結
果
と
し
て
の
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
は
別
に
し
て
、
彼
は
、
す
で
に
承
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
事
実
上

三
物
神
性
と
「
社
会
」
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そ
う
し
た
根
拠
に
重
な
る
論
点
と
し
て
物
神
性
を
遡
上
に
乗
せ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
近
代
の
経
済
学
」
に
対
す

る
こ
の
種
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
彼
が
自
ら
の
作
品
か
ら
引
用
し
て
指
摘
し
て
い
る
点
、
す
な
わ
ち
「
経
済
学
者
た
ち
は
一

つ
の
奇
妙
な
や
り
方
を
も
っ
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
た
だ
二
つ
の
種
類
の
制
度
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
人
為
的
と
自
然
的
と
、
封

建
制
の
制
度
は
人
為
的
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
制
度
は
自
然
的
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
ろ
う
。

右
の
よ
う
な
重
商
主
義
、
古
典
派
の
両
者
の
対
比
に
お
い
て
、
実
質
上
マ
ル
ク
ス
が
力
点
を
置
い
て
物
神
性
を
論
じ
た
の
は
後
者
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
彼
が
そ
の
よ
う
な
処
理
を
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
前
述
の
よ
う
に
後
者
に
お
い
て
自
然
的
に
で
あ
れ
「
社

会
」
の
把
握
に
通
ず
る
も
の
が
介
在
し
て
い
る
と
ゑ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
が
百
ビ
ン
ソ
ン
物
語
」
で
見
出
し
て
い

る
よ
う
に
、
商
品
経
済
の
形
態
が
結
局
社
会
的
原
則
Ⅱ
生
産
過
程
を
満
た
す
に
た
る
も
の
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
物
神
性
を
問
題
と

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
重
商
主
義
（
人
為
的
・
歴
史
的
）
に
対
し
て
古
典
派
を
「
自
然
的
」
す
な
わ
ち
商
品
経
済
的
（
非
歴
史
的
）
Ⅱ

自
然
的
「
社
会
」
と
い
う
点
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
と
は
い
え
、
単
に
物
神
崇
拝
的
性
格
と
い
う
こ
と

自
体
に
つ
い
て
重
商
主
義
的
富
Ⅱ
貨
幣
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
に
重

き
を
置
く
か
と
い
う
こ
と
は
と
も
か
く
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
を
持
つ
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
生
じ
て
く
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
彼
は

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
特
に
一
種
の
ひ
や
か
し
的
批
評
以
上
の
こ
と
を
言
っ
て
は
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
関
連
に
気

づ
い
て
い
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
が
こ
れ
ま
で
に

（
ｕ
）
 

進
め
て
き
た
古
典
派
批
判
の
視
点
で
は
そ
う
し
た
一
一
一
口
及
は
不
可
能
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

重
商
主
義
者
た
ち
あ
る
い
は
彼
ら
か
ら
古
典
派
ま
で
の
間
に
位
置
し
た
者
た
ち
が
、
資
本
や
貨
幣
な
ど
に
つ
い
て
、
古
典
派
よ
り
す

ぐ
れ
た
把
握
を
行
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
古
典
派
が
そ
う
し
た
先
行
者
た
ち
の
理
論
的
成
果
を
、
労
働
価
値
論
に

立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
結
果
と
し
て
は
継
承
し
え
て
い
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
き
の
ご
と
く
マ



１７マルクスの物神性論
ル
ク
ス
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
ご
く
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
典
派
が
と
り

わ
け
Ａ
・
ス
ミ
ス
が
確
か
に
そ
の
よ
う
な
立
場
に
い
た
と
は
い
え
、
彼
は
必
ず
し
も
単
に
先
行
者
た
ち
の
成
果
を
無
視
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
例
え
ば
彼
が
労
働
を
富
の
元
本
（
ｍ
ｏ
ｐ
ｅ
と
一
一
一
一
口
っ
た
り
、
ま
た
そ
の
労
働
に
対
し
て
本
源
的
購
買

貨
幣
（
・
口
、
曰
口
］
巳
日
。
旨
の
の
白
・
ロ
の
］
）
と
表
現
し
た
り
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
直
ち
に
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
て
承
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
古
典
派
が
重
商
主
義
を
批
判
し
な
が
ら
も
ま
た
異
な
る
物
神
性
の
相
を
現
わ

し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
よ
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
先
述
の
よ
う
に
ス
ミ
ス
が
労
働
を
本
源
的
購
買
貨
幣
と
い
う
独
特

の
思
考
で
経
済
学
に
体
系
的
な
姿
を
与
え
た
こ
と
は
非
常
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
確
か
に
貨
幣

そ
の
も
の
の
独
自
な
性
格
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
貨
幣
に
よ
っ
て
価
値
が
社
会
的
に
確
認
さ
れ
る
こ
と

と
、
そ
の
価
値
を
形
成
す
る
労
働
と
を
一
体
化
し
て
と
ら
え
、
私
的
個
人
Ⅱ
社
会
に
対
し
統
一
的
規
定
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
そ
れ
は
単
に
、
商
品
交
換
の
関
係
に
つ
い
て
貨
幣
の
性
格
を
無
視
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
貨
幣
の
価
値
尺
度
機

能
を
実
質
的
に
は
見
出
し
た
う
え
に
、
ま
さ
に
古
典
派
と
し
て
、
労
働
の
社
会
原
則
的
性
格
と
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
価
値

論
の
成
功
を
導
び
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
彼
の
「
自
然
的
」
な
社
会
把
握
の
特
質
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

経
済
的
が
百
ビ
ン
ソ
ン
物
語
を
愛
好
す
る
」
理
由
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
貨
幣
を
労
働
主
体
に
埋
め
込
む
と
い
う
特
徴
的
な
手

法
を
見
出
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
手
法
は
、
個
人
が
個
人
つ
ま
り
労
働
の
主
体
的
保
持
者
と
し
て

登
場
し
さ
え
す
れ
ば
、
佃
Ｉ
労
働
ｌ
社
会
の
構
図
の
基
盤
と
し
て
は
、
抽
象
的
に
は
ヨ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
」
を
想
定
す
る
の

で
あ
る
か
、
「
商
品
生
産
」
の
社
会
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
か
は
そ
れ
ほ
ど
の
差
異
を
持
ち
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
実
際
、

例
え
ば
周
知
の
ご
と
く
Ａ
・
ス
ミ
ス
が
あ
る
程
度
具
体
的
に
社
会
の
発
展
段
階
を
想
定
す
る
よ
う
な
事
実
上
の
歴
史
的
な
社
会
把
握
を

行
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
ひ
と
た
び
先
ぎ
の
よ
う
な
労
働
把
握
に
よ
っ
て
経
済
的
人
間
本
質
（
国
・
曰
。
，
同
８
口
・
己
２
ｍ
）
と
す
る
こ
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と
に
な
れ
ば
、
本
来
的
に
個
Ⅱ
社
会
と
の
等
置
関
係
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
意
味
で
ま
た
そ
れ
が
同
時
に
「
自
然
的
制
度
」
た
り
う
る

こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
関
連
の
も
と
に
マ
ル
ク
ス
自
身
の
物
神
性
論
を
対
応
さ
せ
る
な
ら

ば
、
彼
が
そ
れ
を
商
品
形
態
で
論
じ
て
い
な
が
ら
同
時
に
そ
の
い
わ
ば
裏
側
と
し
て
の
生
産
過
程
を
透
視
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
意
図

と
は
異
な
っ
て
い
て
、
実
質
的
に
は
「
商
品
生
産
」
と
い
う
社
会
的
擬
制
の
物
神
性
と
し
て
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
結
果
を
生
じ
さ
せ
て

（
脂
）

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
点
は
、
マ
ル
ク
ス
が
簡
単
に
で
は
あ
る
が
Ｄ
・
リ
ヵ
ー
ド
に
対
し
て
注
釈
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
リ
ヵ
ー
ド
に
も
彼
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
『
彼
は
、
原
始
的
な
漁
夫
や
猟
師
を
そ

の
ま
ま
商
品
所
持
者
に
し
て
、
魚
や
獣
を
そ
れ
ら
の
交
換
価
値
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
労
働
時
間
に
比
例
し
て
交
換
さ
せ
て
い
る
。

．
…
．
．
「
オ
ー
エ
ン
氏
の
平
行
四
辺
形
」
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
社
会
形
態
以
外
に
彼
が
知
っ
て
い
た
唯
一
の
社
会
形
態
だ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
』
（
『
経
済
学
批
判
』
か
ら
の
引
用
）
。
」
ま
さ
に
、
古
典
派
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
事
柄
で
あ
っ
た
し
、
そ
し
て
こ
こ
に
彼

ら
の
「
社
会
」
が
据
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
リ
ヵ
ー
ド
に
と
っ
て
、
個
人
は
単
な
る
「
商
品
所
持
者
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な

く
、
マ
ル
ク
ス
も
事
実
上
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
商
品
生
産
」
者
と
し
て
彼
の
労
働
に
よ
る
所
産
を
交
換
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
彼
が
ス
ミ
ス
を
踏
襲
し
て
い
る
以
上
必
然
的
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
詳
細
な
点
で
彼
が
ス
ミ
ス
と
は
異
な
る
理
論

的
処
理
を
行
な
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
単
に
ス
ミ
ス
と
同
列
に
ふ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

相
違
に
着
目
す
る
と
彼
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
交
換
の
制
度
が
同
時
に
生
産
の
体
制
と
し
て
い
わ
ば
共
存
し
え
て
い

た
の
に
対
し
、
つ
ま
り
交
換
と
生
産
と
が
「
商
業
社
会
」
（
８
日
目
の
月
田
一
の
。
Ｑ
の
ご
）
と
し
て
表
象
さ
れ
た
の
に
対
し
、
リ
カ
ー
ド
は

す
で
に
そ
の
「
社
会
」
に
つ
い
て
意
識
的
・
理
論
的
に
も
決
定
し
う
る
よ
う
な
論
理
を
組
糸
立
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
マ
ル
ク
ス
に
言
わ
せ
る
な
ら
ば
「
オ
ー
エ
ン
氏
の
平
行
四
辺
形
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
リ
カ
ー
ド
の
原



１９マルクスの物神性論
理
的
な
体
系
に
つ
い
て
の
難
点
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
が
ス
ミ
ス
を
継
承
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働

ｌ
社
会
の
ぎ
り
ぎ
り
の
論
理
を
進
め
た
こ
と
は
重
視
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
生
じ
た
そ
の
構
図
の
一
貫
性
と
い
う

意
味
で
、
彼
の
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
」
の
性
格
に
注
目
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
も
、
ス
ミ
ス
に
比
較
し
て
リ
カ
ー
ド
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
価
値
論
と
分
配
論
と
の
結
合
が

き
わ
め
て
密
接
で
、
ス
ミ
ス
の
分
業
論
を
独
得
で
は
あ
る
に
し
て
も
一
種
の
生
産
過
程
論
の
性
格
と
承
な
し
う
る
よ
う
な
社
会
原
則
Ⅱ

実
体
的
把
握
が
希
薄
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
彼
が
事
実
上
ス
ミ
ス
の
「
初
期
社
会
」
で

の
価
値
論
を
克
服
し
た
さ
い
に
、
「
商
品
生
産
」
の
社
会
で
あ
る
が
ご
と
ぎ
叙
述
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
最
早
積
極
的
に
は
意
味

を
持
ち
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
は
「
原
始
的
な
漁
夫
や
猟
師
が
彼
ら
の
労
働
用
具
の
計
算
の
た
め
に

一
八
一
七
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
取
引
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
年
賦
償
還
表
を
参
考
に
す
る
と
い
う
時
代
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
」
と
し
て

も
、
当
然
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
う
し
た
見
方
に
よ
っ
て
も
、
労
働
Ⅱ
経
済
原
則
を
商
品
経
済
の
形
態
的
関
係
か
ら
融
合
き
せ
完
成

し
、
そ
の
も
と
で
「
社
会
」
を
確
認
す
る
と
い
う
顛
倒
を
「
自
然
的
制
度
」
と
し
て
仕
上
げ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
経
済
学
史
的
に
示
さ
れ
た
の
社
会
認
識
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
商
品
形
態
を
と
っ
て
人
間
ｌ
個
々
人
の
社
会
的
関

係
を
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
、
そ
の
商
品
形
態
の
う
ち
に
労
働
Ⅱ
個
人
を
組
糸
込
糸
、
そ
こ
で
「
社
会
」
た
り
う
る
こ
と

を
明
示
す
る
と
い
う
「
主
体
」
的
現
実
観
念
の
主
観
Ⅱ
客
観
た
る
同
時
性
と
し
て
理
論
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
リ
ヵ
ー
ド
で
そ
の
徹

底
化
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
彼
が
そ
の
漁
夫
や
猟
師
を
労
働
と
資
本
と
の
同
時
的
な
所
持
を
想
定
し
て
い
た
り
、
ま
た
そ
の

た
め
に
生
産
と
商
品
交
換
が
ほ
ぼ
同
一
次
元
に
置
か
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
ご
く
自
明
の
事
柄
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

ス
ミ
ス
が
「
交
換
も
分
業
も
め
っ
た
に
は
行
な
わ
れ
な
い
」
と
い
う
場
合
を
い
わ
ば
対
比
的
あ
る
い
は
反
射
的
想
定
と
し
て
で
あ
れ
考

慮
し
て
い
た
こ
と
と
は
相
当
異
な
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
に
比
べ
て
「
社
会
」
に
対
す
る
そ
の
無
限
定
な
透
明
性
は
む
し
ろ
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脅
威
と
さ
え
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
そ
の
透
明
性
の
ゆ
え
に
マ
ル
ク
ス
の
次
の
よ
う
な
指
摘
さ
え
も
か
え
っ
て
齪
鶴
を
き
た

す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
商
品
生
産
者
の
一
般
的
な
社
会
的
生
産
関
係
は
、
彼
ら
の
生
産
物
を
商
品
と
し
て
、
し

た
が
っ
て
価
値
と
し
て
取
り
扱
い
、
こ
の
物
的
な
形
態
に
お
い
て
彼
ら
の
私
的
労
働
を
同
等
な
人
間
労
働
と
し
て
互
い
に
関
係
さ
せ
る

と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
商
品
生
産
者
の
社
会
に
と
っ
て
は
、
抽
象
的
人
間
に
対
す
る
礼
拝
を
含
む
キ
リ
ス
ト

教
、
こ
と
に
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
で
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
や
理
神
論
な
ど
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
が
最
も
適
当
な
宗
教
形
態

で
あ
る
。
」
少
々
長
い
引
用
で
は
あ
る
が
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
は
一
見
妥
当
の
よ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
「
商
品
生
産
」
の
「
社
会
」

の
内
実
を
な
す
「
人
間
労
働
」
が
そ
の
「
物
的
形
態
」
の
生
産
物
Ⅱ
商
品
・
資
本
と
不
可
分
離
を
な
し
て
い
て
、
そ
れ
が
ま
た
「
抽
象
的

人
間
」
に
対
す
る
「
礼
拝
」
と
し
て
現
実
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
最
早
単
な
る
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
や
理
神
論
」
と
い
う
も
の
さ

え
も
克
服
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
ス
ミ
ス
の
理
神
論
に
対
す
る
リ
カ
ー
ド
の
立
場
で
あ
り
、
非
歴
史

的
「
抽
象
的
人
間
」
と
「
社
会
」
と
の
完
成
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ご
く
自
明
の
関
連
と
し
て
は
、
ス
ミ
ス
が
少
な
く
と
も
対
象
の
抽
象

化
の
た
め
に
理
神
論
的
な
認
識
の
補
助
手
段
を
要
し
た
と
し
て
も
、
リ
ヵ
ー
ド
に
あ
っ
て
は
最
早
そ
の
よ
う
な
手
段
を
も
必
要
と
し
て

（
焔
）

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
場
合
で
も
「
商
品
生
産
」
の
「
社
会
」
に
対
す
る
宗
教
的

崇
拝
形
態
を
扱
っ
て
い
て
、
そ
の
「
物
的
形
態
」
そ
の
も
の
か
ら
の
適
合
形
態
を
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
「
商
品
形
態
の
秘
密
」
を
背
後
か
ら
支
え
る
は
ず
の
「
人
間
に
対
し
て
人
間
自
身
の
労
働
の
社
会
的
性
格
を
労
働
生
産
物
そ
の
も

の
の
対
象
的
性
格
と
し
て
反
映
」
さ
せ
る
よ
う
な
関
係
で
は
な
く
し
て
、
「
人
間
自
身
の
労
働
」
が
当
初
か
ら
「
社
会
」
を
主
張
す
る

性
格
で
「
礼
拝
」
の
対
象
と
な
り
う
る
関
係
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
扱
い
方
か
ら
す
れ
ば
、

ま
さ
に
「
商
品
生
産
」
を
「
社
会
」
と
認
定
す
る
こ
と
こ
そ
商
品
形
態
に
ふ
さ
わ
し
い
崇
拝
の
か
た
ち
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
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古
典
派
が
い
わ
ゆ
る
商
品
経
済
史
観
に
陥
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
同
時
に
き
わ
め
て
非
論
理
的
か
つ
不
合
理
な
対
象
認
識
を

も
た
ら
し
た
と
は
言
い
え
な
い
。
彼
ら
は
確
か
に
対
象
の
歴
史
的
把
握
と
い
う
意
味
で
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
成
果
を
生
糸
出
し
え
な
か
っ

た
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
先
き
の
史
観
は
、
今
度
は
対
象
の
歴
史
的
把
握
と
い
う
場
合
に
か
な
り
考
慮
を
必
要
と
す
る
存
在
と
も
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
彼
ら
が
経
済
学
の
理
論
的
体
系
化
を
試
み
た
さ
い
に
、
少
な
く
と
も
そ
の
論
理
的
な
首
尾
一
貫
性
の
追

求
と
と
も
に
合
理
的
な
認
識
基
準
の
確
保
に
努
め
、
そ
の
結
果
経
済
学
の
う
ち
に
「
社
会
」
を
確
立
し
た
こ
と
の
反
面
と
し
て
の
性
格

を
い
か
に
理
解
す
る
か
と
い
う
事
柄
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
一
方
で
は
彼
ら
は
経
済
学
を
し
て
「
社
会
」
の
統
一
的
把
握
へ
前
進

さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
他
方
に
お
い
て
そ
の
「
社
会
」
の
歴
史
的
特
性
あ
る
い
は
「
社
会
」
の
歴
史
性
の
消
去
と
い
う
犠
牲
を
伴
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
も
ま
た
種
を
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
に
し
て
も
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
事
柄
に
つ
い
て
十
分
批
判
的
か

が
ま
た
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
古
典
派
を
古
典
派
た
ら
し
め
た
い
わ
ゆ
る
・
〈
ラ
ダ
イ
ム
に
相
当
す
る
「
社
会
」
の
自
然
史
的
認
識
．
〈
タ

ー
ン
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
他
方
で
こ
の
社
会
に
対
し
歴
史
的
限
定
を
行
な
い
、
そ
う
し
た
「
自
然
的
制
度
」
に
対
立
す
る
見
方
を
主
張

す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
歴
史
は
い
わ
ば
前
提
と
し
て
存
在
し
、
理
論
的
歴
史
把
握
と
い
う
意
味
で
は
ス
ミ
ス
の
水
準
を
根

本
的
に
出
る
こ
と
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
生
産
過
程
一
般
に
対
す
る
無
条
件
の
前
提
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
肝
腎
の
生
産
主

体
た
る
労
働
の
在
り
方
自
身
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
な
し
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
」
は
、
む
し
ろ
そ
れ

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
登
場
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
か
え
っ
て
マ
ル
ク
ス
が
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
を
愛
好
す

る
」
と
い
う
結
果
に
さ
え
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
お
わ
り
に
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根
本
的
な
再
検
討
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
従
来
、
彼
れ
の
労
働
価
値
論
の
処
理
に
つ
い
て

繰
り
返
え
し
疑
問
や
そ
の
解
決
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ

う
し
た
彼
の
欠
陥
は
、
こ
れ
ま
で
い
わ
ば
古
典
派
的
残
津
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
必
ず
し
も
た
だ
そ
れ
だ

け
と
は
言
い
え
な
い
側
面
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
彼
も
ま
た
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
」
の
愛
好
者
と
し
て
、
そ
れ
に

積
極
的
な
対
応
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
マ
ル
ク
ス
が
「
経
済
学
批
判
」
の
体
系
化
を
進
め
た
さ
い
に
、
周
知
の
プ
ル
ド
ン
批
判
を
出
発
点
と
し
て
い
た
こ
と
が

や
は
り
か
な
り
重
要
な
点
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
貨
幣
論
は
次
第
に
商
品
論
へ
と
深
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
体
系
化
へ

の
重
要
な
進
展
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
労
働
ｌ
社
会
と
し
て
提
示
さ
れ
た
プ
ル
ド
ン
の
見
地
は
ス
ミ
ス
と
の
関
連
と
相
俟
っ
て
依
然
と

し
て
残
こ
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
深
化
に
よ
っ
て
彼
が
『
資
本
論
』
に
お
い
て
価
値
形
態
論
を
明
ら
か
に
し
、

交
換
過
程
論
的
価
値
論
か
ら
の
進
展
を
な
し
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
十
分
な
成
功
を
果
た
し
え
な
か
っ
た
こ
と
も

周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
彼
の
プ
ル
ド
ン
に
対
す
る
関
係
は
、
お
そ
ら
く
古
典
派
と
も
ど
も
『
資
本
論
』
の
商
品
論
や
交
換
過
程
論
に

対
し
て
依
然
と
し
て
影
を
落
と
し
て
い
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
第
四
節
で
の
『
抵
学
の
貧
困
』
か
ら
の
援
用
だ
け
で
は
な
く
、
第

一
一
章
「
交
換
過
程
」
に
お
け
る
プ
ル
ド
ン
批
判
つ
ま
り
「
商
品
生
産
と
い
う
形
態
も
正
義
と
同
様
に
永
遠
だ
と
い
う
…
…
俗
物
」
、
「
小

（
Ⅳ
）
 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
社
会
主
義
の
ず
る
さ
…
．
：
商
品
生
産
を
永
遠
化
し
よ
う
と
し
た
が
ら
…
。
：
」
（
「
経
済
学
批
判
』
か
ら
の
援
用
）
等
の
批

判
の
登
場
は
そ
う
し
た
彼
の
固
執
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
叙
述
の
側
面
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
彼

が
物
神
性
論
を
扱
っ
て
い
る
場
合
の
そ
の
主
要
な
眼
目
は
実
際
に
は
依
然
と
し
て
プ
ル
ド
ン
に
対
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
さ
え

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
が
第
二
章
の
最
後
を
「
そ
れ
ゆ
え
、
貨
幣
物
神
の
謎
は
、
た
だ
、
商
品
物
神
の
謎
が
人
目
に
見
え

（
旧
）

る
よ
う
に
な
り
人
目
を
く
ら
ま
す
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
叙
述
に
よ
っ
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
こ
と
も
、
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（
四
）

そ
の
点
に
よ
っ
て
納
得
し
う
る
ｊ
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一
文
か
ら
す
る
か
ぎ
ｈ
／
、
彼
は
お
そ
ら
く
「
貨
幣
物
神
」
に
つ
い
て
承
知
し

て
た
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
Ｊ
も
そ
れ
が
物
神
性
の
高
度
な
形
態
と
し
て
位
置
さ
れ
る
こ
と
も
知
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
問
題
と
さ

れ
た
の
は
む
し
ろ
「
人
目
に
見
え
る
」
商
品
物
神
の
方
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
奇
妙
さ
の
理
解
は
右
の
よ
う
な
こ
と
に
あ
っ

た
と
す
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
木
文
中
で
ｊ
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
の
「
商
品
生
産
」
の
「
社
会
」
を
歴
史
的
に
確
定
す
る
よ
う
に
は

扱
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
が
生
産
過
程
一
般
を
下
敷
に
し
た
議
論
を
し
て
い
た
に
し
ろ
、
肝
腎
の
「
労
働
過
程
」
に
か
か
わ
る
問

題
を
扱
っ
て
い
な
い
こ
と
に
対
応
す
る
、
「
人
間
と
自
然
と
の
間
の
物
質
代
謝
の
一
般
的
条
件
」
と
さ
れ
た
労
働
過
程
は
、
も
ち
ろ
ん

そ
の
意
味
を
完
全
に
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
さ
に
経
済
的
活
動
ｌ
生
活
条
件
と
し
て
経
済
学
で
扱
い
う
る
か
ぎ

り
で
の
人
間
の
主
体
的
活
動
の
根
本
条
件
を
な
す
は
ず
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
歴
史
的
具
体
的
に
い
か
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
混
滑

す
る
か
は
問
題
で
は
な
い
。
か
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
も
、
彼
の
欲
求
の
充
足
の
た
め
の
有
用
労
働
に
対
し
、
根
本
的
に
は
可
能
な
か
ぎ
り
の

「
経
済
」
的
つ
ま
り
無
駄
の
滴
か
れ
た
活
動
を
目
指
す
。
そ
の
さ
い
彼
の
「
祈
祷
と
か
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
問
題
に
し

な
い
」
で
よ
く
、
そ
れ
は
い
ず
れ
に
し
ろ
「
経
済
」
的
な
原
則
を
変
え
う
る
も
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
自
身
の
指
摘
す
る
こ
う
し
た

「
一
般
的
条
件
」
を
無
視
し
て
社
会
の
「
物
質
的
生
産
過
程
」
Ⅱ
生
産
過
程
一
般
を
説
き
う
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
は
、
す
で
に

指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
立
ち
入
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
議
論
は
皮
肉
に
も
彼
の
意
図
と
は
別

に
、
物
神
性
に
対
し
「
商
品
生
産
」
に
及
ぶ
か
ぎ
り
で
は
あ
っ
て
も
そ
の
「
労
働
主
体
」
を
登
場
さ
せ
る
と
い
う
逆
説
的
な
結
果
に
陥

っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
が
プ
ル
ド
ン
の
主
張
を
「
歴
史
」
に
よ
っ
て
決
着
を
つ
け
う
る
た
め
の
議
論
を
行
な
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

や
は
り
根
本
的
不
十
分
で
あ
っ
た
。
経
済
学
と
し
て
は
む
し
ろ
本
来
的
に
Ａ
・
ス
ミ
ス
に
対
す
る
問
題
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
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ん
、
そ
の
場
合
に
Ａ
・
ス
ミ
ス
に
代
わ
る
プ
ル
ド
ン
に
よ
っ
て
彼
の
批
判
的
主
張
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
誤
り
で
あ
る
と
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
そ
の
主
張
の
要
に
労
働
価
値
論
と
そ
の
歴
史
「
社
会
」
に
お
け
る
決
定
的
な
根
拠
と
を
扱
わ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
以
上
、
そ
の
批
判
的
対
象
は
当
然
ス
ミ
ス
に
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
事
実
、
「
経
済

学
批
判
」
の
成
立
過
程
で
は
、
ス
ミ
ス
は
主
役
と
も
言
い
う
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
彼
の
批
判
的

視
角
は
か
な
り
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
他
方
で
、
そ
の
ス
ミ
ス
の
労
働
価
値
論
へ
の
彼
の
「
歴
史
」
的
意
義
づ
け

は
、
プ
ル
ド
ン
批
判
と
軌
を
一
に
す
る
側
面
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
古
典
派
と
し
て
の
経
済
学
が
特
有
に
含
む

「
自
然
」
史
的
社
会
把
握
の
特
質
を
見
落
す
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
厳
密
に
は
、
幾
度
と
な
く
指
摘
さ
れ
た
よ

う
に
彼
の
初
期
的
思
想
的
形
成
過
程
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
彼
の
哲
学
と
経
済
学
と
の
関
連
で
「
物
神

性
」
の
問
題
が
介
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
社
会
を
形
成
す
る
人
間
の
経
済

的
過
程
を
、
商
品
経
済
的
関
係
と
し
て
媒
介
し
、
こ
れ
が
も
つ
形
態
的
関
係
に
現
わ
れ
る
「
主
体
」
に
よ
っ
て
そ
の
過
程
を
推
進
す
る

「
社
会
」
を
歴
史
的
・
独
自
的
に
決
定
す
る
意
味
で
経
済
学
も
固
有
に
そ
の
問
題
を
含
む
も
の
と
す
る
観
点
も
十
分
成
立
し
う
る
の
で

あ
る
。

そ
の
場
合
、
商
品
経
済
の
即
目
的
な
形
態
に
即
し
て
「
主
体
」
に
お
け
る
「
社
会
」
へ
の
対
応
を
、
お
そ
ら
く
マ
ル
ク
ス
は
「
物
神

性
」
の
う
ち
に
開
示
す
べ
き
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
主
体
の
顛
倒
性
と
そ
の
た
め
に
非
決
定
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
「
社
会
」
の
歴
史
的
根
拠
と
を
混
同
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
リ
ヵ
ー
ド
の
ご
と
く
主
体
と
そ
の
根
拠
と
を

押
し
つ
め
る
な
ら
ば
当
然
「
歴
史
」
は
欠
落
す
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
ひ
と
ま
ず
「
ロ
ビ
ン

ソ
ン
物
語
」
に
よ
っ
て
社
会
の
生
産
過
程
と
し
て
の
根
拠
を
示
す
と
い
う
解
決
に
ゆ
き
着
く
だ
け
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ク
ス
の
物
神
性
論
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
商
品
経
済
的
な
「
社
会
」
の
顛
倒
的
表
象
、
つ
ま
り
労
働
ｌ
商
品
と
し
て
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社
会
を
確
認
す
る
表
象
を
、
原
理
的
領
域
で
し
か
も
形
態
的
展
開
の
う
ち
で
論
証
す
る
こ
と
は
直
接
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
処
理

は
当
然
資
本
の
生
産
過
程
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
形
態
的
に
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
も
一
面
で
は
貨
幣

物
神
に
よ
っ
て
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
商
品
世
界
に
対
し
て
「
社
会
」
の
と
し
て
の
基
準
を
確
定
す
る
貨
幣
に
よ
っ
て
表
わ
れ
う
る
も

の
と
す
る
以
外
に
な
い
。
だ
か
ら
、
「
貨
幣
の
物
神
性
は
、
商
品
の
価
値
が
他
の
商
品
の
使
用
価
値
で
表
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ

る
も
の
で
、
い
わ
ば
形
態
的
に
現
わ
れ
る
。
商
品
の
物
神
性
は
、
そ
の
根
源
の
問
題
に
な
る
。
そ
れ
は
価
値
の
実
体
に
よ
っ
て
解
明
さ

（
釦
）

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
価
値
の
実
体
」
に
よ
っ
て
解
明
す
る
こ
と
す
な
わ
ち
「
社
会
」
の
根
拠
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
形
態
に
対
し
「
社
会
」
を
要
請
し
う
る
関
係
に
置
く
も
の
で
あ
っ
て
、
表
象
と
し
て
の

関
連
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
者
に
お
い
て
社
会
を
表
象
す
る
た
め
に
、
前
者
の
「
根
源
」
が
重
要
に
な
る
は

ず
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
原
理
的
に
も
物
神
性
論
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
慮
す
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
注
）

（
１
）
Ｒ
物
神
性
が
〕
価
値
形
態
の
あ
と
に
出
て
き
て
い
る
と
い
う
の
は
問
題
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
実
際
に
ま
た
貨
幣
の
物
神
性
は
、
価
値
形
態

で
形
態
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
．
と
こ
ろ
が
、
商
品
の
物
神
性
は
、
労
働
価
値
説
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
ｌ
そ
の
点
で
少
し
違
っ
た
も
の
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。
」
二
ル
ク
ス
も
あ
る
程
度
や
っ
て
い
る
よ
う
に
、
商
品
論
で
は
貨
幣
の
物
神
性
と
し
て
や
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て

の
ち
に
、
労
働
生
産
過
程
を
説
い
た
あ
と
に
、
資
本
の
生
産
過
程
で
労
働
価
値
説
に
次
い
で
、
そ
の
実
体
を
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
と
思
う
。
」
（
以

上
、
宇
野
弘
蔵
編
『
資
本
論
研
究
』
Ｉ
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年
、
一
一
六
六
、
二
六
八
ペ
ー
ジ
。
）

右
の
よ
う
な
『
資
本
論
』
に
お
け
る
物
神
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
そ
の
原
理
的
処
理
の
問
題
に
つ
い
て
故
た
め
て
批
判
的
検
討
を
行

な
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
宇
野
氏
も
お
そ
ら
く
事
実
上
気
づ
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
形
態
的
に
説
か
れ
る
貨
幣
に
よ
る

物
神
性
と
労
働
価
値
説
の
論
証
Ｉ
資
本
の
生
産
過
程
に
お
け
る
ｌ
に
基
づ
く
「
商
品
の
物
神
性
」
の
根
拠
と
に
は
、
物
神
性
と
い
う
概
念
に

お
け
る
重
大
な
ず
れ
が
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
ま
た
可
の
房
○
三
ｍ
目
ロ
、
と
い
う
こ
と
ば
に
お
け
る
一
日
目
目
○
一
・
閏
上

の
問
題
も
介
在
す
る
で
あ
ろ
う
が
Ｉ
『
資
本
論
』
に
つ
い
て
も
物
神
崇
拝
と
呪
物
崇
拝
と
の
両
方
が
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
り
し
た
よ
う
に
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ｌ
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
理
論
的
に
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
性
格
が
十
分
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
．

（
２
）
経
済
学
の
側
か
ら
む
し
ろ
哲
学
的
問
題
次
元
へ
と
橋
渡
し
を
試
永
た
近
年
の
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
高
橋
洋
児
『
物
神
性
の
解
読
』
（
勁

草
書
房
、
一
九
八
一
年
）
が
あ
る
。
経
済
学
的
に
は
、
そ
の
認
識
論
的
次
元
へ
の
接
合
の
点
で
幾
分
理
解
の
困
難
を
感
ず
る
が
、
今
日
の
経
済
学

に
対
し
て
重
要
な
論
考
を
進
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
困
難
と
は
、
例
え
ば
、
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
の
概
念
に
つ
い
て
二
ル
ク
ス
用

語
集
の
中
に
は
見
当
ら
な
い
一
つ
の
用
語
が
、
本
当
は
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
資
本
家
的
生
産
様
式
の
存
在
場
に
お
い
て
経
済
的
形
態
が

合
理
的
な
も
の
と
し
て
社
会
的
に
妥
当
す
る
こ
と
が
現
実
に
確
証
さ
れ
て
い
る
状
態
を
、
批
判
者
の
立
場
か
ら
特
徴
づ
け
る
た
め
の
用
語
で
あ
る

だ
ろ
う
。
」
と
い
わ
れ
る
さ
い
の
「
合
理
的
」
、
「
社
会
的
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
内
容
で
あ
る
。
主
張
の
含
意
は
十
分
認
め
う
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
「
社
会
」
的
な
こ
と
の
「
合
理
」
性
の
レ
ベ
ル
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
十
分
「
社
会
」
を
「
確
証
」
す
る
し
た
が
っ
て
あ
る
社
会
像
を
確
認
す

る
こ
と
を
も
含
む
こ
と
な
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
３
）
Ａ
・
ス
ミ
ス
お
よ
び
Ｄ
・
リ
カ
ー
ド
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
時
永
淑
「
ス
ミ
ス
と
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
二
重
の
社
会
像
」

（
『
経
済
志
林
』
第
四
四
巻
第
四
号
、
一
九
七
六
年
、
一
二
月
、
所
収
）
、
お
よ
び
拙
稿
「
リ
ヵ
ー
ド
の
労
働
価
値
論
」
（
『
経
済
志
林
』
第
四
六
巻

第
一
一
・
三
巻
合
併
号
、
一
九
七
八
年
一
○
月
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
章
第
四
節
か
ら
の
引
用
は
煩
墳
さ
を
避
け
、
そ
れ
ぞ
れ
引
用
．
ヘ
ー
ジ
の
指
示
を
省
略
し
た
。

（
５
）
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
に
可
能
な
諸
議
論
を
扱
っ
た
三
Ｈ
】
島
向
Ｈ
・
岸
の
口
胃
の
・
茸
白
色
の
⑦
⑯
三
日
号
□
の
の
甸
呂
の
・
言
目
尻
》

（
同
日
・
で
践
切
・
ゲ
の
ぐ
の
Ｈ
－
ｐ
ｍ
ｍ
目
：
一
（
．
Ｂ
『
の
》
甸
目
江
日
庁
へ
三
’
‐
【
ｑ
］
ロ
）
就
中
、
六
九
ペ
ー
ジ
以
下
が
比
較
的
手
際
よ
く
書
か
れ
て
い
る
。

（
６
）
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
す
で
に
今
日
ま
で
に
数
多
の
考
察
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
『
資
本
論
』
の
成
立
過
程
に
即
す
る
か
た
ち
で
の
議
論
と
し
て

も
、
例
え
ば
典
型
的
に
は
ロ
ス
ド
ル
ス
キ
ー
の
次
の
よ
う
な
指
摘
が
承
ら
れ
る
。
「
…
…
『
商
品
の
物
神
崇
拝
的
性
格
』
と
い
う
大
い
に
賞
揚
さ
れ

た
マ
ル
ク
ス
の
考
え
が
六
○
年
代
の
中
葉
に
は
じ
め
て
生
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
そ
れ
は
彼
の
最
も
初
期
の
経
済
学

的
諸
労
作
に
お
い
て
す
で
に
確
認
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
肉
○
日
目
閃
・
乱
○
一
ｍ
ご
占
貝
同
日
の
芹
の
ゲ
目
、
、
、
の
ｍ
・
崖
。
茸
の
』
の
、
冨
口
貝
、
号
の
ロ

【
：
旨
］
》
白
》
ご
＆
の
．
閾
の
．
時
永
・
平
林
・
安
田
訳
『
資
本
論
成
立
史
』
１
、
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
、
一
九
七
ペ
ー
ジ
。
）

（
７
）
己
口
吻
毒
己
冒
］
》
冨
興
風
‐
同
口
、
の
］
切
言
の
鳥
の
．
ｚ
・
田
》
の
。
ご
ｍ
・
『
資
本
論
』
、
国
民
文
庫
版
、
一
一
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
８
）
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
原
理
的
な
考
察
を
と
く
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
本
稿
の
範
囲
外
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
論
で
も
若
干
ふ
れ
る
よ

う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
で
は
結
局
「
労
働
過
程
」
も
「
物
質
的
生
産
過
程
」
も
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
と
し
て
は
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
な
が
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（
、
）
「
『
資
本
論
』
に
お
け
る
労
働
価
値
説
に
あ
っ
て
は
…
…
古
典
派
経
済
学
の
投
下
労
働
価
値
説
で
は
人
間
労
働
の
仙
値
対
象
性
へ
の
対
象
化
と
い

う
こ
と
が
永
遠
の
自
然
必
然
的
な
事
実
で
あ
る
も
の
と
兄
倣
さ
れ
て
し
ま
う
物
象
化
的
錯
視
の
批
判
的
刎
快
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
わ
れ

わ
れ
は
是
を
再
確
認
し
う
る
次
第
で
あ
る
。

筆
者
は
、
か
つ
て
次
の
よ
う
に
立
言
し
て
お
い
た
．
１
．
つ
の
使
用
価
値
、
財
貨
は
抽
象
的
人
間
労
働
が
そ
の
内
で
対
象
化
、
物
質
化
さ

れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
価
値
を
も
つ
』
と
い
う
説
明
に
よ
っ
て
「
価
値
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
理
説
が
基
本
的
に
完
了
し
て
い
る
と
考
え
、
そ
れ
以

上
の
疑
問
を
抱
か
ぬ
人
々
に
と
っ
て
は
、
商
品
の
物
神
的
性
格
は
気
付
か
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
け
だ
し
、
右
に
暫
定
的
な
説
明
と
し
て
持
出
さ

れ
て
い
る
事
態
こ
そ
が
、
実
は
、
商
品
の
物
神
性
の
根
本
現
象
の
日
己
の
己
江
口
・
日
の
目
・
口
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
〔
…
原
文
に
よ
る
〕

商
品
の
物
神
性
が
ま
さ
に
こ
の
〔
「
抽
象
的
人
間
的
労
働
の
凝
結
」
と
い
う
Ｉ
原
文
に
よ
る
〕
価
値
の
本
質
（
規
定
）
に
お
い
て
体
現
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
抽
象
的
人
間
的
労
働
の
「
凝
結
」
と
い
う
表
現
が
そ
も
そ
も
物
神
化
的
な
表
現
で
あ
り
、
い
わ
ば
比
楡
的
な
表
現
で
あ
っ
て
、
決
し

（
９
）
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
』
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
物
語
と
す
る
見
方
は
お
そ
ら
く
ご
く
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
「
…
…
デ
フ
ォ
ー
が
十
八
世
紀
初
頭
の
典
型
的

作
家
で
あ
り
、
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
も
ま
た
典
型
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
物
語
で
あ
る
」
、
「
『
ロ
ピ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
と
『
ガ
リ
ヴ
ァ

ー
旅
行
記
』
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
末
期
に
ぞ
く
す
る
こ
の
二
大
作
家
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
物
語
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
Ａ
・
Ｌ
・
モ
ー

ト
ン
、
上
田
和
夫
訳
『
イ
ギ
リ
ス
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
』
、
未
来
社
、
一
九
六
七
年
、
一
一
一
一
一
、
二
八
ペ
ー
ジ
。
）
ご
く
最
近
で
●
も
『
ロ
ビ
ン
ソ

ン
物
語
』
の
「
構
成
要
素
の
多
く
は
、
古
典
的
な
モ
ア
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
」
し
、
そ
れ
が
す
で
に
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ッ
ク
、
リ

ァ
リ
ス
テ
ッ
ク
」
な
意
味
を
帯
び
て
い
た
に
し
ろ
、
「
自
然
状
態
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
願
望
を
つ
の
ら
せ
た
」
（
句
Ｈ
目
斥
向
・
三
［
四
目
の
」
》
可
国
亘
の
勺
・

旨
【
目
口
の
一
員
ロ
８
℃
一
目
目
嵌
○
口
、
冨
旨
ｓ
の
ニ
ど
の
の
庁
の
目
云
「
・
Ｈ
－
ｇ
）
ご
因
の
｝
丙
口
：
勺
吋
の
ｍ
ｍ
ｏ
｛
西
日
国
ａ
〉
ご
巳
ぐ
の
Ｈ
】
ご
囿
門
の
、
の
》
ご
「
Ｐ
□
・
お
い
．
）
と
承

シ
【
四
目
ロ
の
一
員
□

ら
れ
て
い
る
。

過
程
に
お
い
て
、
豆

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ら
、
後
者
に
つ
い
て
は
厳
密
な
意
味
で
固
有
の
考
察
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
一
面
で
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
労
働
価
値
論
の
論
証
が

す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
他
面
で
や
や
強
引
に
解
釈
す
れ
ば
、
彼
が
「
商
品
生
産
」
を
「
歴
史
」
Ⅱ
物

神
性
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
き
め
よ
う
と
し
て
い
た
た
め
に
、
す
で
に
社
会
的
基
礎
と
し
て
の
「
物
質
代
謝
の
一
般
的
条
件
」
を
そ
こ
か
ら
分

離
す
る
こ
と
に
難
点
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
剰
余
価
値
生
産
の
秘
密
を
解
く
と
い
う
意
図
に
よ
る
資
本
の
生
産

過
程
に
お
い
て
、
「
労
働
過
程
」
を
そ
の
も
の
と
し
て
抽
象
し
、
そ
こ
か
ら
逆
に
資
本
家
社
会
の
歴
史
的
特
質
を
与
え
る
と
し
た
視
点
と
は
相
違



2８ 
て
マ
ル
ク
ス
の
究
極
的
、
最
終
的
な
規
定
で
は
な
い
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
・
・
…
・
〔
…
原
文
に
よ
る
〕
抽
象
的
人
間

的
労
働
と
は
、
実
は
、
あ
る
社
会
的
関
係
規
定
Ｉ
後
に
ふ
れ
る
通
り
、
そ
れ
は
労
働
価
値
説
の
根
本
的
大
提
題
を
な
す
か
の
労
働
配
分
に
か
か

わ
る
の
だ
が
ｌ
の
物
象
化
的
表
現
な
の
で
あ
る
．
従
っ
て
ま
た
…
…
『
資
本
論
』
に
お
け
る
物
象
化
論
は
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
的
な
、
従
っ
て
ま
た

初
期
マ
ル
ク
ス
的
な
発
想
と
は
異
質
の
地
平
に
立
っ
て
い
る
』
（
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
地
平
』
一
三
四
’
一
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
）
」
（
広
松
渉
『
資
本
論

の
哲
学
』
、
現
代
評
論
社
、
一
九
七
四
年
二
一
六
’
一
七
．
ヘ
ー
ジ
）
。

長
文
の
引
用
と
な
っ
た
が
、
右
の
広
松
氏
の
見
解
は
ま
こ
と
に
興
味
つ
き
な
い
多
く
の
指
摘
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
い
ち
い
ち
に
つ
い
て
考

察
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
さ
し
ず
め
「
抽
象
的
人
間
労
働
の
『
凝
結
』
と
い
う
表
現
が
そ
も
そ
も
物
神
化
的
な
表
現
」
で
あ
る
と
さ
れ

る
点
は
、
『
資
本
論
』
の
商
品
の
物
神
性
論
に
対
す
る
再
評
価
と
い
う
意
味
で
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の

「
凝
結
」
が
同
時
に
「
或
る
社
会
的
関
係
規
定
…
…
の
物
象
化
表
現
」
と
さ
れ
る
と
す
る
と
、
他
方
で
氏
が
「
商
品
生
産
の
場
面
」
に
つ
い
て

「
社
会
的
生
産
・
交
通
の
或
る
歴
史
・
社
会
的
な
編
成
（
表
現
が
循
環
的
に
な
る
こ
と
を
蝿
ら
ず
要
言
す
れ
ば
〃
商
品
経
済
的
〃
に
編
制
さ
れ
た

特
殊
歴
史
的
な
社
会
諸
関
係
）
の
反
照
規
定
閃
の
西
の
ｘ
一
・
口
：
の
畳
日
日
目
ｍ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
同
前
、
一
一
一
六
ペ
ー
ジ
）
と
か
、
「
…
…
鏡

像
的
錯
視
は
歴
史
的
・
社
会
的
状
態
に
関
わ
り
た
く
生
ず
る
の
に
対
し
て
、
生
産
物
の
価
値
性
格
と
い
う
錯
視
は
『
商
品
生
産
と
い
う
特
殊
な
生

産
形
態
が
』
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
歴
史
的
社
会
に
特
有
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
同
前
、
二
一
○
ペ
ー
ジ
）
と
か
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
歴
史
」
社
会
の

関
係
と
か
な
り
隔
り
の
あ
る
表
現
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
凝
結
」
の
関
係
的
「
社
会
」
を
認
定
す
る
こ
と
と
、
そ
の
「
社
会
」
を
「
歴
史
」
的

に
確
定
す
る
こ
と
と
は
果
た
し
て
同
一
事
態
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
或
る
社
会
的
関
係
規
定
」
に
対
し
て
「
或
る
歴
史
・
社
会
的
な
編
制
」
を

ふ
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
「
商
品
生
産
の
場
面
」
を
「
歴
史
」
的
に
す
る
「
価
値
対
象
性
」
は
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
よ
う
に
「
交
換
の
な
い
」

社
会
状
態
と
の
対
比
で
論
じ
ら
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
「
古
典
派
経
済
学
の
投
下
労
働
価
値
説
」
で
の
「
永
遠
の
自
然

必
然
的
な
事
実
で
あ
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
し
ま
う
物
象
化
的
錯
視
」
そ
の
も
の
が
十
分
生
か
さ
れ
な
く
な
ろ
う
。
こ
の
「
錯
視
」
こ
そ
が
非
歴

史
的
「
社
会
」
と
し
て
の
「
凝
結
」
の
表
現
で
あ
る
こ
と
に
氏
の
主
張
の
本
来
の
意
図
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
量
す
る
の
で
あ
る
が
。

（
ｕ
）
な
お
、
ス
ミ
ス
に
つ
い
て
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
彼
が
説
い
た
価
値
論
に
は
、
当
然
す
で
に
第
一
篇
第
一
’
三
章
ま
で
に
展
開
さ
れ
た
分
業

論
が
し
た
が
っ
て
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
商
業
社
会
」
が
実
質
上
そ
う
し
た
か
た
ち
で
把
握
さ
れ
た
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
Ⅱ
労
働
生
産
過
程
と
し

て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
た
だ
単
に
労
働
Ⅱ
本
源
的
購
買
貨
幣
と
い
う
命
題
を
交
換
関
係
と
し
て
説
い
た

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
彼
の
価
値
基
準
も
そ
の
意
味
で
、
抽
象
的
な
交
換
基
準
の
設
定
の
議
論
で
は
な
い
の
で
あ



２９マルクスの物神性論
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
抽
稿
「
『
経
済
学
批
』
判
体
系
の
一
考
察
口
」
（
『
経
済
志
林
』
第
四
三
巻
第
四
号
、
一
九
七
五
年
一
二
月
、

所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
⑫
）
こ
こ
で
「
歴
史
的
意
味
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
あ
る
「
歴
史
社
会
」
的
な
こ
と
と
し
て
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
商
品
経
済

史
観
的
な
そ
れ
で
も
あ
り
、
か
つ
ま
た
資
本
形
式
論
の
も
と
で
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
」
な
歴
史
性
と
い
う
含
意
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
な
ぜ
あ
る
「
歴
史
」
的
視
点
を
必
要
と
す
る
か
は
、
例
え
ば
宇
野
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
経
済
の
原
則
」
と
い
う
社
会
の
経
済

的
基
礎
過
程
の
根
本
要
件
が
、
形
態
的
に
は
ひ
と
ま
ず
「
等
価
交
換
の
原
則
」
と
い
う
か
た
ち
で
イ
ン
プ
リ
シ
ヅ
ト
に
受
け
止
め
ら
れ
説
か
れ
て

く
る
こ
と
に
着
目
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
に
、
そ
の
「
等
価
交
換
の
原
則
」
の
側
か
ら
あ
る
「
歴
史
」
社
会
を
見
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
あ
く
ま
で
も
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
」
な
し
の
に
す
ぎ
な
い
。

「
な
ぜ
資
本
、
そ
れ
が
生
産
を
支
配
す
る
そ
の
現
実
の
姿
態
、
つ
ま
り
近
代
社
会
の
基
本
形
態
を
な
す
姿
態
と
し
て
姿
を
現
わ
す
よ
り
も
前

に
、
商
業
資
本
お
よ
び
高
利
資
本
と
し
て
ｌ
貨
幣
財
産
と
し
て
の
こ
う
し
た
二
つ
の
形
態
で
ｌ
発
展
す
る
の
か
と
い
う
歴
史
に
つ
い
て
は
、

、
、
、
、
、
、

、
、

生
産
物
が
ま
ず
最
初
に
流
通
の
な
か
で
交
換
価
値
と
し
て
発
展
す
る
と
い
う
歴
史
、
す
な
わ
ち
生
産
物
が
流
通
の
な
か
で
ま
ず
最
初
に
商
品
お
ょ

、
、

び
貨
幣
に
な
る
と
い
う
歴
史
こ
そ
が
、
そ
の
要
点
な
の
で
あ
る
。
」
（
三
口
の
少
．
四
・
少
亘
の
］
一
目
取
団
目
」
②
．
《
《
日
日
【
回
房
旦
日
勺
・
三
ｍ
・
ず
の
ロ

○
斤
・
ロ
・
己
。
（
言
目
巨
、
胃
冒
冨
臼
Ｉ
岳
ｇ
ご
弓
の
】
］
、
》
の
」
訊
○
・
邦
訳
、
大
月
書
店
版
『
マ
ル
ク
ス
資
本
論
草
稿
集
』
、
「
経
済
学
批
判
（
一
八
六

一
’
一
八
六
三
年
草
稿
」
、
第
八
分
冊
、
一
四
ペ
ー
ジ
、
傍
点
ｌ
原
文
の
強
調
．
〕

こ
の
よ
う
に
し
て
、
マ
ル
ク
ス
も
す
で
に
い
わ
ゆ
る
商
品
・
貨
幣
・
資
本
の
形
態
に
対
し
て
か
か
わ
る
べ
き
「
歴
史
」
に
つ
い
て
気
づ
い
て
い

た
し
、
そ
の
理
論
的
処
理
に
注
目
す
べ
き
考
え
を
か
な
り
の
程
度
発
展
さ
せ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
十
分
な
地
点
に
到
達
し
え
た
か
と
い
う
こ
と

は
、
周
知
の
ご
と
く
多
く
の
疑
問
点
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

（
週
）
こ
の
古
典
派
た
ち
に
し
て
も
、
彼
ら
が
自
然
史
的
に
で
あ
れ
、
あ
る
「
歴
史
」
の
も
と
で
「
社
会
」
を
論
じ
た
こ
と
は
、
貨
幣
物
神
な
ど
と
対

比
さ
れ
て
実
体
と
し
て
の
「
原
則
」
に
ま
で
及
ん
だ
彼
ら
の
視
点
と
と
も
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
拙
稿
「
ス
ミ
ス
と
リ
ヵ
ー
ド
」

（
『
経
済
志
林
』
、
第
五
三
巻
第
一
号
、
一
九
八
五
年
、
七
月
、
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
ｕ
）
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
前
出
、
拙
稿
『
経
済
学
批
判
』
体
系
の
一
考
察
口
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
巧
）
こ
こ
に
な
お
介
在
し
う
る
諸
点
に
つ
い
て
は
、
時
永
淑
「
ス
ミ
ス
と
マ
ル
ク
ス
と
に
お
け
る
二
重
の
社
会
像
」
（
前
出
、
『
経
済
志
林
』
、
所
収
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。



3０ 
（
肥
）
リ
カ
ー
ド
が
商
品
生
産
を
想
定
し
な
が
ら
も
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
同
時
に
価
値
論
の
一
元
性
と
い
う
意
味
で
資
本
の
生
産
物
と
し
て
の
商
品
の

価
値
規
定
と
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
、
苦
慮
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
彼
が
す
で
に
「
抽
象
的
労
働
」
に
対
す
る
資
本
の
性

格
を
ま
さ
に
社
会
の
関
係
そ
の
も
の
の
う
ち
で
い
か
に
見
出
す
か
と
い
う
地
点
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
す
で
に

「
商
品
生
産
」
を
商
品
形
態
に
お
い
て
も
、
か
つ
ま
た
厳
し
く
ふ
れ
ば
「
抽
象
的
人
間
労
働
」
と
し
て
も
判
定
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
結

果
、
周
知
の
ご
と
く
マ
ル
ク
ス
的
に
言
え
ば
「
礼
拝
」
す
べ
き
も
の
が
な
ん
で
あ
っ
た
か
を
問
い
直
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
彼
の
「
遺
稿
」

に
お
け
る
最
後
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
な
お
、
彼
の
価
値
論
と
「
遺
稿
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
リ
カ
ー
ド
の
労
働
価
値
論
の
一
考
察
」

（
『
経
済
志
林
』
第
四
六
巻
第
一
一
・
三
号
合
併
号
、
一
九
七
八
年
一
○
月
、
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
Ⅳ
）
□
四
ｍ
【
Ｐ
ｂ
旨
］
》
Ｐ
口
・
Ｐ
の
．
Ｈ
ｓ
ｐ
＆
ご
ｍ
・
『
資
本
論
』
、
前
出
訳
、
一
五
六
お
よ
び
一
六
○
ペ
ー
ジ
。

（
姐
）
厚
の
且
口
》
の
。
ご
函
・
同
前
訳
、
一
七
○
ペ
ー
ジ
。

（
、
）
「
『
疎
外
お
よ
び
Ⅱ
物
象
化
視
点
』
を
基
軸
と
し
た
マ
ル
ク
ス
の
こ
こ
〔
『
要
綱
』
「
貨
幣
に
か
ん
す
る
章
ｌ
引
用
者
〕
で
の
理
論
展
開
が
、
物

象
化
の
歴
史
理
論
の
そ
れ
と
と
も
に
、
経
済
理
論
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
詳
細
な
究
明
が
あ
る
。
た
し
か
に
こ
こ
で
は
プ
ル

ー
ド
ン
批
判
を
通
じ
て
「
疎
外
お
よ
び
Ⅱ
物
象
化
」
論
を
軸
と
し
た
、
「
論
理
的
な
し
の
」
と
「
歴
史
的
な
も
の
」
と
を
結
び
つ
け
た
体
系
構
築

、
、
、
、

に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
自
身
の
積
極
的
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
「
こ
う
し
て
、
フ
ル
ー
ド
ン
が
疎
外
の
解
決
の
た
め
に
提

、
、
、
、
、
、
、
、

起
し
た
、
交
換
を
基
軸
と
す
る
「
相
互
性
」
の
主
張
そ
の
も
の
が
、
実
は
疎
外
さ
れ
た
世
界
の
表
象
の
普
遍
化
で
な
い
こ
と
が
明
ら
】
か
国
に
Ⅱ
さ
】
れ

る
。
し
か
も
、
マ
ル
ク
ス
の
『
疎
外
論
』
を
示
す
と
同
時
に
か
れ
の
経
済
学
批
判
体
系
の
『
基
軸
的
論
理
』
と
も
い
う
べ
き
領
有
法
則
転
回
論
の

、
、
、

積
極
的
提
示
に
よ
っ
て
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
体
系
の
中
軸
に
あ
る
疎
外
論
な
ら
び
に
所
有
論
は
決
定
的
に
批
判
さ
れ
、
か
く
し
て
プ
ル
ー
ド
ン
体
系

批
判
は
ほ
ぼ
完
成
の
見
通
し
を
う
る
に
至
る
。
」
（
以
上
、
佐
藤
茂
行
『
プ
ル
ー
ド
ン
研
究
』
、
木
鐸
社
、
一
九
七
五
年
、
三
七
八
、
一
一
一
八
○
ペ
ー

ジ
．
傍
点
ｌ
原
文
に
よ
る
．
）

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
プ
ル
ド
ン
批
判
が
当
初
か
ら
「
歴
史
」
的
な
Ｉ
も
ち
ろ
ん
理
論
に
つ
い
て
も
当
然
で
あ
る
ｌ
か
か
わ
り
方
と
な
っ
て

い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
に
お
い
て
そ
の
結
果
と
し
て
「
領
有
法
則
転
回
論
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
疑
い
え
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
「
プ
ル
ー
ド
ン
体
系
批
判
…
…
の
見
通
し
」
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
「
ほ
ぼ
完
成
の
見
通
し
」
は
必
ず

し
も
そ
の
「
転
回
論
」
と
の
関
係
で
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
の
「
疎
外
論
」
が
や
が
て
「
物
神
性
」

論
に
変
わ
り
、
確
か
に
周
知
の
「
否
定
の
否
定
」
を
残
こ
し
な
が
ら
も
、
商
品
ｌ
貨
幣
ｌ
資
本
と
し
て
の
論
理
展
開
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
よ
う
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（
別
）
宇
野
弘
蔵
編
『
資
本
論
研
究
』
Ｉ
、
前
出
書
、
二
六
六
ペ
ー
ジ
。

に
な
っ
た
こ
と
は
、

む
こ
と
に
な
ろ
う
。

他
面
プ
ル
ド
ン
批
判
に
つ
い
て
、
そ
の
展
開
の
不
十
分
さ
に
対
応
す
る
関
係
で
残
こ
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
事
情
を
も
合


