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―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
の
所
説
と
の
比
較
・
対
照
に
お
い
て
―
―

吉

田

浩

（
徳
島
大
学
総
合
科
学
部
）

一

初
め
に

二

現
実
を
科
学
に
よ
っ
て
深
く
根
底
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
こ
の
現
実
に
対
す
る
懐
疑
と
批
判
と
い
う
評
価
へ
と
通
じ
て

い
く

三

安
易
な
現
実
把
握
は
こ
の
現
実
に
対
す
る
無
批
判
的
肯
定
と
い
う
価
値
判
断
へ
と
転
化
す
る

四

ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
と
で
は
「
当
為
」
は
現
実
に
内
在
し
て
い
る

五

ヘ
ー
ゲ
ル
・
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
未
来
を
展
望
す
る
価
値
理
念
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
そ
れ
と
の
間
の
差
異

六

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
「
実
質
合
理
性
」
の
判
断
と
ヘ
ー
ゲ
ル
・
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
「
概
念
の
判
断
」
と
の
差
異

七

終
わ
り
に
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一

初
め
に

い
わ
ゆ
る
「
価
値
自（
１
）

由
」（W

ertfreiheit

）
論
を
ひ
と
き
わ
強
く
、
し
か
も
執
拗
な
ま
で
に
主
張
し
続
け
た
の
が
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
彼
は
「
客
観
性
」
論
文
で
次
の
よ
う
に
論
及
し
て
い
た
。「
認
識
と
い
う
木
の
実
を
食
べ

た
一
つ
の
文
化
時
代
の
運
命
と
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
知
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
、
わ
れ
わ

れ
は
、
世
界
の
出
来
事
の
意
味
を
ば
、
そ
の
出
来
事
の
探
求
の
結
果
か
ら
は
―
―
そ
の
結
果
が
い
か
ほ
ど
完
全
な
も
の
で
あ
ろ
う

と
―
―
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
む
し
ろ
そ
の
意
味
そ
の
も
の
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
、

第
二
に
、『
世
界
観
』
は
進
歩
を
と
げ
る
経
験
的
な
知
識
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
、
最
後
に
、

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
も
っ
と
も
強
く
う
ご
か
す
と
こ
ろ
の
最
高
の
理
想
を
考
え
て
み
て
も
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
わ
れ
わ

れ
の
そ
の
理
想
が
尊
い
よ
う
に
、
他
人
に
と
っ
て
は
ち
が
っ
た
理
想
が
同
じ
よ
う
に
尊
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
理
想
は
い
つ
の
世

に
も
、
そ
れ
以
外
の
理
想
と
あ
い
た
た
か
っ
て
の
み
、
実
を
む
す
ぶ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
三
つ
の
こ
と
が
ら
を
知
ら
な
く

て
は
な
ら
ぬ
、
こ
れ
が
現
代
の
運
命
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ（
２
）

る
」
と
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
引
用
文
に
お
い
て
、
基
本
的
に
は
次
の
二
点
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
我
々
に
と
り

こ
の
世
を
生
き
る
に
値
す
る
も
の
と
す
る
意
味
、
そ
し
て
我
々
に
と
っ
て
最
高
に
価
値
あ
る
理
想
、
な
ら
び
に
我
々
の
世
界
の
見

方
、
世
界
を
捉
え
る
た
め
の
観
点
と
し
て
の
世
界
観
は
、
経
験
科
学
が
ど
れ
ほ
ど
発
展
し
て
も
、
こ
の
経
験
科
学
の
経
験
的
事
実
の

探
求
と
そ
の
確
定
の
結
果
か
ら
は
、
決
し
て
読
み
取
っ
た
り
発
見
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
。
逆
に
世
界
の
意
味
、
自
己
の

世
界
観
、
己
に
と
っ
て
最
高
に
価
値
あ
る
尊
い
理
想
と
い
う
も
の
は
、
科
学
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
自
分
で
創
造
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
と
。

第
二
に
、
従
っ
て
我
々
は
我
々
に
と
っ
て
の
最
高
の
理
想
、
価
値
理
念
を
自
ら
創
造
す
る
か
、
多
神
教
の
如
く
に
様
々
に
分
裂
し

て
併
在
し
て
い
る
諸
々
の
価
値
諸
理
念
の
な
か
か
ら
一
つ
を
自
己
の
神
と
し
て
選
択
し
、
他
の
そ
れ
は
悪
魔
と
し
て
否
定
す
る
し
か
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な
い
。
こ
こ
か
ら
、
諸
々
の
思
想
、
理
想
、
価
値
理
念
、
世
界
観
の
間
で
の
命
を
懸
け
た
熾
烈
な「
神
々
の
闘
争
」（K

am
p
der

G
öt-

ter

）
が
必
然
的
に
生
起
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
闘
争
に
決
着
を
つ
け
る
の
は
「
科
学
」（W

issenschaft

）
で
は
あ
り
え
ず
、

ま
こ
と
に
も
っ
て
不
確
か
な
「
運
命
」（Schicksal

）
で
あ
る
と
。
従
っ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
に
お
い
て
次

の
よ
う
に
言
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
こ
れ
ら
の
神
々
を
支
配
し
、
か
れ
ら
の
争
い
に
決
着
を
つ
け
る
も
の
は
運�

命�

で
あ
っ
て
、

け
っ
し
て
『
学�

問�

』
で
は
な
い
」（
傍
点
、
引
用
者
、
以
下
同
じ
）
と
。

こ
こ
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
ひ
と
き
わ
強
く
主
張
し
、
執
拗
な
ま
で
に
そ
れ
に
固
執
し
続
け
た
「
価
値
自
由
」
論
の
内
容
が
端
的
に

示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
事
実
か
ら
の
理
想
と
「
当
為
」（Sollen

）
の
断
固
た
る
排
除
と
、
事
実
と
理
想
と
の
、
事
実
と
当
為

と
の
峻
厳
な
ま
で
の
分
断
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
事
実
に
、
ま
た
は
事
柄
（Sache

）
に
の
み
就
き
、
そ
れ
を
、
そ
れ
を
の
み
探
求
し
研
究
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
経

験
科
学
か
ら
は
「
事
実
の
確
（
４
）

定
」（T
atsachenfeststellung

）
と
い
う
学
問
的
成
果
、
つ
ま
り
「
事
実
判
断
」
を
期
待
す
る
こ
と
は

出
来
て
も
、
そ
こ
か
ら
理
想
と
当
為
と
を
導
き
出
す
こ
と
と
、
そ
れ
ら
に
関
わ
る
「
価
値
判
断
」
を
行
な
う
こ
と
と
は
決
し
て
出
来

な
い
。
そ
の
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
何
か
千
年
先
に
、
万
年
先
に
科
学
が
到
達
す
べ
き
理
想
と
看
做
し
た
と
し

て
も
、
そ
の
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
事
実
判
断
と
価
値
判
断
と
の
混
同
を
排
し
、
科
学
を
事
実
判
断
の
領
域

に
限
定
し
な
が
ら
、
両
判
断
の
間
を
断
固
と
し
て
峻
別
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」
論
の
核
心
的
見
解
が
あ
る
。

第
三
に
、
科
学
は
価
値
判
断
を
行
な
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
て
も
、
近
代
社
会
で
は
様
々
の
価
値
諸
理
念
、
世
界
観
、
理
想
、

総
じ
て
当
為
が
分
裂
し
て
併
存
し
て
い
る
。
単
に
併
存
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
全
て
自
ら
を
神
と
看
做
し
、
他
を
悪

魔
と
規
定
し
て
、
自
己
の
正
当
性
を
獲
得
す
べ
く
生
命
を
賭
け
た
熾
烈
な
闘
争
を
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
近
代
社
会
で
は
事
実
判

断
の
反
面
と
し
て
、
価
値
判
断
の
領
域
が
い
ま
一
つ
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

即
ち
「
こ
れ
ま
で
は
、
千
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
大
き
な
情
熱
に
た
い
す
る
名
目
上
あ
る
い
は
想
像
上
専

一
的
な
帰
依
の
ゆ
え
に
、
こ
の
宿
命
を
み
る
目
が
く
ら
ま
さ
れ
て
い
た
の
で
あ（
５
）

る
」
が
、
近
代
に
お
い
て
「
事
実
判
断
」
と
は
異
質
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の
「
価
値
判
断
」
の
領
域
が
再
登
場
し
て
き
て
、
こ
の
判
断
領
域
で
決
着
を
つ
け
る
こ
と
が
時
代
の
宿
命
、
運
命
で
あ
る
と
し
て
鋭

く
自
覚
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
価
値
判
断
の
領
域
た
る
や
、
か
つ
て
の
ギ
リ
シ
ャ
の
多
神
教
の
如
く
、
妥

協
の
な
い
深
刻
な
「
神
々
の
闘
争
」
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
決
着
を
み
る
こ
と
の
は
な
は
だ
困
難
な
価
値
判
断
を
め
ぐ
る
闘
争

に
そ
れ
で
も
決
着
を
つ
け
る
の
は
、
事
実
判
断
し
か
行
な
う
こ
と
の
で
き
な
い
科
学
で
は
絶
対
に
あ
り
え
ず
、
従
っ
て
そ
れ
は
既
に

指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
も
っ
て
不
確
か
な
「
運
命
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
判
断
」
論
の
概
略
で
あ
る
。
こ
の
主
張
の
問
題
点
は
、
従
っ
て
以
下
の
三
点
と
な
る
。
第
一
は
、

事
実
か
ら
当
為
を
全
面
的
に
排
除
し
て
、
事
実
と
当
為
と
を
非
和
解
的
に
分
断
す
る
こ
と
が
妥
当
な
こ
と
な
の
か
否
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
事
実
判
断
と
価
値
判
断
と
の
相
互
非
媒
介
性
、
非
和
解
性
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
か
ら
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
。

第
二
の
問
題
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
に
お
い
て
も
、
ま
た
『
社
会
学
・
経
済
学
の
「
価

値
自
由
」
の
意
味
』
に
お
い
て
も
、
等
し
く
科
学
の
任
務
は
「
事
実
の
確
定
」（T

atsachenfeststellung

）、「
経
験
的
事
実
の
確
定
」

（Feststellung
em
pirischer

T
atsachen
）
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
「
評
価
す
る
態
度
決
定
」（bew

ertende
Stellungnahm

e

）

と
は
決
定
的
に
区
別
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
事
実
を
確
定
す
る
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
こ
の
こ
と
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
ほ
と
ん
ど
何
も
指
摘
し
て
は

い
な
い
の
で
あ
る
。
対
象
に
深
く
内
在
し
て
、
事
実
を
表
面
的
に
で
は
な
く
て
根
底
的
に
捉
え
る
と
い
う
事
実
の
確
定
の
仕
方
も
あ

る
で
あ
ろ
う
。
対
象
を
一
面
的
に
、
そ
れ
ゆ
え
抽
象
的
に
掴
ま
え
る
の
で
は
な
く
て
、
全
面
的
に
、
従
っ
て
具
体
的
に
把
握
す
る
事

実
の
確
定
の
仕
方
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
事
実
の
確
定
の
仕
方
が
様
々
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
仕
方
が
異
な
れ
ば
、
そ
し
て
事
実
の
確
定
の
仕
方
に
誤
謬
が
あ

れ
ば
、
こ
の
事
実
に
対
す
る
評
価
も
異
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
根
底
的
、
根
本
的
に
事
実
を
捉
え
れ
ば
、
こ
の
事
実
ま

た
は
現
実
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
従
来
の
日
常
的
観
念
を
抜
本
的
に
否
定
し
て
、
現
実
に
対
し
て
批
判
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る

場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
一
面
的
で
表
面
的
な
事
実
の
確
定
を
す
れ
ば
、
自
分
は
価
値
判
断
や
評
価
的
態
度
を
排
除
す
る
価
値
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自
由
の
見
地
を
堅
持
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
事
実
ま
た
は
現
実
を
自
ず
と
肯
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
「
事
実
の
確
定
」
と
言
葉
の
上
で
い
っ
て
済
ま
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
、
こ
の
こ
と
を
真
剣
に
様
々
の
角
度
か
ら
掘
り
下
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価

値
自
由
」
論
に
お
け
る
第
二
番
目
の
問
題
で
あ
る
。

第
三
は
、
自
己
の
人
生
を
方
向
付
け
、
そ
れ
を
操
る
理
想
や
価
値
理
念
、
世
界
観
は
、
科
学
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
自
ら
創
造
し

て
い
く
べ
き
だ
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
要
請
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
科
学
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
い
か
に
し
た
ら
創
造
す
る

こ
と
が
出
来
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。「
す
べ
き
」
だ
と
カ
ン
ト
の
要
請
倫
理
学
と
全
く
同
様
に
当
為
を
措
定
し
て
要
請
し

た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
問
題
は
何
ひ
と
つ
と
し
て
解
決
し
は
し
な
い
。
要
請
す
る
だ
け
で
、
価
値
理
念
、
理
想
、
世
界
観
の
創
造

の
仕
方
を
具
体
的
に
明
示
し
な
い
の
は
は
な
は
だ
無
責
任
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
三
類
の
問
題
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」
論
に
お
い
て
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
課
題
で
あ
る
。

以
上
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」
論
の
概
要
で
あ
り
問
題
な
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
解
決
す
べ
く
こ
の
側
面
に
お
け

る
研
究
史
を
か
え
り
み
る
と
き
、
さ
し
あ
た
り
福
武
直
氏
の
「
社
会
科
学
と
価
値
判（
６
）

断
」
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

二
重
の
根
拠
か
ら
で
あ
る
。

第
一
の
根
拠
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
当
時
に
お
い
て
そ
れ
に
対
立
し
て
「
価
値
自
由
」
論
を
展
開
さ
せ
た
Ｇ
・

ｖ
・
シ
ュ
モ
ラ
ー
を
中
心
と
す
る
新
歴
史
学
派
の
倫
理
的
経
済
学
、
講
壇
社
会
主
義
の
見
地
が
解
明
さ
れ
、
そ
れ
と
の
対
抗
に
お
い

て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」
論
が
対
置
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
必
然
性
と
、
そ
の
一
定
の
正
当
性
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」
論
自
体
の
見
地
が
具
体
的
に
解
読
さ
れ
、
解
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え

て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」
論
の
主
張
を
受
け
て
、
そ
の
後
に
お
い
て
ド
イ
ツ
で
展
開
さ
れ
た
「
第
二
次
方
法
論
争
」
と
も

呼
ば
れ
る
「
価
値
判
断
論
争
」
の
経
過
も
詳
細
に
跡
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
側
面
に
関
す
る
限
り
、
福
武
氏
の
「
社
会
科
学
と
価
値
判
断
」
は
、
は
る
か
に
昔
の
一
九
四
九
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
に
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も
か
か
わ
ら
ず
、
今
に
い
た
る
も
出
色
の
秀
作
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」
論
を
研
究
し
よ
う
と
す
る

者
に
と
っ
て
は
、
同
書
は
今
日
で
も
必
読
の
書
を
な
し
て
い
る
。

福
武
氏
は
同
書
の
最
末
尾
近
く
に
お
い
て
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
テ
ン
ニ
エ
ス
の
よ
う
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
鋭
く
対
抗
し
、
そ
れ

を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
全
く
無
力
で
あ
っ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」
論
（
福
武
氏
は
「
価

値
判
断
排
除
」
と
呼
ん
で
い
る
が
）
は
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
克
服
の
途
は
マ
ル
ク
ス
の
方
向

だ
と
明
言
し
て
い
る
。「
か
く
て
、
こ
の
こ
と
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
マ
ル
ク
ス
的
な
道
に
よ
っ
て
超

克
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な（
６
）

い
」
と
。

で
は
そ
の
克
服
の
具
体
的
な
道
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
批
判
』
の
序
文
の
有
名
な
命
題＝

「
人
間
の

意
識
が
そ
の
存
在
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
て
、
人
間
の
社
会
的
存
在
が
そ
の
意
識
を
規
定
す
る
の
で
あ（
７
）

る
」
に
依
拠
す
る
こ
と
だ

と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
氏
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。「
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
個
人
的
な
も
の
と
み
た
世
界
観
は
、
彼
の
い
う
よ

う
に
、
一
義
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
社
会
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
社
会
的
存
在
は
、
単
な
る
カ

オ
ス
と
し
て
永
久
に
同
等
の
立
場
で
戦
い
つ
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
立
場
は
、
全
く
同
様
な
価
値
を
も
つ
と
は

い
え
な
い
。
現
実
は
、
そ
の
何
れ
が
戦
に
お
い
て
勝
つ
か
を
検
証
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
科
学
は
、
こ
の
こ
と
を

見
抜
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
見
抜
き
う
る
と
す
れ
ば
、
科
学
は
そ
の
立
場
に
立
っ
て
よ
い
の
で
あ（
８
）

る
」、「
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
は
、『
価
値
判
断
排
除
』
は
、『
神
々
の
戦
い
』
に
お
い
て
何
れ
の
神
が
勝
つ
か
を
見
極
め
る
た
め
に
保
持
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
見
極
め
ら
れ
た
勝
利
の
神
の
側
に
立
っ
て
悪
魔
と
戦
う
こ
と
は
、
当
然
科
学
に
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、『
価
値
判
断
排
除
』
を
廃
棄
す
る
も
の
で
あ（
９
）

る
」
と
。

福
武
氏
か
ら
の
こ
の
引
用
文
に
は
、
私
は
二
重
の
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
第
一
に
、
労
働
者
階
級
と
い
う
存
在
に
は
労
働

者
に
特
有
の
階
級
意
識
が
、
各
種
資
本
家
を
中
心
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
特
有
の
階
級
意
識
が
、
中
間

階
級
に
は
そ
れ
に
独
自
の
プ
チ
ブ
ル
的
階
級
意
識
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
に
規
定
さ
れ
て
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
科
学
に
よ
っ
て
解
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明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
階
級
の
階
級
意
識
、
世
界
観
、
価
値
理
念
、
理
想
が
最
も
優
れ
て
お

り
、
未
来
を
託
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
と
し
て
な
ぜ
に
価
値
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

諸
々
の
階
級
意
識
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
指
摘
す
る
が
如
く
に
単
な
る
主
観
的
な
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
て
、
社
会
的
存
在
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
た
客
観
的
な
も
の
だ
と
し
て
も
、
た
だ
そ
の
こ
と
を
科
学
的
に
確
認
す
る
だ
け
で
、
な
ぜ
に
先
ほ
ど
の
価
値
判
断
が
科
学

的
に
可
能
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

事
実
を
確
定
す
る
こ
と
だ
け
し
か
で
き
な
い
科
学
は
、
こ
の
点
の
判
断
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
明
言
し
て

い
た
。
そ
し
て
こ
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
見
解
を
福
武
氏
は
、
氏
の
著
作
の
最
末
尾
に
い
た
る
ま
で
固
く
支
持
し
続
け
て
い
た
の
で
あ

る
。
な
ぜ
に
福
武
氏
は
氏
の
著
作
の
最
末
尾
に
至
っ
て
、「
存
在
が
意
識
を
規
定
す
る
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
史
的
唯
物
論
の
見
地

に
依
拠
し
て
、
突
如
と
し
て
「
価
値
自
由
」
論
を
否
定
し
て
く
る
の
か
、
こ
の
点
が
私
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
の
疑
問
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
社
会
的
諸
存
在
は
単
な
る
カ
オ
ス
と
し
て
同
等
の
立
場
で
永
久
に
相
争
そ
っ
て
い
る
の
で
は

な
く
て
、
現
実
は
い
ず
れ
か
の
存
在
が
こ
の
闘
い
に
お
い
て
勝
利
す
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
科
学
は
見
抜
か
ね
ば
な
ら
な

い
、
こ
の
点
を
洞
察
し
た
ら
、
こ
の
階
級
の
側
の
世
界
観
、
価
値
観
、
理
想
の
側
に
立
ち
、
そ
れ
を
支
持
し
て
悪
魔
と
闘
う
こ
と
は

科
学
に
と
っ
て
当
然
の
責
務
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
「
価
値
自
由
」
論
を
廃
棄
す
る
こ
と
の
積
極
的
な
科
学
的
根
拠
が
あ
る
と
福
武
氏

は
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
社
会
的
諸
存
在
の
間
の
闘
い
に
お
い
て
、
ど
の
存
在
、
ど
の
陣
営
が
勝
利
を
占
め
る
か
を
科
学
は
い
か
に

し
た
ら
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
の
勝
利
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
的
ス
パ
ン
で
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
勝
利
に
要
す
る
ま
で
の
時
間
的
長
さ
と
い
う
問
題
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
洞
察
し
て
い
く
た
め
の
科
学
的
方
策
に

つ
い
て
は
、
何
ご
と
も
全
く
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
福
武
氏
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
全
く
同
一
な
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
我
々
は
世
界
の
意
味
を
自
ら
創
造
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
要
請
し
て
、
い
か
に
す
れ
ば
意
味
を
発
見
し
、
創
造

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
方
途
を
示
し
て
く
れ
な
か
っ
た
の
と
同
一
に
、
福
武
氏
も
科
学
は
ど
の
陣
営
、
ど
の
存
在
が
勝
利

を
得
る
か
を
「
見
抜
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
要
請
す
る
だ
け
で
、
こ
の
要
請
が
実
現
で
き
る
こ
と
の
科
学
的
保
障
を
何
も
示
し
て
は
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く
れ
な
い
。
ど
ち
ら
も
単
な
る
要
請
に
留
ま
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
勝
利
す
る
側
に
つ
く
、
歴
史
の
発
展
傾
向
に
組
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
い
か
に
も
勝
ち
馬
に
乗
る
が
如
き
姿
勢

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
る
面
で
は
ご
都
合
主
義
の
無
節
操
な
態
度
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
私
は
、
拙
著
『
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
社
会
理
論
と
意
味
・
価
値
問
題
』
の
第
三
章
「
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
と
に
お
け
る
現
実
性
概
念
に
つ
い

て
」
に
お
い
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
』
に
お
け
る
次
の
主
張＝

「
人
間
の
頭
脳
の
な
か
で
理
性
的
で
あ
る
も

の
は
、ど
ん
な
に
見
か
け
だ
け
の
現
実
性
と
矛
盾
し
て
い
よ
う
と
、す
べ
て
現
実
的
に
な
る
よ
う
に
さ
だ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
実
的
な
も
の
は
す
べ
て
理
性
的
で
あ
る
と
い
う
命
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
方
法
の
あ
ら
ゆ
る
規
則
性
に
従
っ
て
解
体
し
、
現
存

す
る
も
の
は
す
べ
て
滅
亡
す
る
に
あ
た
い
す
る
と
い
う
他
の
命
題
と
な（
１０
）

る
」
に
依
拠
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
お
い
た
の
で

あ
る
。「
必
然
的
事
態
と
し
て
の
現
実
性
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
矛
盾
が
満
ち
溢
れ
、
不
正
と
醜
悪
と
が
横
行
し
て
い
る
。
…
…

こ
の
よ
う
な
現
実
と
の
妥
協
を
一
切
拒
否
し
、
た
と
え
今
は
少
数
派
で
あ
っ
て
も
、
合
理
的
で
首
尾
一
貫
し
た
理
性
的
理
念
を
展
開

し
、
明
日
の
現
実
を
切
り
拓
く
よ
う
な
希
望
を
与
え
る
理
念
に
こ
そ
、
未
来
の
展
望
は
あ
る
と
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
い
っ
て
い
る
の
で

あ（
１１
）

る
」
と
。

今
は
全
く
の
少
数
派
で
あ
っ
て
、
諸
存
在
の
間
の
、
諸
陣
営
の
間
の
闘
い
に
お
い
て
勝
利
す
る
見
込
み
が
な
い
か
少
な
い
場
合
に

お
い
て
も
、
自
己
の
見
解
を
鋭
く
提
起
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
科
学
的
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
少
数
派
の
と
き
に
も
多
数
派
の
と
き
も
等
し
く
自
信
を
持
っ
て
主
張
し
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
観
、
価
値
理
念
、
理
想

を
、
我
々
は
い
か
に
す
れ
ば
獲
得
し
え
、
諸
々
の
神
々
の
な
か
か
ら
そ
れ
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題

に
回
答
を
与
え
て
こ
そ
、
福
武
氏
と
は
異
な
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
判
断
排
除
」
論
を
真
に
廃
棄
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

問
題
を
こ
の
よ
う
に
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
「
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
価
値
自
由
』
論
の
批
判
的

検
討
」
に
付
与
し
て
お
い
た
副
題
「
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
の
所
説
と
の
比
較
・
対
照
に
お
い
て
」
に
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
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ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」
論
に
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
の
見
解
を
、
と
り
わ
け
前
者
の
そ
れ
を
対
置
さ
せ
て
検
討
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

何
ゆ
え
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
見
解
と
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
の
そ
れ
を
、
と
り
わ
け
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
を
比
較
・
対
照
さ
せ
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
以
下
の
二
つ
の
根
拠
か
ら
で
あ
る
。
第
一
の
根
拠
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
科

学
は
事
実
を
、
経
験
的
事
実
を
確
定
す
る
こ
と
を
そ
の
任
務
と
す
る
と
言
っ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
科
学
は
事
実
に
、
事
実
の

み
に
就
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
彼
は
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
た
の
で
あ

る
。「
学
問
の
領
域
で
『
個
性
』
を
も
つ
の
は
、
そ
の
個
性
で
は
な
く
て
、
そ
の
仕�

事�

Sache

に
仕
え
る
人
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
こ
と
た
る
や
、
な
に
も
学
問
の
領
域
に
ば
か
り
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
芸
術
家
で
も
、
自
分
の
仕
事Sache

に
仕
え
る
か
わ

り
に
な
に
か
ほ
か
の
こ
と
に
手
を
出
し
た
人
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
る
か
ぎ
り
偉
大
な
芸
術
家
は
存
在
し
な
い
の
で
あ（
１２
）

る
」、「
む
し

ろ
反
対
に
、
自
己
を
滅
し
て
お
の
れ
の
課
題
に
専
心
す
る
人
こ
そ
、
か
え
っ
て
そ
の
仕�

事�

Sache

の
価
値
の
増
大
と
と
も
に
そ
の
名

を
高
め
る
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
芸
術
家
の
ば
あ
い
も
同
様
で
あ（
１３
）

る
」
と
。
学
問
に
お
い
て
、
そ
の
仕
事Sache

に

自
己
を
滅
し
て
専
念
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
を
離
れ
ず
そ
れ
に
の
み
就
い
て
、
こ
の
事
実
を
確
定
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

と
こ
ろ
が
こ
の
点
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
全
く
同
様
に
、『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
た
の
で

あ
る
。「
存�

在�

す�

る�

と�

こ�

ろ�

の�

も�

の�

das
w
as
ist

を
概
念
に
お
い
て
把
握
す
るbegreifen

の
が
、
哲
学
の
課
題
で
あ
る
。
…
…
何

ら
か
の
哲
学
が
そ
の
現
在
の
世
界
を
超
え
出
る
の
だ
と
思
う
の
は
、
あ
る
個
人
が
そ
の
時
代
を
飛
び
越
し
、
ロ
ド
ス
島
を
飛
び
越
え

て
外
へ
出
る
の
だ
と
妄
想
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
お
ろ
か
で
あ
る
。
そ
の
個
人
の
理
論
が
実
際
に
そ
の
時
代
を
越
え
出
る
と
す

れ
ば
、
そ
し
て
彼
が
一
つ
の
あ�

る�

べ�

き�

世�

界�

W
elt

w
ie
sie

sein
soll

を
し
つ
ら
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
あ
る
べ
き
世
界
は
な
る
ほ

ど
存
在
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
た
ん
に
彼
が
思
う
と
こ
ろ
の
な
か
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
ど
ん
な
好
き
勝
手
な
こ
と
で

も
想
像
で
き
る
柔
軟
で
、
軟
弱
な
境
域
の
う
ち
に
し
か
存
在
し
て
い
な（
１４
）

い
」
と
。
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
主
張
の
趣
旨
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
、
必
然
性
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
現
実
的
事

態
だ
け
を
対
象
と
し
、
こ
の
必
然
性
を
概
念
的
に
把
握
す
る
こ
と
だ
け
を
課
題
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
理
論
が
、
否
定
し
難
く
厳
然
と

し
て
実
在
し
て
い
る
こ
の
世
界
を
越
え
出
て
別
の
世
界
へ
と
移
行
し
た
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
世
界
は
ど
こ
に
も
現
存
在
し
て
は

い
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
世
界
を
対
象
と
す
る
理
論
は
当
然
な
が
ら
空
理
・
空
論
・
妄
想
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
理
論
が
空
論
に
堕
す
る
こ
と
自
体
が
既
に
し
て
問
題
だ
が
、
そ
の
上
こ
の
理
論
は
「
あ
る
べ
き
世
界
」、
即
ち
明
白
の
理
想
を

呈
示
し
て
、
現
実
の
世
界
は
今
あ
る
状
態
に
安
住
す
べ
き
で
は
な
く
て
、
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
指
示
す
る
使
命
を
担
っ
た
理
念
と

し
て
登
場
し
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
「
有
る
も
の
」（w

as
ist

）
と
「
あ
る
べ
き
も
の
」（w

as
sein

soll

）
と
の
間
の
抗
争
が
生
じ
て
く
る
が
、
常
識
的
に

は
有
る
も
の
に
関
す
る
理
論
で
は
な
く
て
、
未
来
の
有
る
べ
き
理
想
を
開
示
す
る
理
念
の
方
が
評
価
さ
れ
、
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ

る
。
従
っ
て
必
然
的
に
存
在
し
て
い
る
現
実
の
こ
の
必
然
性
を
捉
え
た
理
論
よ
り
も
、
虚
空
に
漂
う
空
想
的
事
態
を
対
象
と
し
た
空

論
の
方
が
称
揚
さ
れ
る
と
い
う
倒
錯
的
現
象
が
生
起
し
う
る
が
、
こ
の
よ
う
な
本
末
転
倒
し
た
事
態
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
と
ヘ
ー

ゲ
ル
は
鋭
く
警
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
哲
学
は
、
そ
し
て
い
か
な
る
科
学
も
、
事
実
、
現
実
に
の
み
就
い
て
、
そ
れ
を
飛
び

越
え
て
、
そ
こ
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
精
神
現
象
学
』
で
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
な
ぜ
と
い
っ
て
、
こ
ん
な
仕
わ
ざ
は
事�

柄�

Sache

に
従
事

す
る
代
わ
り
に
い
つ
も
そ
れ
を
越
え
て
お
り
、
こ
の
種
の
知
識
は
事�

柄�

に�

沈�

潜�

し�

て�

己�

を�

忘�

れ�

る�

代
わ
り
に
、
い
つ
も
何
か
他
の
も

の
を
追
い
求
め
て
い
る
し
、
事
柄
そ
の
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
、
こ�

れ�

に�

己�

を�

捧�

げ�

る�

と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
己
自
身
の
も
と

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ（
１５
）

る
」
と
。

己
を
滅
却
し
て
事
柄Sache

に
就
け
、
そ
し
て
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
な
と
主
張
す
る
限
り
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル

と
は
全
く
同
一
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
、
両
者
の
見
解
を
比
較
・
対
照
さ
せ
て
い
く
こ
と
の
第
一
の

根
拠
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
同
一
の
態
度
か
ら
出
て
く
る
結
論
が
、
両
者
の
間
で
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
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と
、
こ
れ
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
を
比
較
・
対
照
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
二
の
根
拠
な
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
、
事
実
を
確
定
す
る
と
い
う
事
実
判
断
か
ら
は
価
値
判
断
は
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

し
、
両
判
断
を
架
橋
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
実
判
断
と
価
値
判
断
と
は
全
く
異
質
の
領
域
で
あ
っ
て
、
だ
か

ら
こ
そ
価
値
判
断
の
領
域
に
は
、
そ
こ
に
特
有
の
品
位
と
威
厳
と
が
あ
る
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
看
做
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
事
柄
に
就
い
て
自
己
を
滅
却
し
て
そ
れ
を
研
究
し
た
結
果
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
結

論
は
、
い
か
に
し
て
も
出
て
き
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
『
精
神
現
象
学
』
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
最
も
容

易
な
の
は
、
実
質
の
あ
る
堅
固
な
も
の
を
批
評
す
るbeurteilen

こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
も
困
難
な
の
は
、
か
か
る
も
の
を
把
握

す
るfassen

こ
と
で
あ
り
、
最
も
困
難
な
の
は
、
批�

評�

と�

把�

握�

と�

を�

結�

合�

し�

て�

、
か
か
る
も
の
の
叙
述
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
（
１６
）

る
」

と
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
最
も
困
難
な
こ
と
は
、「
批
評
」
と
「
把
握
」
と
を
結
合
す
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヘ
ー

ゲ
ル
で
は
、
事
柄
に
就
い
て
そ
の
研
究
を
行
な
っ
た
最
高
の
成
果
は
、
事
実
判
断
と
価
値
判
断
と
が
結
合
し
た
そ
れ
だ
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

『
小
論
理
学
』
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
例
え
ば
人
々
は
、
常
に
『
こ
の
壁
は
緑
で
あ
る
』
と
か
、『
こ
の

か
ま
ど
は
熱
い
』
と
い
う
よ
う
な
判
断
し
か
く
だ
さ
な
い
者
に
は
、
非
常
に
貧
弱
な
判
断
力
し
か
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
或

る
芸
術
作
品
が
美
し
い
か
ど
う
か
、
或
る
行
為
が
善
い
か
ど
う
か
、
等
々
と
い
う
よ
う
な
判
断
を
く
だ
す
人
を
は
じ
め
て
本
当
に
判

断
の
で
き
る
人
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
よ
う
な
判
断
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容
は
抽
象
的
な
質
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
存
在
を
決
定

す
る
に
は
、
直
接
的
な
知
覚
で
十
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
或
る
芸
術
作
品
を
美
し
い
と
言
い
、
あ
る
い
は
或
る
行
為
を
善

い
と
言
う
場
合
に
は
、
対�

象�

が�

そ�

の�

あ�

る�

べ�

き�

も�

の�

、
す
な
わ
ち
そ�

の�

概�

念�

と
比
較
さ
れ
る
の
で
あ
（
１７
）

る
」
と
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
で

は
、「
こ
の
バ
ラ
は
赤
い
」
と
か
「
こ
の
か
ま
ど
は
熱
い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
平
凡
で
自
明
な
事
実
判
断
に
の
み
留
ま
る
の
で
は
な

く
て
、
事
実
判
断
と
価
値
判
断
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
最
高
の
判
断
形
式
は
、
例
え
ば
「
人
間
い
か
に
生

く
べ
き
か
」、「
二
一
世
紀
の
日
本
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
判
断
形
式
、
つ
ま
り
価
値
判
断
に
科
学
的
に
回
答
を
与
え
る
こ
と
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が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
事
実T

atsache

、
事
柄Sache

に
の
み
就
く
、
し
か
も
自
己
を
滅
し
て
そ
れ
ら
に
就
く
と
い
う
同
じ
態
度
か
ら
出
発
し
た

ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
間
の
、
あ
ま
り
に
も
巨
大
な
差
異
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
見
解

を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
見
地
を
発
展
的
に
継
承
し
た
マ
ル
ク
ス
を
も
含
む
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
と
比
較
・
対
照
さ
せ
て
、
な
に
ゆ
え
に
こ
の

よ
う
な
巨
大
な
差
異
が
生
じ
て
き
て
、
い
っ
た
い
ど
ち
ら
の
見
地
が
正
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
と
を
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
最
終
目
的
と
す
る
。
従
っ
て
以
上
よ
り
、
私
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
の
関

係
で
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
に
独
自
に
注
目
す
る
の
は
、
福
武
氏
と
は
全
く
異
な
る
観
点
か
ら
で
あ
る
。

（
１
）

W
ertfreiheit

と
い
う
用
語
は
、
従
来
は
「
価
値
判
断
排
除
」
と
か
「
没
価
値
性
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
直
訳
し
て
「
価
値

自
由
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。

（
２
）

M
ax

W
eber,

D
ie››

O
bjektivität

‹‹sozialw
issenschaftlicher

und
sozialpolitischer

E
rkenntnis,

in
G
esam

m
elte

A
ufsätze

zur

W
issenschaftslehre,

3.
A
uflage,

1968,
J.C
.B
.M
ohr,

S.154,

以
下
、
同
書
は
Ｗ
Ｌ
と
略
記
す
る
。
出
口
勇
蔵
訳
、「
社
会
科
学
お
よ

び
社
会
政
策
的
認
識
の
『
客
観
性
』、『
世
界
の
大
思
想
二
三
』＝

『
ウ
ェ
ー
バ
ー
政
治
・
社
会
論
集
』、
河
出
書
房
に
所
収
さ
れ
て
い
る
、

同
書
、
五
八
〜
五
九
頁
。

（
３
）

M
ax
W
eber,

W
issenschaft

als
B
eruf,

W
L
,
S.604,

尾
高
邦
雄
訳
、『
職
業
と
し
て
の
学
問
』、
岩
波
文
庫
、
五
五
頁
。

（
４
）

E
bd.,

S.601,

同
訳
書
、
四
九
頁
。

（
５
）

E
bd.,

S.605,

同
訳
書
、
五
七
頁
。

（
６
）
福
武
直
、「
社
会
科
学
と
価
値
判
断
」、『
福
武
直
著
作
集
』
第
一
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
に
所
収
。

（
７
）

K
arl

M
arx,

Z
ur
K
ritik

der
Politischen

Ö
konom

ie,
M
axk

E
ngels

W
erke

13,
D
iez

V
erlag,

S.9,

『
経
済
学
批
判
』、
岩
波
文

庫
、
一
三
頁
。

（
８
）
福
武
直
、
前
掲
書
、
三
二
〇
頁
。

（
９
）
同
書
、
三
二
〇
〜
三
二
一
頁
。
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（
１０
）

F.E
ngels,

L
udw

ig
Feuerbach

und
der

A
usgang

der
klassischen

deutschen
Philosophie,

M
arx

E
ngels

W
erke

21,
S.266,

『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
』、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
二
一
、
二
六
九
頁
。

（
１１
）
吉
田
浩
、『
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
理
論
と
意
味
・
価
値
問
題
』、
晃
洋
書
房
、
九
七
頁
。

（
１２
）

M
ax
W
eber,

W
issenschaft

als
B
eruf,

W
L
,
S.591,

『
職
業
と
し
て
の
学
問
』、
二
七
〜
二
八
頁
。

（
１３
）

E
bd.,

S.601,

同
訳
書
、
二
八
〜
二
九
頁
。

（
１４
）

G
.W
.F.H

egel,
G
rundlinien

der
Philosophie

des
R
echts,

W
erke

7,
Suhrkam

p,
S.26,

『
法
の
哲
学
』、
世
界
の
名
著
、『
ヘ
ー
ゲ

ル
』、
中
央
公
論
社
に
所
収
、
一
七
一
〜
一
七
二
頁
。

（
１５
）

G
.W
.F.H

egel,
Phänom

enologie
des

G
eistes,

W
erke

3,
S.13,

金
子
武
蔵
訳
、『
精
神
の
現
象
学
』
上
巻
、
岩
波
書
店
、
六
頁
。

（
１６
）

E
bd.,

S.13,
同
訳
書
、
六
頁
。

（
１７
）

G
.W
.F.H

egel,
E
nzyklopädie

der
philosophischen

W
issenschaften,

W
erke

8,
S.322,

松
村
一
人
訳
、『
小
論
理
学
』
下
、
岩
波

文
庫
、
一
四
三
〜
一
四
四
頁
。

二

現
実
を
科
学
に
よ
っ
て
深
く
根
底
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
こ
の
現
実
に
対
す
る
懐
疑
と
批
判
と
い
う
評
価

へ
と
通
じ
て
い
く

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
科
学
の
任
務
は
事
実
を
、
経
験
的
事
実
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
だ
け
だ
と
主
張
し
て
い
た
が
、
事

実
を
、
経
験
的
事
実
を
確
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
彼
は
具
体
的
に
は
何
も
論
及
し
て
は
い

な
か
っ
た
。
経
験
的
事
実
を
確
定
す
る
と
い
っ
て
も
、
表
面
的
な
確
定
も
あ
ろ
う
し
、
事
実
に
深
く
沈
潜
し
た
根
底
的
把
握
も
あ
る

し
、
一
面
的
で
抽
象
的
な
確
定
の
仕
方
も
あ
る
し
、
全
面
的
で
具
体
的
な
確
定
の
仕
方
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
前
章
で
確
認
し
て
お

い
た
。
本
章
で
は
、
事
実
に
深
く
沈
潜
し
た
現
実
に
対
す
る
根
底
的
な
把
握
は
、
単
に
事
実
を
科
学
的
に
確
定
す
る
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
て
、
こ
の
現
実
に
対
す
る
懐
疑
と
批
判
と
い
う
評
価
へ
と
、
従
っ
て
価
値
判
断
へ
と
通
じ
て
い
く
こ
と
を
洞
察
し
て
い
き
た

い
。
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そ
の
場
合
、
こ
の
考
察
の
前
提
と
し
て
次
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
事
実
」（T

atsache

）
と
「
現
実
」（W

irklichkeit

）

と
は
全
く
異
な
り
、
現
実
と
は
本
質
と
現
象
と
の
立
体
的
媒
介
構
造
か
ら
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
と
は
、
こ
の
現
実
性
の

経
験
的
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
表
面
的
部
分
、
即
ち
現
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て

事
実
の
確
定
と
い
っ
て
も
、
表
面
的
な
事
実
の
確
定
に
留
ま
る
か
、
根
底
的
に
本
質
を
捉
え
、
こ
の
本
質
か
ら
事
実
を
現
象
と
し
て

把
握
し
直
す
か
で
は
、
事
実
の
確
定
と
い
っ
て
も
、
こ
の
事
実
の
も
つ
意
味
は
全
く
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、『
資

本
論
』
第
一
部
第
六
編＝

「
労
賃
」
に
依
拠
し
て
明
ら
か
と
し
て
い
き
た
い
。

労
賃
の
本
質
は
労
働
力
の
価
値
で
あ
る
。
働
く
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
能
力
、
即
ち
労
働
力
が
商
品
と
な
っ
て
、
そ
れ
が
労
働
市

場
で
売
買
さ
れ
る
と
い
う
点
に
、
資
本
主
義
経
済
の
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
労
働
市
場
で
売
買
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
労
働
力
で

あ
っ
て
、
労
働
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
労
働
力
の
売
却
に
成
功
し
た
後
で
、
賃
労
働
者
は
初
め
て
資
本
の
生
産
過
程
で
労
働
に
従
事

す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
に
は
こ
の
労
働
は
も
は
や
賃
労
働
者
に
属
す
る
こ
と
は
な
く
、
資
本
家
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
労
働
力
の
価
値
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
商
品
の
価
値
と
も
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
生
産
と
再
生
産
と
に
必
要
な
費
用
で
あ

る
。
つ
ま
り
賃
労
働
者
が
一
ヶ
月
な
ら
一
ヶ
月
、
そ
の
労
働
能
力
を
維
持
し
て
い
る
者
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
た
め
の

費
用
、
従
っ
て
そ
の
た
め
に
必
要
と
な
る
生
活
諸
手
段
の
価
値
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
労
働
力
の
価
値
と
、
賃
労
働
者
が
資
本
の
生
産
過
程
に
お
け
る
労
働
に
よ
っ
て
創
り
出
す
価
値
と
の
間
に
は
差
額
が
あ
る
。

後
者
の
価
値
の
方
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
即
ち
賃
労
働
者
は
資
本
の
生
産
過
程
に
お
い
て
、
自
ら
の
労
働
力
の
価
値
分
を
生
産
し
て

い
る
必
要
労
働
時
間
に
従
事
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
越
え
て
無
償
の
剰
余
労
働
時
間
の
労
働
を
も
強
制
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
無
償
労
働
と
い
う
搾
取
が
剰
余
価
値
、
ま
た
は
利
潤
の
源
泉
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
資
本
主
義
経
済
の
表
面
に
お
い
て
、
こ
の
労
働
力
の
価
値
ま
た
は
価
格
が
労
賃
に
転
化
す
る
と
、
労
賃
は
労
働
の
価
値

ま
た
は
価
格
に
支
払
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
賃
労
働
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
労
働
の
全
て
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
も
の
と
し

て
現
象
し
て
く
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
二
重
の
幻
想
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
の
幻
想
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
労
働
は
価
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値
の
実
体
で
あ
り
、
こ
の
価
値
の
大
き
さ
、
そ
の
量
を
決
定
す
る
要
因
で
は
あ
っ
て
も
、
労
働
自
体
は
価
値
を
も
た
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
労
働
が
価
値
を
も
ち
、
そ
れ
が
売
買
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
ま
た
は
仮
象
（Schein

）
が
、
日
常
生
活
で
は
無
批
判
的

に
も
支
配
的
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
、
日
常
生
活
の
こ
の
幻
想
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
の
で
あ
る
。「『
労
働
の
価

値
』
と
い
う
表
現
に
お
い
て
は
、
価
値
概
念
が
完
全
に
消
し
去
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
反
対
物
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
表
現
は
、
た
と
え
ば
土
地
の
価
値
と
同
じ
よ
う
に
、
一
つ
の
想
像
上
の
表
現
で
あ
（
１
）

る
」、「『
労
働
の
価
格
』
と
い
う
の
は
、
黄

色
い
対
数
と
い
う
の
と
同
様
に
不
合
理
で
あ（
２
）

る
」
と
。

第
二
に
、
労
賃
は
労
働
の
価
格
で
あ
り
、
加
え
て
な
さ
れ
た
労
働
の
全
て
に
対
し
て
労
賃
が
支
払
わ
れ
て
い
る
と
日
常
生
活
の
表

面
で
は
看
做
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
従
っ
て
資
本
主
義
経
済
に
お
い
て
、
資
本
家
階
級
の
賃
労
働
者
階
級
に
対
す
る
搾
取
は
存
在

し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
さ
ら
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
労
働
日
の
支

払
部
分
す
な
わ
ち
六
時
間
の
労
働
を
表
し
て
い
る
三
シ
リ
ン
グ
の
価
値
が
、
六
不
払
労
働
時
間
を
含
む
一
二
時
間
の
総
労
働
日
の
価

値
ま
た
は
価
格
と
し
て
現
れ
る
。
し
た
が
っ
て
労
賃
の
形
態
は
、
必
要
労
働
と
剰
余
労
働
と
へ
の
、
支
払
労
働
と
不
払
い
労
働
と
へ

の
労
働
日
の
分
割
の
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
を
消
し
て
し
ま
う
。
す
べ
て
の
労
働
が
支
払
い
労
働
と
し
て
現
れ
（
３
）

る
」
と
。
即
ち
「
搾
取
」

（A
usbeutung

）
と
い
う
決
定
的
で
あ
り
、
激
し
い
階
級
対
立
を
引
き
起
こ
す
源
泉
で
あ
る
深
刻
な
事
態
が
、
日
常
生
活
の
表
面
を

支
配
し
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
「
労
賃
」
と
い
う
形
態
で
は
、
全
面
的
に
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
以
上
よ
り
、
社
会
の
表
面
、
そ
の
現
象
形
態
に
留
ま
る
事
実
の
確
定
と
、
社
会
の
根
底
に
お
い
て
本
質
を
捉
え
、
こ
の
本

質
か
ら
現
象
を
掴
ま
え
直
し
た
立
場
と
で
は
、
事
実
を
確
定
し
た
こ
と
か
ら
獲
得
さ
れ
る
こ
の
事
実
の
意
味
が
、
根
本
的
に
異
な
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
社
会
の
表
面
で
は
、
事
態
の
真
相
と
は
違
い
、
そ
の
正
反
対
を
示
す
「
仮
象
」（Schein

）
が
支
配
し
て
い
る
。

こ
の
点
を
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
鋭
く
告
発
し
て
い
る
。「
そ
れ
ゆ
え
、
労
働
力
の
価
値
お
よ
び
価
格
を
労
賃
の
形
態
に
―
―
ま

た
は
労
働
そ
の
も
の
の
価
値
お
よ
び
価
格
に
―
―
転
化
す
る
こ
と
の
決
定
的
重
要
性
が
、
い
ま
や
理
解
さ
れ
る
。
現
実
的
関
係
を

見�

え�

な�

く�

さ�

せ�

、
ま
さ
に
そ�

の�

関�

係�

の�

逆�

を
示
す
こ
の
現
象
的
形
態
は
、
労
働
者
お
よ
び
資
本
家
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
法
律
観
念
、
資
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本
主
義
的
生
産
様
式
の
あ
ら
ゆ
る
神
秘
化M

istifikation

、
そ
の
生
産
様
式
の
あ
ら
ゆ
る
幻
想
、
俗
流
経
済
学
の
あ
ら
ゆ
る
弁
護
論

的
た
わ
ご
と
の
、
基
礎
で
あ（
４
）

る
」
と
。

即
ち
現
実
的
関
係
、
事
態
の
真
相
を
眼
に
見
え
な
い
よ
う
に
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
真
相
の
正
反
対
を
示
す
現
象
形
態
が
、
社

会
の
表
面
を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
科
学
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
が
不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
現
象
形
態
は
、
直
接
的
に
自
然
発
生
的
に
、
普�

通�

の�

思�

考�

形�

態�

（gang
und

gäbe

D
enkform

en
）
と
し
て
再
生
産
さ
れ
る
が
、
そ
の
隠�

れ�

た�

背�

景�

は
、
科�

学�

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
（
５
）

い
」

と
。つ

ま
り
無
批
判
的
な
「
普
通
の
思
考
形
態
」、「
通
常
の
諸
観
念
」（ordinäre

V
orstellung

）、「
日
常
生
活
の
こ
の
宗
教
」（diese

R
eligion

des
A
lltagslebens

）、
総
じ
て
常
識
が
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
現
象
形
態
、
ま
た
は
仮
象
と
、
科
学
に
よ
っ
て
初
め
て
明

ら
か
と
さ
れ
る
こ
の
事
態
の
真
実
、
ま
た
は
そ
の
本
質
と
の
間
に
は
根
本
的
な
乖
離
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
両
者
は
し
ば
し
ば
正
反

対
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現
象
形
態
で
は
真
実
の
事
態
、
事
柄
の
真
相
で
は
な
く
て
、
そ
の
「
逆
立
ち
し
た
形

（
６
）

態
」（verkekrten

Form

）、「
魔
法
に
か
け
ら
れ
、
さ
か
さ
ま
に
さ
れ
、
逆
立
ち
さ
せ
ら
れ
た
世（
７
）

界
」（verzauberte,

verkekrte
und

auf
den

K
opf

gestellte
W
elt

）
が
支
配
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
「
現
象
に
お
い
て
は
物
が
し
ば
し
ば
さ
か
さ
ま
に
見
え
る

と
い
う
こ
と
は
、
経
済
学
以
外
の
す
べ
て
の
科
学
で
は
か
な
り
知
ら
れ
て
い（
８
）

る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
仮
象
と
錯
覚
が
、
地
球
が
太
陽
の
ま
わ
り
を
廻
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
太
陽
が
地
球
を
廻
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
り
、
太
陽
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
の
に
、
水
平
線
を
上
が
る
と
き
と
そ
こ
に
沈
む
と
き
の
太
陽
は
巨
大

に
見
え
、
南
の
空
に
高
く
位
置
す
る
と
き
に
は
そ
れ
は
は
る
か
に
小
さ
く
見
え
る
と
い
う
程
度
の
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
仮
象

と
錯
覚
も
ま
だ
ご
愛
嬌
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
経
済
的
仮
象
は
単
な
る
無
害
の
そ
れ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く

て
、
労
賃
が
時
間
賃
金
に
転
化
し
た
後
で
生
じ
て
く
る
次
の
事
態
に
よ
っ
て
、
労
働
者
階
級
の
生
活
を
も
ろ
に
破
壊
す
る
こ
と
に

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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あ
る
賃
労
働
者
の
一
日
の
労
働
時
間
は
八
時
間
で
あ
り
、
四
時
間
は
必
要
労
働
時
間
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
価
値
・
価
格

は
一
万
円
で
あ
り
、
残
り
の
四
時
間
は
剰
余
労
働
時
間
で
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
八
時
間
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼

の
一
日
の
生
活
は
初
め
て
成
り
立
つ
こ
と
が
で
き
る
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
に
は
一
時
間
の
労
賃
分
は
、
事
実
と
し
て
一
万
円
を
四

時
間
で
割
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
八
時
間
で
割
っ
た
値
、
即
ち
一
二
五
〇
円
と
し
て
計
算
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
時
間
賃
金
が
設
定
さ
れ
た
後
で
、
資
本
家
階
級
は
今
度
は
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
派
遣
労
働
、
請
負
労
働
、
偽
装

請
負
労
働
と
い
っ
た
労
働
の
多
様
な
諸
形
態
を
設
定
し
て
、
様
々
の
短
期
の
労
働
諸
形
態
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
い
く
の
で
あ

る
。
先
の
一
時
間
あ
た
り
の
労
賃
の
決
定
に
際
し
て
は
、
労
働
者
は
四
時
間
の
必
要
労
働
と
四
時
間
の
剰
余
労
働
、
合
計
八
時
間
働

い
て
、
彼
の
一
日
の
生
活
は
初
め
て
成
り
立
つ
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
賃
労
働
者
の
生
活
が
成
立
す
る
た
め
の「
規

則
正
し
い
就
業
」
の
形
態
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
時
間
賃
金
が
こ
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
後
で
は
、
資
本
家
階
級
は
、
こ
の
必
要
労
働
時
間
と
剰
余
労
働
時
間
と
の
規
則

正
し
い
対
応
に
は
無
関
係
な
労
働
諸
形
態
を
随
意
に
造
り
出
し
て
、
そ
れ
に
賃
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
の
だ
か
ら
、
彼
ら
彼
女
ら
の

生
活
は
成
り
立
た
ず
、
そ
れ
が
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
事
態
も
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
マ
ル
ク
ス
は
次
の
如
く
鋭
く
告

発
し
て
い
る
。「
も
し
資
本
家
が
日
賃
金
ま
た
は
週
賃
金
を
支
払
う
義
務
が
な
く
、
自
分
の
好
き
な
だ
け
労
働
者
を
就
業
さ
せ
て
そ

の
労
働
時
間
に
た
い
し
て
の
み
支
払
う
義
務
を
お
う
と
い
う
仕
方
で
、
時
間
賃
金
が
確
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
資
本
家
は
、
も
と
も
と

時
間
賃
金
ま
た
は
労
働
の
度
量
単
位
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
時
間
よ
り
も
少
な
く
、
労
働
者
を
就
業
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

度
量
単
位
は労

働
力
の
日
価
値

与
え
ら
れ
た
時
間
数
の
労
働
日

と
い
う
比
率
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
労
働
日
が
一
定
の
時
間
数
に
達
し

な
く
な
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
な
ん
の
意
味
も
も
た
な
く
な
る
。
支�

払�

労�

働�

と�

不�

払�

い�

労�

働�

と�

の�

あ�

い�

だ�

の�

連�

関�

は�

廃�

棄�

さ�

れ�

る�

。
い
ま

や
、
資
本
家
は
、
労
働
者
に
た
い
し
て
労�

働�

者�

自�

身�

の�

維�

持�

に�

必�

要�

な�

労�

働�

時�

間�

を
与
え
る
こ
と
な
し
に
、
労
働
者
か
ら
一
定
分
量

の
剰
余
労
働
を
し
ぼ
り
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
資
本
家
は
、
就
業
の
ど
の
よ
う
な
規
則
正
し
さ
を
も
打
ち
こ
わ
し
、
ま
っ
た
く
自�

己�
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の�

都�

合�

、
恣�

意�

、
お
よ
び
目�

先�

の�

利�

害�

に
従
っ
て
、
法
外
こ
の
う
え
な
い
過
度
労
働
と
相
対
的
ま
た
は
全
部
的
失
業
と
を
、
か
わ
る

が
わ
る
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き（
９
）

る
」
と
。

こ
の
よ
う
に
、「
魔
法
に
か
け
ら
れ
、
さ
か
さ
ま
に
さ
れ
、
さ
か
立
ち
さ
れ
た
世
界
」、「
仮
象
」
が
支
配
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
こ
の
虚
偽
の
仮
象
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
た
時
間
賃
金
に
よ
っ
て
、
賃
労
働
者
の
生
活
を
破
壊
し
て
し
ま
う
よ
う
な

「
自
己
の
都
合
、
恣
意
、
お
よ
び
眼
前
の
利
害
」
が
横
行
し
て
い
る
社
会
に
対
し
て
は
、
科
学
は
懐
疑
的
、
批
判
的
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
仮
象
が
支
配
し
て
お
り
、「
逆
立
ち
し
た
形
態
」
が
ま
か
り
と
お
っ
て
い
る
社
会
の
表
面
、
そ
の

現
象
形
態
を
貫
い
て
ラ
ジ
カ
ル
に
内
面
へ
と
い
た
り
、
そ
こ
で
事
態
の
真
相
、
事
柄
の
真
理
を
根
底
的
、
根
本
的
に
把
握
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
労
賃
の
本
質
、
ま
た
労
賃
が
そ
れ
に
対
応
し
て
い
な
い
不
払
い
の
剰
余
労
働
、
即
ち
搾
取
が
剰
余
価

値
、
ま
た
は
利
潤
の
源
泉
だ
と
洞
察
す
る
こ
と
は
、
単
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
資
本
制
社
会
に
対
し
て
、
資
本
家
階
級

に
対
し
て
、
ま
た
剰
余
価
値
を
分
割
的
に
取
得
、
配
分
さ
れ
て
い
る
諸
階
級
に
対
し
て
根
本
的
に
批
判
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る

の
で
あ
る
。

加
え
て
こ
の
よ
う
に
批
判
的
と
な
っ
た
人
間
に
と
っ
て
は
、
次
に
は
こ
の
資
本
制
社
会
は
い
か
に
し
た
ら
克
服
し
、
変
革
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
新
た
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
科
学
が
労
賃
の
本
質
、
剰
余
価
値
の
本
質
を
科
学
的
に
解

明
し
暴
露
し
た
か
ら
こ
そ
新
た
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
課
題
で
あ
っ
て
、
先
の
諸
点
を
科
学
が
洞
察
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
課

題
も
課
題
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
科
学
は
評
価
か
ら
自
由
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
真
実
を
、
真

理
を
明
ら
か
に
す
る
か
ら
こ
そ
、
科
学
は
現
実
に
対
し
て
批
判
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
従
っ
て
今
の
社
会
に
お
い
て
利
益
を

え
て
い
る
支
配
的
な
階
級
と
厳
し
く
対
立
す
る
と
い
う
党
派
的
な
価
値
判
断
的
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
資
本
主
義
社
会
を
変
革
し
て
い
く
と
い
う
課
題
を
科
学
は
提
起
し
、
そ
の
方
向
に
労
働
者
階
級
を
導
い
て
い
く
か
ら
こ

そ
、
こ
こ
で
も
科
学
は
評
価
的
で
あ
り
、
党
派
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
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に
、「
哲
学
者
た
ち
は
、
世
界
を
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
し
た
だ
け
で
あ
る
。
肝
要
な
の
は
、
世
界
を
変
え
る
こ
と
で
あ
（
１０
）

る
」
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
変
革
と
い
う
課
題
を
科
学
は
い
か
に
解
決
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
本
稿
の
第
五
章
で
改
め
て
検
討
を
し

て
い
く
。

ま
た
科
学
は
社
会
の
表
面
的
部
分
、
現
象
形
態
を
貫
い
て
そ
の
根
底
に
ま
で
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
突
き
進
み
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
何

が
虚
偽
、
幻
想
、
転
倒
、
倒
錯
で
あ
り
、
逆
に
何
が
事
態
の
真
相
、
事
柄
の
真
理
で
あ
る
か
を
根
底
的
に
洞
察
し
て
暴
露
す
る
か
ら

こ
そ
、
そ
れ
は
絶
大
な
価
値
、
絶
対
的
な
意
義
と
威
力
と
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
、
次
の
如
く

指
摘
し
て
は
な
ら
な
い
。「
と
こ
ろ
が
、
一
般
に
学
問
的
研
究
は
さ
ら
に
こ
う
い
う
こ
と
を
前
提
す
る
。
そ
れ
か
ら
出
て
く
る
結
果

が
な
に
か
『
知
る
に
値
す
る
』
と
い
う
意
味
で
重
要
な
事
柄
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
ら
か
に
こ
の
前

提
の
う
ち
に
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
全
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
研
究
の
成
果
が
重
要
で
あ
る
の
か
ど
う
か

は
、
学
問
上
の
手
段
に
よ
っ
て
は
論
証
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
、
人
々
が
各
自
の
生
活
上
の
究
極
の
立
場
か
ら
そ
の

研
究
の
成
果
が
も
つ
究
極
の
意
味
を
拒
否
す
る
か
、
あ
る
い
は
承
認
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、
解
釈
さ
れ
う
る
だ
け
で
あ（
１１
）

る
」
と
。

学
問
が
価
値
を
持
つ
か
否
か
は
、
学
問
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
は
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
は
科
学
的
に
は
決
着
が
つ
か
な

い
前
提
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
学
問
の
意
義
如
何
は
結
局
は
学
問
以
外
の
評
価
の
問
題
、
そ
れ
ゆ
え
価
値
判

断
の
領
域
に
属
す
る
問
題
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
何
が
虚
偽
、
幻
想
、
倒
錯
で
あ
っ
て
、
他
方
で
何
が
事
態
の
真
相
、
真
理
で
あ
る

か
を
解
明
し
て
、
そ
の
こ
と
を
暴
露
す
る
こ
と
を
「
事
実
の
確
定
」
と
看
做
し
て
、
そ
こ
に
科
学
の
任
務
を
見
る
者
と
、
表
面
的
な

事
実
の
確
定
で
も
っ
て
満
足
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
立
場
と
の
差
異
が
、
こ
こ
で
決
定
的
な
姿
を
と
っ
て
現
れ
て
き
て
い
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
利
潤
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
。「『
純
益
』
と
は
す
べ
て
の
貨
幣
費
用
を
差
し
引
い
た
貨
幣
余
剰
分
で
あ

（
１２
）

る
」、「
利
益
お
よ
び
損
失
と
い
う
の
は
、
期
首
の
貸
借
対
照
表
の
評
価
総
額
に
た
い
し
て
、
期
末
の
貸
借
対
照
表
の
評
価
総
額
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
評
価
総
額
の
そ
れ
ぞ
れ
余
剰
分
お
よ
び
不
足
分
で
あ（
１３
）

る
」
と
。
企
業
の
純
益
が
、
従
っ
て
利
潤
が
、
全
て

の
貨
幣
費
用
を
差
し
引
い
た
後
に
お
い
て
残
る
プ
ラ
ス
の
貨
幣
差
額
分
で
あ
る
こ
と
は
、
子
供
で
も
知
っ
て
い
る
社
会
の
表
面
上
の
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自
明
で
、
陳
腐
き
わ
ま
り
な
い
事
実
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
し
て
科
学
的
に
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
、
こ
の
貨
幣
余

剰
分
が
い
っ
た
い
ど
こ
で
何
を
源
泉
と
し
て
い
か
に
し
て
つ
く
り
だ
さ
れ
て
い
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
誰
で
も
知
っ
て

い
る
社
会
の
表
面
上
の
陳
腐
な
事
実
、
即
ち
日
常
生
活
の
無
批
判
的
な
常
識
を
記
述
し
て
、
そ
れ
を
利
潤
の
説
明
だ
、
定
義
だ
と
主

張
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
科
学
に
よ
る
事
実
の
確
定
と
は
、
こ
の
程
度
の
皮
相
で
浅
薄
な
そ
れ
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
科
学
が
有
し

て
い
る
絶
大
な
意
義
、
即
ち
事
柄
の
真
相
と
真
理
と
を
根
本
的
に
解
明
す
る
と
い
う
崇
高
な
使
命
は
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
従
っ
て

こ
の
よ
う
な
科
学
に
よ
っ
て
は
、
幻
想
と
倒
錯
と
虚
偽
と
が
支
配
し
て
い
る
こ
の
社
会
に
対
し
て
、
批
判
的
、
懐
疑
的
と
い
う
評
価

的
態
度
に
至
る
と
い
う
こ
と
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
一
般
の
本
質
を
明
る
み
に
だ
し
、
そ
れ
を
暴
露
し
た
が
ゆ
え
に
、
宗
教
界
、
道
徳
界
か

ら
猛
烈
な
攻
撃
と
批
判
と
を
受
け
た
の
が
Ｌ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
真
理
を
明
ら
か
と
し
、
幻
想
の
背

後
に
潜
む
真
実
を
暴
露
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
事
実
を
確
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
留
ま
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
神
聖
な
も
の
、

不
可
侵
な
も
の
を
冒
�
し
た
と
い
う
、
明
ら
か
に
価
値
判
断
に
属
す
る
批
判
と
攻
撃
と
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
好
例
で
あ

る
。
科
学
の
世
界
に
も
批
判
と
反
批
判
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
科
学
的
批
判
と
同
一
次
元
の
批
判
で
は
な
い
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
と
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
人
類
は
自
己
が
有
し
て
い
る
潜
在
的
な
能
力
で

あ
る
類
的
本
質
を
外
部
に
外
化
、
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
そ
の
よ
う
な
本
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
し
て
き

た
。
と
こ
ろ
が
い
つ
か
ど
こ
か
で
、
こ
の
対
象
化
し
た
能
力
が
人
間
か
ら
独
立
し
て
自
律
化
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
人
間

と
は
疎
遠
と
な
り
、
人
間
か
ら
は
疎
外
さ
れ
た
神
聖
に
し
て
不
可
侵
な
権
威
と
な
り
、
そ
れ
を
造
り
出
し
た
本
来
の
主
体
で
あ
る
人

間
を
逆
に
支
配
す
る
と
い
う
倒
錯
的
主
体
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
、
そ
れ
が
神
で
あ
り
、
神
の
能
力
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以

上
の
こ
と
を
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
初
め
て
赤
裸
々
な
ま
で
に
明
ら
か
と
し
、
暴
露
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
発
明
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
発
見
す
る
こ
と
・
『
現
存
在
を
暴
露
す
る
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こ
と
』
が
私
の
唯
一
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
正�

し�

く�

見�

る�

こ�

と�

が
私
の
唯
一
の
努
力
だ
っ
た
の
で
あ（
１４
）

る
」
と
。
現
存
在
の
背

後
に
潜
む
真
実
、
真
理
を
正
し
く
み
る
こ
と
と
そ
の
結
果
を
暴
露
す
る
こ
と
だ
け
が
、「
お
か
し
難
い
真�

理�

愛�

と
決
然
と
し
た
性
格

と
を
も
っ
て
い
る
学（
１５
）

者
」
で
あ
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
唯
一
意
図
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
試
み
は
、
単
な
る
「
事
実
の
確
定
」
と
い
う
無
害
な
企
図
で
終
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
私
は
本
書
に
よ
っ
て
神

や
世
間
の
感
情
を
害
し（
１６
）

た
」
の
で
あ
り
、「
私
は
こ
の
大
胆
不
敵
さ
の
結
果
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち

―
―
と
く
に
神
学
者
た
ち
―
―
の
の
ろ
い
の
ま
と
と
な
っ
た
の
で
あ（
１７
）

る
」。
即
ち
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』

は
、
宗
教
や
道
徳
の
世
界
か
ら
の
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
に
言
え
ば
、
事
実
判
断
の
領
域
に
で
は
な
く
て
、
価
値
判
断
の
次
元
に
属
す
る

陣
営
か
ら
の
猛
攻
撃
、
総
批
判
、
道
徳
的
憤
怒
を
あ
び
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
勢
力
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
言
わ
せ

る
と
夢
の
な
か
に
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
夢
の
な
か
で
は
実
際
の
事
物
を
現
実
性
と
必
然
性
と
の
光
の
な
か
で
見
る
の
で
は
な
く

て
、
想�

像�

と�

恣�

意�

と
が
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
人
を
迷
わ
す
仮�

象�

の
な
か
で
見（
１８
）

る
」
の
で
あ
る
。

事
態
を
「
正
し
く
見
る
」
の
で
は
な
く
て
、「
想
像
」
と
「
恣
意
」
と
「
仮
象
」
と
い
う
幻
想
の
な
か
で
思
考
す
る
側
か
ら
な
さ

れ
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
対
す
る
批
判
と
、
そ
れ
に
対
し
て
彼
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
応
酬
と
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
事
実
判

断
の
世
界
か
ら
越
境
し
て
価
値
判
断
の
領
域
に
入
り
込
ん
だ
が
ゆ
え
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
反
対
で
あ
っ
て
、
価
値
判
断

の
領
域
に
属
し
、
そ
こ
に
利
害
を
有
す
る
陣
営
が
そ
こ
か
ら
越
境
し
て
、
事
実
判
断
の
次
元
に
留
ま
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
総
攻

撃
を
加
え
て
き
た
か
ら
こ
そ
生
じ
て
き
た
批
判
と
反
批
判
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

価
値
判
断
の
領
域
に
属
し
、
そ
こ
に
利
害
を
有
す
る
勢
力
か
ら
こ
う
い
う
批
判
を
加
え
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

は
事
実
判
断
の
次
元
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
よ
う
な
陣
営
に
反
対
す
る
と
い
う
党
派
的
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
事
実
判
断
が
価
値
判
断
に
転
化
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
一
方
的
に
主
張
す
る
が
、
価
値
判
断
の
次
元

に
属
す
る
陣
営
が
、
事
実
判
断
に
留
ま
る
次
元
へ
と
越
境
し
て
き
て
、
こ
の
領
域
に
含
ま
れ
る
諸
成
果
に
総
攻
撃
を
加
え
て
く
る
こ

と
の
不
当
さ
に
対
し
て
は
、
黙
し
て
何
事
も
述
べ
は
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
地
動
説
を
主
張
し
た
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
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に
対
す
る
宗
教
裁
判
、
進
化
論
を
唱
え
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
対
す
る
そ
れ
等
々
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
の
に
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
神
聖
な
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
を
暴
露
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
観
念
論
を
否
定
し
、
従
っ
て

当
時
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
も
断
固
と
し
て
批
判
し
て
唯
物
論
を
堂
々
と
主
張
し
た
こ
と
も
加
わ
っ
て
、
彼

は
ア
カ
デ
ミ
ー
の
世
界
か
ら
永
久
に
追
放
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
現
存
在
の
背
後
に
潜
む
真
理
を
発
見
す
る
こ
と
と
、
現
実
を
正
し
く
見
る
こ
と
だ
け
を
意
図
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
を
抹
殺
し
て
し
ま
っ
た
社
会
を
、
彼
は
端
的
に
「
仮�

象�

と�

幻�

想�

の
時
代
で
あ
る
現（
１９
）

代
」
と
特
徴
づ
け
て
糾
弾
し
て
い
る
。
続

け
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
見�

せ�

か�

け�

は
現
代
の
本�

質�

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
政
治
も
見
せ
か
け
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
道

徳
も
見
せ
か
け
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
も
見
せ
か
け
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
学
問
も
見
せ
か
け
で
あ
る
。
今
は
、
真�

理�

を
語
る

も
の
は
厚�

顔�

で
あ
り
、『
不
作
法
』
で
あ
り
、『
不
作
法
』
な
も
の
は
不�

道�

徳�

で
あ
る
。
真�

理�

は
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
と
っ
て
は
不�

道�

徳�

で
あ
（
２０
）

る
」、「
気
転
が
き
か
な
い
中�

途�

半�

端�

は
道�

徳�

的�

で
あ
る
が
、
し
か
し
自
己
自
身
を
確
信
し
て
い
る
徹�

底�

性�

は
不�

道�

徳�

で
あ

る
。
怠�

慢�

な�

矛�

盾�

は
道�

徳�

的�

で
あ
る
が
、
し
か
し
整�

合�

性�

と�

い�

う�

厳�

格�

な�

態�

度�

は
不�

道�

徳�

で
あ
る
。
凡�

庸�

な�

人�

間�

は
何
事
に
も
始�

末�

を�

つ�

け�

ず�

ま
た
ど
こ
で
も
根�

本�

に
ま
で
立
ち
入
ら
な
い
た
め
に
道
徳
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
天
才
は
自
分
の
問
題
を
片�

付�

け�

徹�

底�

的�

に�

究�

明�

す�

る�

た
め
に
不�

道�

徳�

で
あ
る
。
か
ん
た
ん
に
い
え
ば
道�

徳�

的�

な
の
は
た
だ
虚
偽
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
虚
偽
は

真�

理�

の�

害�

悪�

―
―
ま
た
は
今
は
こ
れ
と
同
一
で
あ
る
が
害�

悪�

の�

真�

理�

―
―
を
回
避
し
且
つ
か
く
す
か
ら
で
あ（
２１
）

る
」、「
現
代
に
と
っ

て
は
神�

聖�

な
の
は
た
だ
幻�

想�

だ
け
で
あ
っ
て
、
真
理
は
�
神
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
、
現
代
人
の
眼
の
な
か
で
は
、

ち
ょ
う
ど
真
理
が
へ
り
幻
想
が
ふ
え
る
に
比
例
し
て
、
神
聖
さ
が
高
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
現
代
人
に
と
っ
て
は
最�

高�

度�

の�

幻�

想�

は
ま
た
最�

高�

度�

の�

神�

聖�

さ�

で
も
あ
る
の
で
あ（
２２
）

る
」
等
々
と
。

見
せ
か
け
、
不
道
徳
が
道
徳
的
と
な
り
、
幻
想
、
仮
象
、
虚
偽
が
真
理
と
し
て
支
配
し
て
い
る
転
倒
し
た
世
界
に
対
し
て
は
、
真

理
を
求
め
る
科
学
は
批
判
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
こ
う
い
う
転
倒
し
た
世
界
に
こ
そ
利
害
を
有
す
る
陣
営

が
、
真
理
を
発
見
し
た
科
学
に
対
し
て
総
攻
撃
を
し
か
け
て
く
る
か
ら
こ
そ
、
よ
け
い
に
こ
の
よ
う
な
世
界
に
対
し
て
、
科
学
は
批
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判
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

（
１
）

K
arl

M
arx,

D
as
K
apital,

M
arx

E
ngels

W
erke,

B
d.23,

S.559,

『
資
本
論
』
第
一
巻
ｂ
、
新
日
本
出
版
社
版
、
九
一
五
頁
。

（
２
）

E
bd.,

W
erke,

B
d.25,

S.827,

同
書
第
三
巻
ｂ
、
一
四
三
八
頁
。

（
３
）

E
bd.,

W
erke,

B
d.23,

S.562,

同
書
第
一
巻
ｂ
、
九
一
九
頁
。

（
４
）

E
bd.,

W
erke,

B
d.23,

S.562,

同
書
第
一
巻
ｂ
、
九
二
〇
頁
。

（
５
）

E
bd.,

W
erke,

B
d.23,

S.564,

同
書
第
一
巻
ｂ
、
九
二
四
頁
。

（
６
）

E
bd.,

W
erke,

B
d.25,

S.830,

同
書
第
三
巻
ｂ
、
一
四
四
五
頁
。

（
７
）

E
bd.,

W
erke,

B
d.25,

S.838,

同
書
第
三
巻
ｂ
、
一
四
五
八
〜
一
四
五
九
頁
。

（
８
）

E
bd.,

W
erke,

B
d.23,

S.558,

同
書
第
一
巻
ｂ
、
九
一
五
頁
。

（
９
）

E
bd.,

W
erke,

B
d.23,

S.568,

同
書
第
一
巻
ｂ
、
九
二
九
〜
九
三
〇
頁
。

（
１０
）
マ
ル
ク
ス
／
エ
ン
ゲ
ル
ス
、『﹇
新
訳
﹈
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』、
服
部
文
男
監
訳
、
新
日
本
出
版
社
、
一
一
三
頁
。

（
１１
）

M
ax
W
eber,

W
issenschaft

als
B
eruf,

W
L
,
S.599,

『
職
業
と
し
て
の
学
問
』、
尾
高
邦
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
四
三
〜
四
四
頁
。

（
１２
）

M
ax

W
eber,

W
irtschaft

und
G
esellschaft,

5
A
uflage,

1976,
J.C
.B
.M
ohr,

S.48,

「
経
済
行
為
の
社
会
学
的
基
礎
範
疇
」、
富
永

健
一
訳
、『
世
界
の
名
著
』
五
〇
、
中
央
公
論
社
、
三
三
七
頁
。

（
１３
）

E
bd.,

S.48,

同
書
、
三
三
八
頁
。

（
１４
）
ル
ー
ド
ウ
ィ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
上
、
船
山
信
一
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
七
頁
。

（
１５
）
同
書
、
二
〇
頁
。

（
１６
）
同
書
、
一
六
頁
。

（
１７
）
同
書
、
一
七
頁
。

（
１８
）
同
書
、
三
三
頁
。

（
１９
）
同
書
、
三
四
頁
。

（
２０
）
同
書
、
一
八
頁
。
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（
２１
）
同
書
、
一
九
頁
。

（
２２
）
同
書
、
三
三
頁
。

三

安
易
な
現
実
把
握
は
こ
の
現
実
に
対
す
る
無
批
判
的
肯
定
と
い
う
価
値
判
断
へ
と
転
化
す
る

安
易
な
現
実
把
握
は
、
あ
る
い
は
誤
っ
た
そ
れ
は
、
こ
の
現
実
を
無
批
判
的
に
肯
定
す
る
と
い
う
価
値
判
断
へ
と
容
易
に
転
化
し

て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
の
第
三
巻
第
四
八
章
に
お
い
て
「
三
位
一
体
的
定
式
」
と
名
称
し

た
見
地
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。「
三
位
一
体
的
定
式
」（trinitarische

Form
el

）
と
は
、
Ａ
・
ス

ミ
ス
に
よ
っ
て
初
め
て
主
張
さ
れ
、
一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
俗
流
経
済
学
者
で
あ
る
Ｊ
・
Ｂ
・
セ
イ
に
よ
っ
て
明

瞭
に
確
定
さ
れ
た
定
式
の
こ
と
で
あ
る
。

資
本
主
義
経
済
の
代
表
的
な
所
得
の
諸
形
態
と
し
て
、
労
賃
、
利
潤
（
企
業
者
利
得
＋
利
子
）、
そ
し
て
地
代
が
あ
る
。
そ
の
上

で
前
章
で
確
認
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
労
賃
は
労
働
の
価
格
で
あ
り
、
し
か
も
労
賃
は
、
賃
労
働
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
労
働
の
全

て
に
対
し
て
支
払
わ
れ
て
い
る
と
日
常
生
活
の
意
識
で
は
看
做
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
労
働
は
労
賃
の
源
泉
で
あ
り
、
し
か
も
労
賃

だ
け
の
源
泉
で
あ
る
と
看
做
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
利
潤
（
企
業
者
利
得
＋
利
子
）
と
地
代
と
い
う
所
得
諸
形
態
は
、
労
働
と

は
全
く
異
な
る
別
の
源
泉
を
そ
れ
ぞ
れ
が
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
れ
ら
を
資
本
な
ら
び
に
大
地
で
あ
る
と
捉
え
か
つ
看

做
す
立
場
、
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
「
三
位
一
体
的
定
式
」
と
よ
ば
れ
た
見
地
で
あ
る
。
こ
の
定
式
が
容
易
に
資
本
主
義
経
済

を
肯
定
す
る
こ
と
に
通
ず
る
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
資
本
主
義
経
済
を
生
産
の
永
遠
自
然
の
絶
対
的
形
態
と
ま
で
看
做
し
て
し
ま
う
側
面

が
あ
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
く
前
に
、
次
の
問
題
だ
け
は
前
も
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
定
式
で
は
、
商
品
の
価
値
は
労
賃
と
利
潤
と
地
代
の
価
値
額
を
合
計
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
不
変
資
本
の

価
値
部
分
が
脱
落
し
て
い
る
。
現
代
の
企
業
は
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
部
門
、
即
ち
不
変
資
本
部
分
に
多
大
の
費
用
を
か
け
て
い
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る
。
今
日
、
原
子
力
発
電
所
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
と
、
一
基
あ
た
り
四
〇
〇
〇
億
円
前
後
の
建
設
費
が
必
要
で
あ
る
。「
三
位
一

体
的
定
式
」
で
は
、
こ
の
費
用
部
分
を
回
収
す
る
価
値
部
分
が
商
品
価
値
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
が
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ

ス
以
来
の
全
経
済
学
を
貫
い
て
い
る
ば
か
げ
た
ド
グ
（
１
）

マ
」
な
の
で
あ
る
。「
三
位
一
体
的
定
式
」
の
こ
の
深
刻
な
問
題
性
を
前
も
っ

て
確
認
し
て
お
い
た
上
で
、
そ
の
別
の
問
題
、
即
ち
事
実
判
断
に
従
事
し
て
い
る
だ
け
な
の
に
、
安
易
な
事
実
判
断
は
容
易
に
価
値

判
断
へ
と
転
化
す
る
と
い
う
、
こ
の
定
式
が
有
す
る
別
の
問
題
性
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
資
本－

利
子
、
大
地－

地
代
、
労
働－

労
賃
と
い
う
定
式
に
お
い
て
、
資
本
、
大
地
、

労
働
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
産
物
・
果
実
と
し
て
の
利
子
（
利
潤
で
は
な
く
）、
地
代
、
労
賃
の
源
泉
と
し
て
現
れ
る
。
前
者
は
根
拠
、

後
者
は
帰
結
、
前
者
は
原
因
、
後
者
は
結
果
で
あ（
２
）

る
」
と
。
資
本
、
大
地
、
労
働
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
所
得
、
即
ち
利
子
、

地
代
、
労
賃
の
原
因
、
根
拠
と
看
做
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
何
の
関
係
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
い
る
。

そ
こ
で
ま
ず
「
労
働－

労
賃
」
と
い
う
対
応
関
係
か
ら
検
討
を
し
て
み
よ
う
。
こ
の
対
応
関
係
で
は
、
労
働
「
な
る
も
の
」
が
現

れ
て
い
る
が
、
労
働
「
な
る
も
の
」
と
は
抽
象
の
産
物
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
現
実
に
行
な
わ
れ
て
い
る
労
働
は
賦
役
農
民
の

労
働
で
あ
り
、
奴
隷
の
労
働
で
あ
り
、
賃
労
働
者
の
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
労
働
が
受
け
取
る
こ
の
歴
史
的
・
社
会
的
形
態
規
定

性
―
―
こ
の
形
態
規
定
性
は
歴
史
と
社
会
が
異
な
る
に
つ
れ
て
変
化
す
る
―
―
が
全
く
捨
象
さ
れ
て
、
こ
の
抽
象
の
ど
ん
づ
ま
り

で
あ
る
労
働
「
な
る
も
の
」
が
と
り
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
抽
象
の
ど
ん
づ
ま
り
で
あ
る
労
働
「
な
る
も
の
」
が
労
賃
を
生
み
出
し
、
そ
の
源
泉
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
労
賃
と
は
、
近
代
の
賃
労
働
者
が
受
け
取
る
と
こ
ろ
の
、
近
代
資
本
主
義
経
済
に
独
自
で
固
有
な
労
働
元
本
な
の
で
あ
る
。
労
働

は
そ
の
抽
象
的
形
態
に
お
い
て
は
、
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
社
会
で
も
、
そ
こ
に
お
け
る
労
働
過
程
で
行
な
わ
れ

ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
労
働
過
程
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
可
欠
な
生
産
諸
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
種
の
労
働
に
、
近
代

資
本
主
義
経
済
に
独
自
な
労
働
元
本
で
あ
る
労
賃
が
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
近
代
資
本
主
義
経
済
に
独
自
な
労
働
元
本
で
あ
る
労
賃
が
、
い
つ
の
時
代
、
ど
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
も
存
在
し
て
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い
る
こ
と
に
な
る
し
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
労
働
そ
の
も
の
は
そ
の
抽
象
性
に
お
い
て
は
い
つ
の
時
代
、
ど

の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
の
種
の
労
働
に
労
賃
が
対
応
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
資
本
主
義
経
済
は
い
つ
の
時
代
、
ど
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
し
、
今
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
そ
の
こ
と
か
ら
、
資
本
主
義
経
済
は
生
産
の
人
為
的
形
態
の
反
対
で
あ
っ
て
、
不
自
然
で
は
な
い
生

産
の
絶
対
的
に
し
て
永
遠
自
然
の
形
態
で
あ
る
と
い
う
評
価
的
結
論
さ
え
も
が
容
易
に
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

次
に
資
本－
利
子
の
対
応
関
係
の
検
討
へ
と
移
る
。
こ
の
対
応
関
係
で
は
、
利
潤
は
事
実
と
し
て
企
業
者
利
得
と
利
子
と
へ
と
分

裂
し
て
お
り
、
企
業
者
利
得
は
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
的
に
表
現
す
れ
ば
、「
創
造
的
破
壊
」（C

reative
D
estruction

）
に
成
功
し
て
、

画
期
的
な
新
機
軸
を
樹
立
し
た
企
業
者
へ
の
特
別
の
労
賃
と
し
て
現
象
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
資
本
に
は
、
そ
の
所
得
と
し
て
は
利

子
だ
け
が
対
応
し
て
い
る
と
看
做
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
対
応
関
係
に
お
け
る
資
本
と
は
、
一
定
額
の
貨
幣
で
示
さ
れ
た
特
定
の
量
の
価
値
額
の
こ
と
で
あ
り
、
利
子
も
価
値
の
一
形

態
で
あ
っ
て
、
両
者
と
も
特
定
量
の
価
値
で
あ
る
。
従
っ
て
両
者
は
同
じ
く
価
値
で
あ
っ
て
通
約
可
能
で
あ
り
、
こ
の
面
に
お
い
て

は
不
合
理
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
四
は
五
で
は
な
く
、
一
〇
〇
タ
ー
レ
ル
が
自
動
的
に
一
一
〇
タ
ー
レ
ル
に
な
る
な
ど
と
い
う
こ

と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
単
な
る
価
値
、
貨
幣
の
一
定
量
が
、
自
己
の
価
値
総
額
を
越
え
る
利
子
と
い
う
所
得
を
造
り

出
す
と
い
う
幽
玄
な
能
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
こ
の
対
応
関
係
は
い
か
に
し
て
も
不
合
理
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
俗
流
経
済
学
が
資
本－

利
潤
の
対
応
関
係
よ
り
も
、
資
本－

利
子
の
そ
れ
を
好
む
理
由
を
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
論
じ

て
い
る
。「
ま
さ
に
資
本－

利
子
と
い
う
形
態
で
は
、
い
っ
さ
い
の
媒
介
が
な
く
な
っ
て
お
り
、
資
本
は
、
そ
の
も
っ
と
も
一
般
的

な
、
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
そ
れ
自
身
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
、
不
合
理
な
定
式
に
還
元
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
俗
流

経
済
学
は
、
資
本－

利
潤
と
い
う
定
式
よ
り
も
、
あ
る
価
値
が
自
分
自
身
と
等
し
く
な
い
と
い
う
摩
訶
不
思
議
な
性
質
を
も
つ
資

本－

利
子
と
い
う
定
式
を
好
む
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
資
本－

利
潤
と
い
う
定
式
の
場
合
に
は
、
い
ま
や
現
実
の
資
本
関
係
に
接

近
す
る
か
ら
で
あ（
３
）

る
」
と
。
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「
彼
特
有
の
科
学
的
公
平
さ
と
真
理（
４
）

愛
」
と
を
有
し
て
お
り
、
古
典
派
経
済
学
の
理
論
的
頂
点
を
極
め
た
リ
カ
ー
ド
ウ
が
行
な
っ

た
よ
う
に
、
利
子
を
利
潤
に
還
元
し
、
地
代
を
超
過
利
潤
に
、
従
っ
て
結
局
は
利
潤
に
還
元
し
、
次
に
利
潤
と
労
賃
と
の
背
反
関
係

を
見
抜
い
て
利
潤
を
剰
余
価
値
へ
と
還
元
し
、
そ
の
上
で
今
度
は
マ
ル
ク
ス
が
な
し
た
よ
う
に
、
こ
の
剰
余
価
値
は
資
本
の
直
接
的

生
産
過
程
に
お
い
て
賃
労
働
者
が
行
な
っ
て
い
る
剰
余
労
働
に
よ
っ
て
、
従
っ
て
搾
取
に
属
す
る
労
働
に
よ
っ
て
造
り
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
明
る
み
に
だ
す
こ
と
は
、
単
に
事
柄
の
真
相
を
解
明
し
、
根
底
に
お
い
て
事
態
の
真
理
を
確
定
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
。

し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
資
本
家
階
級
と
剰
余
価
値
の
一
部
分
を
所
得
と
し
て
分
割
的
に
取
得
し
て
い
る
諸
階
級
に
と
っ
て
は
痛
憤
事

で
あ
り
、
恐
怖
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
を
単
に
解
明
し
た
に
す
ぎ
な
い
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
に
対
し
て
、
神
聖
に
し
て
不
可
侵
な
も
の
を
冒
�
し
た
と
し
て
、
宗
教
界
に
属
し
、
そ
こ
に
利
害
を
有
す
る
陣
営
か
ら
な

さ
れ
た
総
攻
撃
と
総
批
判
と
同
じ
で
あ
る
。

彼
ら
に
と
っ
て
は
、
科
学
に
よ
っ
て
事
態
の
真
相
、
真
実
を
洞
察
し
て
そ
の
結
果
を
理
論
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、

こ
の
事
態
を
隠
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
真
相
の
逆
の
状
態
、
逆
立
ち
し
た
事
態
を
示
し
て
い
る
、
社
会
の
表
面
に
お
い
て
支
配
的

な
表
象
で
あ
る
資
本－

利
子
と
い
う
対
応
関
係
に
留
ま
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、「
こ
の
定
式
は
、
同
時
に
支
配
的
諸
階
級
の
利
益
に
も
一
致
す
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
定
式
は
、
支
配
的
諸
階
級
の

所
得
の
諸
源
泉
の
自
然
必
然
性
と
永
遠
の
正
当
性
と
を
宣
言
し
、
一
つ
の
ド
グ
マ
に
高
め
る
も
の
だ
か
ら
で
あ（
５
）

る
」。

そ
れ
に
し
て
も
、
資
本－

利
子
と
い
う
対
応
関
係
は
い
か
に
も
不
合
理
な
の
で
あ
る
。
俗
流
経
済
学
が
こ
の
定
式
に
ど
れ
ほ
ど
居

心
地
の
良
さ
を
感
じ
る
と
し
て
も
。
四
は
五
で
は
な
く
、
一
〇
〇
タ
ー
レ
ル
が
一
一
〇
タ
ー
レ
ル
に
な
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り

え
な
い
と
い
う
こ
と
は
既
に
言
及
し
て
お
い
た
。
従
っ
て
資
本
と
看
做
さ
れ
た
単
な
る
価
値
、
貨
幣
額
が
、
自
己
の
価
値
額
を
上
回

る
一
定
量
の
価
値
額
を
利
子
と
し
て
産
出
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
借
手

が
貸
手
か
ら
一
定
額
の
貨
幣
を
借
り
、
こ
の
貨
幣
を
事
業
に
用
い
、
こ
の
事
業
に
よ
っ
て
利
潤
を
産
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、

こ
の
利
潤
の
一
部
が
貸
手
に
対
し
て
利
子
と
し
て
手
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
事
柄
の
真
相
で
あ
り
、
事
態
が
進
行
し
て
い
く
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順
序
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
資
本－

利
子
と
い
う
対
応
関
係
は
、
そ
の
前
の
姿
で
あ
る
資
本－

利
潤
の
そ
れ
に
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

そ
こ
で
資
本－

利
潤
と
い
う
こ
の
対
応
関
係
を
検
討
し
て
い
こ
う
。
三
位
一
体
的
定
式
は
、
こ
の
対
応
関
係
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
資
本
を
「
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
」
と
し
て
捉
え
看
做
す
。
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
と
い
う
質
料
的
要
素
は
、
労
働
（
用
役
）、

土
地
（
用
役
）
と
同
様
に
、
い
か
な
る
時
代
、
ど
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
自
然
と
人
間
と
の
間

の
質
料
変
換
過
程
で
あ
る
労
働
過
程
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
不
可
欠
な
生
産
諸
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
超
歴
史
的
な
、
そ
の
意

味
で
自
然
的
な
要
素
で
あ
る
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
が
、
封
建
的
体
制
や
奴
隷
制
的
生
産
と
は
顕
著
に
異
な
る
生
産
の
一
時
代
を
画

す
る
、
そ
れ
ゆ
え
資
本
主
義
的
生
産
の
独
自
に
歴
史
的
、
社
会
的
規
定
性
を
示
す
資
本
と
看
做
さ
れ
、
そ
れ
と
同
等
視
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
超
歴
史
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
自
然
的
な
要
素
と
、
独
自
に
歴
史
的
・
社
会
的
な
規
定
性
と
の
混
同
と
癒
着
と
が
生
じ
て
き

て
い
る
。

そ
の
上
に
こ
の
対
応
関
係
で
は
、
左
辺
の
資
本
と
右
辺
の
利
潤
と
が
通
約
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
左
辺
の
資
本
と
は
生
産
さ

れ
た
生
産
手
段
と
看
做
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
機
械
、
原
材
料
、
工
場
等
々
か
ら
な
る
生
産
諸
要
素
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
独
自
の

使
用
価
値
を
も
ち
、
特
有
の
用
途
を
有
す
る
質
料
的
、
素
材
的
要
素
で
は
あ
っ
て
も
、
価
値
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
右
辺
の
利
潤

は
価
値
の
一
形
態
、
一
定
量
で
あ
る
。
価
値
と
は
、
商
品
資
本
制
社
会
に
お
い
て
社
会
的
労
働
と
し
て
通
用
す
る
抽
象
的
人
間
労
働

の
対
象
化
さ
れ
た
一
定
量
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
素
材
的
、
質
料
的
要
素
、
い
わ
ん
や
使
用
価
値
と
は
何
の
関
係
も
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
に
通
約
で
き
な
い
二
つ
の
も
の
が
、
前
者
が
後
者
を
産
出
す
る
原
因
で
あ
り
源
泉
で
あ
る
と
し

て
、
通
訳
可
能
な
同
等
の
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
資
本－

利
潤
と
い
う
対
応
関
係
も
、
資
本－

利
子
と
い
う
そ
れ
に
劣
る
こ
と
の
な
い
不
合
理
さ
を
内
包
し
て
い
る

が
、
前
者
の
問
題
、
つ
ま
り
こ
の
対
応
関
係
は
超
歴
史
的
、
自
然
的
要
素
と
、
独
自
な
歴
史
的
、
社
会
的
性
格
を
示
す
歴
史
的
、
社

会
的
形
態
規
定
性
と
を
混
同
し
、
あ
る
い
は
両
者
を
癒
着
し
て
捉
え
る
と
い
う
問
題
性
の
方
を
主
要
に
取
り
上
げ
、
こ
の
側
面
を
検
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討
し
て
い
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
側
面
こ
そ
が
、
安
易
な
現
実
把
握
は
、
こ
の
現
実
に
対
す
る
無
批
判
的
肯
定
と
い
う
価
値

判
断
へ
と
容
易
に
転
化
す
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
資
本
、
大
地
、
労
働
！
し
か
し
資
本
は
、
物�

で�

は�

な�

く�

、
一
定
の
、
社
会
的
な
、
一

定
の
歴
史
的
な
社
会
構
成
体
に
属
す
る
生
産
関
係
で
あ
り
、
こ
の
生�

産�

関�

係�

が
、
一
つ
の
物
に
み
ず
か
ら
を
表
わ
し
、
特
殊
的
な
社

会
的
一
性
格
を
こ
の
物
に
与
え
る
の
で
あ
る
。
資
本
は
、
物
質
的
な
、
生
産
さ
れ
た
生
産
諸
手
段
の
総
計
で
は
な
い
。
資
本
と
は
、

資
本
に
転
化
さ
れ
た
生
産
諸
手
段
で
あ
り
、
生
産
諸
手
段
自
体
が
資
本
で
は
な
い
の
は
、
金
な
い
し
銀
自
体
が
貨
幣
で
な
い
の
と
同

じ
で
あ（
６
）

る
」
と
。

生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
は
、
既
に
何
度
も
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
質
料
的
、
素
材
的
形
態
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
社

会
、
い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
自
然
と
人
間
と
の
間
の
質
料
変
換
過
程
で
あ
る
労
働
過
程
を
構

成
す
る
不
可
欠
の
生
産
諸
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
超
歴
史
的
な
、
そ
の
意
味
で
自
然
的
な
質
料
的
要
素
の
上
に
、
資
本
主
義
経

済
で
は
、
こ
の
経
済
に
の
み
独
自
な
「
資
本
」
と
い
う
、
た
だ
し
「
不
変
資
本
」
と
い
う
経
済
的
形
態
規
定
性
が
付
与
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
労
働
に
つ
い
て
み
た
と
き
と
同
様
で
あ
る
。
労
働
そ
れ
自
体
は
、
労
働
過
程
を
構
成
す
る
不
可
欠
な
生
産
諸

要
素
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
労
働
そ
れ
自
体
と
は
一
つ
の
抽
象
で
あ
っ
て
、
現
実
の
労
働
は
奴
隷
労
働
、
賦
役
労
働
、
賃
労
働
と
い

う
具
合
に
、
労
働
と
い
う
質
料
的
、
素
材
的
要
素
に
、
そ
の
時
代
、
そ
の
社
会
に
独
自
な
固
有
の
経
済
的
形
態
規
定
性
が
付
与
さ
れ

た
二
重
物
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
資
本
主
義
的
生
産
過
程
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
す
べ
て
の
生
産
過
程
と
同
様
に
、

一
定
の
物
質
的
諸
条
件
の
も
と
で
行
な
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
諸
条
件
は
、
同
時
に
、
諸
個
人
が
彼
ら
の
生
活
の
再
生
産
過

程
で
取
り
結
ぶ
一
定
の
社
会
的
諸
関
係
の
担�

い�

手�

で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
条
件
は
、
こ
の
諸
関
係
と
同
じ
く
、
資
本
主
義
的
生
産

過
程
の
、
一
方
で
は
前
提
で
あ
り
、
他
方
で
は
結
果
で
あ
り
創
造
物
で
あ（
７
）

る
」
と
。
物
質
的
生
産
諸
条
件
、
つ
ま
り
労
働
（
用
役
）、

土
地
（
用
役
）、
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
か
ら
な
る
生
産
諸
要
素
は
、
い
か
な
る
時
代
、
ど
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
も
必
要
で
あ
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り
不
可
欠
で
あ
る
生
産
諸
条
件
な
の
で
あ
る
。
こ
の
物
質
的
生
産
諸
条
件
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
一
定
の
社
会
的
諸
関
係
の
担
い
手
で

あ
る
」
と
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、
社
会
的
諸
関
係
、
経
済
的
形
態
規
定
性
を
そ
の
上
に
担
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
担
い
手
の

な
い
形
式
、
形
態
規
定
性
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
社
会
的
諸
関
係
、
経
済
的
形
態
規
定
性
の
方
は
、

時
代
が
変
わ
り
、
社
会
が
異
な
っ
て
く
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
し
て
変
化
し
て
い
く
。
つ
ま
り
具
体
的
社
会
の
、
特
定
の
歴
史
段
階
に

属
す
る
独
自
の
社
会
の
経
済
構
造
を
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
こ
の
超
歴
史
的
な
物
質
的
、
質
料
的
生
産
諸
条
件
に
、
そ
の
社

会
、
そ
の
時
代
に
独
自
で
固
有
な
経
済
的
形
態
規
定
性
を
加
え
て
、
こ
の
二
重
の
規
定
の
媒
介
的
統
一
と
し
て
、
個
々
の
物
質
的
生

産
諸
条
件
を
考
察
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

対
象
を
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
特
性
を
全
く
異
に
す
る
二
つ
の
規
定
の
媒
介
的
統
一
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
見
地
は
、
何
か
特
別
の

考
察
の
仕
方
で
は
な
い
。
そ
れ
は
は
る
か
に
昔
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
対
象
を
質
料
と
形
相
（eidos

）
と
の
媒
介
的
統
一
と
し

て
掴
ま
え
る
べ
き
だ
と
提
唱
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
そ
の
『
大
論
理
学
』
の
根
拠
論
に
お
い
て
、
本
質
と
形
式

（Form

）、
質
料
と
形
式
、
内
容
と
形
式
と
の
媒
介
的
統
一
と
し
て
根
拠
を
捉
え
て
い
く
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
も『
資

本
論
』
の
い
た
る
所
に
お
い
て
、
対
象
を
超
歴
史
的
な
質
料
的
要
素
と
歴
史
的
な
経
済
的
形
態
規
定
性
（Form

bestim
m
ung

）
と

の
媒
介
的
統
一
と
し
て
掴
ま
え
て
い
た
。
現
実
の
資
本
の
生
産
過
程
は
、
労
働
過
程
と
価
値
増
殖
過
程
と
の
媒
介
的
統
一
と
し
て
。

商
品
は
、
使
用
価
値
と
価
値
と
の
媒
介
的
統
一
と
し
て
。
前
者
は
超
歴
史
的
な
質
料
的
要
素
で
あ
り
、
後
者
は
独
自
に
歴
史
的
な
経

済
的
形
態
規
定
性
で
あ
る
。

価
値
は
、
具
体
的
有
用
労
働
と
共
に
労
働
の
永
遠
自
然
の
一
側
面
で
あ
る
抽
象
的
人
間
労
働
と
、
こ
の
労
働
が
商
品
資
本
制
社
会

で
は
社
会
的
労
働
と
い
う
性
格
を
獲
得
し
、
従
っ
て
そ
れ
は
そ
の
同
等
量
に
お
い
て
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
、

商
品
資
本
制
社
会
に
お
い
て
人
と
人
と
を
結
び
つ
け
る
社
会
関
係
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
労
働
が
商
品
に
対
象
化

さ
れ
て
い
る
と
い
う
諸
規
定
と
の
媒
介
的
統
一
に
お
い
て
掴
ま
え
ら
れ
る
。
前
者
は
価
値
の
実
体
で
あ
り
、
後
者
は
価
値
の
形
態
規

定
性
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
規
定
の
媒
介
的
統
一
が
価
値
の
概
念
で
あ
る
。
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従
っ
て
こ
の
よ
う
な
対
象
の
把
握
の
仕
方
は
何
も
特
別
な
も
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ

て
き
た
分
析
的
方
法
な
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
こ
の
方
法
の
独
自
性
は
次
の
点
に
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
対
象
を
超
歴
史
的
な
自

然
的
要
素
と
歴
史
的
・
社
会
的
形
態
規
定
性
と
に
分
離
し
、
そ
の
各
々
の
何
で
あ
る
か
を
明
白
に
確
定
し
た
上
で
、
こ
の
超
歴
史
的

な
質
料
的
・
自
然
的
要
素
を
基
体
（Substrat

）
と
し
て
、
担
い
手
と
し
て
、
そ
の
上
に
歴
史
的
・
社
会
的
形
態
規
定
性
を
加
え
、

両
者
を
単
純
に
綜
合
し
て
当
の
歴
史
的
対
象
の
概
念
に
到
達
す
る
と
い
う
点
に
。

歴
史
的
な
も
の
を
歴
史
的
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
的
な
も
の
に
歴
史
的
な
も
の
だ
け
を
見
出
す
の
で
は
な
く
て
、
超
歴

史
的
な
自
然
的
要
素
を
ま
ず
も
っ
て
押
さ
え
、
そ
れ
に
歴
史
的
・
社
会
的
形
態
規
定
性
を
加
え
て
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
異
な
る
規

定
性
を
綜
合
し
て
、
め
ざ
す
歴
史
的
対
象
の
概
念
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
見
田
石
介
氏
は
、『
資
本
論
の

方
法
』
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
商
品
を
生
産
物
一
般
の
絶�

対�

的�

形�

態�

と
考
え
て
、
資
本
制
的
生
産
を
生
産
の
絶�

対�

的�

形�

態�

と
み
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
も
の
を
分
離
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
商
品
を
生
産
物
の
一
つ
の
歴�

史�

的�

形�

態�

と
み
、
資
本
制
的
生
産
を

生
産
の
一
つ
の
歴�

史�

的�

形�

態�

と
み
る
と
い
う
の
は
、
二
つ
を
分
離
し
、
前
者
か
ら
後
者
に
上
昇
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
対

象
の
歴
史
的
把
握
の
条
件
は
、
歴
史
的
な
も
の
の
う
ち
に
歴
史
的
な
も
の
だ
け
を
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
超
歴
史
的
な
も
の
を

み
る
こ
と
で
あ（
８
）

る
」
と
。

と
こ
ろ
が
三
位
一
体
的
定
式
に
お
け
る
資
本－
利
潤
と
い
う
対
応
関
係
に
お
い
て
は
、
ど
の
社
会
、
い
か
な
る
歴
史
段
階
に
お
い

て
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
要
不
可
欠
な
生
産
諸
要
素
の
一
つ
で
あ
る
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
が
、
そ
の
質
料
的
・
素
材
的
形
態
の

ま
ま
で
、
資
本
と
看
做
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
質
料
的
・
素
材
的
要
素
と
、
独
自
な
社
会
段
階
、
生
産
の
特
有
な
歴
史
的
一
段
階
を

画
す
る
資
本
と
い
う
経
済
的
形
態
規
定
性
と
が
、
全
く
違
う
も
の
の
媒
介
的
統
一
と
し
て
で
は
な
く
て
、
こ
の
二
つ
の
異
質
な
規
定

性
が
癒
着
し
て
一
つ
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
癒
着
関
係
を
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
そ
れ
ら
の
生
産
手
段
は
、
そ
れ
自
体
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、

資
本
で
あ
る
。
資
本
と
は
、
そ
れ
ら
の
生
産
手
段
の
単
な
る
『
経
済
学
的
名
称
』
に
ほ
か
な
ら
な（
９
）

い
」、「
資
本
で
あ
る
こ
と
が
、
い
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ま
や
、
労
働
諸
手
段
の
自
然
的
形
態
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
純
粋
に
物
的
な
、
労
働
過
程
一
般
に
お
け
る
労
働
諸
手
段
の
機
能

か
ら
生
じ
る
性
格
と
し
て
現
わ
れ（
１０
）

る
」、「
一
定
の
歴
史
的
時
代
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
、
こ
れ
ら
の
労
働
条
件
の
社
会
的
性
格
は
、

そ
れ
ら
の
も
の
に
自
然
的
に
、
い
わ
ば
永
遠
の
昔
か
ら
、
生
産
過
程
の
諸
要
素
と
し
て
生
来
そ
な
わ
る
物
的
な
一
性
格
で
あ
（
１１
）

る
」

等
々
と
。

労
働
と
大
地
と
同
じ
よ
う
に
、
い
つ
の
時
代
、
ど
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
も
不
可
欠
な
、
労
働
過
程
を
構
成
し
て
い
る
生
産
諸

要
素
の
一
つ
で
あ
る
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
そ
れ
自
体
が
、
生
産
の
独
自
に
歴
史
的
・
社
会
的
形
態
規
定
性
を
な
す
資
本
と
看
做
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
両
者
を
癒
着
し
た
一
つ
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
と
は
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

用
い
て
生
産
す
る
体
制
で
あ
る
資
本
主
義
経
済
と
は
、
生
産
の
永
遠
自
然
の
絶
対
的
形
態
と
看
做
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
独
自
の
歴

史
性
と
相
対
性
と
は
完
全
に
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
資
本
主
義
経
済
は
、
他
に
代
替
さ
れ
る
こ
と
の

あ
り
え
な
い
生
産
の
絶
対
的
形
態
、
永
遠
の
形
態
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
不
自
然
で
は
な
い
、
人
為
的
で
も
な
い
、
生
産
の
自
然
的
で
理

性
的
形
態
と
さ
え
も
看
做
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
三
位
一
体
的
定
式
に
よ
る
事
実
の
確
定
は
、
資
本
主
義
経
済
を

一
方
的
に
肯
定
す
る
と
い
う
価
値
判
断
へ
と
い
と
も
容
易
に
転
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
点
で
次
の
こ
と
を
一
言
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
三
位
一
体
的
定
式
は
、
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
と
い
う
質
料
的
要
素
そ
れ

自
体
を
単
純
に
資
本
と
看
做
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
は
、
資
本
主
義
経
済
以
前
に
お
い
て
は
、
共
同
所
有

か
個
人
的
私
的
所
有
と
い
う
形
態
に
お
い
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
生
産
者
・
労
働
者
が
直
接
に
所
有
し
て
い
た
。
今
日
で
も
農
民
は

生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
を
自
ら
所
有
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
は
資
本
主
義
経
済
に
お
い
て
の
み
、
賃
労

働
者
た
ち
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
て
自
立
化
し
、
彼
ら
、
彼
女
ら
に
対
し
て
敵
対
的
で
疎
遠
な
物
的
生
産
条
件
と
い
う
形
態
に
お
い
て

存
在
し
て
い
る
。

資
本
主
義
経
済
に
お
い
て
は
、
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
に
投
下
さ
れ
た
資
本
部
分
に
は
「
不
変
資
本
」
と
い
う
経
済
的
形
態
規
定

性
が
、
賃
労
働
者
に
投
下
さ
れ
た
資
本
部
分
に
は
「
可
変
資
本
」
と
い
う
経
済
的
形
態
規
定
性
が
付
与
さ
れ
る
。
こ
の
両
資
本
形
態
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の
間
の
鋭
い
対
立
関
係
、
深
刻
な
矛
盾
関
係
は
、
資
本
の
蓄
積
過
程
の
進
行
と
共
に
、
利
潤
率
が
傾
向
的
に
低
落
し
て
い
く
と
共
に

顕
著
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
資
本
主
義
的
性
格
を
、
従
っ
て
一
定
の
時
代
に
の
み
独
自
な
社
会
的
性
格
を
付
与
さ
れ
て

い
る
こ
の
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
を
、
三
位
一
体
的
定
式
は
そ
の
ま
ま
、
労
働
諸
条
件
一
般
の
自
然
的
形
態
、
絶
対
的
形
態
と
い
う

意
味
で
の
資
本
と
看
做
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
労
働
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
労
働
諸
条
件
の
形
式
的
な
自
立
化
、
労
働
諸

条
件
が
賃
労
働
に
た
い
し
て
と
る
こ
の
自�

立�

化�

の�

特�

殊�

な�

形�

態�

は
、
物
と
し
て
の
、
物
質
的
生
産
諸
条
件
と
し
て
の
、
こ
れ
ら
の
労

働
条
件
と
不
可
分
な
一
属
性
で
あ
り
、
生
産
諸
要
素
と
し
て
の
こ
れ
ら
の
労
働
諸
条
件
に
必
然
的
に
そ
な
わ
る
、
内
在
的
に
根
づ
い

て
い
る
一
性
格
で
あ（
１２
）

る
」
と
。

そ
し
て
独
自
の
歴
史
的
段
階
に
の
み
、
特
有
の
社
会
形
態
に
の
み
妥
当
す
る
経
済
的
形
態
規
定
性
が
付
与
さ
れ
た
生
産
さ
れ
た
生

産
手
段
を
、
そ
の
ま
ま
癒
着
さ
せ
て
一
つ
の
も
の
と
看
做
し
、
こ
の
経
済
的
形
態
規
定
性
が
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
に
生
ま
れ
な
が

ら
に
属
す
る
物
的
性
格
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
の
見
解
が
発
生
し
て
く
る
根
拠
を
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
点
に
み
て
い
る
。「
資
本
が
賃

労
働
と
し
て
の
労
働
を
前
提
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
賃
労
働
と
し
て
の
労
働
か
ら
出
発
し
、
そ
の
結
果
、
労
働
一

般
と
賃
労
働
と
の
一
致
が
自
明
の
よ
う
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、
資
本
お
よ
び
独
占
さ
れ
た
大
地
が
、
労
働
一
般
に
た
い
し
て
、
労
働

諸
条
件
の
自
然
的
形
態
と
し
て
現
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
同
じ
く
明
ら
か
で
あ（
１３
）

る
」
と
。
労
働
と
賃
労
働
と
の
一
致
、

両
者
の
癒
着
が
、
三
位
一
体
的
定
式
が
生
じ
て
く
る
こ
と
の
端
初
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
私
は
、
本
章
に
お
い
て
三

位
一
体
的
定
式
の
対
応
関
係
を
、
労
働－

労
賃
の
そ
れ
か
ら
始
め
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
三
位
一
体
的
定
式
は
、
単
に
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
と
い
う
質
料
的
要
素
を
資
本
と
し
て
捉
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
こ
の
あ
る
が
ま
ま
の
、
独
自
な
生
産
体
制
と
し
て
の
こ
の
資
本
主
義
経
済
を
、
賃
労
働
者
に
疎
遠
で
敵
対
的
な
こ
の
資
本
主

義
経
済
を
、
そ
の
ま
ま
生
産
の
絶
対
的
形
態
、
生
産
の
永
遠
自
然
の
理
性
的
形
態
と
一
方
的
に
看
做
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。「
古
典
派
経
済
学
が
失
敗
し
、
欠
陥
を
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
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資
本
の
基
本
形
態
を
、
他
人
の
労
働
の
取
得
を
目
的
と
す
る
生
産
を
、
社
会
的
生
産
の
歴�

史�

的�

形�

態�

と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
自�

然�

形�

態�

と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
あ（
１４
）

る
」
と
。『
哲
学
の
貧
困
』
で
は
、
実
に
興
味
深
く
も
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
経
済
学

者
は
奇
妙
な
方
法
で
論
旨
を
展
開
す
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
二
種
類
の
制
度
が
、
人�

為�

の
制
度
と
自�

然�

の
制
度
と
が
、
存
在
す
る

に
す
ぎ
な
い
。
封
建
制
の
諸
制
度
は
人
為
的
制
度
で
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
諸
制
度
は
自
然
的
制
度
で
あ
る
。
…
…
現
在
の
諸

関
係
―
―
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
の
諸
関
係
―
―
は
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
学
者
た
ち
は
、
そ
れ

ら
の
関
係
こ
そ
、
自�

然�

の�

諸�

法�

則�

に
従
っ
て
富
が
創
造
さ
れ
、
生
産
諸
力
が
発
展
す
る
関
係
で
あ
る
、
と
了
解
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
関
係
そ
れ
自
体
が
、
時
代
の
影
響
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
自�

然�

法�

則�

な
の
で
あ
る
。
つ
ね
に
社
会
を
規
制
す
べ

き
永�

久�

的�

な�

諸
法
則
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
つ
て
は
歴
史
が
存
在
し
た
。
し
か
し
も
は
や
歴
史
は
存
在
し
な
い
。
か
つ
て
は

歴
史
が
存
在
し
た
と
い
う
の
は
、
封
建
制
の
諸
制
度
が
か
つ
て
存
在
し
た
し
、
こ
れ
ら
の
封
建
制
の
諸
制
度
の
な
か
に
は
、
ブ
ル

ジ
ョ
ア
社
会
の
生
産
諸
関
係
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
生
産
諸
関
係
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
経
済
学
者
た
ち
は
、

こ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
生
産
諸
関
係
を
自�

然�

的�

な�

も�

の�

、
し
た
が
っ
て
永�

久�

的�

な�

も�

の�

と
し
て
、
通
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ

（
１５
）

る
」
と
。

社
会
の
表
面
で
、
本
質
と
は
全
く
異
な
り
、
そ
れ
の
逆
立
ち
し
た
形
態
が
支
配
し
て
い
る
こ
の
次
元
で
安
易
に
事
実
を
確
定
す
る

と
、
三
位
一
体
的
定
式
に
典
型
的
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
資
本
主
義
経
済
の
絶
対
化
、
そ
の
理
性
化
と
自
然
化
と
い
う
、
一
方
的

に
資
本
主
義
経
済
を
肯
定
す
る
価
値
判
断
が
容
易
に
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
１
）

K
arl

M
arx,

D
as
K
apital,

M
arx

E
ngels

W
erke,

B
d.25,

SS.848~849,

『
資
本
論
』
�
ｂ
、
新
日
本
出
版
社
、
一
四
七
七
頁
。

（
２
）

E
bd.,

S.824,

同
訳
書
、
一
四
三
八
頁
。

（
３
）

E
bd.,

S.825~826,

同
訳
書
、
一
四
三
七
頁
。

（
４
）

E
bd.,

W
erke,

B
d.23,

S.462,

同
訳
書
�
ｂ
、
一
四
六
六
頁
。
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（
５
）

E
bd.,

W
erke,

B
d.25,

S.839,

同
訳
書
�
ｂ
、
一
四
六
〇
頁
。

（
６
）

E
bd.,

S.822~823,

同
訳
書
、
一
四
三
一
頁
。

（
７
）

E
bd.,

S.827,

同
訳
書
、
一
四
三
八
〜
一
四
三
九
頁
。

（
８
）
見
田
石
介
、『
資
本
論
の
方
法
』、『
見
田
石
介
著
作
集
』
第
四
巻
、
大
月
書
店
、
八
一
頁
。

（
９
）

K
arl

M
arx,

a.a.O
.,
B
d.25,

S.832,

同
訳
書
�
ｂ
、
一
四
四
八
頁
。

（
１０
）

E
bd.,

S.833,

同
訳
書
、
一
四
四
九
頁
。

（
１１
）

E
bd.,

S.833,

同
訳
書
、
一
四
五
〇
頁
。

（
１２
）

E
bd.,

S.833,
同
訳
書
、
一
四
五
〇
頁
。

（
１３
）

E
bd.,

S.833,
同
訳
書
、
一
四
四
九
頁
。

（
１４
）

K
arl

M
arx,

T
heorie

über
den

M
ehrw

ert,
W
erke,

B
d.26.3,

S.644,

『
剰
余
価
値
学
説
史
』�
、『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』、

六
四
五
頁
。

（
１５
）

K
arl

M
arx,

D
as
E
lend

der
Philosophie,

W
erke,

B
d.4,

SS.139~140,

『
哲
学
の
貧
困
』、『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
四
、

大
月
書
店
、
一
四
三
〜
一
四
四
頁
。

四

ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
と
で
は
「
当
為
」
は
現
実
に
内
在
し
て
い
る

科
学
は
現
に
存
在
し
て
い
る
事
実
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
を
の
み
研
究
対
象
と
し
、
お
よ
そ
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
も
の
、
実
在
し

て
い
な
い
も
の
は
研
究
対
象
と
は
し
な
い
、
い
な
研
究
対
象
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
見

田
石
介
氏
も
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
こ
の
よ
う
に
分
析
が
与
え
ら
れ
た
事
実
の
分
析
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
科

学
と
し
て
の
経
済
学
は
い
つ
で
も
与
え
ら
れ
た
事
実
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
『
概
念
』
や
定
義
や
仮
定
、
約
束
か

ら
出
発
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ（
１
）

る
」
と
。

と
こ
ろ
で
科
学
は
現
に
存
在
し
て
い
る
事
実
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
を
分
析
し
て
こ
の
事
実
を
確
定
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
事
実
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判
断
か
ら
は
「
か
く
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
当
為
に
か
か
わ
る
価
値
判
断
を
獲
得
す
る
こ
と
は
絶
対
に
出
来
な
い
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

よ
う
に
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
想
定
す
る
事
実
ま
た
は
現
実
の
な
か
に
は
当
為
は
含
ま
れ
て

は
い
な
い
、
事
実
ま
た
は
現
実
か
ら
当
為
が
全
面
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
科
学
は
い
か

に
事
実
を
分
析
し
、
事
実
を
確
定
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
事
実
判
断
か
ら
は
価
値
判
断
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
対
象
の
認
識
に
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
不
可
欠
の
思
惟
諸
規
定
の
ほ
と
ん
ど
全
て
を
詳
細
に
吟
味
し
た
、
そ
れ
も
批
判
的

に
検
討
を
加
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、「
当
為
」
と
い
う
思
惟
規
定
は
い
か
な
る
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
た
の
か
、
こ
の
こ
と
が
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
と
の
対
比
に
お
い
て
独
自
の
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
こ
の
側
面
に
関
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク

ス
と
の
間
に
継
承
関
係
が
有
る
の
か
無
い
の
か
、
こ
の
こ
と
も
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
第
四
章
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

と
の
対
比
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
当
為
」
と
い
う
思
惟
規
定
を
い
か
に
取
り
扱
っ
て
い
た
か
と
い
う
側
面
を
主
要
に
検
討
し
て

い
き
た
い
。

こ
の
よ
う
に
問
題
を
限
定
し
て
い
く
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
二
類
の
当
為
概
念
が
あ
る
こ
と
を
容
易
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
の
そ
れ
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
法
の
哲
学
』
で
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
こ
と
は
、
本
稿
の
序
文
に
お
い

て
既
に
紹
介
し
て
お
い
た
。「
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
のdas

w
as
ist

を
概
念
に
お
い
て
把
握
す
るbegreifen

の
が
、
哲
学
の
課

題
で
あ
る
。
…
…
何
ら
か
の
哲
学
が
そ
の
現
在
の
世
界
を
超
え
出
る
の
だ
と
思
う
の
は
、
あ
る
個
人
が
そ
の
時
代
を
飛
び
越
し
、
ロ

ド
ス
島
を
飛
び
越
え
て
外
へ
出
る
の
だ
と
妄
想
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
お
ろ
か
で
あ
る
。
そ
の
個
人
の
理
論
が
実
際
に
そ
の
時

代
を
越
え
出
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
彼
が
一
つ
の
あ�

る�

べ�

き�

世�

界�
W
elt

w
ie
sie

sein
soll

を
し
つ
ら
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
あ
る

べ
き
世
界
は
な
る
ほ
ど
存
在
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
た
ん
に
彼
が
思
う
と
こ
ろ
の
な
か
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
ど
ん
な

好
き
勝
手
な
こ
と
で
も
想
像
で
き
る
柔
軟
で
、
軟
弱
な
境
域
の
う
ち
に
し
か
存
在
し
て
い
な（
２
）

い
」
と
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、『
小
論
理
学
』
で
も
全
く
同
様
に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
し
か
し
特
に
理
念
と
現
実
と
を
切
り
は
な
す
こ

と
を
好
む
の
は
、
悟
性
的
な
考
え
方
を
す
る
人
々
で
あ
っ
て
、
か
れ
ら
は
悟
性
が
作
り
出
し
た
非
現
実
的
な
抽
象
物
を
真
実
な
も
の
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と
考
え
、
彼
ら
が
政
治
の
領
域
に
お
い
て
さ
え
特
に
好
ん
で
押
し
つ
け
た
が
る
ゾ�

レ�

ン�

（Sollen

）
を
得
意
に
な
っ
て
ふ
り
ま
わ
し

て
い
る
。
ま
る
で
世
界
が
、
そ
れ
が
ど
う
あ
る
べ
き
で
ど
う
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
かw

ie
sie

sein
soll,

aber
nicht

sei

を
知
る

た
め
に
、
か
れ
ら
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ（
３
）

る
」、「
経
験
論
の
う
ち
に
は
、
真
実
の
も
の
は
現
実
の
う
ち
に
あ
り
、
か
つ
知
覚

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
偉
大
な
原
理
が
あ
る
。
こ
の
原
理
は
ゾ
レ
ン
（Sollen

）
と
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

反
省
は
ゾ
レ
ン
を
持
ち
出
し
て
大
き
な
顔
を
し
、
彼�

岸�

に
よ
っ
て
目
の
前
の
現
実
を
蔑
視
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
こ
の
彼
岸
な
る
も

の
は
主�

観�

的�

な�

悟�

性�

の�

う�

ち�

に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
経
験
論
と
同
じ
く
哲
学
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
も
のdas,

w
as
ist

を
認
識
す
る
の
で
あ
っ
て
、
単�

に�

あ�

る�

べ�

き�

も�

の�

、
し
た
が
っ
て
存�

在�

し�

な�

い�

も�

の�

w
as
nur

sein
soll

und
som

it
nicht

da
ist

は
哲
学
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な（
４
）

い
」
等
々
と
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
れ
ら
の
指
摘
の
な
か
に
で
て
く
る
「
有
る
べ
き
も
の
」、
つ
ま
り
当
為
を
主
張
し
て
い
る
研
究
者
は
、
現
に
必
然

性
を
も
っ
て
現
存
在
し
て
い
る
こ
の
世
界
、
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
現
実
を
飛
び
越
え
て
、
有
り
も
し
な
け
れ
ば
、
現
存

在
も
し
て
い
な
い
空
想
の
世
界
へ
と
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
空
想
的
事
態
を
対
象
と
し
て
「
有
る
べ
き
も

の
」（das,

w
as
sein

soll

）
と
い
う
当
為
が
措
定
さ
れ
、
そ
れ
が
い
ま
「
有
る
も
の
」（das,

w
as
ist

）
の
価
値
基
準
と
さ
れ
、
い

ま
「
有
る
も
の
」
は
当
為
と
し
て
の
、
理
想
と
し
て
の
「
有
る
べ
き
も
の
」
と
一
致
す
る
よ
う
に
変
革
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
類
の
当
為
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
た
こ
と
は
、
本
稿
の
序
文
に
お
い
て
既
に
確
認

し
て
お
い
た
。
第
一
に
、
こ
の
種
の
当
為
は
有
り
も
し
な
い
空
想
的
事
態
を
対
象
と
し
て
措
定
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か

ら
、
そ
れ
は
空
理
・
空
論
・
妄
想
で
し
か
な
い
と
。
第
二
に
、
空
想
的
事
態
が
必
然
性
を
も
っ
て
現
存
在
し
て
い
る
現
実
性
の
、
あ

る
べ
き
理
想
の
状
態
を
指
し
示
す
価
値
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
は
、
こ
の
類
の
当
為
を
主
張
す
る
者
は
、
必

然
的
事
態
と
し
て
の
現
実
性
に
比
し
て
、
空
想
的
事
態
を
決
定
的
に
重
視
す
る
と
い
う
深
刻
な
ま
で
の
倒
錯
的
事
態
に
陥
っ
て
い
る

と
。
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
小
論
理
学
』
に
お
い
て
、
力
強
く
も
「
哲
学
が
取
り
扱
う
の
は
、
現
実W

irklichkeit

以
外
の
な
に
も
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の
で
も
な（
５
）

い
」
と
主
張
し
て
、
こ
の
現
実
を
飛
び
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
断
固
と
し
て
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
以
上

よ
り
、
こ
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
「
当
為
」
が
、
一
方
で
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
な
か
に
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
ヘ
ー

ゲ
ル
は
心
か
ら
軽
蔑
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
が
当
為
を
こ
の
よ
う
な
意
味
で
捉
え
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
実

な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
当
為
と
は
全
く
異
な
り
、
そ
れ
と
は
正
反
対
の
意
義
を
付
与
さ
れ
て
い
る
当

為
を
も
他
方
で
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
を
最
も
鮮
明
に
洞
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
彼
の
『
大
論
理
学
』
第
一
巻

有
論
の
第
一
篇
質
の
第
二
章
、
定
有
（D

asein

）
の
箇
所
で
あ
る
。

こ
の
定
有
の
章
で
は
、
質
、
ま
た
は
質
的
規
定
性
が
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
質
を
異
に
す
る
「
或
る

も
の
」（E

tw
as

）
と
「
他
の
も
の
」（A

nderes

）
と
を
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
検
討
を
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
質
的
に
も
の
ご

と
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
に
は
二
段
階
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
段
階
の
差
異
に
よ
っ
て
、
或

る
も
の
と
他
の
も
の
と
の
性
格
は
全
く
異
な
っ
て
く
る
。

第
一
段
階
は
認
識
の
低
い
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
或
る
も
の
と
他
の
も
の
と
が
比
較
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
に
は

他
の
も
の
は
特
定
の
他
の
も
の
で
は
な
く
て
、
ど
の
よ
う
な
他
の
も
の
で
も
よ
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
比
較
に
よ
っ
て
或
る
も

の
に
は
あ
っ
て
他
の
も
の
に
は
無
く
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
或
る
も
の
を
他
の
も
の
か
ら
鋭
く
区
別
し
、
際
立
た
せ
る
規
定
、
こ
れ
を

取
り
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
或
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
洞
察
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
対
象
を
質
的
に
捉

え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
或
る
も
の
を
他
の
も
の
か
ら
鋭
く
区
別
し
て
際
立
た
せ
る
規
定
、
こ
れ
が
質
的
規
定
な
の
で
あ

る
。つ

い
で
に
こ
こ
で
、
次
の
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
前
章
で
形
態
規
定
性
に
言
及
し
て
お
い
た
が
、
そ
れ
は
対
象
を
質
料

な
い
し
実
体
と
、
そ
れ
を
担
い
手
と
し
て
そ
の
上
に
形
式
、
形
態
を
付
与
し
て
、
対
象
を
こ
の
二
重
の
異
な
る
規
定
の
媒
介
的
統
一

に
お
い
て
捉
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
質
的
規
定
性
は
こ
の
形
態
規
定
性
と
は
異
な
っ
て
、
基
体
と
し
て
の
質
料
的
要
素
が
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無
く
、
あ
る
い
は
質
料
と
形
式
と
が
一
つ
に
癒
着
し
て
い
て
規
定
が
一
重
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
質
的
規
定
性
は
媒
介
性
の
対
極
で

あ
っ
て
、
直
接
的
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
有
論
は
、
媒
介
的
認
識
の
反
対
で
あ
る
直
接
的
認
識
に
属
す
る
思
惟
諸
規
定

を
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、
質
と
い
う
規
定
性
が
有
論
に
含
め
ら
れ
て
い
る
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
。

問
題
は
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
独
自
な
当
為
が
登
場
し
て
く
る
の
は
、
質
的
認
識
の
第
二
段
階
で
あ
る
。
こ
の
第
二
段
階
と
は
次

の
も
の
で
あ
る
。
或
る
も
の
に
対
立
す
る
他
の
も
の
一
般
と
い
う
の
は
漠
然
と
し
て
い
る
。
或
る
も
の
は
鋭
く
限
定
さ
れ
て
存
在
し

て
い
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に
独
自
な
限
界
を
も
ち
、
そ
の
限
界
の
内
部
で
或
る
も
の
は
或
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
限
界
を
越
え
る

と
或
る
も
の
は
否
定
さ
れ
て
、
こ
の
限
界
の
彼
岸
に
は
他
の
も
の
一
般
で
は
な
く
て
、
こ
の
或
る
も
の
に
固
有
の
他
者
、
自
己
自
身

の
他
者
が
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
或
る
も
の
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
す
ぐ
に

他
の
も
の
を
思
い
つ
く
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
或
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
も
の
も
ま
た
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し

か
も
他
の
も
の
と
は
単
に
そ
う
し
た
も
の
で
は
な
く
、
或
る
も
の
は
他
の
も
の
な
し
に
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
或
る
も
の
は
即
自
的
に
そ�

れ�

自�

身�

の�

他�

者�

で
あ
り
、
或
る
も
の
の
限
界
は
他
の
も
の
に
お
い
て
客
観
的
と
な（
６
）

る
」
と
。
即
ち
或

る
も
の
に
は
、
こ
の
或
る
も
の
に
固
有
の
他
者
、
自
己
自
身
の
他
者
が
対
峙
し
、
両
者
の
間
に
は
限
界
が
あ
り
、
こ
の
限
界
を
隔
て

て
両
者
は
相
互
に
鋭
く
否
定
し
あ
う
こ
と
に
な
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
段
階
に
あ
る
或
る
も
の
ま
た
は
他
の
も
の
を
、
矛
盾
物
と
し
て
捉
え
る
。
或
る
も
の
が
矛
盾
物
だ
と
い
う
こ
と

は
、
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
即
ち
或
る
も
の
は
特
定
の
質
に
お
い
て
実
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
肯
定
的
に
存
在
し
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
て
、
限
界
に
よ
っ
て
他
の
も
の
で
は
な
い
も
の
と
し
て
限
定
さ
れ
て
お
り
、
否
定
的
に
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
或
る
も
の
は
、
肯
定
、
否
定
の
二
契
機
を
内
部
に
含
み
、
そ
の
意
味
で
矛
盾
物
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

場
合
の
否
定
的
契
機
と
は
、
或
る
も
の
は
自
己
の
肯
定
的
定
在
を
否
定
し
て
、
自
己
に
固
有
の
他
者
へ
と
移
行
す
る
可
能
性
、
そ
う

い
う
衝
動
を
自
分
の
な
か
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
或
る
も
の
を
或
る
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
規
定
と
い
う
側
面
か
ら
眺
め
た
と
き
に
は
、
こ
の
肯
定
的
規
定
が
前
面
に
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現
れ
て
く
る
が
、
限
界
を
も
っ
と
詳
細
に
考
察
し
て
み
る
と
、
事
態
は
全
く
異
な
っ
て
く
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。
こ
の
こ
と
を

ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
或
る
も
の
は
、
自
分
を
自
分
と
分
離
し
、
自
分
を
越
え
て
そ
の
非
有
（
自
己
に
固
有
の

他
者
の
こ
と－

引
用
者
）
を
志
向
す
る
も
の
と
な
り
、
こ
の
非
有
を
自
分
の
有
と
称
し
て
、
そ
れ
に
移
行Ü

bergehen

す
る
こ
と
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ（
７
）

る
」
と
。
従
っ
て
或
る
も
の
は
「
或
る
も
の
が
そ
こ
に
内
在
的
に
あ
る
そ
の
限
界
の
な
か
に
あ
っ
て
、
不
安

定
な
相
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
い
い
か
え
る
と
、
或
る
も
の
が
、
自
分
自
身
を
越
え
よ
う
と
す
る
矛�

盾�

で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ（
８
）

る
」
と
続
け
て
も
い
る
。

即
ち
或
る
も
の
は
、
他
の
も
の
と
質
的
に
分
離
さ
れ
、
他
の
も
の
と
の
質
的
断
絶
の
な
か
で
固
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。

或
る
も
の
は
矛
盾
物
で
も
あ
っ
て
、
こ
の
矛
盾
に
促
さ
れ
て
自
己
に
固
有
の
他
者
を
自
己
の
あ�

る�

べ�

き�

本
来
の
姿
と
看
做
し
て
、
そ

れ
へ
と
移
行
し
、
転
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
衝
動
を
そ
れ
自
体
の
な
か
に
内
在
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
つ
て
ど
の
研
究
者
、
哲
学
者
が
、
か
く
も
素
晴
ら
し
く
画
期
的
な
見
解
を
主
張
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
驚
天
動
地
な
ま
で

に
瞠
目
す
べ
き
見
解
な
の
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
主
張
の
真
意
は
次
の
点
に
あ
る
。
自
己
を
狭
く
限
定
し
て
い
る
限
界
に
窮
屈
さ

を
覚
え
、
こ
の
限
界
の
彼
岸
こ
そ
実
は
自
分
の
本
来
の
あ�

る�

べ�

き�

姿
だ
と
い
う
衝
動
に
か
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
と
き
に
は
こ

の
限
界
は
突
破
の
対
象
と
な
り
、
限
界
を
克
服
す
る
こ
と
が
最
大
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
自
己
を
狭
き
領
域
へ
と
限
定

し
、
狭
隘
さ
を
実
感
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
突
破
の
衝
動
を
強
く
自
覚
さ
せ
る
限
界
の
こ
と
を
特
別
に
「
制
限
」Schranke

と
よ
ん
で
、

自
覚
さ
れ
ず
、
そ
こ
に
安
住
す
る
こ
と
を
許
す
限
界G

renze

か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
区
別
す
る
。
と
同
時
に
、
限
界
が
制
限
と
し
て
自

覚
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
限
界
は
突
破
さ
れ
た
に
等
し
い
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
指
摘
し
て
い
る
。
鋭
く
自
覚
さ
れ
た
限
界
の
突
破
と
い
う

一
点
に
、
全
精
力
を
集
中
す
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
問
題
の
明
晰
な
自
覚
は
、
そ
の
解
決
に
等
し
い
。
問
題
が
解
決
し
な
い

の
で
は
な
く
て
、
何
が
問
題
か
が
判
ら
な
い
か
ら
、
右
往
左
往
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

或
る
も
の
の
な
か
に
あ
っ
て
、
自
分
の
真
相
は
実
は
限
界
の
彼
岸
に
あ
る
自
己
に
固
有
の
他
の
も
の
だ
と
自
覚
さ
せ
、
従
っ
て
或

る
も
の
に
自
己
の
限
界
を
越
え
て
自
己
に
固
有
の
他
者
へ
と
移
行
し
、
転
化
す
る
こ
と
を
迫
り
促
す
或
る
も
の
の
こ
の
契
機
、
即
ち
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或
る
も
の
の
な
か
の
否
定
的
モ
メ
ン
ト
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
当
為
」
と
し
て
捉
え
る
。「
即
ち
限
界
は
一
般
に
或
る
も
の
と
他
の
も
の

と
両
者
の
共
有
物
で
あ
る
が
、
ま
た
規
定
そ
の
も
の
と
し
て
の
即
自
有
の
規
定
性
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
即
自
有
は
、
即
自

有
と
区
別
さ
れ
て
も
い
る
自
分
の
限
界
、
即
ち
制
限
と
し
て
の
自
分
に
た
い
す
る
否
定
的
関
係
と
し
て
、
当�

為�

（Sollen

）
で
あ

（
９
）

る
」
と
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
二
つ
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
当
為
は
現
実
に
内
在
し
て
お

り
、
こ
の
点
で
要
請
倫
理
学
と
し
て
の
カ
ン
ト
哲
学
に
特
有
な
、
宙
空
高
く
漂
う
だ
け
の
空
虚
な
当
為
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
当
為
は
現
実
に
内
在
し
て
い
て
、
或
る
も
の
の
な
か
に
あ
っ
て
、
或
る
も
の
を
或
る
も
の

た
ら
し
め
て
い
る
肯
定
的
な
即
自
有
と
は
異
な
っ
て
、
或
る
も
の
の
な
か
で
実
は
自
分
は
他
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る

も
う
一
つ
の
即
自
有
、
こ
れ
が
当
為
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
当
為
に
促
さ
れ
て
、
或
る
も
の
は
自
己
の
制
限
性
を
突
破
し
て
、

自
己
に
固
有
の
他
者
、
自
己
自
身
の
他
者
へ
と
移
行
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
弁
証
法
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
現
実
を
科
学
的
に
洞
察
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
現
実
を
肯
定
す
る
即
自
有
を
把
握
す
る
こ
と

で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
を
否
定
す
る
い
ま
一
つ
の
即
自
有
を
掴
ま
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
後
者
の
即
自
有
の
洞
察
、
即
ち
そ
れ

に
つ
い
て
の
事
実
判
断
は
、
こ
の
現
実
は
い
か
に
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
方
向
に
進
む
べ
き
で
あ
る
か

に
関
す
る
価
値
判
断
へ
と
通
じ
て
い
る
し
、
事
実
判
断
は
単
に
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
て
、
価
値
判
断
へ
と
転
化
し
て
い
く
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
既
に
紹
介
し
て
お
い
た
こ
と
だ
が
、『
精
神
現
象
学
』
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
の
で
あ

る
。「
最
も
容
易
な
の
は
、
実
質
の
あ
る
堅
固
な
も
の
を
批
評
す
るbeurteilen

こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
も
困
難
な
の
は
、
か
か
る

も
の
を
把
握
す
るfassen

こ
と
で
あ
り
、
最
も
困
難
な
の
は
、
批
評
と
把
握
と
を
結
合
し
て
、
か
か
る
も
の
の
叙
述
を
生
み
出
す
こ

と
で
あ（
１０
）

る
」
と
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
最
も
困
難
な
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
現
実
を
死
ん
だ
事
態
と
し
て
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
生
成

し
、
移
行
し
、
転
化
し
、
発
展
し
つ
つ
あ
る
事
態
、
総
じ
て
運
動
の
な
か
に
あ
る
生
き
た
事
態
と
し
て
洞
察
す
れ
ば
、
こ
の
現
実
に

対
す
る
事
実
判
断
と
価
値
判
断
と
は
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
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確
認
し
て
お
く
べ
き
第
二
の
重
要
な
論
点
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
或
る
も
の
ま
た
は
他
の
も
の
を
矛
盾
物
と
看
做

し
て
い
た
。
或
る
も
の
が
矛
盾
物
だ
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
或
る
も
の
は
自
分
の
い
ま
の
定
在
を
肯
定
す

る
即
自
有
、
本
質
を
内
包
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
自
己
の
こ
の
肯
定
的
存
在
を
否
定
し
て
、
自
己
に
固
有
の
他
者
、
自
己
自
身
の

他
者
こ
そ
が
自
己
の
あ
る
べ
き
本
来
の
姿
だ
と
看
做
し
て
、
そ
れ
へ
と
移
行
し
転
化
し
て
い
く
こ
と
を
強
く
迫
り
、
促
す
い
ま
一
つ

の
即
自
有
、
ま
た
は
本
質
を
も
内
包
し
て
お
り
、
或
る
も
の
の
な
か
で
こ
の
二
つ
の
即
自
有
、
二
つ
の
本
質
が
鋭
く
対
立
し
て
お

り
、
相
互
に
他
者
を
或
る
も
の
か
ら
排
斥
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
後
者
の
即
自
有
、
ま
た
は
本
質

が
或
る
も
の
の
当
為
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
点
で
は
カ
ン
ト
と
は
正
反
対
に
、
当
為
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
現
実
に
内
在
し
て

い
る
こ
と
は
既
に
確
認
し
て
お
い
た
。

以
上
よ
り
矛
盾
と
は
、
鋭
く
対
立
す
る
二
つ
の
即
自
有
、
二
つ
の
本
質
が
或
る
も
の
の
な
か
に
同
時
に
併
存
し
て
い
て
、
或
る
も

の
の
現
在
の
定
在
を
肯
定
す
る
一
方
で
、
そ
れ
を
否
定
し
て
、
或
る
も
の
に
固
有
の
他
者
に
な
ろ
う
と
す
る
も
の
、
そ
う
い
う
緊
張

に
満
ち
た
事
態
な
の
だ
。
そ
の
上
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
矛
盾
を
『
大
論
理
学
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
。「
矛
盾
は
し
か

し
、
あ
ら
ゆ
る
運
動
と
生
命
性
と
の
根
源
で
あ
る
。
あ
る
も
の
は
そ
れ
自
身
の
内
部
に
矛
盾
を
も
つ
限
り
に
お
い
て
の
み
運
動
す
る

の
で
あ
り
、
衝
動
性
と
活
動
性
と
を
有
す
る
の
で
あ（
１１
）

る
」、「
矛
盾
は
単
に
外
的
反
省
の
な
か
に
あ
る
の
み
で
は
な
く
、
む
し
ろ
事
物

そ
の
も
の
の
な
か
に
も
存
在
し
て
い
る
。
…
…
矛
盾
は
し
か
し
な
が
ら
単
に
、
こ
こ
な
ら
び
に
あ
そ
こ
に
た
ま
た
ま
現
れ
る
と
い
っ

た
異
常
性
と
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
本
質
的
規
定
の
な
か
に
あ
る
否
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
否
定
的
な
も
の
の
記

述
の
な
か
に
し
か
存
在
し
な
い
あ
ら
ゆ
る
自
己
運
動
の
原
理
で
あ（
１２
）

る
」
等
々
と
。

即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
矛
盾
は
思
惟
作
用
の
な
か
に
あ
る
だ
け
の
主
観
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
事
柄
そ
の
も
の
の
な
か
に
内
在
し

て
お
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
客
観
的
に
実
在
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
さ
ら
に
、
矛
盾
は
た
ま
た

ま
こ
こ
ま
た
は
あ
そ
こ
に
現
れ
て
く
る
異
常
な
事
態
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
広
く
遍
在
し
て
お
り
、
加
え
て
事
柄
は
そ
れ
を
内
包
し

て
い
る
が
ゆ
え
に
、
衝
動
性
と
活
動
性
と
を
有
し
、
生
き
た
生
動
的
事
態
と
し
て
自
己
運
動
を
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
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ゲ
ル
は
矛
盾
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
に
お
い
て
は
当
為
は
現
実
に
内
在
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ

れ
は
い
た
る
所
に
遍
在
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
も
矛
盾
の
客
観
的
存
在
と
そ
の
遍
在
性
と
を
容
認
し
、
加
え
て
資
本
主
義
経
済
と
い
う
客
観
的
事
態
を
、
矛
盾
を
原
動

力
と
す
る
自
己
運
動
の
過
程
に
あ
る
生
き
た
事
態
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
だ
か
ら
、
彼
は
先
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
を
積
極
的
に
継
承

し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
も
、
当
為
は
現
実
に
内
在
し
て
お
り
、
加
え
て
遍
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
も
、
事
実
判
断
と
は
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
価
値
判
断
へ
と
通
じ
て
い
る

し
、
価
値
判
断
へ
と
転
化
し
て
い
く
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
小
論
理
学
』
に
お
い
て
、「
本
質
は
現�

象�

し�

な�

け�

れ�

ば�

な�

ら�

な�

い�

。
本
質
が
自
己
の
う
ち
で
反
照
す
る
と
は
、
自

己
を
直
接
態
へ
揚
棄
す
る
こ
と
で
あ
（
１３
）

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
本
質
は
現
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
、
力
強
く
も
断
固
と
し
て
、
当
為
の
形
式
に
お
い
て
言
明
し
て
い
る
こ
の
主
張
に
注
目
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
質
を
認
識
不
能
な
物
自
体
だ
と
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
看
做
す
の
は
誤
謬
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
質
は
科
学
的
に
洞
察
し
え

る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
こ
の
本
質
を
現
象
す
る
こ
と
の
な
い
本
質
、
偶
有
ま
た
は
現
象
の
根
底
に
お
い
て
静
か
に
横
た
わ
り

続
け
る
だ
け
の
本
質
、
即
ち
実
体
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
実
体
に
つ
い
て
は
、
見
田
石
介
氏
が
次
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。「
実
体
は
本
質
で
は
あ
る
が
、
主
体
に
対
立
す
る
本
質
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
自
ら
運
動
し
、
他
を
産
出
す
る
の

で
は
な
く
、
ま
た
い
っ
さ
い
の
形
態
を
た
ん
な
る
偶
有
性
に
、
た
ん
な
る
自
己
の
実
例
に
ひ
き
落
と
し
、
形
態
を
も
た
ぬ
も
の
、
あ

る
い
は
形
態
に
外
的
な
も
の
で
あ（
１４
）

る
」
と
。
即
ち
実
体
と
は
本
質
で
は
あ
る
が
、
自
ら
運
動
し
て
自
己
の
形
態
を
も
含
む
他
の
も
の

を
産
出
す
る
こ
と
の
な
い
本
質
、
現
象
し
て
く
る
こ
と
の
な
い
本
質
、
現
象
の
背
後
に
お
い
て
静
か
に
横
た
わ
り
続
け
る
だ
け
の
本

質
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
実
体
と
し
て
の
本
質
に
留
ま
っ
て
い
た
の
が
、
哲
学
者
で
は
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
り
、
経
済
学
者
で

は
Ｄ
・
リ
カ
ー
ド
ウ
で
あ
っ
た
。

本
質
に
はD

ing
an
sich

のan
sich

、
即
ち
即
自
と
い
う
意
味
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
潜
在
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
可
能
的
事
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態
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
潜
在
状
態
が
顕
在
化
し
、
可
能
的
事
態
が
実
現
し
て
現
実
的
事
態
と
な
ら
な
い
と
、
こ
の
本
質
は
何

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
判
ら
な
い
の
で
あ
る
。
外
面
に
現
れ
出
た
も
の
だ
け
が
、
ま
た
内
面
と
し
て
の
本
質
で
も
あ
っ

て
、
外
面
に
現
れ
出
て
こ
な
い
よ
う
な
内
面
と
い
う
も
の
は
、
そ
も
そ
も
内
面
に
も
潜
在
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

確
か
に
本
質
が
現
象
し
て
く
る
場
合
に
は
、
本
稿
の
第
二
章
、
第
三
章
で
言
及
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
現
象
は
本
質
と
は
全
く
異

な
り
、
そ
の
「
逆
立
ち
し
た
形（
１５
）

態
」、「
魔
法
に
か
け
ら
れ
、
さ
か
さ
ま
に
さ
れ
、
逆
立
ち
さ
せ
ら
れ
た
形
（
１６
）

態
」、
即
ち
仮
承
と
し
て

現
象
し
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
マ
ル
ク
ス
は
、「
事
物
の
現
象
形
態
と
本
質
と
が
直
接
に
一
致
す
る
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る

科
学
は
余
計
な
も
の
で
あ
ろ（
１７
）

う
」
と
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
は
、
即
自
と
し
て
潜
在
状
態
に
あ
る
本
質

は
現
象
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
が
何
で
あ
る
か
を
実
証
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
本
質
は
現
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
は
当
為
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
当
為
は
本
質
の
な
か
に
内
在
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
本
質
概
念
を
「
動
い
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
実
体
、
す
な
わ
ち
主（
１８
）

体
」
と
し
て
、
つ
ま
り
実
体
か
ら
主
体
へ
と
根
本
的
に

転
換
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
は
こ
れ
ま
で
に
い
た
る
所
で
言
及
し
て
き
た
の
で
、
今
回
は
そ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
論
及
す
る

こ
と
は
割
愛
す
る（
１９
）

が
、
そ
の
こ
と
は
普
遍
概
念
の
転
換
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
即
ち
普
遍
と
特
殊
と
の
間
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が

指
摘
す
る
「
非
合
理
の
断（
２０
）

絶
」（hiatus

irrationalis
）
が
介
在
し
て
い
る
「
抽
象
的
普
遍
」
か
ら
、
普
遍
自
身
の
内
部
に
、
そ
れ
の

即
自
と
し
て
の
諸
々
の
特
殊
が
観
念
的
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
「
具
体
的
普
遍
」
へ
の
転
換
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
普
遍
の
な
か
に

含
蓄
さ
れ
て
い
る
諸
々
の
特
殊
、
こ
れ
ら
が
当
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
当
為
に
促
さ
れ
て
普
遍
は
自
己
反
撥
し
て
、
自
己
の
外
部
に
特

殊
を
措
定
し
て
い
き
、
か
つ
ま
た
そ
れ
へ
と
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

当
為
と
価
値
判
断
と
に
関
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
お
い
て
第
三
に
注
目
を
し
た
い
箇
所
は
、
そ
の
第
三
巻＝

概
念
論
の
第
一

篇＝

主
観
性
の
第
二
章＝

判
断
の
Ｄ＝

「
概
念
の
判
断
」
で
あ
る
。

本
稿
の
序
文
に
お
い
て
既
に
紹
介
し
て
お
い
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
「
概
念
の
判
断
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
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論
じ
て
い
る
こ
と
を
、
何
は
さ
て
お
い
て
も
ま
ず
も
っ
て
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
あ
る

対
象
、
行
為
等
々
が
善
い
か
悪
い
か
、
真
実
で
あ
る
か
そ
う
で
は
な
い
か
、
美
し
い
か
そ
う
で
は
な
い
か
等
々
と
い
う
判
断
が
は
じ

め
て
判
断
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
或
る
人
が
『
こ
の
ば
ら
は
赤
い
』、『
こ
の
絵
は
赤
い
、
緑
で
あ
る
、
ほ
こ
り
だ
ら
け

で
あ
る
』
等
々
の
よ
う
な
肯
定
判
断
や
否
定
判
断
を
く
だ
し
う
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
人
に
判
断
力
が
あ
る
と
は
言
わ
な
い
で
あ

ろ（
２１
）

う
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
こ
の
ば
ら
は
赤
い
」
と
か
、「
こ
の
絵
は
赤
い
、
緑
で
あ
る
」
と
い
っ
た
自
明
で
平
凡
な
事
実
判
断
に
留
ま
り
続
け
る

だ
け
の
人
間
に
は
判
断
力
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
逆
に
あ
る
対
象
、
あ
る
行
為
等
々
が
善
い
か
悪
い
か
、
真
実
か
そ
う
で

は
な
い
か
、
美
し
い
か
否
か
と
い
う
類
の
判
断
、
即
ち
価
値
判
断
こ
そ
が
初
め
て
判
断
の
名
に
値
す
る
と
、
日
常
生
活
に
お
い
て
さ

え
も
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
判
断
は
事
実
に
、
そ
れ
に
だ
け
基
づ

く
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
事
実
判
断
は
事
実
に
基
づ
き
つ
つ
も
価
値
判
断
に
転
化
す
る
し
、
転
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
い
か
に
し
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
、『
大
論
理
学
』

に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
次
の
主
張
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
こ
の
判
断
（
概
念
の
判
断
の
こ
と－

引
用
者
）
に
お
い
て

は
概
念
が
根
底
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
概
念
は
対
象
に
対
す
る
関
係
と
し
て
あ
る
か
ら
、
概
念
は
そ
こ
で
は
実
在
性
が
そ
れ
に
適

合
す
る
こ
と
も
、
ま
た
適
合
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
よ
う
な
当�

為�

と
し
て
あ
る
。
―
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
判
断
こ
そ
、
は
じ
め

て
真�

の�

価�

値�

判�

断�

（B
eurteilung

）
を
も
ち
得（
２２
）

る
」、「
善
い
、
悪
い
、
真
で
あ
る
、
美
し
い
、
正
し
い
等
々
と
い
う
述
語
は
、
事
物

が
そ
こ
に
絶
対
的
に
前
提
さ
れ
て
い
る
当�

為�

と�

し�

て�

の�

普�

遍�

的�

概�

念�

に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
即
ち
事
物

が
そ
の
普
遍
的
概
念
と
一
致
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ（
２３
）

る
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
上
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
の
な
か

に
、
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
の
鍵
は
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
主
張
の
全
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
判
断
論
の
な
か
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
私
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
判
断
論
が

有
し
て
い
る
優
れ
た
独
自
の
意
義
に
鑑
み
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
判
断
論
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
別
稿
を
用
意
し
、
そ
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こ
で
特
別
に
か
つ
全
面
的
に
検
討
を
し
て
い
き
た
い
と
強
く
念
願
し
て
い
る
。
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
当
為
と
価
値
判
断
と
の

関
係
と
い
う
こ
こ
で
の
問
題
は
別
の
視
角
か
ら
、
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
の
真
理
観
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
を
し
て
い
き
た
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
に
独
自
な
真
理
観
を
、『
小
論
理
学
』
に
お
い
て
端
的
に
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
普
通
わ
れ
わ
れ
は
、
対
象

と
表
象
と
の
一
致
を
真
理
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
、
一
つ
の
対
象
を
前
提
し
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
表
象
は
こ

の
対
象
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
哲
学
的
な
意
味
で
は
、
真
理
と
は
、
こ
れ
に
反
し
て
、
抽
象
的
に
言
え

ば
、
或
る
内
容
の
そ
れ
自
身
と
の
一
致
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
真
理
の
意
味
と
は
、
全
く
違
っ

た
意
味
で
あ
る
。
…
…
一
般
的
に
言
え
ば
、
悪
い
お
よ
び
真
実
で
は
な
い
と
は
、
事
物
の
本�

性�

あ
る
い
は
概�

念�

と
、
事�

物�

の�

存�

在�

と

が
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悪
い
事
物
に
つ
い
て
も
わ
れ
わ
れ
は
正
し
い
表
象
を
作
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
し
か
し
こ
う
し
た
表
象
の
内
容
は
そ
れ
自
身
真
実
で
な
い
も
の
で
あ（
２４
）

る
」
と
。

こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
真
理
観
は
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
彼
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、『
大
論
理
学
』
第
三
巻
の
判
断
論

そ
の
も
の
の
な
か
に
お
い
て
も
、
彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
。「
一
体
に
、
直
観
ま
た
は
知
覚
の
正
し
さ
（R

ichtigkeit

）
を

真
理
（W

ahrheit

）
と
呼
ぶ
よ
う
な
者
、
あ
る
い
は
表
象
と
対
象
と
の
一
致
を
真
理
と
呼
ぶ
よ
う
な
者
は
、
少
な
く
と
も
哲
学
の
対

象
や
目
的
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
表
現
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
哲
学
の
対
象
や
目
的
を
少
な
く
と
も
理
性
の
真
理

と
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な（
２５
）

い
」
と
。

こ
れ
ら
の
引
用
文
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
こ
と
が
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
一
方
の
側
に
は
対
象
が
あ
り
、
他
方
に
は
そ
れ
に
つ
い

て
の
表
象
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
表
象
が
一
方
の
側
に
前
提
さ
れ
て
い
る
対
象
と
一
致
し
た
と
き
に
、
こ
の
表
象
は
真
理
だ
と
人
々

は
通
常
は
看
做
し
て
い
る
が
、
自
分
は
そ
の
よ
う
な
真
理
観
は
と
ら
な
い
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
真
理
観
は
決
定
的
に
不
十
分
だ
と

ヘ
ー
ゲ
ル
は
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
真
理
観
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
「
或
る
内

容
の
そ
れ
自
身
と
の
一
致
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
状
態
を
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
の
な
か
に
我
々
は
、
今
の
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場
合
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
当
為
に
あ
た
る
モ
メ
ン
ト
と
、
こ
こ
で
価
値
判
断
が
な
さ
れ
る
そ
の
具
体
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
を
洞
察
し

て
い
き
た
い
。

あ
る
事
柄
の
本
性
、
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
事
柄
の
概
念
と
も
呼
ぶ
の
で
、
従
っ
て
こ
の
概
念
と
そ
の
定
在
ま
た
は
形
態
と
が

ず
れ
て
お
り
、
乖
離
し
て
い
る
よ
う
な
事
柄
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
柄
は
、
こ
の
概
念
を
価
値
基
準

と
し
て
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
悪
い
、
ま
た
は
真
実
で
な
い
事
態
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
価
値
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
そ
れ

に
し
て
も
判
り
に
く
い
の
で
、
二
、
三
の
事
例
を
取
り
挙
げ
て
こ
の
点
を
具
体
的
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
例
と
し
て
子
ど
も
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
子
ど
も
は
人
間
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
人
間
の
本
性
、
即
ち
そ
の
概
念
は

理
性
的
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
子
ど
も
の
現
実
の
姿
、
そ
の
定
在
は
、
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
理
性
的
存
在
か

ら
は
る
か
に
か
け
離
れ
た
、
は
な
は
だ
未
熟
な
状
態
に
あ
る
。
つ
ま
り
子
ど
も
は
、
人
間
と
し
て
の
そ
の
概
念
と
、
子
ど
も
と
し
て

の
そ
の
現
実
の
姿
と
が
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
子
ど
も
は
、
概
念
と
定
在
と
の
間
の
こ
の
不
一
致
、
矛
盾
を
克

服
し
て
、
両
者
が
合
致
す
る
よ
う
に
な
ろ
う
と
す
る
前
進
の
衝
動
を
現
実
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
子
ど
も
に
前
進

し
て
い
く
こ
と
を
強
く
促
す
衝
動
、
つ
ま
り
人
間
と
し
て
の
概
念
、
こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
当
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
人
間
と
し
て

の
子
ど
も
に
観
念
的
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
も
こ
の
当
為
と
し
て
の
衝
動
に
促
さ
れ
て
、
子
ど
も
は
発
展

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
前
進
、
進
展
が
、
萌
芽
と
し
て
の
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
の
発
生
的
展
開
の
過
程
を
な
し
て
お

り
、
両
者
の
合
致
し
た
事
態
を
、
人
間
の
概
念
を
価
値
基
準
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
理
性
的
事
態
と
価
値
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
こ
の
場
合
に
も
、
価
値
判
断
の
基
準
は
当
為
と
同
じ
く
現
実
に
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
、
植
物
の
胚
種
の
事
例
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
胚
種
は
根
、
茎
、
葉
、
花
、
実
を
そ
こ
か
ら
発
生
さ
せ
て
展
開
し
、

植
物
の
全
体
を
形
成
す
る
と
い
う
可
能
性
を
こ
と
ご
と
く
そ
の
内
部
に
観
念
的
に
含
蓄
し
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
胚
種
は
植
物
の
本

性
、
そ
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
胚
種
自
身
は
、
植
物
全
体
の
姿
か
ら
み
れ
ば
種
子
の
な
か
の
一
側
面
で
し
か
な
い
と

い
う
ご
く
小
さ
な
部
分
で
あ
っ
て
、
極
め
て
抽
象
的
な
一
面
的
事
態
で
し
か
な
い
。
従
っ
て
胚
種
の
外
的
形
態
と
、
そ
れ
が
内
包
し

４７

Ｍ・ウェーバーの『価値自由』（Wertfreiheit）論の批判的検討

（ ）



て
い
る
植
物
の
本
性
と
の
間
は
大
き
く
乖
離
し
て
お
り
、
だ
か
ら
胚
種
は
自
己
の
現
実
の
姿
を
否
定
し
て
、
植
物
の
全
体
へ
と
自
己

を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
当
為
は
、
胚
種
が
そ
こ
に
含
蓄
し
て
い
る
植
物
の
本
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
観
念
的
、

可
能
的
で
は
あ
っ
て
も
、
胚
種
に
深
く
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
事
柄
の
本
性
、
そ
し
て
そ
れ
を
概
念
と
し
て
定
式
化
し
た
概
念
、
こ
れ
が
こ
の
事
柄
の
当
為
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
こ
の
事
柄
に
観
念
的
に
で
は
あ
る
が
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
の
概
念
と
そ
の
定
在
と
が
一
致

し
て
い
る
よ
う
な
対
象
、
そ
の
よ
う
な
事
柄
だ
け
が
、
彼
の
言
う
「
真
な
る
も
の
」（das

W
ahre

）
と
し
て
、
つ
ま
り
理
性
的
事
態

と
し
て
価
値
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
価
値
判
断
の
基
準
は
先
の
意
味
で
の
当
為
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
従
っ

て
現
実
に
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
事
柄
を
そ
の
萌
芽
か
ら
の
発
生
的
展
開
に
お
い
て
捉
え
て
、
本

性
と
そ
の
定
在
と
が
一
致
し
た
事
態
ま
で
を
追
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
把
握
の
こ
と
を
彼
は
独
自
に
概
念
的
把
握（B

egreifen

）

と
も
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
発
生
的
展
開
の
把
握
は
ど
こ
ま
で
も
事
実
判
断
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
事
実
判
断
が
概
念
と

定
在
と
の
一
致
し
た
事
態
に
た
ど
り
着
い
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
事
実
判
断
が
事
実
判
断
の
ま
ま
で
価
値
判
断
へ
と
転
化
し
た
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
対
象
の
こ
の
発
生
的
展
開
を
追
わ
な
い
ま
ま
で
、
対
象
一
般
と

そ
の
理
論
と
の
一
致
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
は
こ
の
理
論
の
真
理
で
あ
る
た
め
の
外
的
試
金
石
に
留
ま
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
概
念
と
定
在
と
の
一
致
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
真
理
観
は
、
一
面
で
は
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
完
全
に
継
承
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

一
例
だ
け
を
示
し
て
お
け
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
第
一
部
に
お
い
て
世
界
貨
幣
に
論
及
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
明
し
て
い
た

の
で
あ
る
。「
世
界
市
場
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
貨
幣
は
そ
の
自
然
形
態
が
同
時
に
抽
象
的
人
間
労
働
の
直
接
的
に
社
会
的
な
具
現

形
態
で
あ
る
商
品
と
し
て
、
全
面
的
に
機
能
す
る
。
貨
幣
の
定�

在�

様�

式�

D
aseiensw

eise

は
そ�

の�

概�

念�

seinem
B
egriff

に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
と
な（
２６
）

る
」
と
。

マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
、
金
、
銀
と
い
う
貴
金
属
の
地
金
形
態
か
ら
な
っ
て
い
る
世
界
貨
幣
の
こ
の
定
在
様
式
は
、
貨
幣
の
概
念
に
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完
全
に
照
応
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
一
に
世
界
貨
幣
は
価
値
尺
度
、
交
換
手
段
、
蓄
蔵
貨
幣
、
支

払
手
段
と
い
う
貨
幣
の
ど
れ
か
一
つ
の
機
能
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ら
全
て
の
機
能
を
具
備
す
る
貨
幣
中
の
貨

幣
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
国
内
の
流
通
部
面
だ
け
で
妥
当
す
る
価
値
の
度
量
基
準
、
鋳
貨
、
補
助
鋳
貨
、
価
値
商
標
と
い
う
地

方
的
、
局
地
的
諸
形
態
を
全
面
的
に
放
棄
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、
国
内
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
抽
象
的
人
間
労
働
で

は
な
く
て
、
世
界
的
に
妥
当
す
る
抽
象
的
人
間
労
働
を
、
そ
れ
と
そ
の
量
と
だ
け
を
表
現
す
る
普
遍
的
価
値
形
態
と
し
て
妥
当
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
貴
金
属
と
し
て
そ
の
ま
ま
世
界
貨
幣
で
あ
る
金
と
銀
と
は
、
こ
れ
ら
全
て
を
兼
ね
備
え
て
い
る
も
の
と

し
て
、
そ
れ
は
文
字
通
り
、
貨
幣
概
念
と
そ
の
定
在
様
式
と
が
合
致
し
て
い
る
と
マ
ル
ク
ス
は
看
做
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
継
承
さ
れ
た
真
理
観
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
使
用
す
る
意
味
で
の
彼
に
独
自
な
当
為
概
念
を
検
討
し
て
き
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
当
為
は
現
実
に
内
在
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
が
、
カ
ン
ト
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宙
空
高
く
漂
う
だ
け
の
、
虚
し
い
だ
け
の
非
現
実
的
な
当
為
と
は
決
定

的
に
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
現
実
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
に
内
在
し
て
い
る
こ
の
当

為
を
も
洞
察
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
事
実
判
断
と
は
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
て
、
当
為

を
も
捉
え
た
事
実
判
断
は
同
時
に
価
値
判
断
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
見
解
は
そ
の
ま
ま
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て

い
た
。

こ
の
点
で
最
後
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
当
為
概
念
が
内
包
し
て
い
る
問
題
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
彼
に
独

自
な
意
味
で
用
い
る
当
為
は
全
て
現
実
に
内
在
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
に
は
根
本
的
に
異
な
る
二
類
型
の
当
為

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
は
、
或
る
も
の
に
そ
れ
と
は
質
的
に
異
な
る
或
る
も
の
に
固
有
の
他
者
へ
と
移
行
し
転
化
す
る
こ
と
を

迫
り
、
促
す
当
為
で
あ
る
。
第
二
は
、
或
る
も
の
の
な
か
に
あ
っ
て
、
自
分
の
本
性
に
相
応
し
い
よ
う
に
或
る
も
の
の
定
在
を
発
展

さ
せ
る
こ
と
を
促
す
、
こ
の
或
る
も
の
の
本
性
と
し
て
の
当
為
で
あ
る
。

こ
の
二
類
型
の
当
為
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
に
お
い
て
優
位
を
占
め
て
い
た
の
は
、
後
者
の
意
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味
で
の
当
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
の
当
為
で
は
、
概
念
と
定
在
と
が
一
致
し
た
事
態
に
至
っ
た
と
き
に
は
、
そ
こ
で
論
理
展
開

は
終
わ
る
し
、
歴
史
も
終
焉
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
で
は
、
概
念
と
定
在
と
が
一
致
し
た
絶
対
理
念
に
お
い
て
論

理
展
開
は
終
焉
す
る
し
、『
法
の
哲
学
』
で
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
立
憲
君
主
制
の
プ
ロ
シ
ャ
国
家
に
至
っ
た
と
き
に
、
歴
史

は
終
わ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
あ
の
あ
ま
り
に
も
躍
動
感
に
あ
ふ
れ
た
、
有
は
無
と
な
り
、
無
は
有
と
な
る
運
動
で
あ
る
成
、
矛
盾
を
原
動
力
と
す
る

生
き
た
事
態
と
し
て
、
生
動
的
に
自
己
運
動
し
て
他
者
へ
と
移
行
し
、
転
化
し
て
い
き
、
単
な
る
量
的
変
化
が
突
如
と
し
て
質
的
飛

躍
を
引
き
起
こ
す
と
い
っ
た
よ
う
な
、
全
て
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
措
定
し
て
い
っ
た
弁
証
法
の
最
も
画
期
的
な
側
面
、
そ
の
革
命
的
成

果
は
、
こ
と
ご
と
く
後
景
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
第
一
の
意
味
で
の
当
為
を
ど
こ
ま
で
も
第
一

義
的
に
堅
持
し
た
の
が
マ
ル
ク
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
向
こ
そ
が
、
弁
証
法
の
画
期
的
意
義
が
全
面
的
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
の
で
き

る
途
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
マ
ル
ク
ス
は
、
弁
証
法
を
特
徴
づ
け
て
次
の
よ
う
に
言
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
こ
の
弁

証
法
は
、
現
存
す
る
も
の
の
肯
定
的
理
解
の
う
ち
に
、
同
時
に
ま
た
、
そ
の
否
定
、
そ
の
必
然
的
没
落
の
理
解
を
含
み
、
ど
の
生
成

し
た
形
態
を
も
運
動
の
流
れ
の
な
か
で
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
経
過
的
側
面
か
ら
と
ら
え
、
な
に
も
の
に
よ
っ
て
も
威
圧
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
そ
の
本
質
上
批
判
的
で
あ
り
革
命
的
で
あ（
２７
）

る
」
と
。

（
１
）
見
田
石
介
、『
資
本
論
の
方
法
』、
見
田
石
介
著
作
集
第
四
巻
、
大
月
書
店
、
二
九
頁
。

（
２
）

G
.W
.F.H

egel,
G
rundlinien

der
Philosophie

des
R
echts,

W
erke

7,
Suhrkam

p,
S.26,

『
法
の
哲
学
』、
世
界
の
名
著
、『
ヘ
ー
ゲ

ル
』、
中
央
公
論
社
に
所
収
、
一
七
一
〜
一
七
二
頁
。

（
３
）

G
.W
.F.H

egel,
E
nzyklopädie

der
philosophischen

W
issenschaften,

W
erke

8,
Suhrkam

p,
S.48,

『
小
論
理
学
』（
上
）、
松
村
一

人
訳
、
岩
波
文
庫
、
七
〇
頁
。

（
４
）

E
bd.,

S.108,

同
訳
書
、
一
五
八
頁
。

（
５
）

E
bd.,

S.49,

同
訳
書
、
七
一
頁
。
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（
６
）

E
bd.,

SS.197~198,

同
訳
書
、
二
八
四
頁
。

（
７
）

G
.W
.F.H

egel,
W
issenchaft

der
L
ogik,

W
erke

5,
Suhrkam

p,
SS.137~138,

『
大
論
理
学
』
上
巻
の
一
、
武
市
健
人
訳
、
岩
波
書

店
、
一
四
六
頁
。

（
８
）

E
bd.,

S.138,

同
訳
書
、
一
四
六
〜
一
四
七
頁
。

（
９
）

E
bd.,

S.143,

同
訳
書
、
一
五
三
頁
。

（
１０
）

G
.W
.F.H

egel,
Phänom

enologie
des

G
eistes,

W
erke

3,
S.13,

『
精
神
の
現
象
学
』
上
巻
、
金
子
武
蔵
訳
、
岩
波
書
店
、
六
頁
。

（
１１
）

G
.W
.F.H

egel,
W
issenchaft

der
L
ogik,

W
erke

6,
Suhrkam

p,
S.75,

『
大
論
理
学
』
中
巻
、
武
市
健
人
訳
、
岩
波
書
店
、
七
八
頁
。

（
１２
）

E
bd.,

S.75,
同
訳
書
、
七
九
頁
。

（
１３
）

G
.W
.F.H

egel,
E
nzyklopädie

der
philosophischen

W
issenschaften,

W
erke

8,
Suhrkam

p,
S.261,

『
小
論
理
学
』（
下
）、
松
村

一
人
訳
、
岩
波
文
庫
、
五
五
〜
五
六
頁
。

（
１４
）
見
田
石
介
、「『
資
本
論
』
に
お
け
る
実
体
と
形
態
」、
見
田
石
介
著
作
集
第
三
巻
、
大
月
書
店
、
二
七
〜
二
八
頁
。

（
１５
）

K
arl

M
arx,

D
as
K
apital,

M
arx

E
ngels

W
erke,

B
d.25,

SS.848~849,

『
資
本
論
』
�
ｂ
、
新
日
本
出
版
社
、
一
四
四
五
頁
。

（
１６
）

E
bd.,

S.838,

同
訳
書
、
一
四
五
八
〜
一
四
五
九
頁
。

（
１７
）

E
bd.,

S.825,

同
訳
書
、
一
四
三
六
頁
。

（
１８
）
見
田
石
介
、『
宇
野
理
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
』、
青
木
書
店
、
一
〇
頁
。

（
１９
）
拙
著
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
』（
二
〇
〇
五
年
、
文
理
閣
）、『
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
理
論
と
意
味
・
価
値
問
題
』（
二

〇
〇
八
年
、
晃
洋
書
房
）
を
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。

（
２０
）

M
ax

W
eber,

R
oscher

und
K
nies

und
die

logischen
Problem

e
der

historichen
N
ationalökonom

ie,
in
G
esam

m
elte

A
uf-

sätze
zur

W
issenschaftslehre,

3.A
uflage,

J.C
.B
.M
ohr,

1968,
S.15,

『
ロ
ッ
シ
ャ
ー
と
ク
ニ
ー
ス
』（
一
）、
松
井
秀
親
訳
、
未
来
社
、

三
四
頁
。

（
２１
）

G
.W
.F.H

egel,
E
nzyklopädie

der
philosophischen

W
issenschaften,

W
erke

8,
Suhrkam

p,
S.330,

『
小
論
理
学
』（
下
）、
一
五

五
頁
〜
一
五
六
頁
。

（
２２
）

G
.W
.F.H

egel,
W
issenchaft

der
L
ogik,

W
erke

5,
Suhrkam

p,
S.344,

『
大
論
理
学
』
下
巻
、
一
一
九
頁
。

（
２３
）

E
bd.,

S.825,

同
訳
書
、
一
一
九
頁
。
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（
２４
）

G
.W
.F.H

egel,
E
nzyklopädie

der
philosophischen

W
issenschaften,

W
erke

8,
Suhrkam

p,
S.86,

『
小
論
理
学
』（
上
）、
一
二
四

頁
。

（
２５
）

G
.W
.F.H

egel,
W
issenchaft

der
L
ogik,

W
erke

6,
Suhrkam

p,
S.318,

『
大
論
理
学
』
下
巻
、
八
九
〜
九
〇
頁
。

（
２６
）

K
arl

M
arx,

D
as
K
apital,

M
arx

E
ngels

W
erke,

B
d.23,

S.156,

『
資
本
論
』
�
ａ
、
新
日
本
出
版
社
、
二
四
一
頁
。

（
２７
）

E
bd.,

S.28,

同
訳
書
、
二
九
頁
。

五

ヘ
ー
ゲ
ル
・
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
未
来
を
展
望
す
る
価
値
理
念
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
そ
れ
と
の
間
の
差
異

前
章
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
と
に
お
い
て
は
、
当
為
は
現
実
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
い
た
。
そ
し
て
こ
の
点

が
、
当
為
を
宙
空
高
く
漂
う
も
の
と
し
て
捉
え
る
カ
ン
ト
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
見
解
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
た
。
確
か
に
ヘ
ー
ゲ

ル
、
マ
ル
ク
ス
で
は
当
為
は
現
実
に
内
在
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
当
為
は
ど
こ
ま
で
も
当
為
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
実
在
性

を
有
す
る
こ
と
の
な
い
観
念
的
な
契
機
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
そ
れ
は
現
実
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は

こ
の
当
為
に
対
応
す
る
価
値
理
念
を
措
定
し
て
、
こ
の
価
値
理
念
を
実
在
化
さ
せ
る
べ
く
実
践
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
章
で
は
、
本
質
は
即
自
と
い
う
意
義
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
即
自
は
ど
こ
ま
で
も
即
自

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
潜
在
状
態
に
留
ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
潜
在
状
態
と
し
て
の
即
自
は
顕
在
化
、
現
実
化
し
て
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
こ
の
本
質
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
を
実
証
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
確
認
し
て
お
い
た
。
つ
ま
り
即
自
は
顕

在
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
ど
う
顕
在
化
さ
せ
た
ら
よ
い
の
か
、
こ
の
点
に
関
す
る
明
晰
な
価
値
理
念

が
、
こ
こ
で
も
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
当
為
は
実
在
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
即
自
は
顕
在
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
実
在
化
、
顕
在
化

は
未
来
に
属
す
る
事
柄
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
何
を
い
か
に
実
在
化
し
顕
在
化
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
、
こ
の
点
に
関
し
て

未
来
の
展
望
を
明
確
に
指
し
示
す
価
値
理
念
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
も
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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未
来
の
展
望
を
指
し
示
す
価
値
理
念
の
必
要
性
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
の
間
に
何
の

差
異
も
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
『
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
』
の
「
序
論
」
に
お
い
て
、
価
値
理
念
の
演
ず
る
役
割
に
言
及
し
て
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。「
人
間
の
行
為
を
直
接
に
支
配
す
る
も
の
は
、
利
害
関
心
（
物

質
的
な
ら
び
に
観
念
的
な
）
で
あ
っ
て
、
理
念
で
は
な
い
。
し
か
し
、『
理
念
』
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
『
世
界
像
』
は
、
き

わ
め
て
し
ば
し
ば
転
轍
手
と
し
て
軌
道
を
決
定
し
、
そ
し
て
そ
の
軌
道
の
上
を
利
害
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
が
人
間
の
行
為
を
推
し
進

め
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
何
か
ら
』w

ovon

そ
し
て
『
何
へ
』w

ozu

『
救
わ
れ
る
』
こ
と
を
欲
し
、
ま
た
―
―
こ
れ
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
が
―
―
『
救
わ
れ
る
』
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
こ
の
基
準
と
な
る
も
の
こ
そ
が
世
界
像
だ
っ
た
の
で
あ（
１
）

る
」
と
。

即
ち
価
値
理
念
と
そ
れ
に
含
ま
れ
る
世
界
像
と
が
、
慣
行
の
軌
道
を
劇
的
に
変
更
し
て
、
全
く
新
た
な
軌
道
を
設
定
す
る
と
い
う

役
割
を
演
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
慣
行
の
軌
道
を
大
幅
に
変
更
し
て
、
斬
新
な
ま
で
に
画
期
的
な
新
軌
道
を
設
定
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
革
命
的
な
ま
で
の
変
革
過
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
変
革
過
程
と
い
う
重
大
な
時
期
に
お
い
て
こ

そ
、
価
値
理
念
が
決
定
的
な
役
割
を
演
ず
る
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
も
価
値

理
念
は
不
可
欠
で
あ
り
、
か
つ
歴
史
過
程
に
お
い
て
重
大
で
あ
り
、
能
動
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
エ
ー
ト
ス
論
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
こ
そ
が
観
念
的
諸
形
態
を
も
含
む
価
値
理
念
の
能
動
的
役
割

を
第
一
義
的
に
強
調
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
そ
れ
ゆ
え
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
に
お
い
て
は
、
こ
の
価
値
理
念

は
、
と
り
わ
け
新
た
な
そ
れ
は
、
い
っ
た
い
い
か
に
し
て
創
り
出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二

に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言
葉
で
い
え
ば
「
多
神
教
」
的
に
様
々
に
併
存
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
自
己
の
生
き
死
を
賭
け
た
深
刻
な
ま

で
の
「
神
々
の
闘
争
」
を
展
開
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
価
値
諸
理
念
の
間
に
お
い
て
、
こ
の
闘
争
に
決
着
を
つ
け
る
の
は
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
科
学
で
は
あ
り
え
ず
、
あ
ま
り
に
も
不
確
か
な
「
運
命
」
で
し
か
な
い
の
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
こ
の
問
題
が
、
と
り
わ
け
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
れ
ら
二
類
の
問
題
が
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
を
前
面
に
押
し
出
し
て
検
討
を
し

て
い
き
、
彼
と
の
連
関
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
そ
れ
を
も
考
察
し
て
い
き
た
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
『
歴
史
哲
学
講
義
』
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
を
彷
彿
と
し
て
想
起
さ
せ
る
歴

史
上
の
偉
人
ま
た
は
英
雄
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
。「
偉
人
た
ち
は
、
個
人
の
無
意
識
の
内
面
を
意
識
に
も

た
ら
す
も
の
だ
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
魂
の
指
導
者
に
個
人
が
つ
い
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
人
々
は
偉
人
と
い
う

形
で
自
分
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
自
分
自
身
の
内
面
精
神
に
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で（
２
）

す
」
と
。
こ
の
限

り
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
指
摘
す
る
歴
史
上
の
英
雄
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
す
る
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
と
の
間
に
は
、
特
段
の
差
異
が

あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
歴
史
上
の
偉
人
が
英
雄
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
。「
洞
察
さ

れ
た
も
の
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
時
代
と
そ
の
世
界
の
真
理
で
あ
り
、
時
代
の
内
部
に
す
で
に
存
在
す
る
、
つ
ぎ
の
時
代
の
一
般
的
傾

向
で
す
。
か
れ
ら
の
仕
事
は
、
世
界
の
つ
ぎ
の
段
階
に
か
な
ら
ず
あ
ら
わ
れ
る
一
般
的
傾
向
を
み
て
と
り
、
そ
れ
を
自
分
の
目
的
と

し
、
そ
の
実
現
に
精
力
を
か
た
む
け
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
世
界
史
的
人
間
、
な
い
し
時
代
の
英
雄
と
は
、
洞
察
力
の
あ
る
人
々

と
考
え
る
べ
き
で
、
そ
の
言
動
は
、
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
最
上
の
も
の
で（
３
）

す
」
と
。
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
歴
史
上
の
英
雄

は
偉
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
新
た
な
社
会
の
た
め
の
何
ら
か
の
価
値
理
念
を
提
起
し
、
既
存
の
社
会
を
何
ら
か
の
方
向
へ
と
変
革
す

る
と
い
っ
た
、
得
体
の
知
れ
な
い
無
責
任
な
人
間
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
反
対
で
あ
る
。
歴
史
上
の
偉
人
は
自
己
の
時
代
、
己

の
社
会
に
深
く
沈
潜
し
、
そ
こ
に
未
来
の
社
会
の
た
め
の
可
能
性
と
諸
条
件
と
が
実
在
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
の
実
在
す
る
可
能
性
、
諸
条
件
と
、
主
体
的
契
機
で
あ
る
人
間
の
実
践
的
能
力
の
成
熟
と
い
う
要
素
を
も
含
め
て
、
そ
れ

ら
に
の
み
基
づ
い
て
新
た
な
社
会
の
姿
を
洞
察
し
、
そ
こ
か
ら
未
来
の
社
会
の
価
値
理
念
を
確
定
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
価

値
理
念
は
、
単
に
頭
の
な
か
で
夢
想
さ
れ
た
だ
け
の
空
理
・
空
論
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
決
し
て
な
く
、
事
実
に
対
す
る
鋭
い
分
析

と
、
実
在
す
る
可
能
性
と
諸
条
件
と
に
対
す
る
深
い
洞
察
と
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
こ
れ
ら
の
実
在
す
る
可
能
性
と
諸
条
件
の
な
か
に
、
誰
も
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
未
来
の
社
会
の
姿
を
展
望
し
え

る
か
ら
こ
そ
、
加
え
て
そ
れ
を
実
現
す
る
か
ら
こ
そ
、
彼
は
偉
人
で
あ
っ
て
、
世
界
史
上
の
人
物
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
偉
人
と
は
、
そ
の
時
々
に
お
け
る
社
会
と
の
関
係
と
、
こ
れ
ら
の
社
会
に
対
す
る
具
体
的
な
分
析
と
洞
察
と
を

離
れ
て
は
成
立
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
実
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
概
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
第
一
に
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
新
た
な
社
会
に
関
す
る
理
念
像
、
そ
の
価
値
理
念
は
、

既
存
の
社
会
の
な
か
に
出
現
し
、
実
在
し
、
加
え
て
そ
れ
ら
が
揃
い
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
新
た
な
社
会
の
た
め
の
可
能
性
と
そ
れ
を

現
実
化
さ
せ
る
た
め
の
諸
条
件
と
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ら
に
の
み
基
づ
い
て
創
り
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の

価
値
理
念
は
事
実
に
対
す
る
洞
察
に
裏
打
ち
さ
れ
て
お
り
、
単
な
る
空
理
・
空
論
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
あ
り
え
ず
、
必
ず
現
実
化
さ

れ
う
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
必
然
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
に
お
い
て
は
、
神
々
の
闘
争
を

展
開
し
て
い
る
諸
々
の
価
値
諸
理
念
の
な
か
に
お
い
て
、
こ
の
価
値
理
念
の
決
定
的
優
位
性
を
科
学
的
に
立
証
す
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
一
方
で
は
力
強
く
も
「
哲
学
が
取
り
扱
う
の
は
現
実
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な（
４
）

い
」
と
主
張
す
る
反

面
に
お
い
て
、「
哲
学
は
た
だ
理
念
を
の
み
取
り
扱
（
５
）

う
」
と
も
述
べ
て
い
た
が
、
こ
の
理
念
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
論
及
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
単
に
ゾ
レ
ン
に
と
ど
ま
っ
て
現
実
的
で
は
な
い
ほ
ど
無
力
な
も
の
で
は
な（
６
）

い
」、「
理
念
は
け
っ
し
て
わ
れ

わ
れ
の
頭
脳
の
う
ち
に
の
み
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
勝
手
に
実
現
し
た
り
、
し
な
か
っ
た
り
で
き
る
よ
う
な
無
力

な
も
の
で
も
な
く
、
絶
対
的
に
活
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
で
あ（
７
）

る
」
等
々
と
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
想
定
す
る
価
値
理

念
は
、
必
然
性
を
も
っ
て
現
実
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
実
に
対
す
る
厳
密
な
科
学
的
分
析
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
宙
空
高
く
に
漂
う
根
無
し
草
の
単
な
る
ゾ
レ
ン
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
ま
確
認
し
て
お
い
た
こ
と
と
同
一
の
論
理
展
開
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
第
二
巻＝

本
質
論
の
第
三
篇＝

現
実
性
に
お
い
て
、

そ
の
ま
ま
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
本
質
論
は
、
本
質
と
現
象
、
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
、
原
因
と
結
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果
等
々
の
二
項
間
の
相
互
前
提
的
な
媒
介
関
係
に
よ
っ
て
対
象
を
捉
え
て
い
く
立
場
で
あ
る
。
第
三
篇＝

現
実
性
の
な
か
の
狭
義
の

現
実
性
に
お
い
て
は
、
相
互
前
提
関
係
を
構
成
す
る
一
方
の
項
は
可
能
性
で
あ
り
、
他
方
の
項
は
、
可
能
性
が
実
現
さ
れ
て
具
体
的

な
姿
を
と
っ
た
と
こ
ろ
の
現
実
性
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
即
ち
現
実
性
と
可
能
性
と
が
「
現
実
性
」
と
い
う
思
惟
規
定
を
吟
味
し
て
い

く
際
の
二
契
機
で
あ
る
。
そ
の
上
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
す
「
Ａ

偶
然
的
あ
る
い
は
形
式
的
現
実
性
、
可
能
性
お
よ
び
必
然
性
」
に
お

い
て
、
可
能
性
を
最
も
抽
象
的
に
検
討
し
、
そ
れ
と
の
相
関
に
お
い
て
現
実
性
を
捉
え
て
い
る
。「
可
能
性
は
ま
ず
、
現
実
的
な
も

の
と
し
て
の
具
体
的
な
も
の
に
対
し
て
、
自
己
同
一
と
い
う
単
な
る
形
式
で
あ
る
か
ら
、
可
能
性
の
基
準
は
た
だ
、
あ
る
も
の
が
自

己
矛
盾
を
含
ま
な
い
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
す
べ
て
の
も
の
は
可
能
で
あ（
８
）

る
」
と
。

例
え
ば
結
核
菌
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
、
結
核
と
い
う
現
実
的
事
態
は
生
じ
な
い
。
そ
の
外
に
栄
養
状
態
、
衛
生
状
態
が
悪
く
、

加
え
て
肉
体
が
疲
労
し
て
い
る
と
い
う
諸
条
件
の
具
体
的
総
体
が
具
備
し
た
と
き
に
の
み
、
結
核
と
い
う
特
定
の
現
実
は
生
ず
る
。

こ
の
よ
う
な
具
体
的
諸
関
係
の
総
体
か
ら
な
る
現
実
か
ら
、
二
、
三
の
要
素
だ
け
を
一
面
的
に
分
離
、
抽
出
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て

内
的
に
自
己
矛
盾
を
含
ま
な
い
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
思
惟
像
、
理
念
像
、
こ
れ
が
最
も
抽
象
的
に
捉
え
ら
れ
た
可
能
性
と
い
う
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
特
徴
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
天
皇
は
人
間
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
法
王
と
な
る

と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
若
者
は
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
お
り
、
数
十
年
後
に
日
本
を
指
導
し
て
い
く
首
相
に
な
る
可
能
性

が
、
彼
ら
全
て
に
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
可
能
性
を
最
も
抽
象
的
に
捉
え
れ
ば
、
そ
れ
は
「
あ
る
こ
と
が

考
え
ら
れ（
９
）

る
」、「
思
惟
し
う
る
こ（
１０
）

と
」
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
く
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
空
虚
な
可
能
性
を
論
う
こ
と
も
で
き
る
こ

と
と
な
り
、
そ
の
典
型
的
事
例
が
「
素
人
政
狂
論
」
だ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
次
元
で
可
能
性
が
掴
ま
え
ら
れ
る
と
、
必
然
的
に
正
反
対
の
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
販
売
と
購
買
の
一
致
の
可
能
性

を
い
う
と
、
両
者
の
不
一
致
の
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
が
、
同
等
の
権
利
を
も
っ
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
健
康
の
可
能
性
に

は
病
気
の
そ
れ
が
、
創
造
の
可
能
性
に
は
破
壊
の
そ
れ
が
対
立
し
て
く
る
。
従
っ
て
抽
象
的
に
可
能
性
を
論
う
と
、
他
の
無
数
の
可

能
性
の
み
な
ら
ず
、
正
反
対
の
事
態
も
ま
た
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
様
々
の
相
対
立
す
る
可
能
的
事
態
が
併
存
す
る
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の
だ
か
ら
、
全
て
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
可
能
性
が
た
ま
た
ま
実
現
し
て
現
実
性
を
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
偶
然
だ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
指
摘
す
る
。「
わ

れ
わ
れ
は
偶
然
的
な
も
の
を
、
…
…
そ
れ
が
存
在
す
る
か
、
存
在
し
な
い
か
、
お
よ
び
あ
る
形
で
存
在
す
る
か
、
あ
る
い
は
他
の
形

で
存
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
根
拠
を
、
自
分
自
身
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
他
の
も
の
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
も
の
と
、
考
え（
１１
）

る
」

と
。
即
ち
偶
然
性
と
は
無
根
拠
な
事
態
で
あ
り
、
無
根
拠
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
存
立
前
提
を
他
者
に
お
い
て
も
ち
、
従
っ
て
他

者
次
第
で
い
か
よ
う
に
も
自
己
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
可
能
性
と
そ
れ
に
対
応
す
る
現
実
性＝

偶
然
性
を
押
さ
え
た
上
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
哲
学
に
お
い
て
は
、
あ
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
と
か
、
ま
た
他
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
か
…
…
と
い
う
よ
う
な
指
摘
に
言
葉
を
費
や
す
べ
き
で
は
な（
１２
）

い
」、「
可

能
、
不
可
能
の
議
論
ほ
ど
空
虚
な
も
の
は
な（
１３
）

い
」
と
断
言
す
る
。
こ
の
点
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
き
わ
め
て
健
全
な
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る

と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
、
強
く
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、「
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
」、「
思
惟
し
う
る
こ
と
」
と
い
う
程
度
の
単
な
る
可
能
性
に
基
づ
い
て
考
え
出
さ
れ
た
価
値
理
念
は
、
現
実
味
と
切
実
さ
の
全
く

無
い
空
理
、
空
論
、
無
価
値
な
も
の
と
し
て
、
強
く
排
斥
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
可
能
性
は
二
つ
の
契
機
を
ふ
く
む
。
第
一
に
は
、
自
己
自
身
に
反
省
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
肯
定
的

な
契
機
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
己
に
反
省
し
た
存
在
は
絶
対
的
形
式
の
な
か
で
は
一
つ
の
契
機
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
も
は
や
本

質
と
は
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
第
二
に
、
否
定
的
な
意
味
、
す
な
わ
ち
可
能
性
は
欠
点
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
他
者
、
す
な

わ
ち
現
実
性
…
…
に
よ
っ
て
自
己
を
補
う
も
の
だ
と
い
う
否
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い（
１４
）

る
」、「
こ
の
当�

為�

の
意
味
を
も
た
な
い
可
能

性
は
、
単
な
る
本
質
性
で
あ（
１５
）

る
」
と
言
明
し
て
く
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
主
張
の
趣
旨
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
考
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
事
態
、
こ
れ
を
「
単
な
る
本
質
性
」
と
よ
び
、

原
則
だ
け
を
主
張
し
て
原
理
を
具
体
的
に
展
開
し
よ
う
と
し
な
い
公
式
主
義
の
よ
う
な
抽
象
的
次
元
に
留
ま
り
続
け
て
は
な
ら
な
い

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
面
で
は
可
能
性
は
自
己
を
実
現
し
て
現
実
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
衝
動
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
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と
を
、
可
能
性
は
「
当
為
の
意
味
」
を
も
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
意
味
で
の
「
当
為
」

は
現
実
に
内
在
し
て
い
る
。
従
っ
て
今
度
は
可
能
性
を
諸
関
係
、
諸
条
件
の
具
体
的
状
況
の
な
か
に
お
き
、
そ
の
実
現
の
過
程
を
実

在
的
に
考
察
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
Ｂ

相
対
的
必
然
性
、
あ
る
い
は
実
在
的
な
現

実
性
、
可
能
性
お
よ
び
必
然
性
」
で
あ
っ
た
。

実
在
的
可
能
性＝

実
在
的
現
実
性
の
考
察
に
移
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
あ
る
事
柄
が
可
能
で
あ
る
か
、
不
可
能
で
あ
る
か
は
、
そ

の
内
容
、
す
な
わ
ち
現
実
性
の
諸
モ
メ
ン
ト
の
総
体
に
よ（
１６
）

る
」、「
或
る
『
事
柄
』
の
実
在
的
可
能
性
と
は
、
こ
の
事
柄
に
関
係
す
る

と
こ
ろ
の
諸
々
の
状
況
の
定
有
的
な
多
様
性
で
あ（
１７
）

る
」
と
述
べ
て
く
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
事
柄
」Sache

を
資
本
主
義
経
済
と
読

み
か
え
、
こ
の
事
柄
の
実
現
過
程
を
本
源
的
蓄
積
期
に
お
け
る
資
本
の
発
生
過
程
と
捉
え
直
し
て
、
彼
の
見
解
を
検
討
し
て
み
た
い
。

資
本
の
成
立
の
た
め
に
は
、
そ
れ
を
発
生
さ
せ
る
た
め
の
必
要
十
分
な
諸
条
件
が
備
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
諸
々
の
状
況
の
定
有
的
な
多
様
性
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
定
有D

asein

と
は
特
定
の
姿
を
と
っ
た
直
接
的

存
在
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
条
件
を
構
成
す
る
。
従
っ
て
条
件
と
は
直
接
的
存
在
で
あ
る
か
ら
そ
れ
に
独
自

な
意
義
を
も
つ
反
面
、
無
根
拠
な
存
在
の
ゆ
え
に
自
己
を
崩
壊
さ
せ
て
他
の
も
の
に
な
る
と
い
う
可
能
性
を
も
持
っ
て
い
る
。
例
え

は
本
源
的
蓄
積
期
に
大
量
に
発
生
し
て
く
る
土
地
を
奪
わ
れ
た
人
間
は
、
無
産
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
貧
乏
人
で
あ
り
、
他
人
に
雇
わ

れ
る
と
い
う
習
慣
を
い
ま
だ
も
っ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
ル
ン
ペ
ン
生
活
を
強
い
ら
れ
る
浮
浪
者
と
い
う
、
そ
れ
に
独
自
な
意
義
を

も
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
無
産
者
は
事
柄
で
あ
る
資
本
主
義
経
済
と
の
関
係
に
お
い
て
は
賃
労
働
者
と
な
り
、
利
潤
の
本
性
で
あ

る
剰
余
価
値
を
生
産
す
る
と
い
う
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
る
条
件
と
は
、
直
接
に
存
在
し
て
お

り
、
そ
れ
に
独
自
な
意
義
を
も
つ
と
同
時
に
、
他
者
と
な
る
可
能
性
を
も
内
包
し
た
、
形
式
と
内
容
と
の
乖
離
し
た
二
重
物
な
の
で

あ
る
。

と
同
時
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
形
式
的
可
能
性
で
は
あ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
こ
と
も
、
そ
の
正

反
対
の
こ
と
も
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、「
実
在
的
可
能
性
は
、
も
は
や
こ
の
よ
う
な
他
者
を
自
己
に
対
立
さ
せ
な
い
。
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な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
実
在
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
そ
れ
自
身
が
現
実
的
で
も
あ
る
か
ら
で
あ（
１８
）

る
」
と
。
即
ち
実
在
的
可
能
性＝

実

在
的
現
実
性
の
次
元
で
は
、
諸
条
件
が
具
体
的
に
実
在
し
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
可
能
性
と
は
単
に
考
え
ら
れ
る
こ
と

と
い
っ
た
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
か
く
な
っ
て
他
と
は
な
り
え
な
い
あ
る
特
定
の
現
実
の
発
生
の
可
能
性
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
立
場
に
た
て
ば
、「
あ
る
事
柄
の
全
条
件
が
完
全
に
具
備
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
事
柄
は
現
実
性
の
な
か
に
入

り
こ
む
。
―
―
条
件
の
完
備
と
は
内
容
の
上
で
の
総
体
性
で
あ
る
。
事
柄
そ
の
も
の
は
こ
の
よ
う
に
、
可
能
的
存
在
で
も
あ
る
と

と
も
に
、
現
実
的
存
在
で
も
あ
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
内
容
を
い（
１９
）

う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
諸
条
件
が
全
て

揃
え
ば
資
本
主
義
経
済
と
い
う
特
定
の
現
実
が
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
。
と
同
時
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
事
柄
と
は
、
そ
れ
自
身
が

条
件
の
一
つ
を
な
す
原
因
と
必
要
十
分
な
諸
条
件
と
が
具
備
さ
れ
て
、
あ
る
特
定
の
現
実
が
生
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
必
然
的
事
態
の

こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
だ
か
ら
ド
イ
ツ
語
で
は
原
因
を
、
根
源
の
事
柄
と
し
てU

rsache

と
よ
ぶ
の
で
あ
る
。
た
だ
し
資
本
主
義

経
済
が
発
生
す
る
た
め
の
諸
条
件
の
総
体
が
具
備
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
資
本
主
義
経
済
と
い
う
事
柄
が
内
容
的
に
形
成
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
く
、
事
柄
は
封
建
社
会
の
真
っ
只
中
で
別
の
形
式
の
下
に
あ
り
、
こ
こ
で
は
内
容
と
形
式
と
が
乖
離
し

て
い
る
。
そ
こ
で
条
件
の
場
合
と
同
じ
く
こ
の
乖
離
を
克
服
し
て
、
自
己
に
相
応
し
い
形
式
と
実
在
性
と
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
、

「
事
柄
は
諸
条
件
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
へ
あ
ら
わ
れ（
２０
）

る
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
の
で
あ
る
。

以
上
、
実
在
的
可
能
性
が
必
然
的
に
現
実
化
す
る
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
し

て
実
は
先
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
学
講
義
』
に
お
い
て
登
場
し
て
き
た
歴
史
上
の
偉
人
ま
た
は
英
雄
が
洞
察
し
て
い
た
の
は
、
可

能
性
ま
た
は
原
因
と
共
に
、
諸
条
件
の
全
て
が
揃
い
つ
つ
あ
る
こ
の
実
在
的
可
能
性
と
い
う
事
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
上
の
偉

人
は
こ
の
事
態
を
踏
ま
え
て
、
次
の
社
会
の
具
体
的
姿
と
一
般
的
傾
向
と
を
洞
察
し
、
そ
の
結
果
を
新
た
な
社
会
の
た
め
の
価
値
理

念
と
し
て
措
定
し
、
加
え
て
そ
の
実
現
の
た
め
に
精
力
を
尽
く
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
価
値
理
念
は
最
善
の
も

の
で
あ
り
、
必
ず
実
現
す
る
も
の
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
現
実
の
な

か
に
可
能
性
ま
た
は
原
因
と
諸
条
件
と
を
実
在
的
に
捜
し
求
め
、
そ
れ
と
の
関
係
で
価
値
理
念
を
捉
え
直
し
た
が
ゆ
え
に
、
諸
々
に
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併
存
し
、
相
互
に
神
々
の
闘
争
を
展
開
し
て
い
る
価
値
諸
理
念
の
な
か
で
、
ど
れ
が
最
も
優
れ
て
お
り
、
現
実
味
を
お
び
て
い
る
か

を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

価
値
理
念
に
関
す
る
、
と
り
わ
け
未
来
を
志
向
す
る
新
た
な
価
値
理
念
の
創
出
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
を
考
察
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
基
本
的
に
は
こ
れ
と
同
一
の
見
解
を
、
唯
物
論
者
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
即
ち
ヘ
ー

ゲ
ル
は
自
己
の
見
地
を
「
絶
対
的
観
念
論
」
と
自
称
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
彼
は
、
こ
の
側
面
に
お
い
て
は
実
に
リ

ア
リ
ス
ト
で
あ
り
、
き
わ
め
て
唯
物
論
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
共
産
党
宣
言
』
で
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
は
簡
潔
に
も
次
の
よ
う
に
言
明
し
て
い
る
。「
一
社
会
全
体
を
革
命
す
る
思
想

が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
古
い
社
会
の
内
部
に
新
し
い
社
会
の
諸
要
素
が
す
で
に
生
ま
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
事
実
、
古
い
生

活
諸
関
係
の
解
体
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
、
ま
た
古
い
思
想
の
解
体
が
す
す
む
と
い
う
事
実
を
、
言
い
表
し
た
も
の
に
す
ぎ
な（
２１
）

い
」
と
。

旧
い
社
会
の
な
か
に
、
新
た
な
社
会
の
た
め
の
諸
条
件
、
諸
要
素
が
実
在
的
に
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
実
在
す
る

諸
条
件
と
諸
要
素
と
に
基
づ
い
て
、
新
た
な
社
会
に
関
す
る
価
値
理
念
を
形
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
価
値
理
念
に
依

拠
し
て
旧
い
社
会
を
解
体
し
、
新
し
い
社
会
を
創
出
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
側
面
に
関
し
て
は
、
唯
物
論
者
マ

ル
ク
ス
の
見
解
と
観
念
論
者
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
が
、奇
妙
な
ま
で
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

新
し
い
思
想
、
斬
新
な
価
値
理
念
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
既
存
の
社
会
を
考
察
し
、
そ
れ
に
沈
潜
し
て
、
そ
こ

に
新
た
な
社
会
の
た
め
の
諸
条
件
、
諸
要
素
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
は
、
同
じ
『
共
産
党
宣
言
』
で
次
の
よ
う
に
も
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
人

間
の
生
活
諸
関
係
、
彼
ら
の
社
会
的
諸
関
係
、
人
間
の
社
会
的
存
在
が
変
化
す
れ
ば
、
そ
れ
と
と
も
に
人
間
の
観
念
、
見
解
、
概
念
、

一
言
で
い
え
ば
人
間
の
意
識
も
ま
た
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
に
、
ふ
か
い
洞
察
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
か（
２２
）

？
」
と
。

以
上
に
論
じ
て
き
た
こ
と
が
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
新
た
な
思
想
と
価
値
理
念
と
を
見
出
し
創
出
し
て
い
く
道
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、『
経
済
学
批
判
』
の
「
序
言
」
に
お
い
て
も
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
一
文
で
は
あ
る
が
、
全
く
同
一
趣
旨
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の
主
張
を
次
の
よ
う
に
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
だ
か
ら
人
間
が
た
ち
む
か
う
の
は
い
つ
も
自
分
が
解
決
で
き
る
課
題
だ
け
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
さ
ら
に
く
わ
し
く
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
解
決
の
物
質
的
諸
条
件
が
す
で
に
現
存
し
て
い
る
か
、
ま

た
は
す
く
な
く
と
も
そ
れ
が
で
き
は
じ
め
て
い
る
ば
あ
い
に
か
ぎ
っ
て
発
生
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
わ
か
る
で
あ
ろ

う
か（
２３
）

ら
」
と
。

そ
れ
で
は
次
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
未
来
を
展
望
す
る
た
め
の
価
値
理
念
は
、
い
か
に
し
て
創
造
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
加
え
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
な
に
ゆ
え
様
々
に
併
存
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
自
己
の
生
き
死
に
を
賭
け

て
、
相
互
に
深
刻
な
ま
で
の
「
神
々
の
闘
争
」
を
展
開
し
て
い
る
価
値
諸
理
念
の
な
か
で
、
こ
の
闘
争
に
決
着
を
つ
け
る
の
は
科
学

で
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
不
確
か
で
し
か
な
い
「
運
命
」
だ
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
問
題
を
検
討
し
て
い
き
た
い
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
察
し
て
い
く
た
め
の
手
掛
か
り
を
、
私
は
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
カ
リ
ス
マ
概
念
に
求
め
た
い
。
そ
の
根
拠
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『
支
配
の
社
会
学
』、『
支
配
の
諸
類
型
』
等
々
で
、
革
命
的

変
革
過
程
に
「
内
部
か
ら
の
革
命
」
と
「
外
部
か
ら
の
革
命
」
と
が
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
前
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
明
白
に

言
及
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
カ
リ
ス
マ
は
、
内
面
か
ら
の
変
革
で
も
あ
り
う
る
。
こ
の
内
面
か
ら
の
変
革
は
、
苦
悩
と
熱
狂
と

か
ら
生
ま
れ
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
生
活
形
式
や
現
世
一
般
に
対
す
る
一
切
の
態
度
の
全
く
新
た
な
志
向
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
心
情
や
行
為
の
中
心
的
な
方
向
を
変
更
す
る
こ
と
を
意
味
す（
２４
）

る
」
と
。

つ
ま
り
カ
リ
ス
マ
に
よ
る
内
部
か
ら
の
革
命
と
は
、
従
来
で
は
想
定
す
ら
で
き
な
か
っ
た
類
の
斬
新
な
価
値
理
念
、
新
思
想
を
カ

リ
ス
マ
が
創
出
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
既
存
の
価
値
諸
理
念
を
至
上
者
的
に
破
壊
し
て
い
く
一
方
で
、
現
実
に
対
す
る
全
く
新
た

な
志
向
態
度
を
も
生
み
出
し
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
加
え
て
変
更
さ
れ
た
こ
の
価
値
理
念
に
合
致
す
る
よ
う
に
、
現
実
を
革
命

的
に
改
造
し
て
い
く
こ
と
だ
と
も
規
定
さ
れ
、
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
以
上
よ
り
カ
リ
ス
マ
と
は
、
新
た
な
価

値
理
念
を
創
出
し
て
い
く
担
い
手
で
あ
り
、
そ
の
端
初
の
創
出
者
だ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
い
ま
検
討
し
た
い
問
題
、
即

ち
未
来
を
志
向
す
る
新
た
な
価
値
理
念
の
創
出
過
程
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
ど
う
捉
え
か
つ
説
明
し
て
い
た
の
か
、
そ
も
そ
も
こ
の
試
み
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に
彼
が
成
功
し
て
い
た
の
か
否
か
と
い
う
こ
の
問
題
は
、
カ
リ
ス
マ
に
よ
る
内
部
か
ら
の
革
命
の
過
程
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
こ
そ
、
よ
く
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
観
点
か
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
カ
リ
ス
マ
概
念
を

検
討
し
て
い
く
。

カ
リ
ス
マ
に
よ
る
価
値
理
念
の
創
造
と
い
う
側
面
に
お
け
る
革
命
的
性
格
を
論
ず
る
以
前
に
、
ま
た
そ
の
前
提
と
し
て
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
カ
リ
ス
マ
に
付
与
し
て
い
る
以
下
の
二
つ
の
規
定
を
、
ま
ず
も
っ
て
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
は
、
カ
リ
ス
マ

と
は
凡
人
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
よ
う
な
偉
大
な
能
力
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
資
質
を
具
備
し
て
い
る
人
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
は
、『
支
配
の
諸
類
型
』
で
端
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
カ
リ
ス
マ
と
は
、
非
日
常
的
な
も
の
と
み
な
さ

れ
た
…
…
あ
る
人
物
の
資
質
を
い
う
。
こ
の
資
質
の
ゆ
え
に
彼
は
、
超�

自�

然�

的�

ま
た
は
超�

人�

間�

的�

ま
た
は
少
な
く
と
も
特
殊
非
日
常

的
な
、
誰
で
も
が
も
ち
う
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
力
や
特
性
を
恵
ま
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
、
あ
る
い
は
神
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
も

の
と
し
て
、
あ
る
い
は
模
範
的
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
指
導
者
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な（
２５
）

る
」
と
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
カ

リ
ス
マ
的
指
導
者
に
、
並
々
な
ら
ぬ
非
凡
な
能
力
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
カ
リ
ス
マ
的
人
物
を
、
現
世
の
、
そ
し
て
日
常
生
活
の
中
核
的
部
分
と
彼
が
看
做
す
経
済
的
領
域

の
対
極
に
、
従
っ
て
非
日
常
的
に
し
て
非
経
済
的
領
域
に
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
カ
リ
ス

マ
の
超
人
的
能
力
も
十
分
に
発
揮
さ
れ
う
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
リ
ス
マ
の
威
力
と
は
、
ま
さ
に
「
非
経
済
の
力
」

M
acht

der
U
nw
irtschaftlichkeit

で
あ
り
、
カ
リ
ス
マ
の
基
本
的
特
質
の
一
つ
は
、
そ
の
「
現
世
離
脱
性
」W

eltabgew
andtschaft

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
非
日
常
的
領
域
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
時
期
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
に
そ
れ

は
、
卑
俗
な
利
得
、
打
算
と
い
っ
た
日
常
的
諸
利
害
を
超
越
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
か
ら
決
定
的
に
離
脱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
つ
き
つ
め
れ
ば
非
日
常
性
と
は
、
慣
れ
親
し
ま
れ
た
日
常
的
世
界
が
全
面
的
に
瓦
解
し
た
状
態
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
非
通

常
的
で
あ
り
、
危
機
に
あ
ふ
れ
、
そ
れ
か
ら
の
脱
却
を
求
め
る
熱
狂
が
渦
巻
き
満
ち
溢
れ
て
い
る
状
態
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
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よ
う
な
場
所
と
時
期
に
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
カ
リ
ス
マ
は
そ
の
革
命
的
威
力
を
十
二
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
前
提
の
上
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
カ
リ
ス
マ
の
価
値
理
念
創
造
の
側
面
に
お
け
る
烈
々
た
る
革
命
的
性
格
を
描
き
出
し

て
く
る
の
だ
が
、
こ
の
描
写
は
一
面
で
は
変
革
の
過
程
の
そ
れ
で
あ
る
だ
け
に
、
大
変
に
魅
力
あ
ふ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
こ
の
支
配
（
カ
リ
ス
マ
的
支
配－

引
用
者
）
は
、
一
切
の
も
の
を
価
値
変
革
し
、
至
上
者
的
に
破
砕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ

ら
ゆ
る
伝
統
的
ま
た
は
合
理
的
規
範
に
対
し
て
革
命
的
な
態
度
を
と
る
、
…
…
と
記
さ
れ
あ
り
、
さ
れ
ど
わ
れ
汝
ら
に
告
げ
ん
、
と

い
う
わ
け
で
あ（
２６
）

る
」。

カ
リ
ス
マ
は
「
こ
の
純
経
験
的
な
、
没
価
値
的
な
意
味
に
お
い
て
、
確
か
に
歴
史
の
す
ぐ
れ
て
創
造
的
・
革
命
的
な
力
で
あ（
２７
）

る
」。

「
こ
れ
に
反
し
て
、
カ
リ
ス
マ
は
そ
の
最
高
の
現
象
形
態
に
お
い
て
は
、
お
よ
そ
規
則
や
伝
統
一
般
を
破
砕
し
、
一
切
の
神
聖
性

概
念
を
端
的
に
覆
滅
す（
２８
）

る
」。

「
カ
リ
ス
マ
の
担
い
手
が
ピ
エ
テ
ー
ト
と
権
威
と
を
享
受
す
る
の
は
、
彼
の
一
身
に
体
現
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
の
使
命
に
よ
る
。
こ
の
革
命
は
…
…
一
切
の
価
値
序
列
を
逆
転
さ
せ
、
習
俗
、
法
律
お
よ
び
伝
統
を
覆
す
ご
と
き
、
革
命
的

な
性
格
を
も
っ
て
い（
２９
）

る
」。

「
カ
リ
ス
マ
的
予
言
者
の
、
偉
大
な
、
実
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
革
命
的
な
運（
３０
）

動
」。

「
カ
リ
ス
マ
は
、
精
神
的
感
染
の
萌
芽
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
た
め
に
、
社
会
学
的
な
『
発
展
要
因
』
の
担
い
手
で
も
あ（
３１
）

る
」
等
々
、

と
。い

ず
れ
の
引
用
文
も
、
新
た
な
価
値
理
念
の
創
造
に
関
す
る
カ
リ
ス
マ
の
烈
々
た
る
、
そ
し
て
瞠
目
す
べ
き
革
命
的
性
格
を
強
調

し
て
い
て
、
実
に
魅
力
に
あ
ふ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
革
新
の
社
会
学
」
と
し
て
も
味
読
し
え
る

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
カ
リ
ス
マ
社
会
学
に
対
し
て
は
、
多
く
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
者
が
お
し
み
な
い
絶
賛
を
お
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
私
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
カ
リ
ス
マ
革
命
論
こ
そ
が
実
に
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
新
た
な
価
値
理
念
、
世
界
像
を
創
造
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し
て
い
く
変
革
の
理
論
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
な
ら
ば
、
価
値
の
低
い
そ
れ
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
危
険
で
無
責
任
な
理
論

だ
と
断
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
凡
人
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
超
能
力
者
と
し
て
の
カ
リ
ス
マ
が
、
そ
の
超
能
力
の
ゆ
え
に
変
革
の
端
初
を
切
り
拓
く
こ

と
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
は
、
私
も
同
意
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
カ
リ
ス
マ
は
、
危
殆
に
瀕
し
て
い
る
社
会
を
ど
う
洞
察
し
、
そ
こ

に
い
か
な
る
諸
要
素
、
諸
条
件
を
見
出
し
て
、
こ
の
危
機
の
克
服
を
力
強
く
保
障
し
て
く
れ
る
よ
う
な
、
説
得
力
が
あ
り
現
実
味
の

あ
る
新
た
な
価
値
理
念
、
そ
し
て
世
界
像
を
呈
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
こ
の
最
重
要
な
問
題
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
は
全
く
解
明

で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
と
は
、
こ
の
問
題
を
こ
そ
具
体
的
か
つ
説
得
的
に
解
決
し
て
く
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
は
、
既
に
確
認
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
は
た
だ
、
カ
リ
ス
マ
は
超
能
力
者
で
あ
る
が
ゆ
え

に
画
期
的
で
斬
新
な
価
値
理
念
を
創
出
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
同
義
反
復
的
に
主
張
さ
れ
、
こ
の
こ
と
と
、
加
え
て
こ
の
新
た
な

価
値
理
念
に
よ
っ
て
、
既
存
の
、
そ
し
て
陳
腐
と
な
っ
た
諸
観
念
が
至
上
者
的
に
破
砕
さ
れ
て
い
く
と
い
う
事
実
だ
け
が
断
定
的

に
、
そ
し
て
一
面
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
カ
リ
ス
マ
革
命
論
の
問
題
性
と
、

そ
の
一
面
的
性
格
に
由
来
す
る
危
険
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
カ
リ
ス
マ
革
命
論
の
こ
の
弱
点
を
、
既
述
し
て
お
い
た
彼
の
次
の
主
張
、
カ
リ
ス
マ
は
「
こ
の
純
経
験
的
な
、
没

価
値
的
な
意
味
に
お
い
て
、
確
か
に
歴
史
の
す
ぐ
れ
て
創
造
的
・
革
命
的
な
力
で
あ
る
」
は
、
端
的
に
示
し
て
い
る
。「
純
経
験

的
」、「
没
価
値
的
」
と
は
、
価
値
判
断
や
評
価
を
せ
ず
、
そ
れ
ら
か
ら
自
由
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ
リ
ス
マ
に
よ
っ
て

創
造
さ
れ
た
新
し
い
価
値
理
念
が
、
従
来
の
そ
れ
に
比
し
て
優
れ
て
い
る
と
か
、
新
た
に
切
り
拓
か
れ
た
歴
史
の
方
向
が
よ
り
高
度

の
歴
史
段
階
で
あ
り
、
よ
り
発
展
し
た
社
会
形
態
を
招
来
し
た
も
の
だ
と
い
っ
た
価
値
判
断
を
禁
欲
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。
そ
の
か
わ
り
に
、
た
だ
新
た
な
事
態
、
新
し
い
思
想
が
、
カ
リ
ス
マ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
の
事
実
だ
け
を
、
味
気

な
く
も
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
よ
り
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
主
張
は
、
何
も
経
験
科
学
か
ら
の
価
値
判
断
排
除
と
い
う
、
彼
に
独
自
な
見
解
か
ら
導
き
出
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さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
カ
リ
ス
マ
に
よ
っ
て
新
た
な
価
値
理
念
が
創
造
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
い
歴
史
の
方
向
が
切
り
拓
か
れ

た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
言
及
さ
れ
、
お
よ
そ
新
た
な
価
値
理
念
の
内
容
も
、
歴
史
の
斬
新
な
方
向
も
、
何
も
具
体
的
に
明
示
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、そ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
評
価
を
行
な
お
う
と
し
て
も
、そ
も
そ
も
そ
の
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
必
然
的
に
没
価
値
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
カ
リ
ス
マ
革
命
論
の
こ
の
基
本
的
欠
陥
は
、
彼
自
身
の
次
の
言
明
の
な
か
に
、
劇
的
な
ま
で
に
直
截
に
表
現
さ
れ

て
い
る
と
私
は
考
え
る
。
長
文
で
は
あ
る
が
全
文
を
引
用
す
る
。「
外
か
ら
、
す
な
わ
ち
外
部
的
な
生
活
諸
条
件
の
変
化
に
よ
っ
て

〔
革
新
が
生
ず
る
〕、
こ
の
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
活
条
件
が
変
化
し
た
と
き
、
新
秩
序
が
生
ま

れ
る
代
わ
り
に
、
生
活
の
破
滅
が
お
こ
ら
な
い
と
う
保
証
は
、
い
さ
さ
か
も
存
在
し
な
い
。
ま
た
と
り
わ
け
、
生
活
条
件
の
変
化
と

い
う
こ
と
は
、
決
し
て
革
新
の
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
で
は
な
い
し
、
ま
た
新
秩
序
が
生
ま
れ
る
多
く
の
き
わ
め
て
重
要
な
ケ
ー
ス

に
お
い
て
は
、
共
同
的
な
条
件
に
す
ら
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
民
俗
学
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
か
ら
み
て
、
新
秩
序
が
生

ま
れ
る
最
も
重
要
な
源
泉
は
、
一
定
性
格
の
異
常
な
（
今
日
の
治
療
学
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
稀
な
ら
ず
―
―
し
か
し
決
し
て
常

に
ま
た
は
通
常
的
に
そ
う
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
―
―
『
病�

的�

』
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
）
体�

験�

を
す
る
能
力
が
あ
り
、

こ
の
体
験
に
も
と
づ
く
影
響
を
他
人
に
及
ぼ
し
う
る
と
こ
ろ
の
諸
個
人
の
影
響
力
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で

論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
『
異�

常�

性�

』
の
故
に
、『
新
し
い
』
も
の
と
し
て
現
れ
る
こ
の
体�

験�

が
、
ど�

の�

よ�

う�

な�

仕�

方�

で�

成�

立�

す�

る�

の�

か�

、
と
い
う
問
題
で
は
な
く
て
、
こ
の
体
験
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
問
題
で
あ（
３２
）

る
」
が
そ
れ
で

あ
る
。

新
し
い
価
値
理
念
と
世
界
像
と
の
創
出
に
よ
る
新
秩
序
の
形
成
に
と
っ
て
は
、
外
的
生
活
諸
条
件
の
変
更
は
必
要
で
も
な
く
、
神

憑
か
り
的
な
憑
依
的
事
態
と
い
う
異
常
な
、
そ
れ
も
常
に
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
稀
な
ら
ず
精
神
病
的
な
状
態
に
お
け
る
体
験
か

ら
得
ら
れ
る
閃
き
と
、
そ
れ
が
他
人
に
及
ぼ
す
影
響
力
で
あ
る
と
指
摘
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
主
張
は
あ
ま
り
に
も
不
気
味
で

あ
っ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
精
神
構
造
の
正
常
さ
を
疑
っ
て
余
り
あ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
ウ
ェ
ー
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バ
ー
の
精
神
構
造
の
異
常
さ
で
は
な
く
て
、「
体
験
」（E

rlebnissen

）
が
、
そ
れ
も
異
常
な
、
常
に
、
ま
た
は
通
常
的
に
そ
う
だ
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
稀
な
ら
ず
精
神
病
的
な
体
験
が
、
新
し
い
価
値
理
念
の
、
ま
た
そ
れ
に
基
づ
く
全
く
斬
新
な
生
活

秩
序
の
創
出
の
源
泉
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
の
点
な
の
で
あ
る
。

こ
の
体
験
に
つ
い
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
に
お
い
て
何
と
言
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
「
個
性
」
と

「
体
験
」と
は
、
科
学
の
世
界
か
ら
も
っ
と
も
強
く
排
斥
さ
れ
る
べ
き
偶
像
で
あ
る
、
即
ち
被
造
物
神
化
で
あ
る
と
主
張
し
た
上
で
、

「
こ
の
二
つ
の
も
の
は
た
が
い
に
密
接
に
結
び
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
個
性
は
体
験
か
ら
な
り
、
体
験
は
個
性
に
属
す（
３３
）

る
」
と
の
べ
て

い
た
。
そ
れ
に
続
け
て
「
さ
て
、
お
集
ま
り
の
諸
君
！
学
問
の
領
域
で
『
個
性
』
を
も
つ
の
は
、
そ
の
個
性
で
は
な
く
て
、
そ
の
仕

事
（
ザ
ッ
ヘ
）
に
仕
え
る
人
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
た
る
や
、
な
に
も
学
問
の
領
域
に
ば
か
り
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

…
…
む
し
ろ
反
対
に
、
自�

己�

を�

滅�

し�

て�

お�

の�

れ�

の�

課�

題�

に�

専�

心�

す�

る�

人
こ
そ
、
か
え
っ
て
そ
の
仕
事
の
価
値
の
増
大
と
と
も
に
そ
の

名
を
高
め
る
結
果
と
な
る
で
あ
ろ（
３４
）

う
」
と
論
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

即
ち
体
験
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
個
性
と
は
、
学
問
の
世
界
で
は
価
値
あ
る
も
の
で
は
全
く
な
い
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
世
界
に
は
縁
無

き
も
の
で
あ
っ
て
、
科
学
の
世
界
で
は
逆
に
自
己
の
個
性
を
完
全
に
没
し
て
事
柄
に
の
み
就
き
、
そ
れ
に
専
念
し
て
研
究
に
従
事
す

る
こ
と
こ
そ
が
必
要
だ
と
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
個
性
と
体
験
と
を
追
い
求
め
る
者
た
ち
は
、
知
的
廉
直
と
知

的
誠
実
の
義
務
の
犠
牲
に
わ
が
身
を
進
ん
で
捧
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
神
々
の
闘
争
と
い
う
現
代
の
宿
命
に
耐
え
抜
く
こ
と
の

で
き
な
い
者
た
ち
だ
か
ら
、
温
か
く
門
戸
を
広
げ
て
彼
ら
を
待
っ
て
く
れ
て
い
る
教
会
へ
行
け
と
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
い
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
宗
教
と
は
、
宗
教
改
革
の
前
後
を
問
わ
ず
、
そ
の
「
非
合
理
に
も
拘
わ
ら
ず
」
で
は
な
く
て
、
そ
の
「
非

合
理
な
る
が
故
に
我
信
ず
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
教
会
と
は
進
ん
で
知
性
を
犠
牲
に
供
す
る
場
で
あ
る

と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
科
学
と
い
う
観
点
か
ら
は
価
値
を
決
定
的
に
貶
し
め
ら
れ
た
体
験
と
個
性
と
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
方
で
は

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
に
お
い
て
、
新
し
い
価
値
理
念
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
新
秩
序
形
成
と
の
決
定
的
な
源
泉
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
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い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
科
学
的
に
は
無
価
値
で
あ
り
、
そ
れ
を
科
学
的
に
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
非
合
理
的

要
素
と
看
做
さ
れ
た
体
験
を
、
他
方
で
は
こ
の
よ
う
に
新
秩
序
の
形
成
に
お
け
る
決
定
的
な
源
泉
と
し
て
指
摘
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
前
後
の
主
張
が
あ
ま
り
に
も
論
理
的
に
矛
盾
し
て
お
り
、
従
っ
て
こ
の
面
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
は
、
惨
め
な
ま
で
に

自
己
破
産
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
ま
た
彼
の
『
宗
教
社
会
学
論
集
』
の
「
序
言
」
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
た
。
科
学
と
は
「
厳
密
に

経
験
的
な
研
究
た
る
こ
と
を
意
図
す
る
、
醒
め
き
っ
た
論
証
的
叙
（
３５
）

述
」
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
り
、「
対
象
か
ら
距
離
を
保
と
う
と

す
る
醒
め
た
態（
３６
）

度
」
を
と
る
も
の
な
の
に
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
た
ち
の
「
今
日
の
流
行
の
作
家
熱
は
、
専
門
家
を
無
視
す
る
か
、
あ

る
い
は
『
直
観
的
に
捉
え
る
人
び
と
』
の
下
働
き
に
格
下
げ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
考
え
が
ち
で
あ（
３７
）

る
」
と
。
こ
の
よ
う

に
言
及
し
て
、
こ
こ
で
も
彼
は
、
先
の
「
体
験
」、「
個
性
」
と
同
様
に
、「
直
観
」
を
科
学
的
営
為
の
対
極
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
、

従
っ
て
知
性
の
犠
牲
に
身
を
捧
げ
る
態
度
と
看
做
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
最
大
の
侮
蔑
と
皮
肉
を
こ
め
て
次
の
よ

う
に
言
明
し
て
も
い
た
の
で
あ
る
。「『
直
観
的
に
捉
え
る
こ
と
』
を
願
う
人
々
は
、
映
画
館
へ
で
も
行
く
が
よ
い
。
そ
う
い
う
人
々

に
は
ま
た
文
学
の
形
式
で
も
、
こ
の
問
題
領
域
に
つ
い
て
、
今
日
き
わ
め
て
多
く
の
も
の
が
提
供
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ（
３８
）

る
」
と
。

こ
の
よ
う
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
個
性
」、「
体
験
」、
そ
し
て
「
直
観
」
を
科
学
的
観
点
か
ら
は
価
値
な
き
も
の
、
知
性
を
犠
牲
に

供
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
と
と
も
に
、
彼
が
そ
れ
ら
を
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
根
拠
は
如
何
と
い

う
こ
と
が
次
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
問
題
を
洞
察
す
る
た
め
に
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
関
し
て
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

一
つ
の
前
提
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
概
念
が
自
然
科
学
的
な
類
概
念
で
あ
ろ
う

と
、
歴
史
学
に
特
有
な
理
念
型
概
念
で
あ
ろ
う
と
、
お
よ
そ
科
学
と
い
う
も
の
は
、
明
晰
で
一
義
的
な
概
念
の
使
用
で
も
っ
て
そ
の

思
考
を
展
開
し
、
叙
述
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
『
ロ
ッ
シ
ャ
ー

と
ク
ニ
ー
ス
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「『
精
神
的
な
も
の
』
の
領
域
に
お
け
る
、
ま
た
『
外
的
』『
自
然
』
の
そ

れ
に
お
け
る
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
『
な
か
』
の
事
象
や
わ
れ
わ
れ
の
『
そ
と
』
の
事
象
に
お
け
る
経
験
的
な
認
識
は
、
つ
ね
に
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『
概
念
構
成
』
の
手
段
に
制
約
さ
れ
て
い（
３９
）

る
」
と
。

明
晰
で
一
義
的
な
概
念
を
用
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
問
的
営
為
に
お
い
て
、
と
こ
ろ
が
体
験
や
直
観
の
内
容
は
、
こ

の
概
念
の
中
に
は
入
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
体
験
と
直
観
の
内
容
を
、
明
晰
で
一
義
的
な
概
念
で
も
っ
て
表
現
し
、
伝
達

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
宗
教
的
な
体
験
そ
の
も
の

は
、
自
明
の
こ
と
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
体
験
と
同
じ
よ
う
に
非
合
理
的
な
も
の
だ
。
そ
れ
が
最
高
の
、
神
秘
的
な
形
態
を
と
っ
た
ば

あ
い
が
、
ま
さ
し
く
勝
義
に
お
け
る
体
験
で
あ
っ
て
…
…
絶
対
的
な
伝
達
不
可
能
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
即
ち
、
独
自
な
性

格
を
も
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
や
概
念
と
い
う
手
段
で
は
適
格
に
再
現
さ
れ
え
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
体
験
は
、

合
理
的
に
定
式
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
直
ち
に
そ
の
内
容
が
失
わ
れ
始
め
、
概
念
的
定
式
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
そ
の
程
度
が
大
き

く
な
る
、
と
い
う
の
も
正
し
い
。
す
で
に
一
七
世
紀
に
洗
礼
派
の
諸
信
団
が
経
験
し
て
い
る
よ
う
に
、
合
理
的
な
神
学
の
悲
劇
的
葛

藤
は
す
べ
て
こ
こ
に
そ
の
根
拠
を
も
っ
て
い（
４０
）

る
」
と
。

つ
ま
り
、
科
学
は
必
ず
概
念
と
い
う
手
段
を
用
い
て
思
惟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
の
概
念
が
明
晰
で
あ
り
一
義
的
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
体
験
と
直
観
の
内
容
は
こ
の
概
念
の
な
か
に
入
っ
て
く
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
内
容
を
概
念

で
捉
え
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
体
験
と
直
観
は
非
合
理
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
体
験
や
直
観
を
強
調
す
る
者
は
、
進

ん
で
知
性
を
犠
牲
に
供
す
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
だ
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
、
そ
れ
を
科
学
的
に
掴
ま
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
非
合
理
的
要
素
だ
と
強
く
主
張
し

て
い
た
「
体
験
」
に
、
そ
れ
も
常
に
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
稀
な
ら
ず
精
神
病
的
な
、
不
気
味
で
異
常
な
体
験
に
、
斬
新
な
価

値
理
念
の
創
出
と
、
新
秩
序
の
形
成
と
い
う
根
源
的
な
現
象
は
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
が

変
革
と
い
う
現
象
を
説
明
す
る
と
い
う
そ
の
核
心
的
部
分
に
お
い
て
、
説
明
不
能
な
非
合
理
的
要
素
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
の
こ
と
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
が
科
学
的
に
は
自
己
破
産
し
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
証
明
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
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も
ち
ろ
ん
新
秩
序
の
形
成
に
か
か
わ
る
先
の
引
用
文
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
は
、
異
常
な
体
験
が
い
か
に
し
て
生
ず
る
か

は
科
学
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
こ
の
点
に
関
わ
る
努
力
は
断
念
し
、
彼
が
科
学
的
に
洞
察
し
よ
う
と
努
力
す
る
点

は
、
こ
の
体
験
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
新
理
念
が
人
々
と
社
会
と
に
い
か
な
る
作
用
と
影
響
と
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
、
そ
れ
自
体
と

し
て
は
経
験
科
学
に
よ
っ
て
掴
ま
え
る
こ
と
の
で
き
る
側
面
に
限
定
し
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
自
己
限
定
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
新
秩
序
の
形
成
が
、
異
常
な
、
常
に
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
稀
な
ら
ず
精
神
病
的
な
不
気
味
な
体
験
に
依
拠
し
て
い
る
と

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
看
做
し
て
い
た
こ
と
も
、
否
定
で
き
な
い
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
異
常
な
忘
我
的
な
体
験

は
、
科
学
的
に
は
概
念
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
科
学
的
に
は
未
解
明
な
事
実
と
し
て
、
そ
れ
は
与
件
に
留
ま

り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
側
面
か
ら
い
ま
一
度
ウ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
を
総
括
し
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
に
言
明
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
斬
新
な
価
値
理
念
の
創
出
と
新
秩
序
の
形
成
に
関
わ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
の
中
核
的
部
分
が
、
科
学
的
に
は
解
明
不
可

能
な
非
合
理
的
要
素
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
は
、
非
合
理
的
と
い
う
意
味
で
の
魔
術
的
要
素
を
全

面
的
に
排
除
し
た
上
で
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
合
理
的
科
学
で
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
不
可
欠
の
契
機
と
し
、
そ
れ

に
決
定
的
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、「
魔
術
か
ら
の
解
放
の
再
魔
術
化
」
と
い
う
事
態
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
、
と
。

第
二
に
、
科
学
的
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
与
件
に
決
定
的
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
は
返

す
あ
て
の
な
い
論
理
的
返
り
を
負
っ
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
社
会
学
は
、
科
学
的
に
み
て
決
定
的
に
不
十
分
な

理
論
で
あ
る
、
と
。

第
三
に
論
及
し
て
お
き
た
い
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
下
部
構
造
が
上
部
構
造
を
規
定
し
、
制
約
し
、
加
え
て
こ
の
下
部
構
造
が
自

ら
自
己
を
変
化
さ
せ
る
自
己
運
動
の
過
程
に
あ
る
か
ら
、
こ
の
変
化
に
規
定
さ
れ
て
上
部
構
造
も
変
動
を
蒙
る
と
い
う
、『
ド
イ
ツ
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
で
確
立
さ
れ
た
史
的
唯
物
論
の
見
地
を
否
定
し
て
、
上
部
構
造
の
自
律
性
と
固
有
法
則
性
と
を
回
復
し
よ
う
と
意

図
し
た
の
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
試
み
で
あ
っ
た
。
私
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
対
し
て
、
史
的
唯
物
論
を
批
判
し
た
り
、
否
定
し
た
り
し
て
は
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な
ら
な
い
な
ど
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
史
的
唯
物
論
を
批
判
す
る
か
否
か
は
個
人
の
自
由
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
観

念
的
諸
形
態
の
世
界
に
お
け
る
変
化
を
、
史
的
唯
物
論
と
は
異
な
る
見
地
か
ら
科
学
的
に
説
明
せ
よ
、
そ
れ
も
そ
の
妥
当
性
に
関
し

て
万
人
が
納
得
で
き
る
科
学
的
説
明
を
試
み
よ
と
、
私
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
対
し
て
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
試
み
に
成
功
し

て
こ
そ
、
初
め
て
史
的
唯
物
論
を
批
判
的
に
、
そ
れ
も
創
造
的
に
克
服
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
新
た
な
価
値
理
念
の
創
出
を
も
含
む
観
念
的
諸
形
態
の
変
化
と
い
う
現
象
を
、
異
常
な
忘
我
的
「
体
験
」
に
求
め
、
し

か
も
そ
れ
は
科
学
的
に
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
い
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
観
念
的
諸
形
態
の
変
化
の
説
明
に

関
し
て
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
立
場
は
史
的
唯
物
論
に
及
ぶ
こ
と
の
な
い
、
お
よ
そ
そ
の
科
学
的
見
地
と
は
比
較
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
、
非
合
理
的
次
元
に
属
す
る
立
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
が
変
化
す
る
か
ら
、
古
い
思
想
は
廃
れ
、
新
た
な
価
値
理
念
が
台
頭

し
て
く
る
と
捉
え
る
の
が
あ
た
り
ま
え
の
見
地
な
の
で
あ
っ
て
、
観
念
の
世
界
の
変
化
を
観
念
自
体
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と

は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
そ
し
て
最
後
に
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
次
の
点
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は『
職
業
と
し
て
の
学
問
』に
お
い
て
、

様
々
に
併
存
し
て
い
る
価
値
諸
理
念
の
間
の
争
い
、
即
ち
「
神
々
の
闘
争
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
。「
こ
れ
ら
の
神
々

を
支
配
し
、
か
れ
ら
の
争
い
に
決
着
を
つ
け
る
も
の
は
運�

命�

で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
『
学�

問�

』
で
は
な（
４１
）

い
」
と
。
諸
々
の
価
値
諸
理

念
の
間
で
展
開
さ
れ
て
い
る
神
々
の
闘
争
の
決
着
に
関
し
て
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
う
指
摘
す
る
以
外
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
に
と
っ
て
は
、
新
た
な
価
値
諸
理
念
は
、
現
世
を
離
脱
し
た
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
時
代
の
社
会
と
歴
史
と
の
関
係
を
全
面
的
に
切
断

し
た
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
の
、
常
に
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
稀
な
ら
ず
精
神
病
的
な
性
格
を
有
す
る
異
常
な
体
験
か
ら
生
じ
て

く
る
閃
き
に
よ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
惹
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
、
諸
々
の
価
値
諸
理
念
は
こ
の
よ
う
な
異
常

な
体
験
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
価
値
諸
理
念
の
な
か
で
ど
れ
が
最
も
優
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
神
々

の
闘
争
に
お
い
て
勝
利
を
占
め
る
か
を
科
学
が
判
断
で
き
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
時
々
の
社
会
と
歴
史
と
の
関

係
を
全
面
的
に
切
断
し
た
上
で
創
出
さ
れ
た
類
の
価
値
諸
理
念
の
間
に
お
い
て
、
ど
れ
が
勝
利
を
占
め
る
か
と
い
っ
た
判
断
を
科
学
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が
行
な
う
必
要
そ
の
も
の
が
、
そ
も
そ
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
面
的
事
例
を
取
り
上
げ
て
、
科
学
は
事
実
判
断
を
行
な
う

こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
価
値
判
断
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
不
適
切
な
の
で
あ
る
。

（
１
）

M
ax

W
eber,

G
esam

m
elte

A
ufsätze

zur
R
eligionssoziologie�

,
1963,

J.C
.B
.M
ohr,

S.252,

『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
宗
教

社
会
学
論
選
』、
大
塚
久
雄
・
生
松
教
三
訳
、
み
す
ず
書
房
、
五
八
頁
。

（
２
）

G
.W
.F.H

egel,
V
orlesungen

über
die

Philisophie
der

G
eschichte,

W
erke

12,
Suhrkam

p,
S.46,

『
歴
史
哲
学
講
義
』（
上
）、
長

谷
川
宏
訳
、
岩
波
文
庫
、
六
〇
頁
。

（
３
）

E
bd.,

S
46,

同
訳
書
、
五
九
頁
。

（
４
）

G
.W
.F.H

egel,
E
nzyklopädie

der
philosophischen

W
issenschaften,

W
erke

8,
Suhrkam

p,
S.49,

『
小
論
理
学
』（
上
）、
松
村
一

人
訳
、
岩
波
文
庫
、
七
一
頁
。

（
５
）

E
bd.,

S.49,

同
訳
書
、
七
一
頁
。

（
６
）

E
bd.,

S.49,

同
訳
書
、
七
一
頁
。

（
７
）

E
bd.,

S.280,

同
訳
書
（
下
）、
八
三
頁
。

（
８
）

E
bd.,

S.282,

同
訳
書
（
下
）、
八
五
頁
。

（
９
）

E
bd.,

S.282,

同
訳
書
（
下
）、
八
五
頁
。

（
１０
）

E
bd.,

S.283,

同
訳
書
（
下
）、
八
六
頁
。

（
１１
）

E
bd.,

S.285,

同
訳
書
（
下
）、
八
九
〜
九
〇
頁
。

（
１２
）

E
bd.,

S.282,

同
訳
書
（
下
）、
八
五
頁
。

（
１３
）

E
bd.,

S.282,

同
訳
書
（
下
）、
八
五
頁
。

（
１４
）

G
.W
.F.H

egel,
W
issenchaft

der
L
ogik,

W
erke

6,
Suhrkam

p,
S.203,

『
大
論
理
学
』
中
巻
、
武
市
健
人
訳
、
岩
波
書
店
、
二
三
二

頁
。

（
１５
）

E
bd.,

S.49,

同
訳
書
、
七
一
頁
。

（
１６
）

G
.W
.F.H

egel,
E
nzyklopädie

der
philosophischen

W
issenschaften,

W
erke

8,
Suhrkam

p,
S.284,

『
小
論
理
学
』（
下
）、
八
八
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頁
。

（
１７
）

G
.W
.F.H

egel,
W
issenchaft

der
L
ogik,

W
erke

6,
Suhrkam

p,
S.209,

『
大
論
理
学
』
中
巻
、
二
三
九
頁
。

（
１８
）

E
bd.,

S.210,

同
訳
書
、
二
四
一
頁
。

（
１９
）

E
bd.,

S.210,

同
訳
書
、
二
四
〇
頁
。

（
２０
）

G
.W
.F.H

egel,
E
nzyklopädie

der
philosophischen

W
issenschaften,

W
erke

8,
Suhrkam

p,
S.293,

『
小
論
理
学
』（
下
）、
一
〇

一
頁
。

（
２１
）

K
.M
arx,

F.E
ngels,

M
anifest

der
K
om
m
unistischen

Partei,
M
arx

E
ngels

W
erke,

B
d.4,

D
ietz

V
erlag,

S.480,

『
共
産
党
宣

言
』、
全
集
四
、
大
月
書
店
、
四
九
三
頁
。

（
２２
）

E
bd.,

S.480,
同
訳
書
、
四
九
三
頁
。

（
２３
）

K
arl

M
arx,

Z
ur
K
ritik

der
Politischen

Ö
konom

ie,
M
axk

E
ngels

W
erke,

B
d.13,

D
iez

V
erlag,

S.9,

『
経
済
学
批
判
』、
岩
波

文
庫
、
一
四
頁
。

（
２４
）

M
ax

W
eber,

W
irtschaft

und
G
esellschaft,

�
.H
albband,

1976,
J.C
.B
.
M
ohr,

S.142,

『
支
配
の
諸
類
型
』、
世
良
晃
志
郎
訳
、

創
文
社
、
七
五
〜
七
六
頁
。

（
２５
）

E
bd.,

S.140,

同
訳
書
、
七
〇
頁
。

（
２６
）

E
bd.,

2.H
albband,

S.665,

『
支
配
の
社
会
学
』
�
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
創
文
社
、
四
〇
八
頁
。

（
２７
）

E
bd.,

S.666,

同
訳
書
、
四
一
三
頁
。

（
２８
）

E
bd.,

S.666,

同
訳
書
、
四
一
三
頁
。

（
２９
）

E
bd.,

S.667,

同
訳
書
、
四
一
六
頁
。

（
３０
）

E
bd.,

S.667,

同
訳
書
、
四
一
七
頁
。

（
３１
）

M
ax

W
eber,

Soziologische
G
rundbegrffe,

G
esam

m
elte

A
ufsätze

zur
W
issenschaftslehre,

3.
A
uf-lage,

1968,
J.C
.B
.M
ohr,

S.557,

「
社
会
学
の
基
礎
概
念
」、
濱
島
朗
訳
、
青
木
書
店
『
現
代
社
会
学
体
系
』
五
に
所
収
、
一
〇
四
頁
。

（
３２
）

M
ax
W
eber,

W
irtschaft

und
G
esellschaft,

1.H
albband,

S.188,
『
法
の
社
会
学
』、
世
良
晃
志
郎
訳
、
創
文
社
、
四
〇
八
頁
。

（
３３
）

M
ax
W
eber,

W
issenschaft

als
B
eruf,

W
L
,
S.591,

『
職
業
と
し
て
の
学
問
』、
尾
高
邦
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
七
頁
。

（
３４
）

E
bd.,

S.591~592,

同
訳
書
、
二
九
〜
三
〇
頁
。
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（
３５
）

M
ax

W
eber,

G
esam

m
elte

A
ufsätze

zur
R
eligionsoziologie

1,
S.14,

『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
宗
教
社
会
学
論
選
』、
大
塚
久

雄
、
生
松
敬
三
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
六
頁
。

（
３６
）

E
bd.,

S.14,

同
訳
書
、
二
七
頁
。

（
３７
）

E
bd.,

S.14,

同
訳
書
、
二
六
頁
。

（
３８
）

E
bd.,

S.14,

同
訳
書
、
二
六
頁
。

（
３９
）

M
ax

W
eber,

R
oscher

und
K
nies

und
die

logischen
Problem

e
der

historichen
N
ationalökonom

ie,
in
G
esam

m
elte

A
uf-

sätze
zur

W
issenschaftslehre,

3.A
uflage,

J.C
.B
.M
ohr,

1968,
S.126,

『
ロ
ッ
シ
ャ
ー
と
ク
ニ
ー
ス
』（
一
）、
松
井
秀
親
訳
、
未
来

社
、
二
五
七
頁
。

（
４０
）

M
ax
W
eber,

D
ie
protestantische

E
thik

und
der

G
eist

des
K
apitalism

us,
G
esam

m
elte

A
ufsätze

zur
R
eligionssoziologie

1,

S.112,

『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』、
大
塚
久
雄
、
岩
波
文
庫
、
一
九
四
頁
。

（
４１
）

M
ax
W
eber,

W
issenschaft

als
B
eruf,

W
L
,
S.604,

『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
尾
高
邦
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
五
五
頁
頁
。

六

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
「
実
質
合
理
性
」
の
判
断
と
ヘ
ー
ゲ
ル
・
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
「
概
念
の
判
断
」
と

の
差
異

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『
経
済
と
社
会
』
の
第
一
部
第
二
章＝

「
経
済
行
為
の
社
会
学
的
基
礎
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
お
い
て
、
資
本
主
義
経

済
が
実
質
的
に
合
理
的
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
技
術
的
に
可
能
な
か
ぎ
り
適

合
的
な
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
的
合
理
的
に
計
算
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
純
粋
に
形
式
的
〔
た
だ

し
相
対
的
に
〕
・
一
義
的
に
確
定
し
う
る
事
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
じ
つ
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
そ
の
ほ
か

に
倫
理
的
・
政
治
的
・
功
利
主
義
的
・
快
楽
主
義
的
・
身
分
的
・
平
等
主
義
的
等
々
、
そ
の
他
な
ん
ら
か
の
要
求
を
設
定
し
て
、
経

済
行
為
の
結
果
―
―
た
と
え
そ
れ
が
形
式
的
に
ど
れ
ほ
ど
「
合
理
的
」
つ
ま
り
計
算
可
能
で
あ
る
に
せ
よ
―
―
を
、
そ
れ
と
の
関

連
に
お
い
て
価
値
合
理
的
な
い
し
実
質
的
に
目
的
合
理
的
な
尺
度
で
評�

価�

す�

る�

と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
意
味
で
の
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合
理
的
な
価
値
尺
度
と
い
う
の
は
、
原
理
上
無
限
に
多
く
存
在
し
う
る
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
自
体
一
義
的
と
は
い
え
な
い
社
会
主
義

お
よ
び
共
産
主
義
的
な
価
値
尺
度
に
は
、
常
に
な
ん
ら
か
の
度
合
い
に
お
い
て
倫
理
的
お
よ
び
平
等
主
義
的
な
価
値
尺
度
が
含
ま
れ

て
い（
１
）

る
」
と
。

こ
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
の
引
用
文
に
お
い
て
は
、
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
二
点
あ
る
。
第
一
は
、
近
代
資
本
主
義

経
済
が
実
質
的
に
合
理
的
で
あ
る
か
否
か
と
、
な
に
ゆ
え
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
は
、
評

価
す
る
た
め
に
は
当
然
そ
の
た
め
の
基
準
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
が
、
こ
の
評
価
基
準
を
い
っ
た
い
何
に
求
め
る
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
そ
こ
で
第
一
の
問
題
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

先
の
引
用
文
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。
一
つ
の
経
済
行
為
の
結
果
が
、
ま
た
は
資
本
主
義
経
済
体
制
が
形
式
的

に
合
理
的
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
加
え
て
「
倫
理
的
、
政
治
的
、
功
利
主
義
的
、
快
楽

主
義
的
、
身
分
的
、
平
等
主
義
的
等
々
、
そ
の
他
な
ん
ら
か
の
要
求
を
設
定
し
て
、
経
済
行
為
の
結
果
…
…
を
、
そ
れ
と
の
関
連
に

お
い
て
価
値
合
理
的
な
い
し
実
質
的
に
目
的
合
理
的
な
尺
度
で
評�

価�

す�

る�

こ�

と�

が
必
要
で
あ
る
」
と
。
こ
こ
で
は
何
ら
か
の
価
値
尺

度
を
設
定
し
て
、
こ
の
尺
度
に
照
ら
し
て
み
て
、
一
つ
の
経
済
行
為
が
、
あ
る
い
は
資
本
主
義
経
済
が
価
値
合
理
的
で
あ
り
、
実
質

的
に
目
的
合
理
的
で
あ
る
か
否
か
を
評
価
す
る
こ
と
が
、
形
式
的
に
合
理
的
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
に
加
え
て
必
要
な
こ
と
だ
と
い

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
評
価
と
は
、
も
ち
ろ
ん
科
学
が
行
う
そ
れ
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
主
張
は
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
科
学
的
研
究
の
成
果
そ
の
も
の
で
あ
る
『
経
済
と
社
会
』
の
第
一
部
第
二
章
の
「
経
済
行
為
の
社
会
学
的
基
礎
カ
テ

ゴ
リ
ー
」
の
な
か
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
「
事
実
判
断
」
と
「
価
値
判
断
」
と
の
、「
経
験
的
事
実
の
確
定
」
と
「
評
価
的
態
度
決
定
」
と
の
無
条
件
の
峻

別
と
い
う
こ
と
と
、
科
学
を
「
事
実
判
断
」
と
「
経
験
的
事
実
の
確
定
」
と
に
限
定
す
る
こ
と
と
を
と
り
わ
け
強
く
主
張
し
た
人
こ

そ
、
他
な
ら
ぬ
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
科
学
は
対
象
に
対
す
る
価
値
判
断
や
、
評
価
す
る

態
度
決
定
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
主
張
に
相
応
し
く
次
の
よ
う
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に
論
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
研
究
者
で
あ
り
叙
述
者
で
あ
る
人
は
、
経
験
的
事
実
の
確
定
（
か
れ
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
た
経
験
的

人
間
た
ち
の
―
―
か
れ
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
―
―
「
評
価
的
な
」
ふ
る
ま
い
を
ふ
く
め
て
）
と
、
か
れ
が
実
践
的
に
評
価
す
る

態
度
決
定
―
―
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
評
価
す
る
」
態
度
決
定
―
―
と
を
、
そ
こ
に
お
い
て
は
じ
っ
さ
い
異
質
の
問
題
が
と
り
あ

つ
か
わ
れ
て
い
る
た
め
、
無
条
件
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
要
求
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な（
２
）

い
」
と
。

こ
れ
が
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」W

ertfreiheit

と
い
う
主
張
な
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

一
つ
の
経
済
行
為
、
ま
た
は
資
本
主
義
経
済
の
総
体
が
形
式
的
に
合
理
的
か
否
か
の
判
断
に
加
え
、
何
ら
か
の
価
値
尺
度
に
照
ら
し

て
み
て
、
そ
れ
が
実
質
的
に
合
理
的
で
あ
り
、
価
値
合
理
的
で
も
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
の
評
価
―
―
こ
れ
は
科
学
が
行
な
う

評
価
な
の
で
あ
る
―
―
を
も
必
要
と
す
る
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
主
張
は
、
科
学
に
お
け
る
「
価
値
自
由
」
と
い
う
、
断
固

と
し
て
な
さ
れ
、
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い
る
自
己
の
こ
の
見
解
と
決
定
的
に
矛
盾
し
て
い
る
し
、
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
実
質
合
理
性
」
の
判
断
に
対
し
て
、
私
が
抱
く
第
一
の
疑
問
点
で
あ
り
、
問
題
点
な
の
で
あ
る
。

次
い
で
第
二
の
問
題
に
移
る
。
対
象
を
実
質
的
に
目
的
合
理
的
で
あ
る
の
か
否
か
、
価
値
合
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
と
評
価
す
る

と
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
こ
の
点
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
基
準
は
ど
こ
に
求

め
ら
れ
、
い
か
に
設
定
さ
れ
る
の
か
、
こ
の
こ
と
が
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
第
二
の
問
題
で
あ
る
。
つ

ま
り
一
つ
の
経
済
行
為
、
ま
た
は
資
本
主
義
経
済
の
総
体
が
実
質
的
に
合
理
的
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
基
準
を
経
済
の
な
か

に
、
そ
れ
も
資
本
主
義
経
済
の
な
か
に
求
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
外
に
求
め
る
の
か
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー

は
明
ら
か
に
こ
の
尺
度
を
経
済
の
外
に
、
資
本
主
義
経
済
の
外
部
に
求
め
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
先
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
の
引
用

文
か
ら
し
て
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
一
つ
の
経
済
行
為
の
、
ま
た
資
本
主
義
経
済
の
実
質
合
理
性
の
程
度
は
、
経

済
以
外
の
倫
理
的
、
政
治
的
、
功
利
主
義
的
、
快
楽
主
義
的
、
身
分
的
、
平
等
主
義
的
等
々
と
い
う
要
求
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義
経

済
の
原
理
ま
た
は
本
性
と
は
何
の
関
係
も
な
い
価
値
基
準
を
設
定
し
て
、
こ
れ
ら
の
価
値
基
準
と
の
関
連
で
判
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
尺
度
の
な
か
に
は
、
社
会
主
義
、
共
産
主
義
の
理
念
も
含
ま
れ
て
い
た
。
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そ
こ
で
資
本
主
義
経
済
の
実
質
合
理
性
を
判
断
す
る
の
に
、
こ
の
判
断
の
基
準
を
そ
の
外
部
に
求
め
る
と
い
う
こ
の
立
場
が
内
在

し
て
い
る
根
本
的
な
問
題
性
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
、
焦
点
を
明
確
に
し
限
定
す
る
た
め
に
も
、
資
本
主
義
経
済
が
実
質

的
に
合
理
的
か
否
か
を
判
定
す
る
た
め
の
基
準
を
、
資
本
主
義
経
済
の
外
部
に
位
置
す
る
社
会
主
義
の
理
念
に
求
め
た
い
。
問
題
を

こ
の
よ
う
に
単
純
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
お
け
る
問
題
性
を
洞
察
し
、
確
認
し
て
い
き
た
い
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
現
に
存
在
し
て
い
る
現
実
は
資
本
主
義
経
済
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
科
学
的
社
会
主

義
」
と
呼
ば
れ
よ
う
と
も
、
社
会
主
義
体
制
は
い
ま
だ
実
在
せ
ず
、
従
っ
て
社
会
主
義
像
は
た
か
だ
か
理
念
像
に
留
ま
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
る
。
つ
ま
り
社
会
主
義
と
は
せ
い
ぜ
い
可
能
的
な
事
態
で
あ
っ
て
、
実
在
す
る
現
実
性
（W

irklichkeit

）

で
は
な
く
、
現
実
は
ど
こ
ま
で
も
資
本
主
義
経
済
体
制
だ
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
る
。

こ
の
前
提
の
下
で
、
社
会
主
義
的
理
念
を
基
準
と
し
て
現
実
の
資
本
主
義
経
済
の
実
質
合
理
性－

非
合
理
性
を
判
断
し
て
い
く
立

場
の
問
題
性
を
検
討
し
て
い
く
に
際
し
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
現
代
の
社
会
主
義
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
特
徴
づ
け
て
い
た
こ
と
は
、

前
も
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
現
代
の
社
会
主
義
は
、
こ
の
事
実
上
の
衝
突
の
思
想
的
反
射
に
ほ
か
な
ら
ず
、
な
に
よ
り
も
ま

ず
直
接
に
こ
の
衝
突
の
も
と
で
苦
し
ん
で
い
る
階
級
で
あ
る
労
働
者
階
級
の
頭
の
な
か
で
の
こ
の
衝
突
の
観
念
的
反
映
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ（
３
）

る
」
と
。

資
本
主
義
経
済
体
制
が
大
き
く
資
本
、
賃
労
働
、
大
土
地
所
有
の
三
大
階
級
へ
と
分
裂
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
階
級
間
の
鋭
い
利

害
対
立
、
そ
の
衝
突
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、「
現
代
の
社
会
主
義
」
と
は
、
こ
の
利
害
の
対
立
し
て

い
る
諸
階
級
の
一
極
を
構
成
し
て
い
る
労
働
者
階
級
の
立
場
に
た
ち
、
そ
の
利
害
、
権
利
を
擁
護
し
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
発
生

し
て
き
た
も
の
だ
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
現
代
の
社
会
主
義
」
は
、
そ
れ
が
資
本
主
義
体
制
の
下
に

あ
ろ
う
と
社
会
主
義
体
制
の
下
に
あ
ろ
う
と
、
労
働
者
階
級
の
利
益
を
守
り
、
そ
の
権
利
を
い
っ
そ
う
発
展
さ
せ
る
た
め
に
存
在
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
資
本
主
義
に
固
有
の
深
刻
な
社
会
的
諸
問
題
は
放
置
し
た
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
社

会
主
義
の
理
念
の
た
め
に
、
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
だ
け
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
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も
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
上
で
、
各
人
の
頭
の
な
か
で
考
え
出
さ
れ
た
社
会
主
義
の
理
念
で
も
っ
て
資
本
主
義
経
済
を
厳
し
く
断
罪
し
続
け
た
サ
ン
・

シ
モ
ン
、
フ
ー
リ
エ
、
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
「
空
想
的
社
会
主
義
」
を
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。「
従

来
の
社
会
主
義
は
、
な
る
ほ
ど
現
存
の
資
本
主
義
的
生
産
様
式
と
そ
の
帰
結
と
を
批
判
は
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
れ
に
決
着
を
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
た
だ
簡
単
に
悪
い
も
の
と
し

て
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ
け
だ
っ
た
。
従
来
の
社
会
主
義
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
と
切
り
離
せ
な
い
労
働
者
階
級
の
搾
取

を
激
し
く
非
難
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
、
こ
の
搾
取
の
本
質
が
な
ん
で
あ
る
か
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
発
生
す
る
の
か
を
明
ら

か
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ（
４
）

た
」
と
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
こ
の
空
想
的
社
会
主
義
批
判
に
は
、
含
蓄
に
富
ん
だ
主
張
が
豊
富
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
基

本
的
な
観
点
は
読
み
分
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
空
想
的
社
会
主
義
者
に
と
っ
て
の
社
会
主
義
の
理
念
と
は
、
現
実
の
な

か
に
捜
し
求
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
、
彼
ら
の
頭
の
な
か
で
一
方
的
に
考
案
さ
れ
た
理
念
で
し
か
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
空
想
的
社
会
主
義
者
に
と
り
「
社
会
的
な
課
題
の
解

決
は
、
未
発
展
な
経
済
関
係
の
う
ち
に
ま
だ
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
、
頭
の
な
か
で
つ
く
り
だ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ（
５
）

た
」
と
。

現
実
に
根
を
お
ろ
し
て
い
な
い
、
頭
の
な
か
で
一
方
的
に
考
え
ら
れ
た
理
念
に
よ
る
現
に
実
在
し
て
い
る
資
本
主
義
経
済
に
対
す

る
判
定
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
現
実
は
悪
い
も
の
だ
と
結
論
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
実
を
断
罪
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、

現
に
存
在
し
て
い
る
問
題
の
、
い
ま
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
課
題
の
解
決
を
科
学
的
に
呈
示
す
る
こ
と
は
何
も
で
き
な
か
っ
た
と
エ

ン
ゲ
ル
ス
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
が
あ
ら
わ
に
す
る
に
い
た
っ
た
諸
問
題
、
諸
課
題
、
諸
弊
害
を
解
決
す
る
た
め

に
も
、
そ
の
た
め
の
手
段
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
が
、
こ
れ
ら
の
手
段
は
頭
の
な
か
で
考
案
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
現
実
の
な
か

に
こ
の
手
段
が
実
在
し
て
い
る
こ
と
を
み
つ
け
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
社
会
主
義

の
理
念
も
、
当
面
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
も
、
頭
の
な
か
で
一
方
的
に
考
案
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
未
来
の
社
会
の
た
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め
の
諸
条
件
を
現
実
の
社
会
の
な
か
に
見
出
し
、
そ
れ
ら
に
の
み
基
づ
い
て
社
会
主
義
の
理
念
は
樹
立
さ
れ
、
現
実
の
社
会
の
な
か

に
問
題
解
決
の
た
め
の
手
段
も
発
見
す
る
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
ど
こ
ま
で
も
現
実
に
根
ざ
す
と
い
う
立
場
に
立
脚
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
こ
そ
、
社
会
主
義
は
「
科
学
的
社
会
主
義
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
先
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
指
摘
に
は
、
社
会
主
義
の
理
念
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
現
実
の
資
本
主
義
経
済
を
裁

断
し
、
そ
れ
を
悪
と
し
て
、
ま
た
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
に
表
現
し
て
実
質
的
に
非
合
理
だ
と
断
罪
し
て
も
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
評

価
は
全
く
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
資
本
主
義
は
現
に
存
在
し
て

い
る
実
在
的
事
実
だ
が
、
社
会
主
義
は
未
だ
現
存
在
し
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
理
念
は
せ
い
ぜ
い
可
能
性
で
し
か
な
い
。
こ
の
可
能
性

が
実
現
し
て
現
実
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
ほ
か
に
必
要
十
分
な
諸
条
件
が
揃
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
可
能
性
に
加
え

て
必
要
十
分
な
諸
条
件
が
揃
う
か
否
か
は
偶
然
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
の
可
能
性
が
実
現
し
て
現
実
性
を
獲
得
す
る
か
否
か
は
偶
然

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
科
学
的
に
重
視
す
べ
き
は
、
可
能
性
な
い
し
原
因
と
必
要
十
分
な
諸
条
件
が
整
い
、
そ
の
こ
と
に
よ
り

現
に
確
固
と
し
て
実
在
し
て
い
る
資
本
主
義
経
済
と
い
う
現
実
の
方
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
評
価
問
題
と
は
関
係
な
く
無
条

件
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
科
学
的
な
態
度
な
の
で
あ
る
。

こ
の
現
に
実
在
し
て
い
る
資
本
主
義
経
済
を
、
そ
れ
自
身
は
未
だ
実
在
し
て
は
い
ず
、
せ
い
ぜ
い
可
能
性
で
し
か
な
い
社
会
主
義

の
理
念
に
照
ら
し
て
評
価
し
て
、
そ
れ
は
悪
で
あ
り
、
実
質
非
合
理
だ
と
判
断
し
て
も
、
資
本
主
義
経
済
を
支
え
て
い
る
前
提
条
件

が
確
固
不
動
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
よ
う
と
、
そ
の
こ
と
と
は
無
関
係
に
そ
の
存
続
を
維
持
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
以
上
よ
り
、
資
本
主
義
経
済
の
実
質
合
理
性
、
ま
た
は
そ
の
実
質
非
合
理
を
そ
の
外
部
の
理
念
に
照
ら
し
て
価
値

評
価
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
意
味
な
試
み
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
単
な
る
可
能
的
事
態
が
、
現
に
そ
の
存
立
前
提
に
支

え
ら
れ
て
、
確
固
不
動
に
実
在
し
て
い
る
現
実
性
を
判
断
す
る
尺
度
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
全
面
的
に
本
末
転
倒
し
た
倒
錯
的
企

図
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
先
の
引
用
文
に
お
い
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
ま
た
、
科
学
的
社
会
主
義
は
社
会
主
義
の
理
念
に
基
づ
い
て
直
接
に
社
会
主
義
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社
会
の
実
現
を
め
ざ
す
の
で
は
な
く
て
、
資
本
主
義
経
済
に
お
け
る
搾
取
の
本
質
、
つ
ま
り
剰
余
価
値
の
源
泉
の
解
明
と
、
歴
史
的

に
初
め
て
富
が
潤
沢
に
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
、
こ
の
富
が
社
会
の
成
員
の
全
て
に
ゆ
き
わ
た
る
こ
と
が
な
く
、
富
と
貧

困
と
の
同
時
的
な
対
極
的
蓄
積
が
進
行
し
、
資
本
主
義
経
済
が
貧
困
と
い
う
問
題
を
中
心
と
す
る
社
会
問
題
を
必
然
的
に
生
起
せ
ざ

る
を
え
な
い
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
悪
名
高
い
過
労
死
を
ひ
き
お
こ
す
長
時
間
労
働
、
絶
え
ざ
る
機
械
の
改
良
が
資
本
主
義
経
済
で
は
労
働
者
の
労
働
時
間
の

短
縮
と
は
な
ら
ず
、
逆
に
労
働
者
階
級
を
現
役
労
働
者
と
産
業
予
備
軍
と
へ
分
裂
さ
せ
、
圧
倒
的
多
数
の
一
般
大
衆
の
生
活
の
安
定

と
そ
の
向
上
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
問
題
、
こ
う
し
た
諸
問
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
も
、
利
潤
の
獲
得
を
第
一
義
的
目

的
と
す
る
資
本
主
義
経
済
に
お
い
て
、
先
の
諸
問
題
が
必
然
的
に
生
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
内
的
連
関
を
ぜ
ひ
と
も
解
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
科
学
的
社
会
主
義
は
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
の
一
つ
一
つ
を
資
本
制
社
会
の
枠
内
に
お
い
て
、
労
働
者
階
級
の
利
害
に
か

な
う
よ
う
に
具
体
的
に
解
決
し
よ
う
と
尽
力
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
の
解
決
を
放
棄
し
た
ま
ま
で
、
い
つ
実
現
す
る

か
も
し
れ
な
い
空
中
に
浮
か
ぶ
社
会
主
義
の
理
念
を
現
実
化
し
よ
う
と
し
て
努
力
す
る
の
で
は
な
い
。
も
し
科
学
的
社
会
主
義
が
、

労
働
者
階
級
に
と
っ
て
切
実
な
緊
急
の
諸
問
題
の
解
決
に
努
め
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
社
会
主
義
の
理
念
を
現
実
化
す
べ

く
尽
力
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
労
働
者
階
級
か
ら
の
信
頼
を
完
全
に
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
実
践
と
は
、
い
ま
そ
の
解
決

が
切
実
に
求
め
ら
れ
て
い
る
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
主
義
の
理
念
と
い
う
、
資
本
主
義
経
済

の
外
に
根
無
し
草
と
し
て
浮
か
ん
で
い
る
理
念
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

科
学
的
社
会
主
義
は
、
資
本
主
義
経
済
に
独
自
な
社
会
的
諸
問
題
の
体
制
内
で
の
解
決
に
尽
力
し
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ

れ
ら
の
実
践
的
行
為
の
延
長
線
上
に
お
い
て
、
社
会
主
義
へ
の
移
行
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
社
会
主
義
の
理
念
に

基
づ
い
て
で
も
な
け
れ
ば
、
社
会
主
義
の
理
念
の
方
が
資
本
主
義
経
済
の
現
実
よ
り
も
優
れ
て
い
る
か
ら
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
て
、
資
本
主
義
経
済
に
独
自
な
深
刻
な
諸
問
題
が
、
資
本
主
義
体
制
で
は
解
決
さ
れ
え
ず
に
矛
盾
を
深
め
、
こ
の
こ
と
が
資
本
主
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義
体
制
の
変
革
を
迫
り
、
社
会
主
義
へ
の
移
行
を
促
す
か
ら
で
あ
る
。

資
本
主
義
経
済
に
独
自
な
こ
れ
ら
の
社
会
問
題
、
基
本
矛
盾
は
、
マ
ル
ク
ス
で
は
資
本
主
義
経
済
の
枠
内
で
は
解
決
不
可
能
だ
と

判
断
さ
れ
た
。
従
っ
て
彼
は
、『
資
本
論
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
明
し
て
い
る
。「
労
働
者
階
級
中
の
貧
困
層
と
産
業
予
備
軍
と

が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
公
認
の
受
給
貧
民
が
そ
れ
だ
け
大
き
く
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
資
本
主
義
的
蓄
積
の
絶
対
的
、
一
般
的

な
法
則
で
あ（
６
）

る
」
と
。
弁
証
法
の
見
地
に
立
脚
し
、
全
て
の
事
柄
は
他
の
そ
れ
へ
と
移
行
し
て
い
き
、
従
っ
て
そ
れ
ら
の
事
柄
の
相

対
的
一
時
性
を
強
調
す
る
マ
ル
ク
ス
は
、
彼
の
厖
大
な
著
作
を
通
し
て
「
絶
対
的
」
と
い
う
用
語
は
稀
に
し
か
用
い
て
は
い
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
資
本
主
義
経
済
の
こ
れ
ら
の
基
本
矛
盾
が
こ
の
体
制
内
で
は
解
決
さ
れ
え
な
い
と
マ
ル
ク
ス
が
捉
え
て
い
た
と
い
う

こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
生
産
力
は
飛
躍
的
な
発
展
を
続
け
て
い
る
し
、
い
っ
そ
う
展
開
し
て
い
こ
う
と
す
る
衝
動
を
つ
ね
に
内
包
し
て
い

る
。
ま
た
生
産
手
段
の
利
用
は
共
同
的
、
社
会
的
と
な
り
、
生
産
も
社
会
的
に
、
社
会
的
に
の
み
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
産
力
を
い
っ
そ
う
発
展
さ
せ
、
生
産
を
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
豊
か
な
社
会
を
創
造
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ

の
こ
と
を
阻
止
し
、
生
産
を
狭
い
限
界
内
に
閉
じ
込
め
る
か
、
生
産
拠
点
を
海
外
に
移
す
と
い
う
よ
う
な
生
産
に
き
わ
め
て
い
び
つ

な
性
格
を
与
え
、
過
剰
が
貧
困
の
原
因
と
な
る
と
い
う
転
倒
し
た
事
態
を
も
た
ら
し
て
い
る
取
得
の
私
的
、
資
本
主
義
的
性
格
を
揚

期
し
て
、
そ
れ
を
社
会
的
取
得
の
様
式
へ
と
変
革
し
て
い
く
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
が
、
現
実
の
発
展
が
こ
の
方
向
へ
の

変
革
を
求
め
て
お
り
、
そ
れ
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
主
義
の
理
念
と
は
、
こ
の
事
態
の
反
映
で
し
か
な
い
。

以
上
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
実
質
合
理
性－

非
合
理
性
概
念
の
妥
当
性
を
、
そ
れ
に
対
す
る
私
の
第
一
の
疑
問
点
に
加
え
て
、
資
本
主

義
経
済
の
実
質
合
理
性－

非
合
理
性
を
、
そ
れ
と
は
異
な
る
社
会
主
義
の
理
念
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
場
合
を
事
例
と
し
て
と
り

あ
げ
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
論
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
こ
の
判
断
は
完
全
に
本
末
転
倒
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
資
本
主
義
経
済
は
、
現
に
実
在
し
て
い
る
現
実
的
事
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
社
会
主
義
は
実
在
し

て
は
お
ら
ず
、
従
っ
て
社
会
主
義
の
理
念
と
は
、
せ
い
ぜ
い
可
能
的
事
態
に
す
ぎ
な
い
。
あ
り
も
し
な
い
可
能
的
事
態
を
基
準
と
し
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て
、
現
に
実
在
し
て
お
り
、
自
分
の
脚
で
た
っ
て
い
る
必
然
的
事
態
と
し
て
の
資
本
主
義
経
済
の
実
質
的
合
理
性－

非
合
理
性
を
判

断
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
科
学
的
に
み
て
、
ま
た
公
平
に
み
て
、
本
末
転
倒
し
、
完
全
に
倒
錯
し
た
試
み
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
完
全
に
無
意
味
な
の
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
判
断
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
経
済
は
実
質
的
に
非
合
理

だ
と
結
論
さ
れ
た
と
し
て
も
、
資
本
主
義
経
済
は
そ
れ
に
必
要
十
分
な
前
提
諸
条
件
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
こ
の
判
断

の
結
論
と
は
全
く
無
関
係
に
存
在
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
完
全
に
無
意
味
だ
と
い
っ
て
お

い
た
の
で
あ
る
。
現
実
に
実
在
し
て
い
る
事
態
は
、
無
根
拠
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
根
拠
と
必
要
十
分
な
諸
条
件

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
存
在
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、「
存
在
理
由
」

（
レ
ー
ゾ
ン
・
デ
ー
ト
ル
）
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
合
理
的
事
態
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
必

然
的
事
態
と
し
て
の
現
実
性
に
つ
い
て
、『
法
の
哲
学
』
で
「
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
（
合
理
的
）
で
あ
り
、
理
性
的
（
合
理
的
）

な
も
の
は
現
実
的
で
あ（
７
）

る
」
と
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
逆
に
こ
の
存
在
理
由
を
喪
失
し
て
い
る
の
に
、
な
お
か
つ
そ
の
定
在
を

保
っ
て
い
る
事
態
、
そ
の
実
在
性
に
固
執
し
続
け
て
い
る
事
態
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
「
非
合
理
的
」
な
は
ず
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
一
言
し
て
お
け
ば
、
私
が
対
象
に
対
す
る
実
質
合
理
性
の
判
断
に
対
置
し
た
い
の
が
、
様
々
に
存
在
す
る
判
断
の
諸
類
型

の
な
か
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
最
高
の
判
断
形
式
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
概
念
の
判
断
」
で
あ
る
。
こ
の
判
断
形
式
と
そ
の
基
本

的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
私
は
本
稿
の
第
四
章
で
詳
論
し
て
お
い
た
の
で
、
本
章
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
認
識
の
上
で

最
高
の
判
断
形
式
で
あ
り
、
加
え
て
価
値
判
断
そ
の
も
の
で
あ
る
「
概
念
の
判
断
」
と
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
対
象
の
実
質
合
理
性
に
関

す
る
判
断
と
を
比
較
・
対
照
し
て
も
ら
い
た
い
。
判
断
さ
れ
る
対
象
と
、
そ
の
た
め
の
判
断
基
準
と
に
つ
い
て
の
両
者
の
差
異
と
、

い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
科
学
的
に
深
く
正
し
い
判
断
形
式
で
あ
る
か
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
私
は
第
四
章
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

「
概
念
の
判
断
」
だ
け
で
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
し
、
そ
れ
を
マ
ル
ク
ス
的
弁
証
法
の
見
地
で
補
足
し
て
お
い

た
。
補
足
さ
れ
た
弁
証
法
的
判
断
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
実
質
合
理
性
に
関
す
る
判
断
を
も
、
あ
わ
せ
て
比
較
・
対
照
し
て
も
ら
い
た
い

の
で
あ
る
。
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（
１
）

M
ax

W
eber,

W
irtschaft

und
G
esellschaft,

Fünfte
R
evidierte

A
uflage,

1,
H
albband,

1976,
J.C
.B
.M
ohr,

S.45,

「
経
済
行
為

の
社
会
学
的
基
礎
範
疇
」、
富
永
健
一
訳
、『
世
界
の
名
著
』
五
〇
、
中
央
公
論
社
に
所
収
、
三
三
一
頁
。

（
２
）

M
ax

W
eber,

D
er
Sinn

der
››
W
ertfreiheit

‹‹
der

soziologischen
und

der
ökonom

ischen
W
issenschaften,

G
esam

m
elte

A
ufsätze

zur
W
issenschaftslehre,

S.500,

『
社
会
学
・
経
済
学
の
「
価
値
自
由
」
の
意
味
』、

木
本
幸
造
監
訳
、
日
本
評
論
社
、
四

二
〜
四
三
頁
。

（
３
）

Friedrick
E
ngels,

D
ie
E
ntw

icklung
des

Sozialism
us

von
der

U
topie

zur
W
issenschaft,

M
arx

E
ngels

W
erke,

B
d.19,

S.211,

『
空
想
か
ら
科
学
へ
』、
寺
沢
恒
信
訳
、
国
民
文
庫
、
八
九
頁
。

（
４
）

E
bd.,

SS.208~209,

同
訳
書
、
六
三
頁
。

（
５
）

E
bd.,

S.194,
同
訳
書
、
六
三
頁
。

（
６
）

K
arl

M
arx,

D
as
K
apital,

M
arx

E
ngels

W
erke,

B
d.23,

D
ietz

V
erlag,

S.674,

『
資
本
論
』
�
ｂ
、
新
日
本
出
版
社
、
一
一
〇
二

頁
。

（
７
）

G
.W
.F.H

egel,
G
rundlinien

der
Philosophie

des
R
echts,

Felix
M
einer

V
erlag,

S.14,

『
法
の
哲
学
』、
藤
野
渉
、
赤
澤
正
敏
訳
、

中
央
公
論
社
、『
世
界
の
名
著
』
二
五
に
所
収
、
一
六
九
頁
。

七

終
わ
り
に

序
章
を
も
含
む
全
六
章
に
わ
た
っ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
価
値
自
由
論
を
批
判
的
に
検
討
し
て
き
た
。
価
値
自
由
論
は
多
面
的
、
多

角
的
視
点
か
ら
全
面
的
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
な
の
で
あ
っ
て
、
事
実
判
断
と
価
値
判
断
の
峻
別
を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
よ
う
に
一
面
的
に
、
従
っ
て
抽
象
的
に
論
じ
、
断
定
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
論
及
し
て
お
き
た
い
問
題
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
最
近
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
者
に
よ
っ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
合
理
化
論
が
物

象
化
論
と
し
て
読
ま
れ
、
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
合
理
化
論
が
物
象
化
論
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
『
一
般
社
会
経
済
史
要
論
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
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カ
ト
リ
ッ
ク
と
が
一
致
し
て
示
す
資
本
主
義
経
済
に
対
す
る
深
い
嫌
悪
の
情
に
言
及
し
て
「
こ
の
嫌
悪
の
本
質
的
な
根
拠
は
、
資
本

主
義
経
済
の
内
部
に
お
い
て
は
、
人
間
の
間
の
関
係
が
物�

象�

化�

さ
れ
人
間
味
を
失
う
よ
う
に
な
る
こ
と
に
対
す
る
恐
怖
で
あ（
１
）

る
」
と

論
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『
経
済
と
社
会
』
に
お
い
て
も
、「
絶
対
的
物
象
（
２
）

化
」absolute

V
ersachlichung

と
い
う

用
語
を
用
い
て
い
た
。
こ
の
物
象
化
と
い
う
事
態
は
、
隣
人
愛N
ächstenliebe

や
同
胞
愛B

rüderlichkeit

と
い
う
人
間
味
に
満
ち

た
倫
理
の
支
配
を
全
く
許
す
こ
と
の
な
い
、
従
っ
て
人
間
性
は
死
滅
し
て
無
人
間
的
と
な
り
、
逆
に
物
と
物
と
の
間
に
お
け
る
と
同

じ
よ
う
な
事
物
的
関
係
が
浮
上
す
る
に
い
た
っ
た
、
反
倫
理
的
に
し
て
無
人
間
的
な
恐
る
べ
き
事
態
だ
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
い
う
の
で

あ
る
。

加
え
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
り
物
象
化
と
し
て
の
合
理
化
と
は
、
世
界
の
没
意
味
化
、
現
世
の
価
値
喪
失
と
い
う
事
態
を
も
内
包
し

て
い
た
。
即
ち
合
理
化
を
強
力
に
進
展
さ
せ
る
最
大
の
武
器
で
あ
る
科
学
は
、
世
界
に
は
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
意
味
信
仰

を
根
絶
し
、
例
え
ば
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
「
倫
理
的
な
応
報
因
果
律
の
要（
３
）

請
」
を
、
味
気
な
く
も
数
式
的
に
は
正
確
な
、
そ
し
て
没
意
味

的
な
「
自
然
的
因
果
律
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
た
秩
序
（
４
）

界
」
へ
と
仮
借
な
く
転
換
さ
せ
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
り
、
意
味
と
そ
の
根
底
に
潜
む
「
世
界
像
」
と
は
、
人
間
に
対
し
て
「
現
世
に
対
す
る
究
極
的
な
態
度
決（
５
）

定
」
を

可
能
と
さ
せ
、
な
か
ん
ず
く
い
か
に
す
れ
ば
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
救
わ
れ
る
の
か
、
こ
の
点
の
基
準
と
も
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
も
想
起
す
る
な
ら
ば
、
科
学
が
招
来
す
る
現
世
の
没
意
味
化
が
、「
神
も
な
く
予
言
者
も
い
な
い
時（
６
）

代
」
に
お
け
る
「
破

滅
的
な
意
味
喪（
７
）

失
」
で
あ
り
、
生
の
方
向
を
剥
奪
さ
せ
る
絶
望
的
な
「
現
世
の
価
値
喪（
８
）

失
」
と
し
て
映
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
も
首
肯
し
え
る
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
合
理
化
論
を
物
象
化
論
と
し
て
再
把
握
し
て
み
る
と
き
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
近
代
の
根
源
的
病
理
、
合
理
化
の

自
己
破
滅
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
鋭
く
剔
扶
す
る
側
面
を
も
内
包
し
て
い
た
か
ら
、「
ウ
ェ
ー
バ
ー
対
マ
ル
ク
ス
」
と
い
う
図
式
で
論

じ
ら
れ
る
場
合
の
、
マ
ル
ク
ス
に
対
抗
す
る
近
代
主
義
者
と
し
て
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
い
う
像
は
誤
謬
で
あ
っ
て
、
彼
は
根
本
的
に
反

近
代
、「
反
時
代
的
」
研
究
者
で
あ
っ
た
と
い
う
具
合
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
像
が
ラ
ジ
カ
ル
に
転
換
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
他
方
そ
れ
に
対
し

８３

Ｍ・ウェーバーの『価値自由』（Wertfreiheit）論の批判的検討

（ ）



て
マ
ル
ク
ス
は
、「
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ク
な
発
展
史（
９
）

観
」
の
体
現
者
で
し
か
な
く
、「
近
代
知
の
完
成
者
と
よ
ば
れ
る
べ
き
人（
１０
）

物
」

で
あ
っ
た
と
貶
価
さ
れ
て
、
弁
証
法
を
武
器
と
し
て
構
築
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
理
論
か
ら
、
革
命
的
に
し
て
批
判
的
な
精
神
が
抜
き
取

ら
れ
つ
つ
あ
る
。

山
之
内
氏
や
ポ
イ
カ
ー
ト
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
近
代
資
本
主
義
の
展
開
に
対
し
て
、「
反
近
代
」、「
反
時
代
的
」
態
度
、
そ
れ
を

批
判
す
る
と
い
う
評
価
的
態
度
を
と
っ
た
と
主
張
す
る
場
合
、
そ
の
価
値
判
断
、
評
価
的
態
度
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
近
代
資
本
主
義

経
済
を
物
象
化
と
い
う
視
点
か
ら
科
学
的
に
捉
え
た
そ
の
学
問
的
成
果
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
先
の
二
人
は
看
做
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

学
問
は
事
実
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
、
そ
こ
か
ら
は
い
か
な
る
評
価
的
態
度
も
価
値
判
断
も
導
出
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
と
主
張
し
た
の
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
張
本
人
で
あ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
、
自
己
の
学
問
的
成
果
に
の
み

基
づ
い
て
、
自
己
を
資
本
主
義
経
済
に
根
本
的
に
反
対
す
る
反
時
代
的
、
反
近
代
的
研
究
者
で
あ
る
と
い
う
評
価
的
態
度
を
引
き
出

し
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
己
が
断
固
と
し
て
主
張
し
、
繰
り
返
し
て
指
摘
し
続
け
た
見
解
に
根
本
的
に
反
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
明
白
な
る
論
理
矛
盾
に
対
し
て
、
山
之
内
氏
と
ポ
イ
カ
ー
ト
と
は
ど
う
い
う
答
え
を
用
意
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
価
値
自
由
論
は
維
持
で
き
る
の
か
否
か
、
二
人
に
は
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
も
ら
い
た
い
の
で
あ
る
。
二
人
と
も

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
的
見
解
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
見
地
に
立
脚
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
マ
ル
ク
ス
を
貶
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

に
も
拘
ら
ず
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
断
固
と
し
て
、
そ
し
て
繰
り
返
し
て
主
張
し
た
価
値
自
由
論
と
は
、
二
人
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

仮
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
近
代
資
本
主
義
経
済
を
実
質
的
に
非
合
理
だ
と
科
学
的
に
評
価
し
、
こ
の
よ
う
な
評
価
に
到
達
し
た
自
分
は

反
近
代
、
反
時
代
的
研
究
者
だ
と
価
値
判
断
し
た
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
評
価
と
価
値
判
断
と
は
完
全
に
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と

を
、
私
は
本
稿
の
第
六
章
で
明
ら
か
と
し
て
お
い
た
。
資
本
主
義
経
済
を
い
か
に
否
定
的
に
評
価
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
支
え
て

い
る
根
拠
と
必
要
十
分
な
諸
条
件
と
が
磐
石
で
あ
る
限
り
、
近
代
資
本
主
義
経
済
は
そ
の
評
価
と
は
無
関
係
に
存
続
す
る
こ
と
が
出
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来
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
資
本
主
義
経
済
の
将
来
に
対
し
て
い
か
な
る
学
問
的
展
望
を
有
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
こ
の
点
で
、

『
プ
ロ
倫
』
の
最
末
尾
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
。「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
天
職
人
た
ら
ん
と
欲
し
た
。
―
―
わ
れ
わ
れ

は
天
職
人
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
禁
欲
は
修
道
士
の
小
部
屋
か
ら
職
業
生
活
の
た
だ
中
に
移
さ
れ
て
、
世
俗
的
道
徳

を
支
配
し
は
じ
め
る
と
と
も
に
、
こ
ん
ど
は
、
非
有
機
的
・
機
械
的
生
産
の
技
術
的
・
経
済
的
条
件
に
結
び
付
け
ら
れ
た
近
代
的
経

済
秩
序
の
、
あ
の
強
力
な
秩
序
界
を
作
り
上
げ
る
の
に
力
を
貸
す
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
こ
の
秩
序
界
は
現
在
、
圧
倒
的

な
力
を
も
っ
て
、
そ
の
機
構
の
中
に
入
り
込
ん
で
く
る
一
切
の
諸
個
人
―
―
直
接
経
済
的
営
利
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
だ
け
で
は
な

く
―
―
の
生
活
の
ス
タ
イ
ル
を
決
定
し
て
い
る
し
、
お
そ
ら
く
将
来
も
、
化
石
化
し
た
燃
料
の
最
後
の
一
片
が
燃
え
尽
き
る
ま
で

決
定
し
つ
づ
け
る
だ
ろ（
１１
）

う
」
と
。

即
ち
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
資
本
主
義
経
済
を
実
質
的
に
非
合
理
だ
と
評
価
し
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
そ
れ
は
い
か
に
し
た
ら
変
革

で
き
る
の
か
を
問
う
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
評
価
、
価
値
判
断
と
は
全
く
無
関
係
に
、
そ
れ
は
変
革
不
能
な
「
鋼
鉄
の
檻
」
と
化

し
、
石
炭
、
石
油
、
天
然
ガ
ス
等
々
の
化
石
燃
料
の
最
後
の
一
片
が
燃
え
尽
き
る
ま
で
存
続
す
る
と
い
う
学
問
的
結
論
を
引
き
出
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
一
方
で
資
本
主
義
経
済
を
実
質
的
に
非
合
理
だ
と
評
価
し
た
と
し
て
も
、
他
方
で
は
そ
れ
は
不
壊
な

「
鋼
鉄
の
檻
」
と
し
て
永
続
す
る
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
結
論
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
近
代
資
本
主
義
経
済
は
実
質
的
に
非
合
理
だ
と
い

う
彼
の
評
価
と
価
値
判
断
と
は
何
の
意
味
も
な
い
の
で
あ
る
。

リ
ー
ゼ
・
マ
イ
ト
ナ
ー
が
核
分
裂
と
、
そ
の
際
に
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
放
出
さ
れ
る
こ
と
と
を
発
見
し
た
の
は
一
九
三
九
年
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
化
石
燃
料
に
の
み
言
及
し
て
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
触
れ
な
か
っ
た
の
は
や
む
を
え
な
い
。

核
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
、
通
常
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
結
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
存
在
を
彼
が
知
る
に
い
た
っ
た
な
ら

ば
、
資
本
主
義
経
済
の
将
来
に
対
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
展
望
に
変
化
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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