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原
始
的
蓄
積
論
に
つ

い
て
の

一
考
察

石

;厨

博晶

美

資
本
主
義
社
会
成
立
史
の
う
え
で

マ
ル
ク
ス
の
「
資
本
弘
削
」
の
随
所
に
展
開
さ
れ
て
い
る
歴
史
的
分
析
の
多
く
匂
現
在
に
い
た
つ

で
も
な
お
傾
聴
に
あ
た
い
す
る
諸
命
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
原
始
的
蓄
積
論
は
、

な
か
ん
ず
く
、
封
建
体
制
か
ら
資
本
主
義
体
制
へ
の
過

渡
期
を
解
明
す
る
古
典
的
研
究
の
ひ
と
つ
と
し
て

い
ま
で
は
学
界
の
共
有
財
産
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
他
方
で
は
、
資
本
主

義
成
立
史
上
こ
の
原
始
的
蓄
積
論
が
も
っ
と
こ
ろ
の
意
義
の
評
価
に
お
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
ら
わ
れ
て
き
て
、

マ
ル
ク
ス
自
身

の
考
え
に
相
当
の
疑
い
を
も
っ
意
見
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

ζ

乙
で
は
、

し
か
し
、

マ
ル
ク
ス
の
原
始
的
蓄
積
過
程
論
が
、
具
体
的
な
歴

史
的
分
析
に
お
い
て
ど
の
程
度
の
妥
当
性
な
り
有
効
性
な
り
を
も
っ
て
い
る
か
、

と
い
う
、

い
わ
ば
歴
史
理
論
と
し
て
の
有
効
性
の
当
否

在
、
問
題
に
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
ひ
と
つ
の
手
懸
り
、
あ
る
い
は
そ
の
予
備
作
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

原
始
的
蓄
積
論
の
、

マ
ル
ク
ス
経
済
学
体
系
の
形
成
上
で
の
意
義
、

お
よ
び
『
資
本
論
』
体
系
の
な
か
で
の
方
法
的
な
意
味
を
、
検
討
す

る
に
と
ど
め
た
い
と
お
も
う
。

か
え
り
み
る
に
、
「
資
本
論
」
第
一
巻
二
四
章
の
『
原
始
的
蓄
積
過
程
』
の
論
述
は
、

そ
の
内
容
じ
た
い
が
比
較
的
に
平
明
な
歴
史
的
事

耐
火
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
て
い
る
た
め
か
、

従
来
は
、
第
一
巻
全
体
に
お
け
る
ζ

の
章
の
意
義
と
か
第
七
篇
「
資
本
の
蓄
積
過
程
」
中
で
の

経
済
学
研
究

七



原
始
的
蓄
積
論
に
つ
い
て
の
一
考
察

石
垣

ζ

の
章
の
位
置
と
か
い
う
問
題
は
、

あ
ま
り
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、

乙
の
原
始
的
蓄
積
論
の
評
価
の
仕
方
は
、
諸
家
の

あ
い
だ
で
大
き
な
く
い
ち
が
い
を
み
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ロ

1
ゼ
シ
ペ
ル
ク
は
、
原
始
的
蓄
積
論
を
も
っ
て
、
「
資
本
論
第
一
巻
全
体

ハ2
J〉

の
諸
研
究
の
一
般
化
」
だ
と
称
し
、
「
全
体
の
論
理
的
完
成
」
だ
と
い
っ
て
い
る
。
他
方
、
「
経
済
学
教
科
書
』
は
、
紋
述
の
順
序
か
ら
み
る

と
、
原
始
的
蓄
積
過
程
を
「
封
建
的
生
産
方
法
」
か
ら
「
資
本
主
義
の
生
産
方
法
」
へ
の
推
転
を
媒
介
す
る
た
ん
な
る
歴
史
的
過
程
と
し

ハ
3JV

て
論
じ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
む
ろ
ん
さ
ま
ざ
ま
の
角
度
か
ら
意
見
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

ζ

れ
ら
の
諸
見
解
を
つ
う
じ
て
、

そ
の
な
か
か
ら
出
て
く
る
問
題
を
整
理
し
て
み
る
と

の
ち
に
も
詳
し
く
の
べ
る
よ
う
に

ひ
と
つ
は

い
わ
ゆ
る
「
論
浬
的
・
歴
史
的

方
法
」

に
し
た
が
っ
て
原
始
的
蓄
積
論
を
第
一
篇
「
商
品
と
貨
幣
」
と
第
二
篇
「
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
」
と
の
中
間
項
と
し
て
配
置
す

る
考
え
方
が
、

な
ぜ
に
『
資
本
論
』
で
は
と
ら
れ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、

い
ま
ひ
と
つ
は
、
原
始
的
蓄
積
論
が
第
一
巻
末

た
第
七
篇
「
資
本
の
蓄
積
論
」
へ
の
歴
史
的
補
章
た
る
位
置
を
え
て
い
る
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
「
資
本
論
』
生
成
史
と
い
う
大
き

一一 2 一一

尾
に
お
か
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

そ
れ
な
ら
ば

こ
の
議
論
は
第
一
巻
の
総
括
的
終
章
た
る
役
割
を
果
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
ま

な
領
域
の
な
か
で
、

ζ

れ
ら
の
問
題
に
検
討
を
加
え
る
の
が
、
本
稿
の
目
的
と
す
る
と
ζ

ろ
で
あ
る
。
問
時
に
、

い
わ
ゆ
る
「
論
理
的
・

麗
史
的
方
法
」
と
い
う
方
法
論
上
の
問
題
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

(1) 

『
資
本
論
』
中
に
あ
ら
わ
れ
る
歴
史
的
分
析
と
い
っ
て
も
、
ど
ζ

か
ら
ど
と
ま
で
と
い
う
ふ
う
に
区
別
し
て
と
り
だ
す
こ
と
は
、
厳
密
に
は
困
難
で
あ
る

し
、
ま
た
方
法
的
に
も
問
題
が
あ
ろ
う
。
の
ち
に
詳
し
く
こ
の
問
題
に
ふ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
ζ

で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
論
理
的
な
叙
述
に
た
い
し
て

一
見
し
て
明
ら
か
に
歴
史
的
な
絞
述
と
し
て
扱
い
う
る
も
の
を
、
問
題
と
し
た
い
。
た
と
え
ば
、
第
一
巻
一
一
回
章
の
『
原
始
的
諮
積
過
程
片
岡
二
五
章

円
近
代
的
植
民
論
』
、
第
三
巻
二

O
章
『
商
人
資
本
に
か
ん
す
る
歴
史
』
、
同
三
六
章
『
資
本
主
義
以
前
』
、
同
四
七
章
『
資
本
家
的
地
代
の
源
泉
』
な
ど
。

も
ち
ち
ん
、
具
体
的
な
歴
史
叙
述
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
マ
ル
ク
ス
の
見
解
じ
た
い
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
三
部
作
と
い
わ
れ
る
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

階
級
斗
争
』
(
一
八
五

O
年
)
、
『
ル
イ
・
ボ
ナ
バ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ

i
ル
十
八
日
』
〈
一
八
五
二
年
)
、
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
内
乱
』
(
一
八
七
一
年
)
な
ど

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ζ

に
は
、
広
い
意
味
で
の
唯
物
史
観
の
適
用
は
あ
っ
て
も
、
封
建
社
会
か
ら
資
本
家
的
社
会
へ
の
転

換
に
か
ん
す
る
論
理
的
な
規
定
と
い
う
よ
う
な
社
会
制
度
の
過
渡
期
の
歴
史
恕
論
が
明
確
に
う
ち
だ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
い



(4) (3) (2) 

わ
ば
、
歴
史
叙
述
の
基
礎
と
な
り
、
歴
史
分
析
の
究
明
基
準
と
も
な
る
よ
う
な
歴
史
理
論
を
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
い
う
と
す
れ
ば
、
や
は
り
そ
れ
は
、

『
資
本
論
』
の
あ
ち
こ
ち
に
展
開
さ
れ
て
い
る
歴
史
的
説
明
を
あ
げ
る
ほ
か
は
な
い
。

ロ
!
ゼ
ン
ベ
ル
グ
『
資
本
論
霞
削
除
』
、
第
七
番
房
版
訳
、
第
一
巻
第
一
一
分
冊
、
五
回
九
ペ
ー
ジ
。

『
経
済
学
教
科
書
』
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
!
ニ
ン
主
義
普
及
協
会
訳
、
第
一
分
間
、
八
五
i
一
O
九
ペ
ー
ジ

Q

こ
の
問
題
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
主
要
な
著
作
と
し
て
は
、
堀
江
英
一
『
経
済
学
か
ら
歴
史
学
へ
』
、
大
塚
久
雄
司
欧
洲
経
済
史
』
、
飯
田
貫
一
『
資

本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
の
解
説
、
制
仰
明
秀
司
資
本
論
の
弁
証
法
的
根
拠
』
な
ど
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
論
点
を
岡
山
に

し
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ん
ら
か
の
関
連
で
、
本
文
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
と
お
も
う
。

原
始
的
蓄
積
過
程
に
つ
い
て
の
議
論
が

マ
ル
ク
ス
諾
著
作
の
う
ち
で
最
初
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
は

『
経
済
学
批
判
綱
要
」
(
一
八

五
七
一
八
五
八
年
)
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
序
説
」
お
よ
び
「
貨
幣
に
か
ん
す
る
章
」
、

さ
ら
に
は
「
資
本
の
生
産
過
程
」

に
か
ん
す
る
絞

-3-

述
部
分
な
ど
の
、
「
網
袈
」
の
最
初
の
論
述
部
分
に
あ
ら
わ
れ
る
、

ら
わ
し
て
い
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
こ
で
は
、

当
初
の
い
く
つ
か
の
経
済
学
体
系
ブ
ラ
シ
に
は
、
そ
れ
は
ま
だ
姿
を
あ

近
代
的
資
本
形
成
の
具
体
的
腔
史
は
、
「
土
地
所
有
の
歴
対
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
「
す
で
に
形
成
さ
れ
た
、

自
分
自
身
の
基
礎
の
う
え
で
自
己
運
動
す
る
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
」
だ
け
を
対
象
と

す
る
「
資
本
一
般
」
論
と
し
て
は

こ
れ
を
問
題
と
し
な
い
、
と
マ
ル
ク
ス
は
、
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
も

む
ろ
ん
、
資

本
概
念
の
理
論
的
形
成
の
側
面
か
ち
り
必
要
な
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、

い
く
つ
か
の
単
純
な
経
済
的
範
時
が

た
と
い
近
代
以
前
の
詳
歴
史

的
社
会
に
発
展
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
流
通
上
の
諸
契
機
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

と
み
て

る
の
で
あ jli
るす代
。、-EY'] 

こ
れ
に
反
し
て
、

資
本
形
成
史
そ
れ
じ
た
い
は
、
あ
く
ま
で
も
「
資
本
一
般
」
論
が
包
括
す
る
所
要
の
領
域
に
は
ぞ
く
さ
な
い
、

(1) 

「
封
建
的
な
地
主
の
地
代
生
活
者
へ
の
、
世
仙
波
的
な
半
隷
属
の
・
ま
た
往
々
に
し
て
不
自
由
な
・
終
身
小
作
人
の
近
代
的
農
業
家
へ
の
、
ま
た
土
地
に
緊

縛
さ
れ
た
隷
農
や
賦
役
農
民
の
農
業
日
雇
労
働
者
へ
の
、
漸
次
的
危
転
化
が
し
め
す
と
こ
ろ
の
土
地
所
有
の
歴
史
は
、
事
実
上
、
近
代
的
資
本
の
形
成

経
済
学
研
究

七



原
始
的
蓄
積
論
に
つ
い
て
の
一
考
察

石
垣

(2) 

の
康
史
で
あ
ろ
う
。
」
(
の

E
出品江田国少

m-gAF)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
「
経
済
学
批
判
綱
要
」
に
お
け
る
俊
康
一
般
に
つ
い
て
の
考
察
』
止
を
参
照
さ
れ
た
い
。

し
か
る
に
マ
ル
ク
ス
は
、
「
資
本
の
生
産
過
程
」
の
分
析
を
す
す
め
て
ゆ
く
う
ち
に
、
右
の
趣
旨
に
反
し
て
、
原
始
的
蓄
積
論
を
ば
、
資

本
概
念
形
成
の
一
契
機
と
し
て
と
り
い
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
資
本
概
念
の
形
成
に
お
い
て
吉
己
ぬ
門
司

a
g
g伝
門
同
町
田
∞
巾
鳴
出
回
仏

g
問
問
立
Z
Z
展
開
さ
れ
る
べ
き
第
三
の
契
機
は
、
労
働
に
対

、

，

、

.

、

.

、

，

、

.

、

.

、

.

立
す
る
と
乙
ろ
の
原
始
的
蓄
積
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
さ
ら
に
は
蓄
積
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
対
象
性
を
も
た
な
い
労
働
で
あ
る
。
第
一

、

.

、

.

、

，

、

，

‘

.

、

.

、

.

、

.

の
契
機
は
、
流
通
か
ら
生
じ
か
っ
流
通
を
前
提
と
す
る
も
の
と
し
て
の
価
値
か
ら
出
発
す
る
。
そ
れ
は
、
資
本
の
単
純
な
概
念
で
あ
っ

(A) 

そ
し
て
こ
の
貨
幣
は
直
接
に
、
資
本
へ
と
さ
ら
に
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
の
契
機
は
、
生
産
の

、
，
、
，
、
，
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

前
提
お
よ
び
そ
の
成
果
と
し
て
の
資
本
か
ら
出
発
す
る
。
第
三
の
契
機
は
、
流
通
と
生
産
と
の
規
定
的
統
一
と
し
て
の
資
本
ぞ
措
定
す

た
。
す
な
わ
ち
貨
幣
で
あ
っ
た
。

る
。
(
生
産
過
程
の
結
果
と
し
て
の
、
資
本
と
労
働
と
の
関
係
、
資
本
家
と
労
働
者
そ
れ
じ
た
い
と
の
関
係
J
i
-
-
-
し
か
し
な
が
ら
、
資
本

-4-

が
生
成
す
る
た
め
に
は

そ
れ
は

定
の
蓄
積
を
前
提
と
す
る
。
:
:
:
資
本
の
生
成
の
た
め
に
必
要
な
こ
の
蓄
積
、

し
た
が
っ
て
す
で
に

前
提
と
し
て
一
契
機
と
し
て
資
本
の
概
念
の
な
か
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
と
ζ

ろ
の
ζ

の
蓄
積
は
、
資
本
と
し
て
生
成
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

、.、，、，

る
資
本

l
lそ
こ
で
は
す
で
に
諸
資
本
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が

l
lの
蓄
積
と
は
、
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
」
(
の
百
ロ
今
日
回
国
少
m
-
M
N印
I
N
N
m
)

こ
ζ

で
は
明
ら
か
に
、
原
始
的
蓄
積
過
程
の
分
析
が
、
資
本
概
念
形
成
の
一
一
山
大
様
と
し
て
と
り
扱
わ
れ
て
お
り
、

し
か
も
第
一
一
一
の
契
機

と
し
て
そ
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
契
機
は
、
第
一
の
契
機
た
る
流
通
と
第
二
の
契
機
た
る
生
産
と
の
規
定
的
統
一
と

し
て
の
資
本
を
、
措
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
マ
ル
ク
ス
の
趣
意
を
「
綱
要
」
に
そ
く
し
つ
つ
、

い
ま
す
こ
し
た
ち
い
っ

て
考
え
て
み
た
い
。



マ
ル
ク
ス
は

右
の
引
用
句
に
さ
き
だ
っ
「
資
本
と
し
て
の
貨
幣
の
章
」
と
題
記
し
て
い
る
準
備
ノ
ー
ト
の
絞
述
部
分
で
、

「
流
通

般
」
か
ら
「
生
産
」

へ
の
移
行
の
論
理
に
ふ
れ
な
が
ら

つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
資
本
は
、
さ
し
あ
た
り
流
通
か
ら
、
し
か
も
そ
の
出
発
点
と
し
て
の
貨
幣
か
ら
発
生
す
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
流
通
に
は
い
り
こ

み
同
時
に
流
通
か
ら
自
己
に
復
帰
す
る
貨
幣
は
、
貨
幣
が
そ
乙
で
自
己
を
止
揚
す
る
と
こ
ろ
の
最
後
の
要
請
で
あ
る
。

そ
れ
は
同
時
に
、

資
本
の
最
初
の
概
念
で
あ
り
、
資
本
の
最
初
の
現
象
形
態
で
あ
る
。
」
(
の

E
E江田白
oh-H2)

「
商
品
ま
た
は
貨
幣
か
ら
の
過
程
の
反
復
は
、
交
換
そ
の
も
の
の
諸
条
件
の
う
ち
に
は
定
立
さ
れ
て
い
な
い
。
行
為
は
、
た
だ
そ
れ
が
な

し
お
え
ら
れ
る
ま
で
、

つ
ま
り
交
換
価
値
の
額
だ
け
交
換
さ
れ
る
ま
で
く
り
か
え
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い

て
あ
た
ら
し
く
点
火
さ
れ
え
な
い
。
だ
か
ら
、
流
通
は
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
自
己
更
新
の
原
理
を
も
っ
て
い
な
い
。
流
通
の
詩
契
機
は
、

「
は
じ
め
に
社
会
的
生
産
の
行
為
が
、
交
換
価
値
の
定
立
と
し
て
、
ま
た
後
者
が
そ
の
よ
り
以
上
の
発
展
に
お
い
て
流
通
と
し
て
、

i
l
-5-

流
通
に
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
流
通
そ
れ
じ
た
い
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
」
缶
詰
包
立
g
p
m・
5
g

諸
交
換
価
値
相
互
の
充
分
に
展
開
さ
れ
た
運
動
と
し
て
1
1
1
あ
ら
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、

い
ま
や
流
通
そ
れ
自
体
が
、
交
換
価
値
を
定
立
し

た
り
生
産
し
た
り
す
る
活
動
へ
と
復
帰
す
る
。
流
通
は
、
自
己
の
根
拠
と
し
て
の
そ
れ
へ
と
援
帰
す
る
。
:
:
:
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

ふ
た
た
び
出
発
点
に
、
交
換
価
値
を
定
立
し
っ
く
り
だ
す
生
産
に
、
到
達
し
て
い
る
。
だ
が
、
今
度
は
、

乙
の
生
産
は
、
流
通
を
発
達
し

た
契
機
と
し
て
前
提
し
て
い
て
、
流
通
を
定
立
し
そ
し
て
流
通
を
あ
た
ら
し
く
定
立
す
る
た
め
に
た
え
ず
流
通
か
ら
自
己
へ
と
復
帰
す
る

よ
う
な
、
不
断
の
過
程
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
よ
百

E
E江田
m
p
mム
ミ
)

マ
ル
ク
ス
は
、
「
流
通
」
の
全
体
に
た
い
す
る
否
定
の
根
拠
と
し
て
、
「
流
通
は
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
自
己
更
新
の
原
理

こ
の
よ
v

つ
に

を
も
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
点
に
も
と
め
、

そ
こ
に
「
流
通
」
の
「
生
産
」
へ
の
移
行
の
内
的
必
然
性
を
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ

の
ば
あ
い
、
「
生
産
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は

「
流
通
」
を
と
お
し
て
成
立
し
て
き
た
資
本
が
、

「
自
己
の
根
拠
」
と
し
て
復
帰
す
べ

経
済
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原
始
的
議
積
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
石
垣

き
「
生
産
」
で
あ
る
か
ら

マ
ル
ク
ス
が
「
綱
要
」
の
展
開
の
う
ち
で
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
「
生
産
一
般
」
と
は
、

い
ち
お
う
区
別

す
べ
き
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
乙
で
い
う
「
生
産
」
と
は
、

い
わ
ば
資
本
の
形
式
に
包
摂
さ
れ
た
と
ζ

ろ
の
、
資
本
の
生
産

過
程
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

そ
れ
は
、
「
流
通
」
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
過
程
で
あ
り
、
「
生
産
一
般
」
の
よ
う
に
直
接
的
に
無
媒
介

的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
引
用
文
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
諸
点
を
、
さ
き
に
あ
げ
た
凶
の
引
用
文
と
て
ら
し
あ
わ
せ
で

み
る
と
、
こ
う
な
る
。
「
資
本
概
念
の
形
成
」
上
か
ら
第
一
の
契
機
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
「
資
本
の
最
初
の
現
象
形
態
」
H
「資

本
の
単
純
な
る
概
念
」
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
、
要
す
る
に
流
通
上
か
ち
り
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
と
こ
ろ
の
「
価
値
」
お
よ
び
「
貨
幣
」
を

基
礎
と
す
る
。
第
二
の
契
機
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
資
本
の
「
生
産
過
程
」
を
い
み
す
る
が
、

し
か
し
こ
の
「
生
産
過
程
」

た
る
や
、

た
ん
な
る
直
接
性
と
し
て
の
「
生
産
一
般
」
で
は
な
く
し
て
、
「
流
通
を
定
立
し
そ
し
て
流
通
を
あ
た
ら
し
く
定
立
す
る
た
め
に

本
」
か
ら
し
て
生
成
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
た
い
し
「
第
二
一
の
契
機
」
は
、
「
原
始
的
な
蓄
積
」
で
あ
っ
て
、
「
流
通
と
生
産

-6-

た
え
ず
流
通
か
ら
自
己
へ
復
帰
す
る
よ
う
な
不
断
の
過
程
」
と
し
て
の
「
生
産
」
で
あ
り
、
「
生
産
の
前
提
お
よ
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
資

と
の
規
定
的
統
一
と
し
て
の
資
本
」
を
つ
く
り
だ
す
も
の
で
あ
り
、
「
資
本
と
労
働
と
の
関
係
」
、
し
た
が
っ
て
、
「
資
本
家
と
労
働
者
と
の

関
係
そ
の
も
の
を
」
を
、
「
生
産
過
程
の
結
果
」
と
し
て
、

つ
く
り
だ
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

乙
れ
は

い
い
か
え
れ
ば
、
「
流
通
」

を
、
あ
る
い
は
「
交
換
価
値
」
・
「
貨
幣
」
を
、
「
生
産
過
程
」
を
媒
介
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
使
用
価
値
」
を
媒
介
と
し
て
、
「
再
生
産
」
す

る
よ
う
な
過
程
と
し
て
存
在
す
る
資
本
、
す
な
わ
ち
「
産
業
資
本
」
を
ば
、

つ
く
り
だ
す
と
こ
ろ
の
契
機
で
あ
る
。

一
言
で
い
え
ば

こ

い
わ
ゆ
る
資
本
関
係
を
再
生
産
す
る
よ
う
な
資
本
を
、
「
資
本
概
念
の
形
成
」
に
お
い
て
、

、.、

し
た
が
つ
て
、
「
辺
比
資
只
呈
↓
本
本
の
形
成
」
上
に
必
要
な
こ
の
第
三
の
契
機
は
、
「
資
本
概
念
」
の
「
前
提
」
(
傍
点
筆
者
)
と
し
て
、

の
契
機
は
、

措
定
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

そ
の
な
か
に
包

み
ζ

ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の

ωの
引
用
文
に
つ
づ
い
て

つ
ぎ
の
よ
う
な
断
想
が
記
さ
れ
て
い
る
。



「
こ
れ
ま
で
す
で
に
み
た
と
お
り
、
資
本
は
、
つ
ぎ
の
も
の
を
前
提
と
す
る
。
山

生
産
過
程
一
般
、

(B) 

こ
れ
は
、
す
べ
て
の
社
会
形

、.、
..
 

、.、.

も
し
そ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
、
人
間
的
な
過
程
で
あ
る
。

、.、.、，、.

流
通
、
乙
れ
は
、
そ
れ
じ
た
い
す
で
に
そ
の
契
機
の
各
々
に
お
い
て
も
、
ま
た
さ
ら
に
そ
の
総
体
性
に
お
い
て
も
、
特
定
の
歴
史
的
な

、、

両
者
の
規
定
的
統
一
と
し
て
の
資
本
、
と
こ
ろ
で
こ
の
一
般
的
生
産
過
程
そ
の
も
の
が
、
資
本
の
た
ん
な
る
要
素
と

し
た
が
っ
て
歴
史
的
な
性
格
を
も
た
ず
、

(2) 態

と
てコ
て
固
有
の
も
の
で
あ
り

産
物
で
あ
る
。
問

し
て
あ
ら
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
や
、

こ
れ
は
、
資
本
の
特
殊
的
な
諸
区
別
の
単
純
な
把
握
か
ら
、
資
本
の
歴
史
的
諮
前
提
一
般
が
あ
き
ら
か
に

そ
れ
が
、

ど
れ
だ
け
歴
史
的
に
修
正
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
資
本
の
展
開
上
で
あ
き
ら
か

に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
よ

5
2
E丘
g
p
m・回以)

乙
の
章
句
で
、
資
本
の
前
提
条
件
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
「
生
産
一
般
」
と
「
流
通
」
と
「
両
者
の
規
定
的
統
一
と
し
て
の

資
本
」
で
あ
り
、
順
序
は
や
や
異
な
る
け
れ
じ
い
か
、
大
体
に
お
い
て
似
の
引
用
句
に
あ
る
三
つ
の
契
機
に
対
応
し
て
い
る
も
の
と
、

み
る

こ
と
が
で
き
る
。
「
第
三
の
契
機
」
と
さ
れ
た
も
の
は
、

こ
乙
で
は
、

同
じ
く
「
両
者
の
規
定
的
統
一
と
し
て
の
資
本
」
と
い
う
表
現
を
と

一 7

っ
て
い
る
。
た
だ
、
「
資
本
」
が
、

「
両
者
の
規
定
的
統
一
と
し
て
の
資
本
」
を
「
前
提
」
す
る
と
い
っ
て
お
り
、

ωの
章
句
で
み
ら
れ
た

よ
う
に
「
第
三
の
契
機
」
が
こ
れ
を
「
措
定
す
る

8
R
S」
と
は
い
っ
て
い
な
い
点
が
、

ち
が
っ
て
い
る
。

乙
こ
に
は
、
考
慮
す
べ
き
多

く
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、
要
す
る
に
、

マ
ル
ク
ス
が
、
主
張
し
た
か
っ
た
ζ

と
は
、
「
資
本
」
は
さ
し
あ
た
り
、

「
単
純
な
概
念
」
と
し
て
「
流
通
」
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、

的
な
統
こ
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
だ
が
こ
の
「
直
接
的
な
統
一
」
と
し
て
の
資
本
を
、

つ
い
で
は
、
非
歴
史
的
な
「
生
産
」

一
般
と
歴
史
的
な
「
流
通
」
と
の
「
誼
接

「
措
定
」
し
て
ゆ
く
も
の
ζ

そ
、
「
第
三
の
契
機
」

と
し
て
の
「
原
始
的
蓄
積
」
な
の
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(1) 

似
の
引
用
文
は
、
一

t

貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
」
(
現
行
資
本
論
、
第
一
巻
、
第
一
一
籍
、
第
四
掌
)
に
相
当
す
る
「
資
本
と
し
て
の
貨
幣
の
掌
」
以
後
の
展
開

を
頭
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
が
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
ζ

で
は
、
「
流
巡
」
が
「
生
産
」
を
包
摂
し
て
い
く
よ
う
な
か
に
ち
を
と
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原
始
的
替
積
論
に
つ
い
て
の
一
考
察

石
垣

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
⑪
の
引
用
文
は
、
お
そ
ら
く
、
『
綱
要
』
の
冒
頭
い
ら
い
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
「
生
産
一
般
」
に
着
目
し
つ
つ
、

そ
れ
ま
で
の
叙
述
全
体
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
記
さ
れ
た
も
の
と
お
も
う
Q

だ
か
ら
、
「
生
産
一
般
」
が
第
一
の
前
提
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
同
閣
の
引
用
章
句
の
末
尾
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
非
歴
史
的
お
よ
び
歴
史
的
諮
前
提
」
が
、
「
資
本
の
展
開
」
そ
れ
じ
た
い
に
お
い
て
た

ん
な
る
「
資
本
の
要
素
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
い
う
見
万
は
、
の
ち
に
徹
底
し
た
か
た
ち
を
と
る
こ
と
と
な
り
、
「
流
通
」
か
ら
出
発
す
る
立

場
を
確
立
す
る
素
地
と
な
る
の
で
あ
る
。
前
掲
拙
稿
参
照
。

「
資
本
は
、
生
産
物
と
貨
幣
と
の
、
あ
る
い
は
よ
り
適
切
に
は
空
産
と
流
通
と
の
、
直
接
的
統
一
で
あ
る
。
」
(
の

E出
品
ユ

8
9
∞-Mω
∞)

(2) 『
綱
要
」
の
「
資
本
に
か
ん
す
る
章
」
は
、
編
輯
者
が
な
し
て
い
る
よ
う
に
内
容
的
に
み
て
「
資
本
の
生
産
過
程
」
、
「
資
本
の
流
通
過
程
」

お
よ
び

「
果
実
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
の
資
本
」
、
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
乙
の
「
資
本
の
流
通
過
程
」
の
論
述
に
は

- 8一

い
っ
て
か
ら
ま
も
な
く
、

ふ
た
た
び
資
本
の
原
始
的
蓄
積
の
問
題
に
ふ
れ
、
か
な
り
の
程
度
に
お
い
て
具
体
的
な
内
容
を
の
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
お
そ
ら
く
原
始
的
蓄
積
論
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
の
最
初
の
準
備
ノ
ー
ト
窃
・

ωaim-ss

と
お
も
わ
れ
る
、

こ
の
絞
述
部
分
を
、

整
理
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
最
初
に
、
便
宜
上
こ
れ
を
六
つ
の
部
分
に
わ
け
で
、

そ
の
要
旨
を
摘
記
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

の
「
本
源
的
前
提
」
あ
る
い
は
「
歴
史
的
条
件
」
と
し
て
は
、
資

本
に
と
っ
て
は
「
所
与
の
」
・
「
外
的
な
」
諸
条
件
が
、
貨
幣
の
「
蓄
積
」

o
-
s
m
w
wロ
ヨ
己
主
山
。

P
F
S
E山口
m
お
よ
び
「
労
働
能
力
」
円
凶
器

山
ひ
と
た
び
資
本
家
的
生
産
様
式
が
確
立
さ
れ
る
や
い
な
や
、
資
本
の
運
動
は
、
「
そ
の
内
的
な
本
質
に
し
た
が
っ
て
」
、
自
分
自
身

の
存
立
の
諸
条
件
を
つ
く
り
だ
し
て
ゆ
く
。

し
か
し
、

「
資
本
形
成
」

k
r
Hぴ

o
-
Z
4
2
5
0
m
g
の
集
積
と
い
う
基
本
的
な
二
つ
の
形
態
に
お
い
て
、
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
け
れ
ど
も
、

か
よ
う
な
具
体
的
な
「
資
本

形
成
」
の
過
程
で
必
要
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
歴
史
的
な
諸
条
件
な
り
諸
前
提
な
り
は
、

資
本
の
成
立
と
問
時
に
、
「
現
実
的
な
資
本
」
あ
る



い
は
「
既
成
の
資
本
」
の
う
ち
に
、
「
消
滅
し
」
か
っ
「
止
揚
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
「
生
成
君
。

a
g」
・
「
成
立
問
旦
浮
島

g」

ハ滋
J

の
契
機
は
、
資
本
の
「
定
在
巴
虫
色
ロ
」
の
う
ち
の
諸
契
機
に
、
止
揚
さ
れ
吸
収
さ
れ
る
。

註

ζ

こ
で
は
、
比
倫
的
な
説
明
が
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
農
奴
の
都
市
へ
の
逃
亡
は
、
都
市
制
度
成
立
の
歴
史
的
前
提
で
は
あ
る

が
、
都
市
制
度
の
契
機
で
は
な
い
、
と
い
う
歴
史
的
事
側
、
ま
た
、
火
の
海
、
蒸
気
の
海
は
、
大
地
の
前
提
で
は
あ
る
が
、
完
成
せ
る
大
地
に
と
っ
て

は
そ
れ
の
彼
岸
に
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
自
然
科
学
上
の
比
職
、
な
ど
。
さ
ら
に
、
重
要
な
こ
と
は
、
資
本
の
「
生
成
」
の
条
件
と
そ
の
「
在
在
」

の
条
件
と
を
混
同
し
て
、
資
本
の
永
遠
性
や
調
和
論
を
帰
結
す
る
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
経
済
学
者
の
鈷
判
が
、
こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(
の
吋
話
出
血
巳
g
p
m・∞∞
ω)
こ
の
点
は
の
ち
に
ま
た
ふ
れ
る
。

や
、[2]

こ
の
よ
う
な
完
成
さ
れ
た
資
本
概
念
の
諸
契
機
は
、
「
歴
史
的
な
観
察
が
は
い
り
こ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
諸
点
」

「
生
産
過
程
の
た
ん
に
歴
史
的
な
姿
態
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
の
、

し
か
し
他
方
で
は
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
が
自
分
を
こ
え
て
未
来
の
歴
史
的
な
生
産

方
法
を
さ
し
し
め
す
諸
点
」
.0-

ペど

し
め
す
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
が
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
の
諸
法
則
」

を
解
明
す
る
「
わ
れ
わ
れ
の
方
法

- 9 一

ロロ凹吋ゆア向。仲
F
O
門目。」

で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
の
諸
法
則
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
に
つ
い
て
は

「
生
産
諸
関
係
の
現
実
的
な
歴
史
」
を
か

く
に
は
お
よ
ば
な
い
。
歴
史
的
に
完
成
し
た
資
本
の
諸
関
係
の
、

正
し
い

「
観
察
と
演
探
〉
ロ
m
n
y白
C
C
D
M
川
口
昆
ロ
包
ロ

Z-。ロ」

と
に
よ

「
乙
の
組
織
の
背
後
に
ひ
そ
む
過
去
性
を
指
示
す
る
」
と
こ
ろ
の
「
第
一
の
方
程
式
」

ハ詮ゾ

ま
た
「
過
去
の
理
解
の
た
め
の
鍵
」
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
将
来
社
会
の
諸
形
態
の
示
唆
を

、.、.、.，、，、.、，、.、.、.、.、.

う
る
こ
と
も
で
き
る
。
け
だ
し
、
「
一
方
で
は
、

J

ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
以
前
的
な
局
面
は
、
も
つ
ば
ら
歴
史
的
な
諸
前
提
と
し
て
、
す
な
わ
ち

、.、.、
..
 

、.、，、.、.、.、，、，、.、，

止
揚
さ
れ
た
諸
前
提
と
し
て
、
あ
ら
わ
れ
る
が
、
他
方
で
は
、
生
産
の
現
在
の
諸
条
件
は
、
自
分
自
身
を
止
揚
し
つ
つ
あ
る
・
あ
た
ら
し

、.、，、，、.、，

い
一
社
会
の
た
め
の
歴
史
的
諸
条
件
を
つ
く
り
つ
つ
あ
る
・
も
の
と
し
て
、
あ
ら
わ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

っ
て

わ
れ
わ
れ
は

を
把
握
す
る
乙
と
が
で
き

ヲ

Q
1
U
、

註

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
、
「
な
お
ふ
た
た
び
お
そ
ら
く
は
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
ひ
と
つ
の
仕
事
」
(
の
吋
ロ
ロ
品
ユ
g
p
ω
・
ω白
出
)
と
註
し
て
い
る
。
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原
始
的
判
官
税
論
に
つ
い
て
の
一
考
察

石
垣

qa 

げ
て
み
よ
う
。
労
働
者
の
「
生
け
る
労
働
」
は
、
「
対
象
化
さ
れ
た
・
死
せ
る
・
労
働
」
を
増
殖
す
る
た
ん
な
る
「
手
段
」
と
化
し
、

つ
ぎ
に
、
「
価
値
の
演
本
へ
の
完
成
態
仏
自
の
σ
4
5
E
2
8
5
己

g
君。吋門的
N

戸
内
山
立
E
ど
に
お
け
る
、
「
労
働
能
力
」
を
と
り
あ

そ

の

結
果
と
し
て
、
「
つ
く
り
だ
さ
れ
た
寓
」
は
、

か
れ
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
「
疎
遠
な
同
耳
目
門
ど
も
の
と
な
る
。
「
原
料
」
・
「
器
具
」
・
「
生
活

資
料
」
な
ど
の
生
産
過
程
上
の
物
的
な
諸
条
件
は
、

す
べ
て
「
外
的
な
・
独
立
せ
る
・
存
在
」
と
な
り
、
労
働
者
じ
し
ん
は
、

そ
れ
ら
の

も
の
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
、
「
向
自
的
に
存
在
す
る
諸
価
値
話
円
位
。
F
8
5口
宏
司
目
立
。
」
を
、

つ
ま
り
資
本
家
の
富
を

つ
く
り
だ
す
だ
け

生
け
る
労
働
の
「
客
観
的
な
諸
条
件
」
は
、
主
観
的
な
定
在
と
し
て
の
生
け
る
労
働
能
力
に
た
い
し
て
「
分
離
さ

れ
た
独
立
化
さ
れ
た
唱
可

gロ
F
〈
耳
目

g
由
件
以
包
応
σ
」
諸
価
値
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
事
態
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
生
け
る
労
働

、曹、.

能
力
じ
た
い
も
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
「
あ
る
別
穏
の
価
値
」
と
し
て
(
ふ
つ
う
の
い
み
の
価
，
似
で
は
な
く
、
か
れ
ら
の
使
用
価
値
と

も
異
な
る
枝
問
価
値
と
し
て
)
、
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
生
け
る
労
働
じ
し
ん
が
、
「
労
働
能
力
」
か
ら
み
て
、
外
的
な
・

で
あ
る

Q

こ
切
っ
し
て
、

隔
絶
さ
れ
た
・
も
の
と
な
る
。

し
か
し
、

か
よ
う
な
労
働
条
件
の
労
働
主
体
か
ら
の
「
分
離
」
の
認
識
や
、

自
己
労
働
に
も
と
ず
く
生
産

一 10-

物
の
自
己
所
有
と
い
う
見
方
は
、
資
本
に
も
と
ず
く
生
産
様
式
じ
た
い
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
ず
、

や
が
て
そ
れ
は
こ
の
生
産
制
度
じ
た
い

の
弔
の
鎧
を
な
ら
す
の
で
あ
る

Q

係
を [4]
構
成
す
る
さ
ま
ざ

ま
の
各

件
が

ζ

れ
に
反
し
て
、
質
幣
が
資
本
の
自
己
増
殖
過
程
に
は
い
り
こ
む
以
前
の
「
本
源
的
関
係
」
を
考
え
て
み
る
と
、

乙
の
本
源
的
関

ま
ず
問
題
と
な
る
。
「
貨
幣
を
資
本
に
転
化
し
、
労
働
を
ば
、
資
本
を
措
定
す
る
・
資
本
を
創
造
す

る
・
労
働
、

つ
ま
り
賃
労
働
た
ら
し
め
る
」
た
め
の
、
「
本
質
的
諸
条
件
」
は
、
つ
ぎ
の
四
つ
の
も
の
か
ら
な
り
た
つ
。

一
方
に
お
い

て
生
け
る
労
働
能
力
が
、
労
働
の
現
実
化
の
た
め
の
「
客
観
的
諸
条
件
」
か
ら
ま
っ
た
く
分
離
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
「
生
存
手

段
」
・
「
生
活
資
料
」
か
ら
も
き
り
は
な
さ
れ
て
、
「
ま
っ
た
く
の
主
観
的
存
在
」
と
な
り
、
「
完
全
な
拍
象
性
」
の
現
存
在
と
な
る
こ
と
。

(2) 

他
方
で
は

「
現
存
の
価
値
あ
る
い
は
対
象
化
さ
れ
た
労
働
」
が
、

た
ん
に
価
値
生
産
に
十
分
な
だ
け
で
な
く
、

生
け
る
労
働
能
力



の
再
生
産
に
も
十
分
な
ほ
ど
の
量
に
お
い
て
、
蓄
積
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。

(3) 

「
労
働
能
力
」
と
「
議
積
」
と
の
両
援
の
あ
い
だ
に

「
自
由
な
交
換
関
係
日
貨
幣
流
通
」
が
存
在
し
、
し
た
が
っ
て
生
産
が
、
交
換
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
な
る
乙
と
。

ω

対
象
的
諸
条
件
」
の
極
で
は
、
直
接
的
な
使
用
価
値
で
は
な
く
し
て
、
あ
く
ま
で
も
価
値
め
あ
て
の
、
価
値
の
自
己
増
殖
を
究
極
の
目
的

「
労
働
の

と
す
る
と
乙
ろ
の
生
産
が

お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
乙
と
。

向
か
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
賃
労
働
の
関
係
は
、
生
産
者
を
ば
「
労
働
機
械
」
と
し
て
他
人
の
所
有
た
ら
し
め
る
こ
と
を
基
礎
と
す

る
奴
隷
制
的
関
係
と
も
、
ま
た
、
生
産
者
が
労
働
家
畜
と
同
様
に
「
土
地
の
附
属
物
」
と
化
し
て
い
る
股
奴
制
的
関
係
と
も
ち
が
っ
て
、

「
形
式
的
に
交
換
者
ど
う
し
が
平
等
で
自
由
な
関
係
」
を
も
と
に
、
構
成
さ
れ
て
い
る
社
会
関
係
で
あ
る
。
労
働
能
力
じ
た
い
は
、
こ
こ
で

は
自
由
な
労
働
者
に
と
っ
て
、

か
れ
が
自
由
に
支
配
・
処
理
で
き
る
と
こ
ろ
の
、
唯
一
の
所
有
物
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

7こ
だ

同
じ
く

生
け
る
労
働
の
所
有
者
と
貨
幣
の
所
有
者
と
が
、
平
等
で
自
由
な
契
約
関
係
の
う
え
に
、

一
定
の
交
換
関
係
に
は
い
る
と
い
っ
て
も

そ

一一 11一一

れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
「
資
本
も
賃
労
働
も
」
つ
く
ら
な
い
。
そ
の
貨
幣
が
「
資
本
と
し
て
の
貨
幣
」
で
は
な
く
、
「
収

lま

生
け
る
労
働
は
、
「
経
済
学
的
な
い
み
で
の
賃
労
働
」
に
は
な
ら
ず
に
、

し
た
が
っ
て
生
け
る
労
働
と
ひ
き
か
え
に
交
換
さ
れ
る
「
た
ん
な
る
流
通
手
段
」
に
す
ぎ
ぬ
ば
あ
い
に

た
ん
な
る
生
け
る
「
ナ
1
ピ
ス
ロ
ぽ
ロ
え
と
と
な
る
。

そ

入
と
し
て
の
貨
幣
」
に
す
ぎ
ず
、

し
て
、

こ
の
よ
う
な
「
収
入
と
し
て
の
貨
幣
」
と
生
け
る
「
サ
ー
ビ
ス
」
と
の
交
換
は
、

「
単
純
な
る
流
通
」

に
ぞ
く
す
る
。

こ
れ
に
反

し
て
、
資
本
と
賃
労
働
と
を
つ
く
る
交
換
関
係
は
、
外
見
上
は
「
対
象
化
さ
れ
た
労
働
と
生
け
る
労
働
と
の
交
換
」
の
か
た
ち
を
と
っ
て

こ
れ
と
は
本
質
的
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
、
「
客
観
的
」
な
形
態
に
お
け
る
・
「
価
値
と
し
て
の
」
・
「
自
分
を

い
る
け
れ
ど
も

保
持
す
る
価
値
と
し
て
の
」
・
規
定
住
を
も
つ
の
に
た
い
し
て
、
後
者
は
、
「
一
定
の
・
特
殊
的
な
・
使
用
や
消
費
の
た
め
の
使
用
価
値
で

は
な
く
て
、
価
値
の
た
め
の
使
用
価
値
」
と
し
て
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(註
T
U

さ
い
ど
に
「
取
得
法
則
の
転
換
」
。

[6] 

「
取
得
過
程
」
と
し
て
の
「
価
値
増
殖
過
程
」
で
は

「
剰
余
労
働
」
は
「
剰
余
価
値
」
を
つ

経
済
学
研
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原
始
的
議
税
論
に
つ
い
て
の
一
考
察

石
垣

こ
の
「
生
産
物
」
を
労
働
者
は
所
有
で
き
な
い
、
そ
れ
は
か
れ
に
と
っ
て
「
外
在
化
さ
れ
た
所
有
吟

2
H
a
g
回
想
ロ
Z
S」

と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
逆
に
、
「
外
在
化
さ
れ
た
労
働
'
一
は
、
資
本
の
所
有
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
乙
れ
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
の
第
二

の
取
得
法
則
で
あ
る
。
「
第
一
の
取
得
法
則
は
)
労
働
と
所
有
と
の
同
一
性
で
あ
る
。
第
二
の
そ
れ
は
、
否
定
さ
れ
た
所
有
と
し
て
の
労
働

く
り
だ
す
が
、

で
あ
り
、

い
い
か
え
れ
ば
、
外
在
化
さ
れ
た
労
働
の
外
在
性
の
否
定
と
し
て
の
所
有
で
あ
る
。
」

tl‘ 

「
取
得
法
郎
の
転
換
し
は
、
『
綱
要
』
執
筆
当
時
の
マ
ル
ク
ス
の
考
え
の
な
か
で
、
相
当
に
大
き
な
比
重
を
も
つ
で
い
る
Q

そ
の
端
的
な
あ
ら
わ
れ
は
、

ウ
ル
テ
ク
ス
ト
中
の
、
「
同
単
純
流
滋
に
お
け
る
取
得
法
則
の
現
象
」
(
∞
・

8
7
2∞
)
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
独
立
に
あ
っ
か
う
つ
も
り

で
あ
る
。

右
の
摘
記
か
ら
、

ま
ず
第
一
に
注
目
さ
れ
る
点
は
、
「
現
実
的
な
資
本
」
あ
る
い
は
「
既
成
の
資
本
」
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
歴
史
的

の
「
定
在
」
は
、
資
本
の
す
べ
て
の
歴
史
的
形
成
諸
条
件
を
、
内
包
し
て
い
る
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ
の
か
ぎ
り
で
は

-12-

な
「
皆
本
生
成
」
・
「
資
本
成
立
」
の
詩
契
機
や
諸
条
件
が
、

止
揚
さ
れ
て
い
る
と
、

明
記
さ
れ
て
い
る
ζ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本

資
本
形
成
の
歴
史
的
諸
条
件
は
、
資
本
の
「
定
在
」
の
う
ち
に
お
い
て
は
、

ま
っ
た
く
「
消
滅
」
し
て
い
て
、

理
論
的
な
い
み
で
の
資
本

概
念
の
構
成
上
の
諾
契
機
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。

ひ
と
た
び
資
本
が
完
全
な
か
た
ち
で
確
立
志
れ
た
あ
と
は
、
資
本
み
ず
か
ら
が
自
己

の
存
立
の
諸
条
件
を
再
生
産
し
、
拡
大
再
生
産
し
て
ゆ
く
け
れ
ど
も
、

歴
史
的
な
資
本
形
成
史
上
の
諸
条
件
は
、
資
本
の
確
立
を
つ
う
じ

て
、
止
揚
さ
れ
、

そ
れ
の
う
ち
に
消
滅
し
て
ゆ
く
。
さ
き
に
マ
ル
ク
ス
が
、

近
代
的
資
本
形
成
の
具
体
的
過
程
を
、
「
資
・
不
一
般
」
論
の
ふ

く
む
領
域
以
外
に
ぞ
く
す
る
と
み
な
し
た
の
も
、

ζ

の
い
み
で
あ
ろ
う

Q

し
か
る
に
他
方
、

マ
ル
ク
ス
は
、
完
成
さ
れ
た
資
本
概
念
の
諸
契
機
は
、

お
の
ず
か
ら
歴
史
的
な
「
資
本
生
成
」
や
「
資
本
形
成
」
の

過
程
を
「
さ
し
し
め
す
」
諸
点
を
ふ
く
む
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
「
あ
た
ら
し
い
社
会
」
の
歴
史
的
諸
条
件
を
「
指
示
す
る
」
諸
契
機
を

ふ
く
む
、

と
の
べ
て
い
る
。

乙
れ
は
第
二
に
注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
過
去
の
歴
史
的
過
程
を
理
解
す
る
鍵
が



あ
た
え
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
未
来
社
会
の
諸
形
態
の
示
唆
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
乙
れ
は
、

一
見
し
た
と

こ
ろ
、
第
一
の
点
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、

け
っ
し
て
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
資
本
一
般
」
を
主
た
る
対
象
と
す
る

領
域
で
は
、
単
純
な
る
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
へ
と
上
向
す
る
過
程
、
も
し
く
は
抽
象
的
・
一
般
的
な
も
の
か
ら
具
体
的
・
特
殊
的
な
も

の
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
過
程
の
み
が
、

と
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
も
つ
ば
ら
理
論
的
な
諸
契
機
の
み
が
論
じ
ら
れ

る
わ
け
で
あ
る
が
、

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、

そ
れ
が
「
資
本
一
般
」
の
生
成
・
消
滅
す
る
具
体
的
・
歴
史
的
諸
条
件
を
示
唆
す
る
と
い
う

点
を
、
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

い
な
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
諸
条
件
を
理
解
し
解
明
す
る
鍵
を
提
供
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
は
、
さ
き
に
マ
ル
ク
ス
が
、
原
始
的
蓄
積
過
程
を
、
資
本
の
第
三
の
契
機
に
と
り
い
れ
た
観
点
と
、
矛
盾
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
き
K
あ
げ
た

ωお
よ
び
倒
の
引
用
文
に
お
い
て
は
、
資
本
概
念
を
形
成
す
る
諸
契
機
に
、
生
産
と
流
通
と
原
始
的
蓄
積
と
の
三
つ
が

か
ぞ
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
三
契
機
の
う
ち
、
前
の
二
者
は
明
ら
か
に
そ
れ
ぞ
れ
「
資
本
一
般
」
論
の
非
歴
史
的
な
ら
び
に
歴
史
的
前
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提
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
展
開
じ
た
い
の
過
程
中
で
、
資
本
の
た
ん
な
る
諸
契
機
と
し
て
ふ
た
た
び
措
定
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
あ
っ
か
い

を
う
け
て
い
る
。
し
か
し
第
三
の
契
機
た
る
原
始
的
蓄
積
過
程
も
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
あ
っ
か
う
乙
と
が
、
は
た
し
て
可
能
で
あ
ろ

う
か
。
右
の
摘
記
で
は
、

ζ

の
契
機
は
、

ふ
た
た
び
資
本
の
た
ん
な
る
諸
契
機
と
し
て
措
定
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
も
の
と
は
区
別
さ
れ
た

歴
史
的
な
諸
条
件
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
「
資
本
一
般
」
論
が
包
括
す
る
分
野
に
は
所
属
し
な
い
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
て

い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
経
緯
の
う
ち
に
、
「
資
本
一
般
」
の
論
理
構
造
に
お
い
て
は
、
原
始
的
蓄
積
論
の
よ
う
な
具
体
的
・
歴
史

的
諮
過
程
は
し
だ
い
に
と
り
の
ぞ
か
れ
て
ゆ
く
跡
を
、
よ
み
と
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
、
主
と
し
て
右
の
要
約
的
絞
述
の
山
と
問
と
に
つ
い
て
、
特
に
注
目
さ
れ
る
諸
点
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
て
き
た
が
、
間
以
下
は
、

つ
ぎ
の
論
述
と
の
関
連
で
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(1) 

「
資
本
」
が
前
挺
と
す
る
・
「
資
本
概
念
を
形
成
す
る
」
・
諸
契
機
の
う
ち
、
「
生
産
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
生
産
一
般
に
か
ん
す
る
考
察
」
(
北
大
経
済

経
済
学
研
究
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原
始
的
替
積
論
に
つ
い
て
の
一
考
察

石
垣

学
研
究
十
六
号
所
収
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
「
流
通
」
一
般
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

臨

ら
れ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、

門性ぜ

さ
き
に
あ
げ
た
原
始
的
蓄
積
に
か
ん
す
る
綾
述
に
つ
づ
い
て
、
有
名
な
「
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
詩
形
態
」
が
論
じ

乙
の
妓
述
部
分
担
ω斗
印
i

∞・企
ω)
は
、
大
ざ

そ
う
い
う
題
名
を
つ
け
て
い
る
が
、
内
容
的
に
み
る
な
ら
ば
、

『
綱
要
』
で
は
、

っ
ぽ
に

一
つ
の
部
分
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
前
半
(
∞
・

ωaim-S白)は、

土
地
所
有
の
歴
史
的
詩
形
態
を
と
り
あ
つ
か
っ

て
お
り

そ
の
後
半

(m・801ω
・β
ω
)
は、

主
と
し
て
原
始
的
蓄
積
過
程
の
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
ζ

で、

こ
こ
で
は

こ
の
後
半

の
部
分
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が
原
始
的
蓄
積
と
い
う
テ
I
マ
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
か
、

と
い
う
点
だ
け
を
、
問
題
と
す
る
ζ

と
に

し
た
い
と
お
も
う
。

註

「
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
」
(
資
本
関
係
の
形
成
あ
る
い
は
原
始
的
蓄
積
に
先
行
す
る
過
程
に
か
ふ
す
る
)
と
い
う
表
題
は
、
こ
の
歴
史
的
叙
述

部
分
の
全
内
容
を
あ
ら
わ
す
に
は
不
十
分
で
あ
る
し
、
ま
た
誤
解
を
ま
ね
く
お
そ
れ
が
あ
る
。
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
乙
れ
は
、
土
地
所
有
形

態
と
原
始
的
蓄
積
と
を
主
一
内
容
と
す
る
部
分
で
あ
っ
て
、
た
だ
た
ん
に
「
資
本
制
生
践
に
先
行
す
る
諸
形
態
」
だ
け
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
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便
宜
上
こ
こ
で
も
こ
の
叙
述
部
分
を
、

い
く
つ
か
の
項
目
に
わ
け
で
要
旨
を
の
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

ω
い
う
ま
で
も
な
く
、
労
働
が
資
本
に
対
立
す
る
関
係
、
す
な
わ
ち
資
本
関
係
は
、
一
定
の
歴
史
的
な
関
係
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、

そ
の
前
提
は
、
「
労
働
者
が
そ
と
に
お
い
て
は
、
所
有
者
で
も
あ
る
と
と
ろ
の
、
あ
る
い
は
そ
ζ

に
お
い
て
は
所
有
者
が
労
働
す
る
と
ζ

ろ

の
・
種
々
異
な
っ
た
・
諸
形
態
を
分
解
す
る
過
程
」
で
あ
る
。
こ
の
分
解
は
、
四
つ
の
側
面
で
あ
ら
わ
れ
る
。

、、、、、、

然
的
条
件
と
し
て
の
土
地
に
た
い
す
る
関
係
の
分
解
。
」
倒
「
労
働
者
が
そ
こ
に
お
い
て
は
要
具
の
所
有
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
乙
ろ
の

ω「
労
働
者
が
生
産
の
白

諸
関
係
の
牙
解
。
」
帥
だ
が
、
労
働
者
は
、
「
生
産
者
と
し
て
の
存
在
を
つ
づ
け
る
た
め
に
」
必
要
な
「
消
費
諸
資
料
」
は
、

し
て
い
る
こ
と
。
倒
労
働
者
た
ち
じ
し
ん
が
「
客
観
的
生
産
諸
条
件
」
に
ま
だ
直
接
に
所
属
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

乙
れ
を
占
有



占
取
さ
れ
て
い
る
と
ζ

ろ
、
「
奴
隷
あ
る
い
は
農
奴
」
の
関
係
が
、
分
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

こ
れ
は
、
自
由
な
労
働
者
が
歴
史
的
に
成
立
す
る
た
め
の
諸
前
提
で
あ
る
が
、
他
面
、

ζ

の
労
働
者
に
と
っ
て
他
人
の
財
産
と
し
て
独

ω労
働
者
が
、
「
土
地
に
た
い
す
る
非

所
有
」
の
立
場
に
た
っ
て
、
資
本
と
し
て
の
客
観
的
諸
条
件
に
関
係
す
る
と
い
う
ζ

と
Q

倒
生
産
者
が
、
「
自
分
自
身
の
も
の
と
し
て
の
要

立
し
て
い
る
「
資
本
」
が
生
じ
て
く
る
た
め
の
壁
史
的
条
件
は

つ
ぎ
の
諸
点
に
要
約
さ
れ
る
。

具
に
た
い
す
る
関
係
」
を
、
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

こ
の
ば
あ
い
、
生
産
者
が
「
要
具
の
所
有
者
」
と
し
て
労
働
す
る
関
係
と

い
う
の
は
、

い
わ
ば
「
労
働
の
手
工
業
的
な
、

ま
た
は
都
市
的
な
発
展
」
に
も
と
ず
く
ツ
シ
フ
ト
的
な
関
係
で
あ
っ
て
、

土
地
を
所
有
し

て
い
る
直
接
生
産
者
た
ち
に
よ
っ
て
自
然
的
に
形
成
さ
れ
る
農
業
的
形
態
と
な
ら
ん
で
、

し
か
も
そ
れ
と
は
別
個
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が

多
い
。

ω生
産
者
が
、
「
土
地
に
た
い
し
て
も
、

要
具
に
た
い
し
て
も
、

は
た
ま
た
労
働
そ
の
も
の
に
た
い
し
て
も

自
分
の
も
の
と
し

て
は
関
係
し
な
い
」
が
、

た
だ
「
生
産
諸
手
段
に
た
い
し
て
の
み
所
有
者
と
し
て
関
係
す
る
」
形
態
は
、

ほ
ん
ら
い
奴
隷
制
・
農
奴
制
に
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あ
ら
わ
れ
る
。

ζ

の
形
態
が

歴
史
的
に
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。

(2) 

こ
う
し
た
歴
史
的
諸
前
提
は
、
具
体
的
に
み
る
な
ら
ば
直
接
的
生
産
者
を
土
地
所
有
か
ら
分
離
す
る
過
程
で
あ
り
、
農
奴
的
隷
従

の
諸
関
係
の
分
解
で
あ
る
と
同
時
に
、
労
働
要
具
の
所
有
を
基
礎
と
す
る
ツ
シ
フ
ト
的
諸
関
係
の
分
解
で
あ
る
。

こ
れ
を
一
言
で
つ
く
せ

ば
「
生
産
諸
関
係
」
の
分
解
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
ζ

の
分
解
過
程
は
、
「
一
面
か
ら
み
れ
ば
自
由
な
労
働
者
、
他
国
か
ら
み
れ

ば
資
本
」
と
い
う
、
「
対
極
的
な
諸
条
件
の
分
立
化
」
の
過
程
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
な
労
働
者
と
し
て
の
諸
個
人
の
大
衆
を
客
観
的

労
働
諸
条
件
に
た
い
し
て
.

否
定
的
に
対
立
さ
せ
る
お
な
じ
過
程
が
、
と
れ
ら
の
諸
条
件
を
ば
、
「
資
本
」
・
「
自
由
な
資
財
」
と
し
て
、
自

由
な
労
働
者
に
対
置
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
原
始
的
蓄
積
に
か
ん
す
る
経
済
学
者
た
ち
の
諸
結
論
に
た
い
す
る
批
判
。

(3) 

貨
幣
が
、
「
貨
幣
財
産
」
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
た
め
の
歴
史
的
形
態
は
、
「
高
利
貸
資
本
」
と
「
商
人
資
本
」
で
あ
る
。
し
た
が
つ

て
、
「
資
本
の
形
成
は
、
土
地
所
有
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
」
、
「
そ
れ
は
、
商
人
的
な
・
ま
た
は
高
利
貸
的
な
・
富
か
ら
出
発
す
る
の

経
済
学
研
究
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原
始
的
議
税
論
に
つ
い
て
の
一
考
察

石
垣

乙
の
貨
幣
財
産
が
、
「
ほ
ん
ら
い
の
意
味
に
お
け
る
資
本
|
|
産
業
資
本
」
に
転
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
自
由
な
労

働
者
が
こ
れ
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
歴
史
的
過
程
は
、
資
本
の
成
果
で
は
な
く
、
前
提
で

で
あ
る
。
」
し
か
し

ホ
U
ヲ

hv

。
こ
れ
に
よ
り
、
「
資
本
家
は
、
仲
介
入
と
し
て
(
歴
史
的
に
)
、

土
地
所
有
あ
る
い
は
所
有
一
般
と
労
働
と
の
あ
い
だ
に
わ
り
こ
む

の
で
あ
る
。
」

(4-) 

従
来
の
ふ
る
い
生
産
様
式
の
分
解
。
貨
幣
財
産
は
、
分
解
の
一
要
因
で
あ
り
、

ま
た
分
解
は
、
貨
幣
財
産
の
資
本
へ
の
転
化
の
条

し
か
し
、
「
産
業
資
本
」
H
H
「
ほ
ん
ら
い
の
い
み
の
資
本
」
の
成
立
に
は
、
貨
幣
財
産
の
存
在
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

た
「
自
由
労
働
」
の
存
在
だ
け
で
も
た
り
な
い
。
「
資
本
の
本
源
的
形
成
虫
o
C
H
E
E一
ロ
ロ
肉
色
町
田
町
内
名
前
皆
」
は
、
生
活
諸
手
段
や
労
働
諸

要
具
や
諸
原
料
、
つ
ま
り
労
働
の
客
観
的
諸
条
件
を
、
資
本
が
蓄
積
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な

件
で
あ
る
。

土品

ぃ
。
資
本
が
労
働
の
客
観
的
諸
条
件
を
創
造
す
る
、

と
い
う
よ
う
に
し
て
、
事
態
が
す
す
む
の
で
は
な
い
。
貨
幣
財
産
の
存
在
は
、
基
本
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的
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
な
分
解
過
程
に
た
い
す
る
促
進
の
役
割
を
は
た
す
。
す
な
わ
ち
、
生
活
諸
手
段
や
労
働
要
具
の
交
換
価

値
へ
の
転
化
を
促
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
商
品
市
場
の
形
成
に
寄
与
し
、

さ
ら
に
は
無
産
大
衆
の
賃
銀
労
働
者
化
を
お
し
す
す
め
な
が
ら
、
労

働
市
場
を
つ
く
り
だ
す
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
高
利
貸
資
本
・
商
業
資
本
・
都
市
生
活
・
国
庫
と
い
っ
た
形
態
を
つ
う
じ
て
、

そ
れ
は
、

旧
来
社
会
の
崩
壊
を
促
進
さ
せ
る
。
問
屋
制
支
配
体
制
・
外
国
貿
易
に
む
す
び
つ
い
た
マ
ニ
ユ
ブ
ア
ク
テ
ュ
ア
・
農
村
副
業
と
む
す
び
つ

い
た
マ
ニ
ユ
ブ
ア
ク
チ
ユ
ア
な
ど
の
役
割
。

(5) 

ひ
と
た
び
資
本
が
成
立
し
た
ば
あ
い
、
そ
れ
が
旧
来
の
諸
関
係
に
お
よ
ぼ
す
分
解
作
用
。
資
本
に
よ
る
国
内
市
場
の
形
成
。
資
本

概
念
に
つ
い
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
経
済
学
批
判
。
資
本
は
、
「
生
産
関
係
」
で
あ
る
こ
と
の
強
調
。

ζ

の
「
先
行
諸
形
態
」
の
後
半
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
議
論
は
、

さ
き
に
み
た
「
原
始
的
蓄
積
」
に
か
ん
す
る
絞
述
部
分
(
そ
の
向
か
ら

d

い
ち
ぢ
る
し
く
、
具
体
的
・
歴
史
的
な
諸
条
件
の
分
析
を
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
が
、
ま
ず
第
一
に
注
目

同
ま
で
を
も
ふ
く
め
て
)
に
兆
し



る
。
さ
品
川
」
の
箆
一
所
で
は

の

(問〉、

u) 

山
腕
関
係
ハ
問
)
な

し、

さっ

設
念
的
に
論
じ

の
答
援
と
労
鶴
力
の

れ
て
い
る

Q

し
か
し
、
ま
だ

iζ 

お
よ
ば
な
い
。

五

こ
の
よ

に
か
ん
す

の

二
式
尚
、
戸
-

J

J

¥
い
い
に
し
ト
ド

こ
の
「
制
約
余
資
本
I
」

え
る
と
い
う
か
た
ち
を
、
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
と
の

に
詳
し
く
ふ
れ
て
い
る
笹
所
は

み
L

あ
た
ら
な
い

Q

マ
ル
ク
ス
は
原

説
明
部
分
が
つ
づ
い
て
い
て
、

い

ν
さ
に

て
み
よ
う
c

の

科

一
八
五
八

〈
山
内
)

に
も
と
ず
く
交

で
あ
る
費
幣

の

て
い
る
け
れ
ど
も

ζ

こ
で
は

い
っ
そ
う
具
体
的

に
と
ら
え
ら
れ

い
ち
だ
ん
と
つ
ま
び

る

会〉

の
内
容
に
は

し

で

ら
み
る
な
ら
ば
、

え〉

の

ぜ
し
め

れ
、
そ
こ
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
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一
フ
ジ
」
の
な
か
で
は

っ
て
い
る
か

てコ

ど
の
よ
う

と
い
う
ζ

て〉

の
よ
う
〕
に
か
か
れ
て
い
る

む
し
¥
府
中
学

i
径
'
労

r
t
一/}
T
1
I
J
?

《

t

出
一
冊
仲
h

d
勺

、
比
一
五
寸
計
三
寸

の
批
判
と
聡
史

月
…
一
二
臼
付
の
マ
ル
ク
ス
の
一
フ
ッ
タ
ー
ル
宛
の
手
紙
で
は
、

の
発
展
の
か
ん
た

こ
れ
は
マ
ル

ク
ス

の
著
作
構
想
と
し
て
し
ら
れ
て
い
る
も
の
で

に
編
入

る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
想
定
が
、
可
能

くゆ

助手ょ

が

一
八
況
八

る

経
済
学
研
究

一
七

の

で
は
、
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の

お
か
れ
て
い
る
。



同と三)
(C) 

原
始
的
蓄
積
論
に
つ
い
て
の
一
考
察

石
垣

イ面

{直

貨

fl~子

資

本

般

、，P
F

1
i
 

(
 
資
本
の
流
通
過
程

(a) 

資
本
と
労
働
能
力
と
の
交
換

(b) 

絶
対
的
剰
余
価
値

(C) 

相
対
的
剰
余
価
値

本
源
的
蓄
積
(
資
本
と
賃
労
働
と
の
関
係
の
諸
前
提
〉

Cd) (θ) 

取
得
法
則
の
変
転

(2) 

資
本
の
流
通
過
程
〈
以
下
省
略
)

さ
ら
に
ま
た
一
八
五
九
年
の
三
月
|
四
月
の
プ
ラ
シ
草
案
で
も

資
本
の
生
産
過
程

貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化

(d) 

、1F'
1
・A(
 

(2) 

絶
対
的
剰
余
価
値

(3) 

相
対
的
剰
余
価
値

ω 

本
源
的
蓄
積

(5) 

賃
労
働
と
資
本
(
以
下
省
略
)

「
剰
余
価
値
学
説
史
』
を
構
成
す
る
ノ
I
ト
一
八
の
末
尾
、

- 18ー

こ
れ
に
似
た
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
。

リ
チ
ヤ
ー
ド
・
ジ
ョ

l

y
ズ
を
論
じ
た
箇
所
に
見
出
さ
れ
る
プ
ラ
シ
に



よ
れ
ば

と
ζ

ろ
で
、 左

記
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
巻
〔
資
本
の
生
産
過
程
〕

(l) 

序
論。

貨
I1容

商
品

(2) 

資
本
の
貨
幣
へ
の
転
化

。)

絶
対
的
剰
余
価
値
(
細
項
目
省
略
以
下
同
様
)

(4) 

相
対
的
剰
余
価
値

(5) 

絶
対
的
お
よ
び
相
対
的
剰
余
価
値
の
結
合

資
本
へ
の
剰
余
価
値
の
転
化
、
本
源
的
蓄
積
、

ヲ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
植
民
論

(6) (8) (7) 

生
産
過
程
の
結
果

剰
余
価
値
に
か
ん
す
る
諸
学
説

- 19ー

(9) 

生
産
的
労
働
に
か
ん
す
る
諸
学
説

内
容
的
に
み
る
と
、
「
賃
労
働
」
、
「
自
由
な
労
働
」
、
「
労
働
能
力
」
お
よ
び
「
商
人
資
本
」
、
「
商
業
」
な
ど
の
、
原
始
的
蓄

積
過
程
に
と
っ
て
の
基
本
的
条
件
に
か
ん
し
て
の
紋
述
は
、
「
綱
要
」
の
全
ノ
ー
ト
に
わ
た
っ
て
少
な
く
な
い
。

つ
ぎ
に
、
そ
れ
を
い
く
つ

[1] 
か
あ
げ
て
み
よ
う
。

う
こ
と
は
、

た
と
え
ば 「

外
部
的
商
業
の
、
い
わ
ゆ
る
文
明
化
的
作
用
。
交
換
価
値
を
措
定
す
る
運
動
が
、
ど
の
程
度
に
生
産
の
全
体
を
把
援
す
る
か
と
い

一
部
分
は
外
部
か
ら
の
こ
の
作
用
の
強
さ
と
、
一
部
分
は
内
部
的
発
展
の
程
度
と
に
依
存
す
る
。
」

(
C
E
E号
m
p
m
-
S
H
I
S
N
)

一
六
世
紀
の
イ
ギ
日
ス
で
は
、

オ
ラ
シ
ダ
の
毛
織
物
工
業
の
発
展
に
よ
り
、

羊
毛
生
産
が
促
進
さ
れ
、

そ
の
結
果
農
耕
地
の

牧
羊
地
へ
の
転
化
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、

七

ζ

の
経
済
的
変
革
は

一
方
で
は
旧
来
の
生
産
諸
関
係
を
分
解
し
て
、
交
換
価
値
を
規
定
的
自

経
済
学
研
究



原
始
的
蓄
積
論
に
つ
い
て
の
一
考
察

石
垣

的
と
す
る
生
産
を
つ
く
り
だ
し
た
。
「
乙
れ
は
、
資
本
へ
の
・
生
産
を
支
配
す
る
形
態
と
し
て
の
交
換
価
値
へ
の
・
単
純
な
流
通
の
歴
史
的

復
帰
河
口
の
戸
内
阿
国
ー
口
問
の
ひ
と
つ
の
実
例
で
あ
る
。
」
(
与

geum-路
島

1
1
4
 

ヮ“
う
と
、
労
働
が
客
観
的
諸
条
件
と
本
源
的
に
む
す
び
つ
い
て
い
る
状
態
か
ら
労
働
が
分
解
す
る
こ
と
を
、
前
提
に
す
る
。

「
た
ん
な
る
労
働
と
労
働
と
が
交
換
さ
れ
る
一
状
態
は
、
そ
の
労
働
が
直
接
的
に
生
き
た
形
態
で
あ
ろ
う
と
生
産
物
の
形
態
で
あ
ろ

そ
の
た
め
に
、

一
方
で
は
労
働
が
た
ん
な
る
労
働
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
他
方
で
は
労
働
の
生
産
物
が
労
働
に
た
い
し
て
価
値
と
し
て
の
ま
っ
た
く
自
立
的

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
存
在
を
う
け
と
る
。
労
働
と
労
働
と
の
交
換

l
i外
見
上
は
労
働
者
の
所
有
の
条
件
で
あ
る

l
lは
、
労
働
者
の
基
礎
と
し
て
の
労
働

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.

者
の
所
有
喪
失
状
態
に
も
と
づ
く
。
」
(
由
Z
E
P
∞
-
b
s

「
自
由
な
る
労
働
」
と
し
て
の
「
個
人
の
、
労
働
の
生
産
諸
条
件
か
ら
の
分
離
は
、
多
数
の
倒
人
が
ひ
と
つ
の
資
本
の
も
と
に
集
団

q
J
 

化
ず
る
こ
と
に
ひ
と
し
い
。
」
「
資
本
に
よ
る
蓄
積
の
ま
え
に
は
、
資
本
を
構
成
す
る
・
そ
の
概
念
規
定
に
ぞ
く
す
る
・
ひ
と
つ
の
蓄
積
が

、.、.

ζ

れ
を
ま
だ
集
積
と
よ
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
袋
詰
は
、
多
数
の
資
本
と
の
区
別
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

- 20ー

あ
る
。
も
し
も
ひ
と
が
ま
だ
資
本
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、

ζ

の
集
積
は
な
お
諸
積
あ
る
い
は
資
本
の
概
念
と
一
致
す
る
。
す

な
わ
ち
、

そ
れ
は
、

な
ん
ら
特
殊
な
規
定
を
形
成
し
な
い
。
け
れ
ど
も
資
本
は
、
は
じ
め
か
ら
多
数
者
と
し
て
の
労
働
に
た
い
し
て
、

つ
の
も
の
と
し
て
、

な
い
し
は
単
一
者
と
し
て
、
対
立
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
資
本
は
、
労
働
者
の
集
積
と
し
て
、
労
働
に
対
立
し
て
、

か

れ
ら
の
外
部
に
存
す
る
単
一
者
と
し
て
、
あ
ら
わ
れ
る
。
乙
の
方
面
か
ら
み
れ
ば
、
集
積
は
、
資
本
概
念
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
、

多
数
の
生
け
る
労
働
を
ひ
と
つ
の
目
的
の
た
め
に
集
中
す
る
乙
と
、
本
源
的
に
は
生
産
様
式
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
な
ん
ら
お
こ
な
わ
れ

ず、

乙
の
生
産
様
式
を
渉
透
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
と
こ
ろ
の
、
ひ
と
つ
の
築
積
。
労
働
能
力
に
た
い
す
る
資
本
の
築
中
化
の
作
用
、
あ
る

い
は
自
立
的
に
乙
の
多
数
の
労
働
能
力
の
外
部
に
存
在
す
る
そ
れ
ら
の
単
一
者
と
し
て
の
資
本
の
措
定
。
」
(
由
Z
E
P
∞・
ι怠
)



同品.
~、

こ
れ
ら
の
若
干
の
資
料
か
ら

つ
-
つ
つ

U

斗
j
匹

、司
n
q

，4AH
.

，dパ吋
、
司
d
q
B
I
U

‘

マ
ル
ク
ス
が
「
綱
要
』
を
ひ
と
と
お
り
記
し
た
の
ち
に
お
い
て
、
原
始
的
蓄
積
論
を
、

「
資
本
論
」
体
系
の
な
か
の
い
か
な
る
位
置
に
配
し
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
点
を
、
う
か
が
い
し
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も

う
。
倒
、
刷
、
倒
の
引
用
章
句
に
よ
れ
ば
、
原
始
的
蓄
積
論
は
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
商
品
、
貨
幣
、
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
、
絶
対

的
な
ら
び
に
相
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
の
あ
と
を
う
け
て
、
「
資
本
の
生
産
過
程
」
を
論
ず
る
第
一
巻
の
末
尾
に
近
く
配
置
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は

乙
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
議
論
の
う
え
で
ど
う
い
う
い
み
を
も
つ
だ
ろ
う
か
。

さ
き
に
も
み
た
と
お
り
、
当
初
に
お
い
て
資
本
概
念
形
成
の
第
三
の
契
機
と
さ
れ
た
原
始
的
蓄
積
論
は
、
ノ
ー
ト
の
論
述
が
す
す

む
に
つ
れ
て
、
「
資
本
一
般
」
に
か
ん
す
る
領
域
外
に
排
除
さ
れ
、
そ
れ
は
た
ん
に
「
資
本
一
般
」
論
の
展
開
上
の
諸
点
で
示
唆
さ
れ
る
も

こ
れ
は
、
他
方
に
お
い
て
「
資
本
」
の
前
提
と
さ
れ
た
「
生
産
一
般
」
が
「
資
本
一
般
」
の
胃

(1) 
の
に
す
ぎ
な
い
地
位
に
、
お
か
れ
た
が
、
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一
期
の
章
か
ら
と
り
の
ぞ
か
れ
た
の
と
対
応
す
る
。

そ
し
て
、
他
方
で
は
、
「
流
通
一
般
」
の
み
が
、
「
資
本
一
披
」
論
の
「
序
章
」
と
し
て

ま
っ
た
く
あ
ら
た
な
視
角
か
ら
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
、

か
ん
れ
ん
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
趣
意
は
、
原
始
的
蓄
積
論
が
、
「
資
本
一
般
」
の

理
論
体
系
の
重
要
な
一
環
と
し
て
の
位
置
を
変
え
る
こ
と
に
よ
り
、

つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

け
だ
し

乙
乙
で
は
、
「
生
産
一
般
」
が
「
剰
余
価
値
の
生
産
」
と
し
て
の
「
資
本
の
生
産
過
程
」
に
編
入
さ
れ
る
の
と
対
応
的
に
、
「
資

本
論
」
の
第
一
巻
の
終
章
ち
か
く
に
お
か
れ
る
か
た
ち
が
、
と
ら
れ
て
い
て
、
明
ら
か
に
論
理
体
系
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
補
足
的
・
歴

史
的
・
項
目
と
し
て
の
意
義
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
当
初
に
お
い
て
「
生
産
」
や
「
流
通
」

と
、
「
資
本
」
の
論
理
と
の
あ
い
だ
の
、
媒
介
的
役
割
を
な
し
て
い
た
第
三
の
契
機
と
し
て
の
原
始
的
蓄
積
論
は
、
「
資
本
」
じ
た
い
の
論

理
的
な
方
向
へ
の
純
化
の
傾
向
に
よ
っ
て
、
た
ん
な
る
補
足
的
被
述
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

乙
の
い
み
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
、
「
資
本

経
済
学
研
究

七



原
始
的
蓄
積
論
に
つ
い
て
の
一
考
察

石
垣

む
し
ろ
資

本
主
義
成
立
史
を
も
ふ
く
む
と
乙
ろ
の
資
本
主
義
発
展
論
H
H
段
階
論
の
範
囲
に
お
い
て
と
り
あ
っ
か
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
般
」
と
い
う
よ
う
な
資
本
主
義
の
理
論
構
造
や
そ
の
原
理
の
み
を
問
題
と
す
る
理
論
領
域
に
ぞ
く
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、

さ
き
に
み
た
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
経
済
的
運
動
法
則
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
「
生
産
諸
関
係
の
現
実
的
な
歴
史
」
を
か
く

必
要
が
な
い
と
い
う
立
場
に
た
っ
か
ぎ
り
、
原
始
的
蓄
積
論
は
、
「
資
本
一
般
」
の
想
論
的
展
開
上
に
お
い
て
し
め
る
べ
き
位
置
を
も
た
な

い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

た
と
い
補
足
的
終
章
と
し
て
で
は
あ
る
に
も
せ
よ
、

そ
れ
が
理
論
的
展
開
を
第
一
義
と
す
べ
き
「
資
本

一
般
」
の
な
か
の
ひ
と
つ
の
章
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
不
首
尾
と
い
う
ほ
か
は
な
く
、

理
論
的
方
法
の
不
徹
底
を
し
め
す
も
の
と
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ζ

の
段
階
に
お
い
て
す
で
に
、
古
典
経
済
学
の
方
法
意
識
に
た
い
す
る
批
判
の
産
物
で

あ
る
。
古
典
経
済
学
者
た
ち
が
の
ζ

し
た
、
経
済
学
体
系
に
か
ん
す
る
伝
統
的
編
別
論
は
、
お
お
ま
か
に
い
っ
て
生
産
・
交
換
・
分
配
・

(2) 

と
こ
ろ
が
、
他
面
、
原
始
的
蓄
積
論
は
、

消
費
の
諸
項
を
形
式
的
な
並
列
関
係
と
し
て
ふ
く
ん
で
い
た
。

マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
「
綱
要
』
の
「
序
説
」
に
も
み
ら
れ
る
と
お
り
、
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ζ

れ
ら
の
あ
い
だ
の
有
機
的
諸
関
連
の
統
一
的
把
握
の
も
と
に
、
商
品
価
値
か
ら
諸
階
級
に
い
た
る
ま
で
の
理
論
的
展
開
が
あ
た
え
ら
れ

て
い
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
て
完
成
し
た
理
論
的
体
系
じ
た
い
は
、
資
本
主
義
社
会
の
歴
史
的
な
段
階
諸
相
を
示
唆
し
、
な
か
ん
ず
く
資

本
主
義
社
会
の
始
め
と
終
り
と
を
指
示
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
げ
向
。
原
始
的
蓄
積
論
は
、
こ
れ
を
理
論
体
系
の
場
で
意
義
ず
け
、
位
置
ず

け
る
ζ

と
に
よ
っ
て
は
、
積
極
的
に
古
典
経
済
学
の
方
法
的
な
非
歴
史
性
の
批
判
の
役
目
を
な
し
て
い
る
し
、
他
面
、
こ
れ
を
、
「
生
産
一

般
」
と
と
も
に
「
資
本

般
」
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
逆
に
、
理
論
体
系
そ
の
も
の
の
歴
史
性
を
消
極
的
に
さ
し
し
め
す
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

(3) 

だ
が
、
「
綱
要
」
執
筆
当
時
の
マ
ル
ク
ス
の
原
始
的
蓄
積
論
に
た
い
す
る
扱
い
は
、

む
し
ろ
「
資
本
関
係
」
あ
る
い
は
「
資
本
と
労

働
と
の
関
係
」
の
究
明
と
い
う
「
資
本
一
般
」
論
の
ほ
ん
ら
い
の
課
題
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
き
わ
め
て
自
然
な
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る



と
み
る
乙
と
が
で
き
る
。
「
資
本
の
生
産
過
程
」
に
お
い
て
は
、
剰
余
価
髄
の
理
論
が
中
心
的
テ
1
マ
を
な
す
。
剰
余
価
値
は
、
資
本
と
労

働
と
の
関
係
を
端
的
に
示
す
と
こ
ろ
の
範
時
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
剰
余
価
値
の
生
産
は
、
資
本
対
労
働
の
関
係
の
生
産
で
あ
り
、
資

本
家
階
級
と
労
働
者
階
級
の
関
係
の
生
産
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
さ
き
の
倒
、
刷
、
倒
の
プ
ラ
シ
で
、
剰
余
価
値
論
の
す
ぐ
あ
と
に
原

始
的
蓄
積
論
を
位
置
ず
け
て
い
る
が

こ
れ
は
、
剰
余
価
値
と
し
て
の
経
済
学
上
の
範
障
が
さ
し
し
め
す
と
乙
ろ
の
生
産
諸
関
係
・
階
級

諸
関
係
を
、

か
れ
が
問
題
と
し
て
い
た
と
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
「
資
本
関
係
」
や
「
資
本
と
労
働
と
の
関
係
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

と
ま
、

乙
の
社
会
関
係
の
特
殊
歴
史
性
ぞ
解
明
す
る
と
い
う
い
み
で
、
原
始
的
蓄
積
論
や
社
会
主
義
へ
の
過
渡
の
問
題
に
ふ
れ
ざ
る
を
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
で
、
「
綱
要
」
当
時
の
資
料
を
も
と
に
し
た

「
経
済
学
体
系
プ
ラ
ン
」
の
う
え
で
の
「
原
始
的
蓄
積
」
論
の
意
義
に
た
い
す
る
、

し、

ち
お
う
の
解
釈
を
え
た
。
た
だ
乙
の
さ
い

つ
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
の
当
時
の
マ
ル
ク
ス
は
、
「
原
始
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的
蓄
積
」
論
と
し
て
ど
う
い
う
内
容
の
も
の
を
考
え
て
い
た
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
、
「
原
始
的
蓄
積
」
に
か
ん
す
る
最

初
の
準
備
ノ
ー
ト

(m・8ωlω
芯
)
や
、
「
先
行
詩
形
態
」
の
後
半
の
部
分
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
「
原
始
的
蓄
積
」
論
に
つ
い
て
の
第
二
の
準

備
ノ
ー
ト
(ω
・ω
g
iお
ω)
、
お
よ
び
「
綱
要
』
の
随
所
に
お
い
て
ζ

の
主
題
に
閲
読
し
て
い
る
絞
述
部
分
(
本
書
一
九
ペ
ー
ジ
か
ら
一
一

O
ぺ

1

ジ
に
か
け
て
の

ω倒
防
の
諸
章
句
〉
な
ど
で
は
、
明
ら
か
に
、
現
行
「
資
本
論
』
の
同
意
の
な
か
で
強
調
さ
れ
て
い
る
要
因
の
ひ
と
つ

が
十
分
に
意
識
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
資
本
主
義
社
会
の
成
立
史
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
と
乙
ろ
の
「
強

力
の
ゆ
羽
田
ロ
」
と
い
う
要
因
で
あ
る
。
「
原
始
的
蓄
積
過
程
」
は
、

離
の
過
程
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
ま
た
、

な
る
ほ
ど
そ
れ
じ
た
い
と
し
て
み
れ
ば
、
生
産
手
設
と
労
働
力
と
の
分

ζ

れ
ら
の
も
の
が
社
会
の
両
極
に
蓄
積
さ
れ
る
過
程
で
も
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
過
程
を

じ
っ
さ
い
の
社
会
史
の
な
か
で
推
進
し
て
ゆ
く
も
の
は
、
国
家
権
力
を
背
景
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
「
強
力
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、

も
ち
ろ
ん
、

い
わ
ゆ
る
「
等
価
交
換
の
法
則
」
が
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
領
域
に
は
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
経
済
外
的
」
な

経
済
学
研
宛
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原
始
的
醤
税
論
に
つ
い
て
の
一
考
察

石
垣

要
因
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
社
会
体
制
の
変
革
の
時
期
に
は
必
ず
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
「
強
力
」
の

ひ
と
つ
の
形
態
で
あ
る
。
す
べ
て
の
新
し
い
社
会
を
つ
く
り
だ
し
て
ゆ
く
「
助
産
婦
」
の
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
じ
た
い
「
ひ

と
つ
の
経
済
力
」
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
「
原
始
的
蓄
積
の
秘
密
」
は
、
こ
の
「
暴
力
」
と
い
う
も
の
の
う
ち
に
ひ
そ
ん
で
い
る
。

ζ

の
い
み
で
、
「
強
力
」
は
、
「
原
始
的
蓄
積
」
の
本
質
的
要
素
の
ひ
む
つ
に
か
ぞ
え
て
よ
い
で
あ
ろ
日
。
し
か
る
に
、
「
綱
要
」
は
、
資
本

家
的
生
産
成
立
の
基
本
的
諸
条
件
の
指
摘
を
忘
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
諸
条
件
を
現
実
の
歴
史
の
な
か
で
つ
く
り
だ
し
て
ゆ
く
霊

要
な
要
因
た
る
「
強
力
」
に
つ
い
て
の
言
及
や
、

そ
れ
の
歴
史
的
・
具
体
的
事
情
に
つ
い
て
の
関
説
を
、

ほ
と
ん
ど
な
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
資
本
主
義
社
会
の
基
本
的
関
係
で
あ
る
資
本
関
係
の
「
定
在
」
の
条
件
な
り
、
契
機
な
り
の
分
析
は
あ
る
に
し
て
も
、

乙
の
「
定
在
」
を
歴
史
的
に
生
ぜ
し
め
る
「
成
立
」
・
「
生
成
」
の
条
件
な
り
契
機
な
り
の
現
実
的
に
運
動
す
る
態
様
の
分
析
が
、

か
け
て

い
る
。
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
「
原
始
的
蓄
積
」
論
の
本
質
的
契
機
の
ひ
と
つ
に
「
強
力
」
的
要
因
を
か
ぞ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
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れ
ば
、
『
綱
要
』
で
の
そ
の
議
論
は
、
き
わ
め
て
一
面
的
で
あ
り
、
そ
の
い
み
で
抽
象
的
議
論
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、

こ
う
い
う
抽
象
的
な
論
述
の
範
聞
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
も
、

乙
の
一
ー
原
始
的
蓄
積
」
論
を
、

歴
史
的
補
足
と
し
て
、
「
資
本
一
般
」
論
の
包

括
ず
る
理
論
的
展
開
の
埼
外
に
お
し
ゃ
っ
た
ζ

と
は

ζ

の
論
述
じ
た
い
の
な
か
に
含
蓄
さ
れ
る
「
経
済
外
的
要
因
」
を
示
唆
す
る
も
の

で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
、

そ
れ
が
純
経
済
的
要
因
の
み
に
よ
っ
て
説
明
し
去
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
な
い
乙
と
を
明
示
し
て
い
る
乙
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

え」
3

り
に

い
ま
ひ
と
っ
こ
の
稿
の
む
す
び
と
し
て

つ
け
加
え
て
お
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
「
理
論
的
・
歴
史
的

方
法
」
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。

ζ

れ
に
は
、
多
く
の
考
慮
す
べ
き
問
題
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
そ
の
全
面
的
検
討
を
お

こ
な
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、

上
に
の
べ
た
と
ζ

ろ
か
ら
乙
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
る
乙
と
は
、
「
資
本

般
」
の
「
論
理
的
」

展
開
は
、

そ
の
非
歴
史
的
な
前
提

1
「
生
産
一
般
」
や
歴
史
的
前
提

1
「
流
通
」
を
、
ま
っ
た
く
排
除
し

τし
ま
う
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ



こ
れ
ら
を
ふ
た
た
び
そ
れ
じ
た
い
の
展
開
の
う
ち
に
措
定
し
て
ゆ
く
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
超
歴
史
的
な
経
済
原
則
と
し

て
、
あ
る
い
は
歴
史
的
な
産
物
と
し
て

J
1
2
2回目立
N
O
ロ

さ
れ
た
も
の
は
、
資
本
が
ひ
と
た
び
成
立
す
る
や
い
な
や

乙
の
論
理
的

展
開
そ
の
も
の
の
な
か
で
ふ
た
た
び

ωσ
仲
間
口
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
い
か
え
る
と
、
「
論
理
的
」
な
も
の
は
、
そ
の
非
歴
史

的
・
歴
史
的
・
諸
前
提
を
自
分
の
素
材
的
内
容
と
し
て

乙
れ
ら
を
資
本
の
原
浬
に
よ
っ
て
包
括
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

「
論
理
的
」
な
も
の
と
「
股
史
的
」
な
も
の
と
が
、
統
一
さ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
非
控
史
的
な
も
の
と
歴

史
的
な
も
の
と
の
相
矛
盾
す
る
両
契
機
を
、
資
本
と
い
う
歴
史
的
形
態
と
し
て
よ
り
高
次
の
経
済
学
的
範
時
の
立
場
で
統
一
し
た
も
の
ζ

そ
が
、
「
論
理
的
」
な
も
の
だ
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
が
、
「
綱
要
』
の
「
序
説
」
で
の
べ
て
い
る
、
経
済
学
の
方
法
と
し
て
の
「
論
理
的
方
法
に
は
こ
の
よ
う
な
含
蓄
が
あ
る
と

お
な
じ
く
「
資
本
概
念
形
成
」
の
歴
史
的
契
様
で
あ
っ
て
も
、
原
始
的
蓄
積
過
程
は
、
商
品
経

済
的
な
「
流
通
」
と
は
ち
が
っ
て
、
資
本
の
「
定
在
」
の
諸
契
機
の
運
動
の
う
ち
に
ふ
た
た
び
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
そ
れ

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
か
し
、
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乙
の
乙
と
は
、
労
働
力
の
原
始
的
な
生
成
過
程
、
ま
た
は
労
働

力
商
品
化
の
本
源
的
過
程
と
い
う
も
の
が
、
「
資
本
」
に
と
っ
て
「
外
的
な
・
所
与
の
・
」
過
程
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、

は
「
現
実
的
な
資
本
」
の
う
ち
に
消
滅
し
・
吸
収
さ
れ
・
止
揚
さ
れ
る
。

そ
し
て

そ
れ
が

商
品
経
済
的
な
い
み
で
合
浬
性
を
も
っ
過
程
で
な
く
、

い
わ
ば
経
済
外
的
な
諸
要
因
を
主
た
る
動
力
と
す
る
過
程
で
あ
る
ζ

と
を
、

し
め

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
い
み
で
、
原
始
的
蓄
積
過
程
は
、
商
品
経
済
的
な
「
流
通
」
と
自
然
経
済
的
(
人
間
社
会
に
と
っ
て
自
然
的
内

必
要
的
と
い
う
い
み
で
、

す
な
わ
ち
経
済
原
則
的
な
い
み
で
)
な
「
生
産
」

一
般
が
、
い
っ
そ
う
発
展
し
た
商
品
経
済
的
形
態
と
し
て
の

資
本
の
京
理
に
よ
っ
て
、
統
一
さ
れ
て
ゆ
く
ば
あ
い
の
、
特
殊
歴
史
的
な
媒
介
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、

わ
れ
わ
れ
は
、
現
行
『
資
本
論
』
の
な
か
の
「
原
始
的
蓄
積
過
程
」
の
章
の
分
析
に
、
す
す
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下

は
、
そ
の
か
ん
た
ん
な
展
望
で
あ
る
。

経
済
学
研
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原
子
的
蓄
積
論
に
つ
い
て
の
一
考
察

石
垣

現
行
「
資
本
論
』
で
は

そ
の
第
一
巻
の
ブ
ラ
シ
内
容
は

い
ち
じ
る
し
く
拡
大
充
実
さ
れ
る
。
賃
銀
形
態
論
が
内
容
を
充
実
し
て
独

立
化
し
、
資
本
蓄
積
論
が
導
入
さ
れ
て
独
立
の
一
篇
を
な
す
。

こ
の
二
篇
が
、

そ
れ
ぞ
れ
第
一
巻
の
第
六
篇
、
第
七
篇
と
し
て
、
原
始
的

蓄
積
論
の
ま
え
に
配
置
さ
れ
る
同
時
に

乙
の
原
始
的
蓄
積
論
は
、
第
七
篇
の
資
本
蓄
積
論
に
た
い
す
る
歴
史
的
補
足
の
よ
う
な
か
た
ち

を
と
る
に
い
た
る
。

方
、
原
始
的
蓄
積
論
じ
た
い
も
、
第
一
巻
の
二
四
章
と
し
て
、
資
本
の
論
理
的
展
開
の
本
筋
か
ら
の
ぞ
か
れ
た
事

情
を
反
映
し
て
、
歴
史
的
補
足
と
し
て
の
内
容
を
い
っ
そ
う
具
体
的
に
豊
富
化
し
て
ゆ
く
。

こ
う
し
て
、
従
来
の
原
始
的
蓄
積
論
に
た
い

す
る
理
解
の
仕
方
に
た
い
す
る
「
資
本
一
論
」
体
系
化
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
み
た
か
ぎ
り
で
の
批
判
的
観
点
が
成
立
す
る
。

ζ

の
議
論
を
、
「
資

本
論
」
全
体
の
理
論
的
完
成
だ
と
み
た
り
、
第
一
巻
の
み
が
資
本
主
義
の
歴
史
的
発
展
を
反
映
し
て
い
る
と
み
た
り
、
あ
る
い
は
純
粋
に

経
済
的
な
要
因
の
み
か
ら
資
本
主
義
の
発
生
ぞ
と
こ
う
と
し
た
り
す
る
も
ろ
も
ろ
の
見
解
に
た
い
す
る
批
判
。
乙
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
稿

(1) 

さ
き
に
あ
げ
た
、
一
八
五
八
年
二
月
一
一
一
一
日
付
の
マ
ル
ク
ス
の
ラ
ッ
サ

l
ル
宛
の
手
紙
に
か
か
れ
て
い
る
経
済
学
プ
ラ
ン
の
、
第
三
項
は
、
「
経
済
学
的

諮
絡
隠
と
諸
関
係
の
発
展
の
か
ん
た
ん
な
歴
史
的
概
観
」
と
な
っ
て
い
る
。
原
始
的
蓄
積
論
を
、

ζ

の
演
に
い
れ
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
も
す
っ
き
り
し

た
か
た
ち
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
プ
ラ
ン
は
、
明
ら
か
に
、
多
く
の
点
で
の
ち
に
変
更
さ
れ
た
。
「
資
本
一
般
L

に
お
け
る
「
賃
労
働
一
般
」
の
分
析

(の吋口出品門戸
g
p
m・
8
N
-
m・
20)
と
は
区
別
さ
れ
た
い
み
で
の
、
特
殊
的
・
具
体
的
な
「
賃
労
働
」
論
の
領
域
に
い
れ
る
の
が
、
適
当
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る

ε
た
ろ
う
。

『
綱
要
』
の
「
原
始
的
蓄
積
」
に
か
ん
す
る
最
初
の
準
備
/
|
ト
で
の
叙
述
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
の
運
動
法
則
を
解
明
す
る
た
め
の
「
方
法
」
に
ふ
れ
て

い
る
筒
所
(
さ
き
に
あ
げ
た
第
二
の
項
目
、
本
書
九
ペ
ー
ジ
)
を
参
照
。

現
行
『
資
本
論
』
第
一
巻
二
回
章
を
参
照
の
こ
と
。
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に
ゆ
ず
る
。

(2) (3) 

(
一
九
五
九
・
十
二
・
一
一
五
〉


