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ダ
ヤ
人
問
題
」
前
掲
書
五
九
九
頁
）
。

彼
と
そ
れ
以
後
の
彼
と
を
区
別
し
、
哲
学
者
マ
ル
ク
ス
と
経
済
学
者
マ
ル
ク
ス
、
あ
る
ひ
は
ヒ
ュ
ー
マ

l

ー
ズ
ム
と
唯
物
史
観
と
を
機
械
的

に
対
立
せ
し
め
る
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
解
釈
と
し
て
も
問
題
で
あ
ら
う
。
た
と
へ
ば
資
本
主
義
社
会
の
運
動
法
則
を
分
析
す
る

「
資
本
論
」
の
体
系
の
底
に
も
、
い
か
に
青
年
時
代
と
変
ら
ぬ
ヒ
ュ
ー
マ
＝
ー
ズ
ム
が
流
れ
て
ゐ
る
か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
も
ふ
れ
た
ご
と

労
働
の
自
已
疎
外
と
そ
の
止
揚

佛
年
誌
」

労

働

の

こ
の
点
は
マ
ル
ク
ス
に
と
つ
て
終
生
変
ら
な
か
つ
た
。

ー
マ
だ
ク
ス

マ
ル
ク
ス
に
と
つ
て
の
究
極
の
理
論
的
実
践
的
課
題
は
、
人
間
そ
の
も
の
の
根
本
的
把
握
で
あ
り
、

（
一
八
四
四
年
）
に
発
表
し
た
諸
論
文
の
中
で
彼
は
の
べ
て
ゐ
る
、

杉

自

己

疎

外

と

五

「
経
済
学
0

哲
学
草
稿
」
と
「
資
本
論
」
ー

そ
の
全
面
的
解
放
で
あ
る
。

「
ラ
デ
ィ
カ
ー
ル
で
あ
る
と
は
物
事
の
根
底
を
把
掘
す
る

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
に
と
つ
て
の
根
底
と
は
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
」
（
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
」
ド
イ
ツ
語
版
全

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

集
第
一
部
第
一
巻
六
一
四
頁
）
、
「
一
切
の
解
放
は
、
人
間
的
泄
界
の
｀
す
な
は
ち
諸
関
係
の
、
人
間
そ
の
も
の
へ
の
復
滞
で
あ
る
」
（
「
ユ

原

人
あ
る
ひ
は
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
~
」
以
前
の

そ

の

止

揚

四

郎

「
独



労
働
の
自
已
疎
外
と
そ
の
止
揚

マ
ル
ク
ス
に
よ
る
階
級
理
論
の
深
化
（
「
ワ

く
で
あ
る
が
（
「
必
要
労
働
と
剰
余
労
働
」
人
文
科
学
論
集
第
三
号
一
ー
一
頁
以
下
参
照
）
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
極
端
た
自
已
疎
外

に
隆
つ
た
人
間
が
、

に
も
か
か
は
ら
す
そ
れ
を
通
じ
て
「
全
面
的
に
発
達
し
た
人
間
」

<
O
I
I
跨
itig
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
e
 M
e
n
s
c
h
 

ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
版
「
資
本
論
」
・
第
一
巻
五

0
丸
頁
）
に
ま
で
高
ま
ら
ざ
る
を
得
ぬ
歴
史
的
必
然
性
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人

間
解
放
の
運
動
に
科
学
的
基
礎
づ
け
を
輿
へ
る
こ
と
に
と
そ
、
「
資
本
論
」
の
究
極
の
課
題
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
こ
と
は
、
「
資
本

論
」
を
そ
れ
と
ほ
ゞ
同
時
代
に
書
か
れ
た
國
際
労
働
者
協
会
に
関
す
る
諸
文
書
と
関
聯
せ
し
め
て
読
む
な
ら
、
敬
て
説
明
を
要
し
な
い
で

も
と
よ
り
「
資
本
論
」
の
マ
ル
ク
ス
は
「
独
佛
年
誌
」
の
マ
ル
ク
ス
と
決
し
て
同
じ
で
は
た
い
0

単
に
人
間
の
人
間
に
よ
る
解
放
を
理

念
と
す
る
と
い
ふ
意
味
で
の
ヒ
ュ
ー
マ
＝
二
＾
ム
か
ら
は
、
さ
ら
に
は
、
プ
ロ
レ
ク
リ
ア
ー
ト
の
解
放
た
く
し
て
人
間
の
解
放
は
あ
り
得
す
、

、
、
、
、
、

そ
の
た
め
に
は
私
有
財
産
の
止
揚
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
社
会
主
囃
的
ヒ
ュ
ー
マ
＝
ー
ズ
ム
か
ら
で
さ
へ
、

る
唯
物
史
観
と
剰
余
債
値
論

(

H

ン
ゲ
ル
ス
「
容
想
よ
り
科
学
へ
」
岩
波
文
庫
四
四
頁
）
や
、

マ
ル
ク
ス
の
「
二
大
発
見
」
た

イ
デ
マ
イ
ヤ
ー
ヘ
の
手
紙
」
改
造
社
版
全
集
第
二
十
二
巻
八
七
頁
）
は
、
た
だ
ち
に
う
ま
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
へ
ば
「
政
治
的

、
、
、
、
、
、

解
放
は
一
方
に
お
い
て
は
人
間
の
、
市
民
批
会
の
成
員
へ
の
、
す
た
わ
ち
利
已
的
、
独
立
的
個
人
へ
の
逗
元
で
あ
り
、
他
面
に
姦
い
て
は

國
民

Staatsbiirger
へ
の
す
た
は
ち
逍
徳
的
人
格
へ
の
、
還
元
で
あ
る
。

自
己
の
う
ち
に
取
戻
し
、

そ
の
経
験
的
な
生
活
、

そ
の
個
人
的
な
労
働
｀

現
実
的
個
別
的
人
間
が
、
抽
象
的
な
國
民
を

そ
の
個
人
的
た
諸
関
係
に
お
け
る
個
人
的
人
間
と
し
て
種
属
的

、
、
、

G
a
t
t
u
n
g
s
w
e繋
ら
と
ャ
っ
た
時
は
じ
め
て
、
人
間
が
、
そ
の
固
有
の
カ

,,for
8
 s pr
o
p
r
e
s
"
を
社
会
的
な
力
と
し
て
認
識
し
、

爽
庶

、
、
、

は
じ
め
て
そ
の
時
人
間
的
解
放
は
完
成
せ
ら

組
織
し
、
従
つ
て
社
会
力
を
ば
最
早
政
治
力
と
い
ふ
形
で
自
己
か
ら
遊
離
せ
し
め
な
い
時
、

（
し
か
し
）

あ
ら
う
。

五

（
ィ
ン



語
ら
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

五

「
疎
外
」

「
か
た
ら
れ
、
思
惟
さ
れ
、
空
想
さ
れ
、
表
象
さ
れ
た
人
間
か
ら

れ
た
の
で
あ
る
」
（
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
前
掲
書
五
九
九
頁
）
と
、
「
（
理
想
的
）
社
会
の
よ
り
高
い
段
階
で
、
す
た
は
ち
個
人
が
分
業
の
も

と
に
奴
隷
的
に
隷
属
し
て
ゐ
る
朕
態
が
な
く
な
り
、
し
た
が
つ
て
ま
た
精
紳
労
働
と
肉
休
労
働
と
の
対
立
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
ま
た
労

働
が
た
ん
に
生
活
の
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、
労
働
そ
の
も
の
が
生
活
の
第
一
の
欲
求
と
た
っ
た
の
ち
、
個
人
の
全
面
的
な
発
展
と
と
も

に
、
生
産
力
も
増
大
し
て
協
同
組
合
的
富
の
あ
ら
ゆ
る
噴
泉
が
あ
ふ
れ
で
る
や
う
に
な
っ
た
の
ち
ー
ー
・
そ
の
と
き
は
じ
め
て
、

ル
ジ
ョ
ア
的
権
利
の
地
下
線
は
完
全
に
ふ
み
こ
え
ら
れ
、
社
会
は
そ
の
旗
の
う
へ
に
か
う
か
く
こ
と
が
で
き
る
、
各
人
は
能
力
に
お
う
じ

て
、
各
人
に
は
そ
の
必
要
に
お
う
じ
て
1.
」
（
「
ゴ
ー
ク
綱
領
批
判
」
、
大
月
書
店
版
選
集
第
十
二
巻
上
二
四
三
ー
四
頁
）
と
を
対
比
し
て

見
て
も
、
一
―
-
＋
年
の
歳
月
が
も
た
ら
し
た
思
想
の
発
展
の
蹄
を
、
問
題
意
識
の
基
本
的
同
一
性
の
上
に
、
あ
き
ら
か
に
見
て
と
る
こ
と
が

で
き
る
0

労
働
が
人
間
に
と
つ
て
本
質
的
で
あ
る
と
す
る
人
間
観
が
確
立
さ
れ
、
し
た
が
つ
て
人
間
の
自
已
疎
外
と
そ
の
止
揚
と
い
ふ
問

題
は
、
労
靡
の
自
己
疎
外
と
そ
の
止
揚
と
い
ふ
風
に
具
体
化
さ
れ
明
確
化
さ
れ
た
と
い
ふ
点
こ
そ
、
そ
の
発
展
過
程
に
お
け
る
最
も
注
目

さ
る
べ
き
事
柄
で
あ
っ
て
、

こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
マ
ル
ク
ス
は
、

出
発
」
す
る
「
ド
イ
ツ
哲
学
」
か
ら
完
全
に
脱
却
し
今
ド
イ
ツ
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
大
月
書
店
版
選
集
第
一
巻
上
ニ
ニ
頁
）
、

と
か
「
止
揚
」
と
か
い
ふ
「
哲
学
者
た
ち
に
わ
か
り
よ
い
こ
と
ば
」
（
同
三
四
頁
）
も
、

労
働
の
自
已
疎
外
と
そ
の
止
揚

ぜ
ま
い
プ

マ
ル
ク
ス
に
よ
つ
て
、
歴
史
的
必
然
性
に
お
い
て

ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
的
。
主
体
的
人
間
観
と
フ
ォ
イ
エ
ル
ベ
ッ
＾
の
感
性
的
。
客
体
的
人
間
観
と
を
労
働
1
1
生
産
的
実
践
と
橿
軸
と
し
て

統
一
的
に
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
を
も
つ
マ
ル
ク
ス
の
人
間
観
は
、
ほ
げ
「
ド
イ
ツ
ィ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
い
た
つ
て
確
立
す
る
。

、
、
、

マ
ル
ク
ス
は
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
的
姦
よ
び
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
＾
的
人
間
観
の
抽
象
性
を
批
判
し
つ

4
み
づ
か
ら
は
「
現
実
に
あ
る
が
ま
ま



労
働
の
自
已
疎
外
と
そ
の
止
揚

の
、
す
た
は
ち
行
動
し
物
質
的
に
生
産
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、

つ
ま
り
一
定
の
物
質
的
た
、
彼
ら
の
恣
意
か
ら
独
立
た
諸
制
限
、
諸
前
提

諸
條
件
の
も
と
で
活
動
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、
個
々
人
」
（
同
ニ
―
頁
）
か
ら
出
発
す
る
。
す
た
は
ち
、
「
人
間
自
身
は
、
彼
ら
が
生
活
手
段

、
、
、

を
生
産
し
は
じ
め
る
や
い
な
や
、
自
分
を
動
物
か
ら
区
別
し
は
じ
め
る
（
の
で
あ
り
）
、

．．．．．． 
彼
ら
が
何
で
あ
る
か
は
、
彼
ら
の
生
産
｀

、
、
、

す
た
は
ち
彼
ら
が
何
を
生
産
す
る
か
、
な
ら
び
に
彼
ら
が
い
か
に
生
産
す
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
と
合
致
す
る
」
（
一
五
頁
）
0

と
こ
ろ
で
、

「
一
國
民
の
生
産
諸
力
の
発
展
程
度
を
も
つ
と
も
明
瞭
に
し
め
す
も
の
は
、
分
業
が
ど
の
程
度
に
発
展
し
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る

（が

y
：
・
・
・
・
分
業
の
発
展
段
階
が
い
ろ
い
ろ
こ
と
た
る
に
し
た
が
つ
て
、
所
有
の
形
態
も
い
ろ
い
ろ
こ
と
な
っ
て
ゐ
る
。
す
た
は
ち
、
そ

分
配
｀

の
つ
ど
の
分
業
の
段
階
は
、
労
働
の
材
料
と
労
働
要
具
と
生
産
物
と
の
関
係
に
姦
け
る
、
個
人
相
互
間
の
諸
関
係
を
も
規
定
す
る
の
で
あ

、
、
、
、

る
」
（
一
六
頁
）
。
し
か
る
に
「
分
業
の
出
現
と
時
を
お
な
じ
く
し
て
、
…
…
労
働
と
労
働
生
産
物
と
の
不
平
等
な
量
的
た
ら
び
に
質
的
た

つ
ま
b

財
産
が
あ
た
へ
ら
れ
」
（
三
一
頁
）
、
ま
た
「
分
業
の
出
現
に
と
も
な
っ
て
精
紳
的
労
働
と
物
質
的
労
働
と
が
＇
~
享
業
と

労
働
、
生
産
と
消
費
と
が
、

べ
つ
べ
つ
の
個
人
に
帰
属
す
る
と
い
ふ
可
能
性
、

「
妻
や
子
供
た
ち
が
夫
の
奴
隷
で
あ
る
や
う
た
家
族
」
（
三
一
頁
）
、

い
た
現
実
性
が
あ
た
へ
ら
れ
る
」
（
二
九
頁
）
。
こ
こ
か
ら

級
関
係
」
（
一
七
頁
）
が
発
生
し
発
展
す
る
。
「
今
や
生
産
諸
力
が
（
私
有
財
産
の
形
で
）
個
々
人
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
し
、
そ
し
て
遊
離
し

た
も
の
と
し
て
（
蓄
積
さ
れ
る
一
方
）
、
…
…
個
々
人
と
、
生
産
諸
力
お
よ
び
個
々
人
の
本
来
の
生
存
と
を
｀

い
ま
た
ほ
つ
ら
ね
て
ゐ
る
唯

一
の
関
聯
、
す
た
は
ち
労
働
は
、
彼
ら
の
も
と
で
は
自
己
活
動
と
い
ふ
あ
ら
ゆ
る
外
観
を
う
し
た
っ
て
し
ま
5
、
た
だ
彼
ら
の
生
活
を
維

持
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
た
っ
た
」
（
八

0
ー
八
一
頁
）
Q

と
こ
ろ
で
こ
の
や
う
た
労
働
の
自
己
疏
外
が
止
揚
さ
れ
る
た
め
の
「
二
つ
の

「
実
践
的
前
提
（
と
し
て
）
、
…
…
そ
れ
が
、
人
間
大
衆
を
完
全
た
無
産
者
」
と
し
て
う
み
だ
し
・
（
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
と
同
時
に
）
、
・
・
・

「
都
市
と
農
村
の
分
離
」
（
五
六
頁
以
下
）
、
「
市
民
と
奴
隷
と
の
階

五
四



労
働
の
自
已
蹄
外
と
そ
の
止
揚

・
・
・
生
産
力
の
偉
大
た
増
大
と
高
度
の
発
展
段
階
と
」
が
も
た
ら
さ
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
（
三
四
頁
）
。

か
ら
完
全
に
し
め
だ
さ
れ
て
ゐ
る
現
代
の
プ
ロ
＞
ク
リ
ア
の
み
が
、
生
産
諸
力
の
総
体
を
占
有
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
と
と
も
に
藷
能
力
の

総
体
の
発
展
を
確
立
す
る
こ
と
と
か
ら
な
る
完
全
な
も
は
や
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
い
彼
ら
の
自
己
活
動
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
」
（
八
ー
ー
ニ
頁
）
。

さ
て
こ
の
文
章
の
す
こ
し
あ
と
に
マ
ル
ク
ス
は
つ
ぎ
の
や
う
に
書
い
て
い
る
、

生
活
と
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
各
個
人
の
完
全
た
個
人

(totale
I
n
d
i
v
i
d
u
e
n
)
へ
の
発
展
と
す
ぺ
て
の
自
然
生
的
諸
性
質
の
脱

却
と
に
対
応
す
る
。
か
く
し
て
、
労
働
の
自
己
活
動
へ
の
轄
化
と
従
来
の
制
約
さ
れ
た
交
通
が
真
の
個
人
間
の
交
通
へ
韓
化
す
る
こ
と
が

た
が
ひ
に
対
応
す
る
°
結
合
し
た
個
々
人
に
よ
る
生
産
諸
力
総
体
の
占
有
と
と
も
に
、
私
的
所
有
は
た
く
な
る
°
過
去
の
腰
史
に
お
い
て

つ
ね
に
あ
る
特
殊
た
條
件
が
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
は
れ
た
に
反
し
、

め
る
と
き
、

「
こ
の
段
階
に
き
て
は
じ
め
て
、
自
己
活
動
は
物
質
的

い
ま
や
個
々
人
の
分
離
そ
の
も
の
、
各
人
の
特
殊
た
私

的
営
業
そ
の
も
の
が
、
偶
然
的
な
も
の
と
た
る
」
と
（
八
ニ
ー
三
頁
）
。
こ
の
文
章
を
、
さ
き
に
対
比
し
た
二
つ
の
文
章
の
間
に
位
置
せ
し

ひ
と
社
こ
れ
が
、
そ
の
一
年
前
に
か
か
れ
た
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
の
文
章
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
．
二
十
年
後
に
し
る
さ
れ
た
「
ゴ

ー
タ
網
領
批
判
」
の
そ
れ
に
よ
り
多
く
の
親
近
性
を
も
つ
こ
と
を
看
取
す
る
で
あ
ろ
う
0

銘
記
さ
る
べ
き
は
、

う
な
全
感
性
的
批
界
の
基
礎
」
（
四
八
頁
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
自
然
を
改
造
し
つ

4
同
時
に
自
分
自
身
を
も
高
め
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の

（
唯
物
論
研
究
会
訳
四

0
五
頁
参
照
）
、
そ
し
て
又
、
社
会
が
い
か
に
極
端
な
分
裂
対
立
に
陥
ら
う
と
も
、

よ
び
個
々
人
の
本
来
の
生
存
と
を
、

は、

い
ま
た
ほ
つ
ら
ね
て
ゐ
る
唯
一
の
関
聯
」
（
前
出
）
た
る
と
こ
ろ
の
、

五
五

「
た
だ
す
べ
て
の
自
己
活
動

「
現
に
存
在
し
て
ゐ
る
や

「
個
々
人
と
、
生
産
諸
力
お

「
こ
の
た
え
ざ
る
感
性
的
な
労

働
と
創
造
」
（
四
八
頁
）
、
要
す
る
に
、
個
人
と
社
会
と
を
究
柩
に
お
い
て
結
び
つ
け
、
人
間
と
自
然
と
を
発
辰
的
に
統
一
す
る
と
こ
ろ
の



労
働
の
自
已
疎
外
と
そ
の
止
揚

フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
＾
に
去
い
て
は
「
ま
っ
た
く
た
が
ひ
に
は
た
れ
ば
た
れ
に
た
つ
て
い
る
」
唯
物
論
と
歴
史
（
四

九
ー
五

0
頁
）
を
結
合
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
批
界
観
が
、

こ
の
文
章
の
背
後
に
存
在
す
る
と
い
ふ
こ
と
、

「
ド
イ
ツ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
よ
つ
て
確
固
た
る
出
発
点
が
奥
へ
ら
れ
た
に
し
て
も
、

こ
れ
で
あ
る
。

「
資
本
論
」
へ
の
道
は
決
し
て
坦
々
た
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
唯
物
史
観
と
た
ら
ん
で
マ
ル
ク
ス
の
二
大
功
績
と
さ
れ
る
剰
余
債
値
説
の
確
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ふ
れ

た
こ
と
で
も
あ
る
し
（
前
掲
別
稿
九
五
頁
以
下
参
照
）
＇
こ
こ
で
は
む
し
ろ
「
独
佛
年
誌
」
か
ら
「
ド
イ
ツ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
へ
の
逍
が
、

、
、
｀
ヽ
ヽ

す
た
は
ち
、
古
典
学
派
の
労
働
債
値
説
を
剰
余
債
値
説
へ
お
し
す
i
め
る
理
論
的
基
礎
の
確
立
過
程
が
問
題
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の

間
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
公
け
に
し
た
研
究
成
果
と
し
て
、
「
『
プ
μ
シ
ャ
國
王
と
社
会
改
良
』
批
判
」
と
「
軸
聖
家
族
」
と
を
も
つ
て
ゐ
る

が
、
彼
が
は
じ
め
て
明
確
に
「
労
働
の
自
己
疎
外
と
そ
の
止
揚
」
と
い
ふ
問
題
を
提
出
す
る
の
は
、
前
者
と
時
を
同
じ
く
し
て
書
か
れ
、

後
者
に
そ
の
成
果
が
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
「
経
済
学
。
哲
学
草
稿
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
「
草
稿
」
は
「
ド
イ
ツ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

と
同
様
公
刊
を
予
定
し
て
書
か
れ
た
が
ら
遂
に
筐
底
に
埋
れ
た
ま
i
に
な
っ
た
も
の
で
（
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
「
カ
ー
ル
マ
ル
ク

2

年
譜
」
広
島
定
吉
訳
三
ニ
ー
三
六
頁
参
照
）
、
現
在
断
片
的
な
ノ
ー
ト
の
姿
で
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
た
い
け
れ
ど
も
、
未
だ
に
た
ほ

主
と
し
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
＾
の
思
想
的
立
場
に
姦
い
て
で
は
あ
る
が
、
英
佛
独
の
社
会
主
義
者
た
ち
の
著
作
を
利
用
し
つ

i
、
古
典
経

済
学
と
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
を
批
判
的
に
鑑
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
の
人
々
に
対
し
て
彼
独
自
の
立
場
を
き
づ
き

上
げ
よ
う
と
す
る
こ
の
草
稿
（
そ
の
序
文
を
参
照
）
は
、

ヽ生
産
を
中
心
と
し
て
、

――
 

い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
三
つ
の
源
泉
が
、
育
年
マ
ル
ク
ス
の
学
問
的
情

五
六



す
る
理
解
が
深
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
「
草
稿
」
か
ら
何
を
学
ぶ
か
は
、

（
改
造
社
版
全
集
第
二
十
六
ー
七
巻
昭
和
七
年
）
、

燕
の
中
で
融
合
統
一
せ
し
め
ら
れ
た
が
ら
、
「
労
働
の
自
己
疎
外
と
そ
の
止
揚
」
と
い
ふ
根
本
問
題
に
結
晶
し
て
ゆ
く
過
程
を
、
最
も
原
始
的

な
形
態
に
お
い
て
示
す
も
の
と
し
て
、
極
め
て
貴
重
な
文
献
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ゲ
ル
哲
学
批
判
の
部
分
は
、

一
九
＝
＝
一
年
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
旗
の
下
に
」
誌
の
ヘ
ー
ゲ
ル
歿
後
百
年
記
念
号
に
発
表
さ
れ
た
）
や
学
界
に

大
き
な
波
紋
を
瞬
し
た

(
V
g
l
.Falk• 

H
e
g
e
l
s
 F
r
e
i
h
e
i
t
s
i
d
e
e
 
i
n
 d
e
r
 M
a
r
x
'
s
c
h
e
n
・
D
i
a
l
e
k
t
i
k
.
'
A
r
c
h
i
v
 fiir 
Soziar' 

w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 u
n
d
 S
o
z
i
a
l
p
o
l
i
t
i
k
 
68. 

五
七

B
a
n
d
.
 1
9
3
3
.
 
S. 1
6
5
 ff.)
の
も
当
T

妖
掌
ビ
あ
る
。
わ
が
國
へ
も
い
ち
は
や
く
紹
介
さ
れ

一
部
の
注
目
を
惹
い
た
ー
梯
明
秀
氏
「
人
間
労
働
の
資
本
主
義
的
自
己
疏
外
」
や
後
掲

の
永
田
・
河
合
の
諸
氏
の
論
文
等
ー
が
、
「
草
稿
」
に
ひ
き
つ
づ
い
て
発
表
・
紹
介
さ
れ
た
新
編
輯
の
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
ほ
ど

は
注
目
さ
れ
す
、
多
く
の
学
者
に
よ
つ
て
本
格
的
に
問
題
と
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
む
し
ろ
最
近
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

「
草
稿
」
の
も
つ
理
論
的
含
蓄
が
ゆ
た
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
の
解
釈
乃
至
評
債
に
種
々
な
立
場
が
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、

戦
後
「
草
稿
」
を
と
り
あ
げ
て
ゐ
る
人
ク
の
顔
ぶ
れ
（
難
波
田
春
夫
著
「
ス
ミ
ス
。
ヘ
ー
ゲ
ル
。
マ
ル
ク
ス
」
、
猪
木
正
逍
著
「
共
産
主
義
の
系

譜
」
同
稿
「
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
マ
ル
ク
ス
ヘ
」
日
本
法
哲
学
会
「
法
思
想
の
潮
流
」
所
載
｀

物
論
へ
の
道
」
、
向
坂
逸
郎
著
「
経
済
学
方
法
論
」
第
一
巻
、

田
中
吉
1

令
者
「
史
的
唯
物
論
の
成
立
J‘
主
体
的
唯

日
下
藤
吾
訳
「
経
済
学
。
哲
学
ノ
ー
ト
」
遊
部
久
蔵
著
「
債
値
論
と
史
的

唯
物
論
」
等
）
を
見
て
も
あ
き
ら
か
で
あ
ら
う
。
か
つ
て
わ
が
國
で
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
め
ぐ
つ
て
お
こ
な
は
れ
た
論
争
も
お

し
へ
て
ゐ
る
や
う
に
、
ま
た
現
に
前
掲
の
猪
木
氏
の
解
釈
に
対
す
る
寺
沢
恒
信
氏
の
批
判
や
田
中
氏
の
そ
れ
に
対
す
る
森
信
成
氏
の
批
判

（
月
刊
「
理
論
」
第
三
巻
第
八
号
お
よ
び
第
四
巻
一
ー
三
号
参
照
）
が
し
め
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
「
草
稿
」
に
よ
つ
て
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
対

労
働
の
自
已
疎
外
と
そ
の
止
揚

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
全
体
系
に
対
す
る
態
度
如
何
に
よ
る
と
も
い
は

一
九
三
二
年
そ
れ
が
発
表
せ
ら
れ
る
（
ヘ
ー



労
働
の
自
己
疎
外
と
そ
の
止
揚

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

本
稿
も
一
応
ま
づ
「
草
稿
」
の
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
全
体
に
対
す
る
位
置
づ
け
を
、
労
働
の
自
己
疎
外
と
そ
の
止
揚
と

「
草
稿
」
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

マ
ル

さ
き
に
も
ふ
れ
た
や
う
に
、
労
働
の
自
己
疎
外
と
そ
の
止
場
と
い
ふ
問
題
意
識
の
根
底
に
は
、
労
働
は
本
来
人
間
存
在
に
と
つ
て
基
本

的
且
つ
積
極
的
意
囃
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
人
間
観
が
存
在
し
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
を
「
草
稿
」
の
中
で
は
ヘ

こ
の
意
味
で
ま
づ
わ
れ
わ
れ
は
「
草
稿
」
の
最
後
に
位

マ
ル
ク
ス
は
そ
れ
を
「
我
々
の
時
代
の

置
す
る
「
ヘ
ー
ゲ
ル
併
証
法
及
び
哲
学
｀
一
般
に
対
す
る
批
判
」
を
と
り
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
。

、
、
、
、
、
、

批
判
的
誹
学
者
と
反
対
に
、
き
は
め
て
肝
要
た
も
の
と
考
へ
」
て
、
公
刊
さ
れ
る
筈
で
あ
っ
た
「
著
作
の
末
章
」
に
予
定
し
て
ゐ
た
こ
と

（
ド
ィ
ツ
語
版
全
集
第
一
部
第
三
分
冊
三
四
頁
、
改
造
社
版
全
集
第
二
十
七
巻
一
八
七
頁
、
以
下
「
草
稿
」
か
ら
の
引
用
は
前
者
の
頁
数

の
み
を
示
す
）
は
、
当
時
の
彼
が
方
法
お
よ
び
批
界
観
と
し
て
の
併
証
法
を
如
何
に
重
要
親
し
て
ゐ
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、

ク
ス
は
そ
こ
で
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
当
の
誕
生
地
で
あ
b
ま
た
そ
の
脳
密
で
あ
る
精
軸
現
象
学
」
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
や
う
に
の
べ
て
ゐ

、
、
、

る
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
象
学
と
そ
の
終
局
の
結
果
ー
運
動
と
創
造
の
原
理
と
し
て
の
否
定
性
の
併
証
法
ー
に
姦
け
る
偉
大
た
る
も
の
は
、
何

と
い
つ
て
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
人
間
の
自
己
創
造
を
一
の
過
程
と
し
て
把
握
し
、
対
象
化
を
対
置
化
と
し
て
、
外
化
と
し
て
、
そ
し
て
か
i
る

外
化
の
止
揚
と
し
て
把
握
し
て
ゐ
る
る
こ
と
、
か
く
て
彼
が
、
労
働
の
本
質
を
把
握
し
て
、
対
象
的
人
間
を
、
現
実
的
な
る
が
ゆ
え
に
属

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
る
人
間
を
、
そ
の
人
間
自
身
の
労
働
の
結
果
と
し
て
理
解
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
(
-
五
六
頁
、
笠
信
太
郎
訳
岩
波
文
庫
「
ヘ
ー

ゲ
ル
論
」
八

0
頁
）
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
労
働
を
人
間
の
自
己
形
成
の
併
証
法
的
た
過
程
と
し
て
と
ら
へ
、
人
間
を
か
か
る

労
働
過
租
の
成
果
と
し
て
動
的
発
展
的
に
考
へ
て
ゐ
る
点
を
指
摘
し
、
そ
の
意
味
に
姦
い
て
労
働
が
人
間
の
本
質
で
あ
る
と
い
ふ
ヘ
ー
ゲ

ー
ゲ
ル
の
人
間
観
の
批
判
的
振
取
と
い
ふ
か
た
ち
で
の
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、

い
ふ
観
点
か
ら
あ
た
へ
よ
う
と
し
た
所
以
で
あ
る
。
以
下
こ
の
観
角
か
ら
、

五
八



マ
ル
ク
ス
が
「
資
本
論
」
で
指
摘
す
る
ご
と
く
、

五
九

ス
ミ
ス
の
労
働
観
に
は
す
で
に
俗
流
化
の
危
殿
が
存
在
す
る
（
イ

、、

ス
ミ
ス
や
リ
カ
ー
ド
の
労
働
債
値

ル
の
主
張
に
同
意
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
労
働
観
は
、

こ
の
考
へ
方
は
さ
き
に
の
べ
た
「
F
イ
ツ
．
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
さ
ら
に
は
「
資
本
論
」
に
お
け

る
労
働
観
に
つ
ら
た
る
も
の
で
あ
る
。
（
マ
ル
ク
ー
ゼ
も
、
「
精
紳
現
象
学
」
緒
論
自
己
意
識
の
「
主
」
と
「
奴
」
の
節
で
の
労
働
観
が
盲

こ
の
「
草
稿
」
の
叙
述
を
媒
介
と
し
て
「
資
本
論
」
の
「
労
働
過
程
」
に
影
響
し
て
い
る
U

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
M
月
c
u
器
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と
こ
ろ
で
、

こ
の
や
う
な
労
働
観
は
、
す
ぐ
れ
て
近
代
的
な
牲
格
を
も
つ

て
ゐ
る
と
い
は
な
く
て
は
な
ら
た
い
。
す
た
は
ち
、
従
来
稗
話
や
逍
御
に
よ
っ
て
い
は
ば
外
か
ら
意
義
づ
け
ら
れ
て
来
た
労
働
は
、
封
建

社
会
に
お
け
る
非
生
産
的
支
配
階
級
に
対
抗
し
「
自
由
」
且
平
等
に
し
て
は
る
か
に
生
産
的
な
資
本
主
義
社
会
を
つ
く
り
出
さ
乃
と
す
る

勤
労
人
民
の
実
践
過
程
を
通
じ
て
は
じ
め
て
そ
れ
自
身
の
中
に
積
極
的
意
義
を
見
出
す
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
扉
井
孝
治
「
労
働
に
関
す

る
一
考
察
」
経
済
学
雑
誌
第
二
十
一
巻
第
一

9

二
。
一
＿
一
号
参
照
）
。
し
た
が
つ
て
、

的
に
把
握
せ
ら
れ
る
の
が
、

ィ
ギ
リ
ス
の
産
業
革
命
や
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
革
命
と
の
関
聯
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
た
哲
学
革
命
の
「
全
運
動

の
完
結
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
」
（
エ
ン
ゲ
ル
ス
。

「
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
＾
論
」
序
言
°
大
月
書
店
版
選
集
第
十
五
巻
下
四
三

0
頁
）
の

中
に
お
い
て
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
決
し
て
遇
然
で
は
た
い
で
あ
ら
う
。
私
は
マ
ル
ク
ス
が
、

第
一
の
偉
大
さ
と
し
て
あ
げ
て
ゐ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
こ
と
を
彼
の
は
じ
め
て
の
経
済
学
批
判
の
U

こ
ろ
み
の
中
で
書
い
て
ゐ
る

こ
と
を
、
き
は
め
て
注
目
す
べ
き
こ
と
と
考
へ
る
°
け
だ
し
、

に
し
て
も
、
他
方
、

労
働
の
自
己
疎
外
と
そ
の
止
揚

一
方
で
は
、

こ
の
や
う
な
労
働
観
が
最
も
本
質
的
た
す
が
た
で
論
理

ヘ
ー
ゲ
ル
の
労
働
観
を
、
そ
の
弁
証
法
の

説
を
媒
介
と
し
て
市
民
社
会
分
析
の
鍵
に
ま
で
ふ
か
め
ら
れ
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
（
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
古
典
派
経
済
学
研
究
の
必
然
性
）



「
彼
は
労
働
の
肯
定
的
側
面
だ
け
を
見
て
、
否
定
的
側
面
を
見
な
か
っ
た
。
・
・
・
・
・
・
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
の
み
を
知
b
且
つ
認
め
て

、
、
、
、
、
‘
`

ゐ
る
労
働
は
抽
象
的
に
精
紳
的
た
労
働
で
あ
る
：
；
・
・
（
す
た
は
ち
）
人
間
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
自
意
識
に
ひ
と
し
い
も
の
と
見
ら
れ
て

、
、
`

ゐ
る
、
従
つ
て
人
間
的
本
質
の
一
切
の
疏
外
は
自
意
識
の
疏
外
以
外
の
何
も
の
で
も
た
い
。
自
意
識
の
疏
外
は
表
現
と
し
て
、
即
ち
知
識

‘
.
‘
、
、
、

と
思
惟
の
中
に
反
映
さ
れ
て
ゐ
る
人
間
的
本
質
の
現
実
的
疏
外
の
表
現
と
見
ら
れ
て
ゐ
な
い
0

む
し
ろ
°
実
在
的
た
も
の
と
し
て
現
れ
て

、
、
、

ゐ
る
現
実
的
た
疏
外
は
…
：
自
意
識
の
疏
外
の
現
象
以
外
の
何
物
で
も
た
い
」
(
-
五
七
ー
八
頁
）
。
こ
れ
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
の
出
発
点

は
「
現
実
的
肉
体
的
た
、
基
礎
の
し
つ
か
り
し
た
ゆ
る
が
ぬ
大
地
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
、
一
切
の
自
然
力
を
呼
吸
し
て
ゐ
る
人
間
」
（
一

、
、
、
、
、
、
、

六
0
頁
）
で
あ
る
0

彼
は
そ
こ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
人
間
の
自
己
生
産
的
行
為
ま
た
は
自
己
対
象
的
行
為
に
つ
い
て
の
全
く
形
式
的
で
抽

、
、
、

象
的
た
理
解
の
仕
方
」
を
批
判
し
て
ゐ
る
（
一
六
八
頁
以
下
）
の
で
あ
る
が
、
自
己
の
立
場
を
彼
は
「
完
成
さ
れ
た
自
然
主
義
1
1
ヒ
ュ
ー

マ
ー
ニ
＾
．
ム
」
(
-
―
四
頁
、
な
ほ
一
六

0
頁
参
照
）
と
よ
び
、
「
人
間
に
よ
る
人
間
の
た
め
の
人
間
的
本
質
の
現
実
的
た
領
得

(
A
n
e
i
g
n
,
 

u
n
g
)
と
し
て
の
」
こ
の
立
場
に
よ
っ
て
「
自
然
と
の
、
ま
た
人
間
と
の
、
人
間
の
抗
争
の
真
実
の
解
決
」
に
い
た
る
（
―
-
四
頁
）
と
す

る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
近
批
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
―
-
．
ス
ム
的
思
潮
の
基
本
線
の
上
に
た
ち
た
が
ら
、
し
か
も
こ
れ
ま
で
の
部
分
的
な

「
政
治
的
解
放
」
を
全
体
的
た
「
人
間
解
放
」
へ
ま
で
姦
し
す
4
め
よ
う
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
＝
ー
ズ
ム
の
本
質
を
見
出
す
（
古

在
由
重
「
ヒ
ュ
ー
マ
ー
ー
ズ
ム
の
発
展
」
同
氏
著
「
五
つ
の
省
察
」

て
ゐ
る
。

労
働
の
自
已
疎
外
と
そ
の
止
揚

ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
版
第
一
巻
五
二
頁
）
の
で
あ
っ
て
、

ら
で
あ
る
。

一
六
＿
ニ
ー
四
頁
参
照
（
の
で
あ
る
が
、
そ
の
核
心
を
た
し
て
ゐ
る
「
実

も
と
よ
．
b
マ
ル
ク
ス
の
労
働
観
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
の
凱
た
る
継
承
で
は
決
し
て
な
い
。
さ
き
の
引
用
に
つ
づ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
書
い

ヘ
ー
ゲ
ル
の
労
働
観
は
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
の
有
力
た
一
支
点
た
り
う
る
か

六
〇



誡
的
に
は
は
す
で
に
そ
の
孵
的
親
想
的
性
格
を
脱
却
し
て
ゐ
る
と
い
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

け
で
あ
る
。

六
一

賎
的
唯
物
論
」
的
人
間
観
は
。
用
語
上
叉
内
容
上
な
ほ
い
ま
だ
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
＾
の
影
響
を
い
ろ
濃
く
の
こ
し
て
ゐ
る
と
は
い
へ
、
本

つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
や
う
な
根
本
的
立
場
に
立
つ
マ
ル
ク
ス
が
経
済
学
わ
け
て
も
イ
ギ
リ
ス
古
典
学
派
か
ら
如
何
に
学
び
叉
そ
れ

一
八
四
三
年
。
＾
リ
に
う
つ
つ
て
か
ら
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
研
究

今
経
済
学
批
判
」
序
言
参
照
）
は
一
八
四
五
年
二
月
に
は
レ
ス
ケ
と
「
政
治
学
お
よ
び
経
済
学
批
判
」
の
出
版
契
約
を
結
ぶ
に
い
た
る
ほ

ど
急
速
に
進
展
す
る
。
こ
の
書
物
は
結
局
公
刊
さ
れ
す
（
ド
イ
ツ
語
全
集
第
五
巻
「
ド
イ
ツ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
編
輯
者
序
言
十
三
ー
四
頁

参
照
）
、
し
た
が
つ
て
わ
れ
わ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
最
初
の
「
経
済
学
批
判
」
を
そ
の
予
備
的
研
究
た
る
「
草
稿
」
の
か
た
ち
で
の
み
も
つ
わ

マ
ル
ク
ス
は
古
典
派
経
済
学
の
理
論
の
積
極
的
意
義
を
、
第
一
に
、
市
民
社
会
に
お
け
る
階
級
関
係
の
基
礎
構
造
を
あ
き
ら
か
に
し
た
こ

と
、
第
二
に
、
そ
の
階
級
対
立
の
矛
盾
ま
た
は
そ
の
矛
盾
の
集
中
的
表
現
と
し
て
労
働
者
の
窮
乏
化
を
、
資
本
主
義
発
展
の
必
然
的
結
果
と

し
て
と
ら
へ
た
こ
と
に
見
い
だ
す
、
す
た
は
ち
、
第
一
草
稿
に
茶
い
て
、
労
働
・
資
本
利
澗
・
地
代
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
古
典
学
派
の

諸
前
提
。
諸
概
念
に
し
た
が
ひ
つ
L

分
析
し
、
三
大
階
級
の
性
格
•
そ
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
「
労
働
者
が
商
品
に
、
最
も
悲
惨
な
商
品
に

引
含
さ
げ
ら
れ
る
こ
と
、
労
働
者
の
窮
乏
は
そ
の
生
産
の
努
力
お
よ
び
大
き
さ
と
逆
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
競
争
の
必
然
的
た
結
果
は
、

少
数
者
の
も
と
に
姦
け
る
資
本
の
蓄
積
、
す
な
わ
ち
ョ
リ
お
そ
ろ
し
い
独
占
の
再
現
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
最
後
に
、
資
本
家
と
地
代
生
活

労
働
の
自
己
疎
外
と
そ
の
止
揚

を
如
何
に
批
判
し
た
か
を
見
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。



労
働
の
自
已
疎
外
と
そ
の
止
揚

空一

者
と
の
差
異
は
、
耕
作
者
と
製
造
労
働
者
と
の
そ
れ
の
や
う
に
消
滅
し
て
、
全
社
会
は
有
産
者
と
無
産
の
労
働
者
と
の
二
つ
の
階
級
に
わ

か
れ
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
と
い
ふ
こ
と
を
示
」
す
（
八
一
頁
）
。
さ
ら
に
第
二
。
第
三
草
稿
に
お
い
て
、
経
済
学
の
歴
史
を
あ
と
づ
け
つ

4
、

、
、
、

「
私
有
財
産
を
ば
人
間
に
と
つ
て
輩
た
る
対
象
的
実
体
と
し
て
の
み
か
ん
が
へ
る
重
金
主
義
お
よ
び
重
商
主
義
の
支
持
者
」

(
1
0七
頁
）

、
、
、
、
、
．
、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
ら
、
富
の
源
泉
を
労
働
に
求
め
た
が
ら
、
そ
れ
を
農
業
と
い
ふ
「
ま
だ
自
然
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
特
殊
な
定
在
様
式
に
お
い
て
の
み
」

認
め
る
重
農
主
義

(
J
O九
頁
）
を
経
て
、
労
働
一
般
を
そ
の
原
理
と
す
る
経
済
学
が
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
る
と
と
、

さ
ら
に
リ
カ
ー
ド
に
よ
る
分
配
論
の
確
立
に
よ
っ
て
、
資
本
家
と
労
働
者
と
の
対
立
関
係
が
明
確
に
‘
つ
か
ま
れ
る
と
と
も
に
、

を
全
く
あ
り
ふ
れ
た
、
平
凡
な
資
本
家
に
轄
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
如
上
の
対
立
を
皐
純
化
し
、
尖
鋭
化
し
、
か
く
て
対
立
そ
れ
自
体

の
止
揚
を
促
進
す
る
と
こ
ろ
の
現
実
の
運
動
を
予
想
し
、
準
備
し
た
と
と
い
ふ
こ
と
は
、
近
代
ィ
ギ
リ
ス
経
済
学
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た

偉
大
な
業
績
で
あ
る
」

（
九
九
頁
）
車
を
、
封
建
的
地
主
に
対
す
る
産
業
ズ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
勝
利
と
い
ふ
現
実
の
史
的
推
移
と
の
関
聯

に
お
い
て
あ
き
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
マ
ル
ク
ス
は
イ
ギ
リ
ス
古
典
学
派
の
進
歩
性
を
認
め
つ
上
も
、
し
か
し
同
時
に

そ
れ
が
そ
の
立
場
を
超
え
得
な
い
と
こ
ろ
か
ら
く
る
限
界
、
を
次
の
や
う
に
指
摘
し
て
ゐ
る
。
「
労
働
を
そ
の
原
理
と
し
て
認
め
た
（
ア
ダ

ム
。
ス
ミ
ス
）
経
済
学
（
に
よ
つ
て
）
…
…
ル
ー
テ
ル
が
現
実
的
た
批
界
の
実
在
と
し
て
、
宗
数
を
、
信
仰
を
認
め
、
従
つ
て
カ
ト
リ
ッ

ク
的
な
邪
数
に
対
立
し
た
や
う
に
、
彼
が
宗
数
心
を
人
間
の
肉
的
た
本
質
と
さ
せ
、
外
的
な
宗
数
心
を
止
楊
し
た
や
う
に
、
ま
た
彼
は
僧

侶
を
俗
人
の
心
の
中
に
移
し
た
か
ら
、
彼
が
俗
人
以
外
に
存
在
す
る
僧
侶
を
無
親
し
た
や
う
に
、
人
間
の
外
に
存
在
し
、
彼
か
ら
独
立
し

、
、
、

た
、
し
た
が
つ
て
皐
に
外
的
た
仕
方
で
の
み
維
持
さ
れ
確
保
れ
る
と
こ
ろ
の
、
富
は
止
楊
さ
れ
る
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
、
こ
の
富
の
外
的
な

、
、
`
‘
、
、
、

思
惟
な
き
必
然
性
は
止
揚
さ
れ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
私
有
財
産
は
人
間
自
体
に
合
体
さ
れ
、
人
間
自
身
が
そ
の
本
質
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

「
地
主



れ
て
ゐ
る
か
。

' .,, 

だ
が
そ
の
ゆ
え
に
人
間
自
身
は
、
ル
1

テ
ル
の
場
合
に
は
宗
藪
に
お
け
る
や
う
に
、
私
有
財
産
の
制
約
0
う
ち
に
姦
か
れ
る
Z
と
に
な
る
。

だ
か
ら
労
働
を
そ
の
原
理
と
す
る
経
済
学
は
、
人
間
認
識
の
外
見
の
も
と
に
、
む
し
ろ
た
だ
人
間
の
否
定
を
徹
底
的
に
遂
行
し
た
も
の
に

す
ぎ
た
い
の
で
あ
る
、
た
ぜ
た
ら
、
も
は
や
人
間
が
私
有
財
産
の
外
的
実
在
に
対
す
る
外
的
た
緊
張
朕
態
に
立
た
な
い
で
、
か
れ
自
身
こ

の
私
有
財
産
の
緊
張
せ
る
実
在
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
」

(
1
0七
ー
八
頁
）
°
要
す
る
に
「
経
済
学
は
生
産
の
本
来
的
な
核
心
と
し
て
の

労
働
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
し
か
も
労
働
に
は
何
も
の
も
奥
ヘ
ナ
、
私
有
財
産
に
す
べ
て
を
輿
へ
る
」
（
九
二
頁
）
、

こ
れ
に
反
し
て
マ
ル

ク
ス
は
私
有
財
産
か
ら
労
働
を
見
な
い
で
労
働
、
ー
ー
「
ひ
と
が
労
働
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
か
れ
は
直
接
に
人
間
自
身
を
問
題
と
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ゐ
る
の
だ
」
（
九
三
頁Y
—
ー
か
ら
私
有
財
産
を
見
る0

そ
し
て
「
私
有
財
産
の
起
源
に
つ
い
て
の
問
題
を
、
人
類
の
発
展
過
程
に
対
す
る

、
、
、
、
、
`
‘

外
化
さ
れ
た
労
働
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
に
轄
化
す
る
J
.（
同
上
）
、
か
く
て
マ
ル
ク
ス
に
と
つ
て
の
問
題
は
か
う
で
あ
る
「
い
か
に
し

て
人
間
は
か
れ
の
労
働
を
外
化
し
｀
疏
外
す
る
や
う
に
た
る
か
、
い
か
に
し
て
こ
の
疏
外
が
人
間
の
発
展
の
本
質
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら

..... '
と
こ
ろ
で
こ
の
問
題
の
新
し
い
提
起
は
す
で
に
そ
の
解
決
を
含
ん
で
ゐ
る
」

（
同
上
）
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
や
う
ヤ

問
題
意
識
の
も
と
に
、
さ
き
に
の
べ
た
や
う
に
ス
ミ
ス
•
セ
イ
・
リ
カ
ー
ド
等
か
ら
主
と
し
て
賃
金
、
利
潤
・
地
代
等
に
関
す
る
理
論
的

成
果
を
批
判
的
に
と
り
入
れ
、
さ
ら
に
シ
ュ
ル
ツ
。
ペ
ク
ー
ル
・
ビ
ュ
レ
等
か
ら
資
本
主
義
下
に
姦
け
る
労
働
者
の
現
朕
分
析
を
ま
た
び

と
り
た
が
ら
、
第
一
草
稿
の
終
り
、
全
集
編
輯
者
に
よ
っ
て
「
疏
外
さ
れ
た
労
働
」
と
た
づ
け
ら
れ
た
部
分
（
八
一
ー
九
四
頁
）
に
お
い

て
、
上
述
の
問
題
に
対
す
る
自
己
の
立
場
か
ら
の
一
応
の
解
答
の
方
向
を
輿
へ
て
ゐ
る
。
す
た
は
ち
本
来
人
間
の
発
展
と
尊
厳
の
基
礎
で

あ
り
、
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
る
活
動
た
る
労
働
は
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
完
全
た
疏
外
乃
至
外
化
に
陥
つ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
、
ま
づ
、
労
働
者
の
生
産
物
が
労
働
者
自
身
に
属
さ
す
、
労
働
者
が
は
た
ら
け
ば
は
た
ら
く
ほ
ど
か
へ
つ
て
み
づ
か
ら
の
窺
乏

労
働
の
自
己
疎
外
さ
そ
の
止
揚



労
働
の
自
己
疎
外
と
そ
の
止
揚

「
富
の
源
泉
と
し
て
死
物
の
か
は
り
に
人
間
的

の
度
を
ふ
か
め
に
す
ぎ
た
い
か
ら
で
あ
り
、
次
に
、
元
来
人
間
の
自
発
的
た
自
已
実
現
の
行
為
で
あ
る
べ
き
労
働
が
か
へ
つ
て
他
人
に
従

属
す
る
と
こ
ろ
の
強
制
労
働
と
い
ふ
す
が
た
を
と
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
た
め
に
人
間
が
彼
の
種
属
的
実
在
か
ら
疎
外
さ
れ
、
種

属
生
活
が
か
へ
つ
て
個
人
生
活
の
手
段
と
化
す
か
ら
で
あ
り
、
最
後
に
、
「
人
間
が
彼
の
労
働
の
生
産
物
か
ら
、
彼
の
生
活
活
動
か
ら
、

、

、

、

、

、

`

‘

彼
の
穂
属
的
実
在
か
ら
、
疎
外
さ
れ
た
U
と
の
直
接
の
結
果
は
、
人
間
か
ら
の
人
間
の
疎
外
で
あ
る
0

人
間
が
自
分
自
身
と
対
立
し
て
ゐ

る
と
き
、
そ
れ
は
彼
に
他
の
人
間
が
対
立
し
て
ゐ
る
」
（
八
九
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
究
梱
の
問
題
は
、
対
立
す
る
人
間
と
人
間

、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
の
関
係
そ
の
も
の
の
止
揚
を
め
ざ
す
「
労
働
者
階
級
の
政
治
的
形
態
」
に
あ
る
（
九
二
頁
）
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
労
働
の
疎
外

に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
独
特
の
把
握
は
，

そ
の
疎
外
が
、

、、

い
つ
、
だ
れ
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
仕
方
で
止
揚
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の

、
、
、
、

彼
特
有
の
考
へ
方
を
生
み
出
す
0

か
く
て
マ
ル
ク
ス
は
、
す
で
に
「
労
賃
を
引
き
上
げ
、

こ
れ
に
よ
っ
て
労
働
者
階
級
の
朕
態
を
改
善
し

よ
う
と
す
る
か
、
も
し
く
は
労
賃
の
平
等
を
ば
（
プ
ル
ー
ド
ン
の
や
う
に
）
社
会
革
命
の
目
的
と
見
た
す
と
こ
ろ
の
、
改
良
主
義
者
」

（
四
六
頁
）
の
不
徹
底
性
を
批
判
す
る
立
場
に
立
つ
て
ゐ
る
。
す
た
わ
ち
、
後
年
マ
ル
ク
ス
は
「
マ
＝
ー
フ
ェ
ス
ト
」
の
第
三
章
「
社
会
主
義

的
お
よ
び
共
産
主
義
的
文
献
」
に
茶
い
て
〔
A
〕
反
動
的
社
会
主
義
〔
B
〕
保
守
的
社
会
主
義
ま
た
は
プ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
主
義
〔

c〕
批
判
的

II

空
想
的
社
会
主
義
お
よ
び
共
産
主
義
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
批
判
を
加
へ
て
ゐ
る
が
、

「
草
稿
」
に
お
け
る
経
済
学
批
判
を
｀

「
草
稿
」
に
お
い
て
も
す
で
に
、
〔
A
〕
に
属
す
る

F
ィ
ッ
置
正
社
会
主
義
の
「
無
知
た
批
評
家
」
（
三
三
頁
）
や
、
〔
B
〕
の
代
表
者
た
る
プ
ル

1
F
ン
や
、
〔

c〕
に
含
ま
れ
る
カ
ペ
ー
な
ど
の

「
未
完
成
た
共
産
主
義
」
(
-
―
四
頁
ン
な
ど
に
対
比
し
て
、
自
己
の
立
場
を
か
た

b
明
確
に
規
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
ご
と
き

「
資
本
論
」
と
の
関
聯
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、
次
の
一
l

＿
点
が
特
に
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

〔
こ
封
建
地
主
に
対
抗
し
て
登
場
し
た
「
労
働
す
る
・
・
・
・
・
・
工
業
家
」
(
-
―
―
-
1

ハ
頁
）
が

六
四



労
働
を
発
見
し
、
創
造
し
た
」
こ
と

(
J
O二
頁
）
、
そ
れ
と
と
も
に
発
展
し
た
「
自
然
科
学
は
・
・
・
・
・
・
工
業
を
媒
介
と
し
て
人
間
生
活
の
た

か
に
入

b
と
み
、
人
間
の
生
活
を
改
造
し
、
人
間
の
解
放
を
準
備
す
る
」
こ
と
（
ー
ニ
ニ
頁
）
、
し
か
し
同
時
に
資
本
主
義
の
原
浬
と
し
て

、
、
、
、

の
労
働
は
外
な
ら
ぬ
私
有
財
産
の
本
質
と
し
て
の
労
働
で
あ
り
、
か
く
て
そ
れ
は
「
人
間
を
肯
定
す
る
か
の
よ
う
た
外
見
の
下
に
か
へ
つ

て
人
間
を
徹
底
的
に
否
定
す
る
も
の
に
外
た
ら
た
い
」
こ
と

(
1
0七
ー
八
頁
）
、
こ
の
資
本
主
囃
の
も
つ
肯
定
面
と
否
定
面
の
「
労
働
の
自

已
疏
外
の
理
論
」
に
よ
る
統
一
的
把
握
、

あ
る
。
〔
二
〕
か
く
の
ご
と
き
資
本
主
義
に
お
け
る
生
産
力
と
生
産
関
係
の
矛
盾
の
集
中
的
表
現
と
し
て
マ
ル
ク
ス
は
分
業
の
問
題
を
特
に

注
目
す
る
。

（
四
四
頁
）

こ
れ
は
第
一
草
稿
で
展
開
さ
れ
る
「
窮
乏
化
理
論
」
の
中
心
論
点
で
あ
る
が
マ
ル
ク
ス
は
さ
ら
に
第
一
云
早
稲
で
も
「
分
業
は

、
、
、

疏
外
化
の
も
と
に
お
け
る
労
働
の
社
会
性
の
國
民
経
済
的
た
表
現
で
あ
る
」
(
-
三
九
頁
）
と
の
べ
、

ル
等
の
分
業
論
を
吟
味
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
が
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
批
判
の
鍵
で
あ
り
「
草
稿
J
．
資
本
論
」
を
つ
ら
ぬ
く
基
本
線
で

ス
ミ
ス
0

セ
イ
0

ス
カ
ル
ベ
ク
。
｀
｀
ヽ

マ
ル
ク
ス
の
分
業
論
は
、
戦
後
史
的
唯
物
論
の
再
検
討
と
の
関
聯
に
姦
い
て
一
部
の
学
者
の
注
目
す

る
と
こ
ろ
と
た
つ
て
ゐ
る
（
高
島
善
哉
「
生
産
力
の
構
造
」
経
済
評
論
昭
和
二
十
四
年
八
月
号
参
照
）
が
、

も
た
ほ
と
b
あ
げ
る
べ
き
問
題
が
の
こ
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
た
か
ら
う
か
。
こ
の
点
の
探
究
は
他
日
を
期
す
る
こ
と
に
し
、

だ
「
草
稿
」
に
姦
い
て
す
で
に
分
業
論
が
非
常
に
重
要
視
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
〔
―
―
―
〕
マ
ル
ク
ス
は
資
本
主
義
註

会
の
分
業
労
働
を
「
抽
象
的
た
活
動
」
（
四
二
頁
）
、
「
抽
象
的
労
働
」
（
四
五
頁
）
と
よ
び
、
人
類
の
大
多
数
が
抽
象
．
的
労
働
に
還
元
さ
れ

る
」
こ
と
（
同
上
）
を
特
に
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
て
ゐ
る
。
ま
た
「
草
稿
」
に
は
す
で
に
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
と
い
ふ
言
葉
も
散
見
す
る
。

ヽ

し
か
し

六
五

「
資
本
論
」
研
究
に
お
い
て

と
こ
で
は
た

、
、
、
、

こ
の
「
抽
象
的
労
働
」
を
た
だ
ち
に
「
資
本
論
」
第
一
篇
「
商
品
お
よ
び
貨
幣
」
に
お
け
る
そ
れ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
出
来

労
働
の
自
已
疎
外
と
そ
の
止
揚

「
分
業
は
労
働
の
生
産
力
、
社
会
の
富
及
び
文
化
的
な
欲
望
を
高
め
る
が
、

一
方
，
労
働
者
を
機
械
に
ま
で
引
下
げ
る
」



は、 貞）。
が
こ
こ
で
は
立
入
ら
ぬ
）
。

む

要
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
安
部
隆

労
働
の
自
已
疎
外
と
そ
の
止
揚

「
断
る
ま
で
も
な
く
、
資
本
論
は
、

マ
ル
ク
ス
の
廿
有
余
年
間
（
文
献
的
に
厳
密
に
指
標
す
れ
ば
、

学
的
草
稿
」
か
ら
一
八
六
七
年
の
資
本
論
の
発
表
を
み
た
ま
で
の
期
間
）
の
刻
苦
に
み
ち
た
研
究
過
程
を
媒
介
と
し
て
結
晶
せ
し
め
ら
れ

た
と
こ
ろ
の
偉
大
な
る
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
研
究
の
こ
の
「
成
果
」
を
認
識
す
る
に
は
：

．．．． 
資
本
論
を
出

発
点
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
研
究
を
「
草
稿
」
に
ま
で
遡
源
せ
し
め
た
く
て
は
な
ら
な
い
」

「
こ
の
頃
（
一
八
四
三
年
四
四
年
の
頃
を
さ
す
ー
引
用
者
）
の
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
研
究
の
逹
成
し
た
成
果
を
示
し
て
い
る
も
の

「
経
済
学
哲
学
に
関
す
る
手
稿
」
で
あ
ろ
う
。

研
究
が
、
ま
す
ど
ん
た
所
に
着
限
し
て
い
る
か
、

を
示
し
て
い
て
、
極
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
手
稿
か
ら
「
資
本
論
」

「
資
本
論
」
の
方
向
に
走
つ
て
い
る
こ
と
は
t

見
逃
さ
れ
た
い
」
（
向
坂
逸
郎
「
経
済
学
方
法
論
」
第
一
分
冊
二
七
頁
）
。

確
立
（
田
中
氏
）
、
「
物
軸
性
」
の
発
見
（
向
坂
氏
）
と
い
ふ
主
眼
点
の
相
違
は
あ
る
が
、
「
資
本
論
」
の
端
緒
を
「
草
稿
」
に
求
め
る
こ
と
に

す

こ
の
手
稿
は
、
極
め
て
難
解
な
文
章
で
つ
づ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
し
て
、

ひ

へ
の
道
は
ま
だ
遠
い
の
で
あ
る
が
、
細
い
一
本
の
遥
が

な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
「
益
本
論
」
の
第
四
篇
「
相
対
的
剰
余
債
値
の
概
念
」
お
よ
び
第
七
篇
「
資
本
の
蓄
積
過
程
」
の
内
容
に
つ
ら
な

る
。
こ
の
こ
と
の
確
認
は
後
に
も
論
及
す
る
や
う
に
「
草
稿
」
と
「
資
本
論
」
と
の
基
本
関
係
を
正
し
く
塊
解
す
る
上
か
ら
も
極
め
て
軍

「
労
慟
の
抽
象
的
性
格
」
経
済
学
雑
誌
昭
和
二
三
年
一
月
号
が
参
照
吟
味
さ
る
べ
き
で
あ
る

マ
ル
ク
ス
の
経
済
学

こ
こ
で
い
か
に
は
る
か
後
年
の
「
資
本
論
」
の
端
緒
が
つ
か
ま
れ
て
い
る
か

「
実
践
論
」
の

（
田
中
吉
六
「
主
体
的
唯
物
論
へ
の
途
」

一
八
四
四
年
の
「
経
済
的

ll哲

六
六



労
働
の
自
已
疎
外
と
そ
の
止
揚

姦
い
て
は
両
者
の
見
解
は
一
致
す
る
。

六
七

マ
ル
ク
ス
の
「
経
済
学
批
判
」
に
外
た
ら
た
い

6
．
資
本
論
」
前
掲
書
四
六

「
労
働
の
自
己
疏
外
と
そ
の
止
揚
」
に
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
核
心
を
見
ん
と
す
る
私
も
ま
た
そ
の

点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
「
草
稿
」
か
ら
「
資
本
論
」
へ
の
「
は
る
か
（
に
）
：
・
・
・
・
遠
い
」
「
刻
苦
に
み
ち
た
研
究
過
程
」
の
間
の
三
つ
の
里

程
標
と
し
て
、
「
ド
イ
ツ
•
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
（
一
八
四
五
—
六
年
）
｀
「
共
産
党
宣
言
」
（
一
八
四
八
年
）
お
よ
び
「
経
済
学
批
判
」

五
九
年
）
を
と
り
、
両
者
の
関
係
を
つ
ぎ
の
や
う
に
考
へ
た
い
。

〔
A
〕
さ
き
に
の
べ
た
や
う
に
、
「
ド
イ
ツ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
姦
い
て
、

克
服
さ
れ
、

フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ッ
＾
的
た
非
実
践
的
ま
た
非
歴
史
的
唯
物
論
が

マ
ル
ク
ス
独
特
の
労
働
本
質
論
を
基
底
と
す
る
人
間
観
お
よ
び
歴
史
観
が
確
立
す
る
。
〔
B
〕
そ
の
唯
物
史
観
を
資
本
主
義
分

析
に
遮
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
資
本
主
主
社
会
の
一
時
的
過
渡
的
性
格
、
労
働
の
自
己
疎
外
止
揚
の
歴
史
的
必
然
性
を
証
明
し
、
も
つ

て
従
来
の
社
会
主
義
的
諸
思
想
を
克
服
す
る
と
共
に
盲

そ
の
理
論
的
基
礎
の
上
に
具
体
的
た
実
践
綱
領
を
う
ち
出
し
た
の
が
「
宣
言
」
で
あ

る
。
〔
C
〕
し
か
る
に
「
宣
言
」
ま
で
の
資
本
主
義
分
栃
は
、
賃
労
働
者
の
窮
乏
化
と
い
ふ
事
実
を
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
生
産
力
と
生

徹
底
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
古
典
学
派
批
判
も
、

産
関
係
の
矛
盾
か
ら
解
明
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
一
応
従
来
の
経
済
学
お
よ
び
社
会
思
想
を
克
服
し
た
が
ら
も
、
資
本
主
義
が
外
な
ら
ぬ

‘

`

‘

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

商
品
生
産
社
会
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
そ
の
運
動
法
則
は
債
値
法
則
を
媒
介
と
し
て
の
み
発
現
す
る
と
い
ふ
所
以
の
論
理
的
究
明
が
尚
不

い
は
ば
、
階
級
分
析
に
関
し
て
は
き
は
め
て
す
る
ど
い
が
、
商
品
分
析
に
つ
い
て
は
い

ま
だ
十
分
に
お
こ
た
は
れ
る
こ
と
が
出
来
た
か
っ
た
。
そ
の
不
徹
底
性
を
克
服
す
る
鍵
こ
そ
「
商
品
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
労
働
の
二
頂
性
」

に
関
す
る
理
論
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
じ
め
て
到
達
し
た
の
が
、

,‘ 

頁
参
照
）
°
資
本
主
囃
社
会
に
姦
け
る
労
働
の
自
己
疎
外
は
、

こ
れ
に
よ
つ
て
十
分
な
論
理
的
基
礎
を
あ
た
へ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
商

品
」
よ
り
出
発
し
て
「
諸
階
級
」
に
終
る
「
資
本
論
」
が
誉
か
れ
る
に
は
た
ほ
約
十
年
の
歳
月
を
閲
す
る
が
、
そ
こ
に
姦
け
る
「
近
代
的

（
一
八



社
会
の
経
済
的
運
動
法
則
を
暴
露
す
る
こ
と
」
（
同
七
頁
）
に
よ
つ
て
史
的
唯
物
論
の
資
本
主
義
社
会
へ
の
適
用
は
完
成
さ
れ
、
古
典
学
祇

の
労
働
債
値
説
の
網
余
債
値
論
へ
の
深
化
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
は
「
―
つ
の
科
学
と
な
っ
た
」

（
＝
ン
ゲ
ル
ス
「
空
想
よ
り
科
学
へ
」

岩
波
文
庫
版
四
四
頁
）
。
「
資
本
論
」
が
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
「
総
括
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
そ
の
「
端
緒
」
と
し
て
の
「
草
稿
」
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
「
草
稿
」
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
「
労
働
の
自
已
疎
外
と
そ
の
止

「
三
つ
の
源
泉
」
か
ら
の
批
判
的
振
取
を
通
じ
て
、
理
論
的
に
明
確
化
さ
れ
て
く
る
こ
と
、
ま
さ
に
そ
の
意

味
に
お
い
て
そ
れ
が
「
端
緒
」
で
あ
り
、
河
合
栄
治
郎
氏
の
言
葉
を
か
b
る
た
ら
ば
、

「
以
前
の
も
の
の
決
算
が
此
の
中
に
明
瞭
に
示
さ

れ
て
ゐ
る
と
共
に
、
新
し
き
も
の
が
萌
芽
を
蔵
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
点
に
姦
い
て
、
正
に
彼
の
思
想
上
の
峠
に
位
す
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
」

（
「
経
済
学
論
集
」
第
七
巻
第
一
号
八
二
頁
）
。
と
こ
ろ
で
そ
の
理
論
的
内
容
が
「
資
本
論
」
と
の
関
聯
に
姦
い
て
も
つ
意
義
の
測
定
に
、

あ
た
か
も
今
か
か
げ
た
三
つ
の
里
程
標
と
「
草
稿
」
と
の
時
間
的
距
離
が
役
立
つ
で
あ
ら
う
。
〔
A
〕
「
『
経
済
的
1
1
哲
学
的
草
稲
」
に
お
い

マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
唯
物
論
は
そ
の
基
礎
に
お
い
て
は
出
来
上
つ
て
い
る
」
（
「
哲
学
と
歴
史
」
永
田
広
志
選
集
第
三
巻
七

C
頁
）
こ

と
、
〔
B
〕
草
稿
の
中
で
す
で
に
「
宣
言
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
諸
社
会
主
義
批
判
の
立
場
に
立
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
ご
と
く
で
あ

る
。
事
実
「
草
稿
」
か
ら
「
ド
イ
ツ
•
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
ま
た
「
宜
言
」
ま
で
は
わ
っ
か
数
年
に
す
ぎ
た
い
。
〔

c

〕
し
か
る
に
「
草
稿
」
と

「
経
済
学
批
判
」
と
の
間
に
は
実
に
十
五
年
の
歳
月
が
横
た
は
つ
て
ゐ
る
。
研
究
の
導
き
の
糸
は
あ
た
へ
ら
れ
、
実
践
の
主
休
的
立
場
も

定
ま
っ
た
と
し
て
も
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
経
済
的
細
胞
形
態
た
る
商
品
の
債
値
形
態
の
「
細
か
い
穿
繋
だ
て
」
（
「
資
本
論
」
六
頁
）
の
た

め
に
は
、
尚
「
は
る
か
（
に
）
・
・
・
・
・
・
遠
い
」
「
瑚
苦
に
み
ち
た
研
究
過
租
」
が
た
ど
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

て、 揚
」
と
い
ふ
問
題
意
識
が
、

労
働
の
自
已
郎
外
と
そ
の
止
揚

六
八




