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三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
十
二
號

別
の
鐵
鋼
製
品
貿
易
の
實
態
は
次
の
如
く
で
あ
った。

前
表
に
ょ
っ
て「

共
同
體」

發
足
以
降
の
共
同
市
場
の
進
展
の
經
過
を
知
る 

と
共
に
、
そ
の
間
に
お
け
る
西
獨
の
地
位
を
推
如
す
る
こ
と
が
出
来
ょ
ぅ
。
な 

お
一
九
苎
丁
五
四
年
に
お
け
る

㈣

㈱の
第
三
國
向
鐵
鋼
製
品
㈱
出
入
の
實
績

四

(

九
一
八)

は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。
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亍
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一
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8
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•
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ー
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四
三
九
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i

.一
 

四
？

八

壽
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輸
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千
ト
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ー
八
四
入

i
•九 

ニー I 
一
 一

•三

寧
九

四
八
•七 

五
九
人 

七
ー
ふ

卽
ち
一
九
五
四
年
第
三

*
四
半
期
か
ら
の
輸
出
減
退
に
比
し
て
、
轍
入
增
大 

の
傾
向
が
看
取
せ
ら
れ
る
。

か
く
し
て
、
輸
出
入
共
に「

共
同
體」

相
互

®

の̂
擴
大——

共
同
市
場
の 

進
展
が
示
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
依
然
と
し
て
西
獨
の
輸
出
に
つ
い
て
は
第
三 

國
市
場
が
壓
倒
的
な
比
重
を
占
め
、
輸
入
に
づ
い
て
の
み
共
同
市
場
の
■優
勢
が
.
 

1
7K
さ
れ
る
に
止
ま
る
。
共
同
體
の
發
足——

共
同
市
場
の
設
定
に
つ
い
て
の
® 

獨

侧

の

反

對

根

據

€>
■

一
 

つ
が『

犠
牲
的
な
ル

-
ル
炭
の
提
供
に
對
し
て
西
獨
は
.
 

必
ず
し
も
鐵
鋼
製
品
に
つ
い
て「

I
同
體」

が

ら
恩
惠
を
受
け
る
こ
と
が
少 

い』

と
い
ぅ
に
あ
つ
た
こ
と
を
想
起
す
る
時
、
そ
こ
に
は
依
然
と
し
て
未
解
決 

の
1

が
殘
さ
れ
て
ぃ
る
と
ぃ
ゎ
な
く
.て
は
な
ら
な
ぃ
。
し
.が
し「

共
同
謄」

の
發
展
が
國
境
を
取
外
し
た「

國
內
的
市
場」

に
ま
で
進
み
、
そ
こ
に
安
定
し 

た
市
場
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
西
獨
鐵
鋼
業
に
と
つ
て
も
そ
の
効
果 

を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
勿
論
そ
れ
は
な
お
逆
遠
な
途
で
あ
り
、
ま 

た
断
に
指
摘
し
た
如
き
政
治
的
背
景
の
變
轉
に
ょ
り
左
右
さ
れ
る
傾
が
强
い
。

し
か
し
純
粹
に
經
濟
的
に
見
れ
ば
、
念
連
に
復
興
し
て
き
た
炭
鑛
業
と
鐵
銅 

業
を
含
む
ル
ー
ル
エ
業
地
帶
の
保
有
を
根
據
と
し
て
、
西
獨
は
依
然
と
し
て
西 

ョ
ー
ロ
ッ
パ
經
濟
に
お
け
る
中
核
地
帶
た
る
地
位
に
あ
り
、

こ
れ
を
め
ぐ
る
ョ 

1
ロ
ッ
パ
寅
カ
圈
§
形
成——

西
歐
經
濟
の
地
域
的
銃
合
へ
の
途
を
拓
き
ぅ
る 

も

の

と

考

え

ら

れ
^-
。

そ

し

て

こ

の

觀
^
か

ら

西^
の

鐵

⑩

業

の

も

つ

.役

割

が 

將
來
に
向
づ
て
大
き
く
評
債
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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社
會
政
策
と
勞
働
の
人
間
的
構
造

■い
わ
ゆ
るr

賃
勞
働
の
理
論」

に
ょ
せ
て

‘

中

鉢

正

美

社
龠
政
策Sozialpolitik

と
は
、
十
九
世
紀
の
中
葉
の
ド
ィ
ッ
に
お
い
て 

ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
始
め
た
言
葉
で
あ
る
。S

o
c
i
a
l

5
1ぽ
：7
と
い
^
そ
の
譯
語 

は
、
今
日
で
こ
そ
1

.
L

. 

o
の
文
献
等
に
も
屢
々
見
受
け
ら
れ
る
が
、
二
十 

世
紀
前
半
ま
.で
の
英
米
.の
學
界
で
は
必
ず
し
も
一
.般
的
で
は
な
い
0
こ
れ
は
特 

に
ィ
ギ
リ
.ス
近
世
社
會
の
成
立
と
そ
の
思
想
的
表
現
に
對
す
る
Y
ド
ィ
ッ
の
そ 

れ
のS

i

に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

\

中
世
封
建
社
會
の
擴
大
は
、

一
方
に
農
民
の
獨
立
自
營
化
、
他
方
に
市
場
交 

換
の
ー
絞
化
を
齎
し
、
こ
.こ
に
、
よ
り
廣
範
圍
な
經
濟
圈
の
確
.立
と
、
そ
こ
に 

お
け
る
政
治
權
力
の
よ
り
强
カ
な
統
.一
.と
が
、
可
能
且
っ
必
要
視
さ
れ
る
に
至 

っ
た
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
£
^
<
德
權
國
家
に
よ
る
重
商
主
義
的
保
護
政 

策
と
、
資
本
の
原
始
的
蓄
積
を
强
行
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
利
害
と
の
間
に
は
、
 

ひ
と
つ
め
共
存
關
係
が
存
在
し
え
た
の
で
あ
.る
。
し
か
し
や
が
て
資
本
が
そ

の 

自
己
運
動
の

法
則
性
を
充
分
に
發
揮
し
ぅ
る
ま
で
に
强
カ
と
な
り
、
且
つ
そ
の 

運
動
の
範
圃
が
、
更
に
廣
い
批
界
經
濟
的
擴
が
り
を
要
'求
す
る
に
至
っ
て
、
か 

か
る
共
存
關
係
は
ひ
と
つ
の
鬪
爭
に
よ
つ
て
淸
算
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ

と

と

な
る
。
イ
ボ
リ
ス
近
世
社
會
の
成
立
と
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
表
現
と
し
て 

の
啓
蒙
思
想
の
展
開
と
は
、
か
か
る
背
景
の
も
と
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が 

で
き
る
。

イ
ギ
リ
ス
古
典
派
經
濟
學
と
、
そ
の
茴
由
放
任
の
經
濟
政
策
も
ま 

た
、
そ
の
一
翼
を
荷
う
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
ょ
う
な
イ
ギ
リ
ス
市
民
社
會
の
發
展
に
對
し
て
、
い
わ
ゆ
る
後
進
國
の 

立
場
に
あ
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
そ
の
國
家
統
一
の
段
階
に
お
い
て
旣
に
イ 

ギ
リ
ス
資
本
主
義
と
の
競
爭
の
も
と
に
、

一
擧
に
そ
の
國
民
經
濟
の
近
代
化
を 

强
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
市
民
的
自
®
を
獲 

得
す
る
た
め
の
鬪
爭
ょ
り
は
、
む
し
ろ
國
民
經
濟
の
自
立
と
發
展
と
を
め
ぐ
っ 

て
、
絕
對
主
義
權
力
と
.ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
利
害
と
の
間
に
妥
協
を
計
ら
ね
ば
な
ら 

ぬ
必
要
の
方
が
痛
感
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
必
要
は
、

一
方
國
民
經
濟
の 

外
か
ら
、先
進
資
本
主
義
國
の
經
濟
的
壓
カ
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
と
と
も
に
、他 

方
、
か
か
る
市
民
的
自
由
の
貫
徹
を
通
し
て
資
ネ
豸
的
趴
豸
の
社
會
化
を
要
求 

す
る
プ
口
レ
タ
リ
ア
勢
力
に
對
す
る
共
通
の
恐
怖
と
し
て
、
國
民
經
濟
の
內
部 

か
ら
も
痛
感
さ
れ
る
。
後
溝
は
イ
ギ
.リ
ス
に
お
い
て
は
、

一
度
は
絕
對
主
義
權 

力
か
ら
議
會
民
生
主
義
を
獲
得
す
る
鬪
爭
に
お
い
て
同
盟
し
、
こ
の
闘
爭
に
成 

功
し
た
後
、初
め
て
そ
の
對
立
が
表
面
化
し
た
も
の
で
あ
り
、そ
の
對
立
の
基
礎

社
會
政
策
と
勞
働
の
人
間
的
構
造

五

(

九1
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三
田
學
會
雜
誌
.
第
四
十
八
卷
第
十
二
號

■

に
は
、
'耽
に
市
民
的
自
由
の
確
立
と
'い
う
一
般
.
通
念
を
形
成
し
終
っ
て
い
た 

も
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
.に
.お
い
て
ば
、
自
由
の
觀
念
は
む
し
ろ
孤
獨
.な
教
養 

の
蓄
積
に
よ
る
人
格
的
自
由
の
確
立
と
い
う
通
念
を
形
成
し
、
か
か
る
人
格
的 

売
成
の
目
標
は
.一
定
の
文
®

値
で
あ
り
、
そ
れ
は
深
く
ド
イ
ツ
國
家
の
も
っ 

歴
史
的
使
命
べ
の
信
賴
に
結
び
つ
.い
た
も
の
と
な
.つ
て
い
る
。
.-こ
こ
に
文
化
的 

倒
値
の
理
念
の
歴
史
的
體
現
者
と
し
て
■の
國
家
が
、
そ
の
正
義
の
法
に
從
つ
て 

國
民
經
濟
の
調
和
的
發
展
を
計
る
の
が
經
濟
政
策
の
役
割
で
あ
り
、
社
會
政
策 

は
、
か
よ
う
な
國
家
の
政
资
が
、
主
と
し
て
國
民
經
濟
の
分
配
過
程
に
'お
い
て
、
 

經
濟
的
弱
諸
、
就
中
賢
者
と
し
て
の
プ

P
レ
タ
リ
ア
階
級
に
對
し
て
發
現
さ
れ 

た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
傳
統
的
な
ド
イ
ツ
社
會
政
策
學
の
方
法
證
、
そ
の
ロ 

丨
マ
ン
主
義
胃
^
、
乃
至
は
新
ヵ
ン
ト
派
的
な
文
®

値
の
哲
學
體
系
と
深
く 

結
び
つ
く
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
對
し
て
、
か
か
る
償
M

斷
の
科 

學
へ
の
混
入
を
拒
否
し
て
、
理
論
の
純
粹
な
體
系
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
.
 

よ
り
嚴
密
な
力
ゾ
ト
的
立
場
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
ド
イ
ツ
市
民
社 

鲁
の
成
熟
と
と
も
に
次
第
に
表
面
化
す
る
に
至
る
。

マ
ッ
ク
ス

•
ゥH 
'し
；

\ 

I
 

に
よ
る
ド
イ
ツ
歷
史
學
派
の
方
法
論
的
批
判
は
、
こ
の
®

に
ひ
と
つ
の
轉
機 

を
劃
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
の
批
判

.は
、
第
一
次 

世
界
大
戰
に
よ
る
ド
イ
ツ
帝
國
の
崩
壊
と
も
あ
い
ま
つ
て
、
.贋
値
判
斷
か
ら
、
 

茴
由
な
社
會
政
策
の
純
粹
理
論
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
、
戰
後
の
學
界 

に
ひ
き
お
こ
し
た
。
卽
ち
敗
戰
に
よ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
的
ユ
ン
ヵ
ー
的
絕
對
王 

制
の
消
滅
は
、

一
方
に
開
放
さ
れ
た
社
會
民
主
主
義
勢
力
と
、
.他
方
に
い
ち
早 

く
戰
前
の
實
力
を
恢
復
し
た
ド
イ
ツ
資
本
の
勢
力
と
の
あ
ら
わ
な
階
級
對
立
を 

生
み
だ
し
、
こ
れ
は
前
者
の
立
場
に
立
つ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
社
會
政
策
の
理
論
と

1

六

(

九
ニ
〇)

と
も
に
、

-

J

れ
ら
相
對
立
す
る
利
害
の
間
に
M

^

か
の
調
和
を
求
め
よ
う
と
す 

る
政
策
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
形
式
社
會
學
の
方
法
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
社 

會
政
策
の
一
般
的
理
論
の
建
設
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
大 

河
內
一
男
教
授
は
、
傳
統
的
な
社
會
政
策
の
立
場
を
社
會
政
策
の
道
義
論
、
こ 

れ
に
對
す
る
社
會
民
主
主
義
の
立
場
を
社
會
政
策
の
馨
論
と
呼
び
、
第
三
の

.
 

慎
値
自
由
の
立
場
に
立
つ
も
の
を
社
會
政
策
の
社
會
理
諭
と
名
付
け
て
お
ら
れ 

る
0

-
 

•

と
こ
.ろ
で
こ
の
社
會
政
策
の
社
會
理
論
を
も
含
め
て
、
ゥ
エ
ー
パ

I
の
批
判 

を
う
け
い
れ
た
社
會
科
學
は
、
そ
の
後
三
つ
の
方
向
を
迪
つ
て
變
化
し
て
い
つ 

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
方
法
論
は
、
人
も
知
る
ご
と
く
、
理
論
體
系
の
價 

値
判
斷
か
ら
の
自
由
と
、
に
も
拘
ら
ず
そ
の
理
論
は
一
定
の
價
値
に
關
聯
し
て 

構
成
さ
れ
た
理
想
型
の
も
つ
論
理
的
整
合
性
に
よ
つ
て
推
進
さ
れ
る
と
い
う
、

.
ふ
た
つ
の
立
場
か
ら
成
立
つ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
價
値
關
聯
は
ひ
と
つ
の
意 

味
聯
關
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
一
定
の
歷
史
的
社
會
に
生
存
す
る
人
び
と
の
廣 

い
了
解
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
價
値
の
體
系
の
存
在
す
る
こ
と
を
暗
々
裡
に
は 

認
め
る
，も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
價
値
體
系
の
存
在
論
的 

な
證
明
を
試
み
、
民
族
共
同
體
の
歷
史
的
使
命
の
う
ち
に
そ
の
解
決
を
求
め
よ 

う
と
す
る
も
の
は
、
そ
の
第
一
の
方
向
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
社 

會
政
策
學
の
領
域
に
お
い
て
は
、
ゥ
ァ
ル
タ
I 

♦ゥ
f:
ア
ィ
ゲ
ン
の
職
分
共
同 

體
的
社
會
政
策
論
に
よ
っ
，
て
代
表
ん
姑
^

し
か
し
ゥ
工
ー
バ
ー
の
本
來
の
主
張
は
、
.理
論
體
系
の
批
判
ル
そ
の
論
理
的 

無
矛
盾
性
に
よ
る
も
の
以
外
は
こ
れ
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
 

從
つ
て
こ
の
立
場
を
貫
こ
う
と
す
れ
ば
、
理
論
、
あ
る
い
は
政
策
は
、
唯
假
り 

に
ぁ
る
前
提
を
ぉ
ぃ
た
上
で
そ
の
體
系
を
立
て
て
み
る
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、
い

か
な
る
前
提
を
お
く
か
は
人
び
と
のs

由
と
い
う
こ
と

に
な
ら
ざ
る
を
え
な 

K
し
か
し
こ
れ
は
學
問
の
統
一
性
を
雜
持
す
る
觀
點
か
ら
は
到
底
是
認
し
難 

い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
で
き
う
る
限
り
一
般
的
な
人
間
性
に
基
く
前 

提
、
例
え
ば
社
會
的
諸
關
係
の
自
己
保
存
で
あ
る
と
か
、
す
べ
て
の
社
會
成
員 

の
人
格
的
完
成
で
あ
る
と
か
い
う
前
提
を
お
い
て
、
ま
ず
理
論
を
組
み
立
て
る 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
勿
論
か
か
る
假
言
的
價
値
判
斷
が
い
つ
か
双
®
の
㈣
罾 

を
代
表
す
る
も
の
と
す
り
か
え
ら
れ
、

つ
い
に
は
さ
き
の
第
..一
の
立
場
と
大
差 

な
い
M -
果
と
な
り
終
つ
た
も
の
も
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
が
、
そ
こ 

に
お
い
て
も
價
値
判
斷
の
基
準
が
前
者
よ
り
も
更
に
廣
い
、
人
間
一
般
の
善
の 

追
求
を
^
!
す
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
こ
れ
を1

應
別
個
の
第
二
の
方
向 

と
し
て
理
解
さ
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ft
t
t會
政
策
の
社
會
理
論
と
稱
さ
れ
た 

も
の
.の
大
平
は
こ
れ
に
屬
す
る
も
の
で
あ
か
う
。

ゥ
エ
ー
バ
t
の
方
法
を
う
け
つ
い
だ
第
三
の
方
向
は
、

一
應
論
理
的
無
矛
盾 

に
構
成
さ
れ
た
理
想
型
の
最
終
的
判
定
を
、
そ
れ
が
現
實
の
事
態
に
合
致
す
る 

か
否
か
に
委
ね
よ
う
上
す
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
合
致
が
、
單
な
る
直 

接
的
經
驗
に
よ
つ
て
の
み
證
明
さ
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
認
識
方 

法
と
し
て
は
ひ
と
つ
の
循
環
論
に
す
ぎ
な
い
。

そ
こ
で
特
に
砠
罾
論
に
お
い 

て
、
そ
の
實
踐
に
よ
る
試
行
錯
誤
の
內
に
そ
の
判
定
を
求
め
よ
う
と
す
る
主
張 

が
オ
ス
ヵ
ー
，
ラ
ン
ゲ
等
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
純
粹
理
諭
の
®
 

に
適
用
す
る
場
合
、
社
會
實
驗
あ
る
い
は
就
會
調
查
に
よ
つ
て
そ
の
判
定
を
行 

い
、
從
つ
て
當
初
に
立
て
ら
れ
る
理
想
型
も
ま
た
、.單
に
價
f

聯
と
論
理
無 

牙
盾
の
資
格
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
可
咨
を
利
用
可
能
な
實
驗
乃
至
調
蜜
手
段
に 

よ
つ
て
驗
證
し
う
る
よ
う
な
具
體
性
を
も
併
せ
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
主
張 

.

.が
う
ま
れ
る
。
こ
れ
は
ま
た
旣
に
今
世
紀
の
初
頭
识
來
ゲ
シ
ク
ル
ト

心
理
^
の

秕
會
政
策
と
勞
働
の
人
惘
讷
構
造

.

建
設
者
達
に
よ
つ
て
提
唱
さ
れ
た
作
業
假
設
の
方
法
論
、
あ
る
い
は
近
代
數
理 

統
計
學
に
お
け
る
歸
無
假
設
の
構
親
と
も
相
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
社
會
政 

策
、
あ
る
い
は
經
濟
政
策
の
領
域
に
お
い
て
は
、
就
會
心
理
學
に
基
く
經
濟
技 

術
學
を
說
い
た
グ
ン
ナ
！

.
ミ
ュ
ル
ダ
，1
ル
■の
立
場
が
略
々
こ
れ
に
近
、
も
の

(

註
五)

と
思
わ
れ
る
。
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大
河
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總
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會
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連
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小
山
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(
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濱
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立
大
學
紀
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昭
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六
、
等
に
紹
介
が

■行
わ
れ
て
い
る
。
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山
田
雄
三
譯「

經
濟
學
說
と
政
治
的
要
素」

(

一
九
三
ニ
年
獨
譯
版
よ
り)

ニ

さ
て
は

#

^

^

の
社
會
理
論
が
、
そ
の
對
象
で
あ
る
勞
働
問
題
を
具
體
的
に 

は
い
か
な
る
形
で
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
は
、
第
一
次
大
戰
前
後
に
お
け 

る
ド
ィ
ッ
勞
働
社
會
舉
の
發
展
を
跡
付
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
う
か
が
う
こ
と
が

.

1

七

(

九
ニ 
一)



三
田
^
會
雜
誌
第
四
十
.八
卷
第
十
二
號

で
き
る
。
.こ
れ
は
藤
称
敬
三
教
授
の
經
濟
心
理
學
と
勞
働
科
學
と
に
關
す
る
諸 

研
^'
に
よ
っ
て
、
旣
に
早
く
よ
り
わ
が
國
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る 

(

が
、〕
1

、
濱
鳥
朗
氏
は
こ
れ
を
三
.っ
の
時
期
に
分
っ
て
次
の
よ
う
に
說
明
し 

て
お
ら
れ
る
。
•卽
ち「

第
一
期
は
十
九
世
紀
の
末
頃
か
ら
第
.一
次
大
戰
に
い
た 

る
ま
で
の
約〗
1〇
年
間
で
あ
'っ
.て
、
近
代
的
カ
罾
罾
に
み
い
だ
さ
れ
る
罾
«
豸 

の
事
物
的
、
機
械
的
勞
働
環
境
お
よ
び
そ
こ
か
ら
ま
ず
る
か
れ
ら
の
m
^
m、 

生
活
態
度
の

1

(

主
と
し
て
實
證
的
な)

調
莶
硏
究
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
そ
の 

典
型
的
な
例
は
い
う
ま
で
も
な
く
社
會
襄
學
會
の
調
查
で
あ
る
。
第
一
一
期
は 

い
わ
ば
過
渡
期
と
目
さ
れ
る
も
の
で
、
今
世
紀
の
ほ
ぽ
ニ
〇
年
代
に
當
る
。
大 

戰
に
よ
っ
.て
一
時
$

さ
れ
た
と
は
い
え
、
第
一
期
の
支
配
的
傾
向
で
あ
る
勞 

働
渚
の
意
識
’や
生
活
態
度
を
經
營
の
內
外
に
お
け
る
坐
活
環
境
の
總
體
に
お
い 

て
把
握
し
よ
う
と
す
る
方
針
は
依
然
と
し
て
衰
え
を
み
せ
て
は
い
な
い
が
、
し 

か
し
そ
れ
と
な
ら
ん
で
、
有
機
的
な
生
活
環
境
の
導
入
に
よ
っ
て
事
物
的
、
機 

械
的
！^

環̂
境
を
^
^
化
も
し
く
は
人
間
化
し
よ
う
と
す
る
多
少
と
も
ロ
マ
ン 

金
義
的
な
經
營
制
度
改
善
の
試
み
と
、
こ
れ
に
た
い
す
る
社
會
主
義
陣
營
か
ら 

の
批
判
が
行
わ
れ
た
事
實
は
、
や
は
り
1

の
特
殊
な
事
情
を
反
映
す
る
も
の 

で
あ
る
。
.こ
の
期
間
に
は
經
營
の
事
物
的
、.
機
械
的
な
側
面
お
よ
び
階
級
的
な 

似
面
ヵ
^
^
と
^
れ̂
ま
た
そ
う
し
た
雾

|1
^
ヵ
ら
-
> わ
ゆ
る
經
營
tl
鲁
學
の 

成
立
を
，み
て
い
る
。
第
三
期
は
ニ
〇
年
代
の
末
頃
か
ら
三
〇
年
代
の
半
ば
頃
ま 

で
に
わ
た
り
、
經
營
社
會
學
が
興
隆
し
た
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
、
資
本
主
義 

の
一
般
的
危
機
を
反
映
し
て
か
、
よ
う
や
く
職
業
身
分
的
、
全
體
主
義
的
な
構 

想
が
い
ち
じ
る
し
く
な
り
、
い
わ
ゆ
る
社
會
的
經
營
i

の
登
場
を
み
る
に
い 

た
つ
て
い
る
。
產
業
に
お
け
る
勞
資
の
協
力
i

を
1

し
よ
う
と
ず
る
努
カ 

の
副
產
物
と
し
て
、
經
營
の
階
級
的
側
面
か
ら
人
間
的
側
面
へ
と
關
心
が
移

.

,

一

八

(

九
ニ
ニ)

り
、
人
物
處
理
の
方
法
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た

が

、

.し

か

し
大
勢
と
し 

ば
1
精
祌
敎
慕
重
に
傾
き

、
.い
う
と
こ
ろ
の
人
間
關
係
の
方
面
は
輕
視
さ
れ 

た
。」

：.

こ
の
第
一
期
は
藤
林
教
授
の
い
わ
ゆ
る
社
會
科
學
者
の
手
に
よ
る
勞
働 

者
心
理
學
の
開
拓
期
で
あ
り
、
第
二
期
は
こ
れ
に
文
化
科
學
的
心
理
學
豸
が
さ 

ま
ざ
ま
の
形
で
加
入
し
て
き
た
時
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し 

て
そ
の
第
三
期
に
興
隆
し
た
經
營
社
會
學
的
傾
向
の
、
ひ
と
つ
の
現
れ
と
も
鮮 

さ
れ
る
も
の
が
、
敎
授
の
紹
介
さ
れ
た
ゥ
ィ
ー
ン
勞
働
會
i

の
勞
働
科
學
賸 

系
で
あ
る
。

藤
林
敎
授
に
よ
れ
ば
、「

ゥ
ィ
ー
ン
の
勞
働
會
議
所
は
一
九
二
七
年
に
、
偶 

々
當
時
喧
し
く
®

と
せ
ら
れ
出
し
た
合
理
化
運
動
と
關
聯
し
て
、
特
に
勞
働

.
 

階
級
の
た
め
に
、
勞
働
の
激
化
で
は
な
く
、
勞
働
の
最
適
度
化
の
意
味
で
の
勞 

謙
諸
理
化
を
説
い
て
、
勞
働
科
學
.の
存
在
を
明
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ 

る
。」

從
つ
て
勞
働
科
學
が
扱
う
の
は
、
第
一
に
勞
働

7̂
至
作
業
結
果
の
量
と 

質
、
第
二
に
勞
働
者
の
肉
體
と
意
識
に
影
響
す
る
諸
原
因
，
及
び
第
三
に
賃
金 

そ
の
他
の
經
營
諸
費
用
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
全
て

^
働
^
の
作
業
力
の
大 

小
、
及
び
そ
の
結
果
と
し
.て
の
第
一
の
問
題
が
い
か
に
決
定
さ
れ
る
か
と
關
聯 

さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
るr

作
業
決
定
の
諸
事
情」

は
、
そ
れ
故 

經
營
の
人
的
及
び
物
的
要
素
に
®

、す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
更
に
前
者
は
そ 

の
素
質
的
な
最
高
作
業
能
力
と
、
こ
れ
を
制
約
す
る
生
理
的
、
.精
神
的
疲
勞
と 

の
雨
面
か
ら
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
こ
れ
は
觀
驰
を
變
.
 

え
る
な
ら
ば
、
客
觀
的
作
業
力
と
生
理
的
疲
勞
、
及
び
主
觀
的
作
業
力
と
作
業 

意
思
の
P
適
と
し
て
も
檢
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
勞
働
科
學
の
實
踐 

的
目
的
は
、

「

相
對
的
に
最
善
の
作
業
の
結
果
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
に
、

一
切 

.の
作
業
決
定
諸
事
情
を
調
整
す
る
こ
と
に
あ
る
。
言
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
勞

働
者
ひ
肉
體
並
び
に
1

的
犠
牲
を
最
小
に
す
る
よ
ぅ
に
、
諸
事
惝
を
人
爲
的

C

驻
S 

■

に
整
え
ね
ば
な
ら
な
い
。」

か
か
.る
面
的
の
も
と
に
作
業
決
定
の
諸
事
情
を
個 

々
の
場
合
に
つ
い
て
硏
究
す
る
の
が
-^
罾
双
定
要
因
論
、
更
に
そ
の
諸
結
果
を 

利
用
し
、
こ
れ
を
適
當
に
配
合
し
てI

定
の
經
營
方
針
を
確
立
す
る
の
が
勞
働 

組
織
論
で
、
.そ
こ
に
お
い
て
は
一
㈣
砠
ま
學
、
エ
學
、
及
び
經
營
經
濟
學
を
も 

考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
最
適
な
經
營
管
理
を
實
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

.

說 

か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
す
る
教
授
の
批
判
は
、
問
題
が
あ
ま
り
に
經
營 

的
視
點
に
限
定
さ
れ
て
作
業
現
場
^
外
の
諸
耍
因
が
輕
視
さ
れ
て
い
る
點
と
、
 

M
に
根
本
的
に
は「

作
業」

..と「

作
業
力」

と
い
ぅ
概
念
が
充
分
區
別
さ
れ
て 

い
な
い
と
い
ぅ
點
と
に
双
め
さ
れ
る
。
例
え
ば
さ
き
に
述
べ
た
®

決
定
諸
事 

惝
中
、
素
質
的
作
業
能
力
、
及
び
そ
れ
が
規
實
の
生
理
的
、
•精
神
的
疲
勞
に
制 

約
さ
れ
て
現
象
す
る
主
觀
的
、
客
觀
的
作
業
力
は
、
す
べ
て
現
實
の
作
業
力
を 

決
定
す
る
主
體
的
耍
因
と
考
え
ら
れ
る
。
と
同
時
に「

現
實
の
勞
働
に
於
い
て 

生
起
す
る
疲
勞
及
び
種
々
の
主
觀
的
狀
態
は
、
そ
れ
自
體
に
生
起
す
る
の
で
は 

な
く
、
そ
れ
は
常
に
一
定
の
客
觀
的
事
情
と
'相
對
的
な
現
象
で
あ
る
か
ら
で
あ 

る
。
そ
じ
て
、
吾
々
は
こ
の
意
味
を
も
の
%
觀
的
諸
事
情
を
、
作
業
力
決
定
の 

客
體
的
要
因
と
考
え
て
い
い
わ
け
で
あ(

智

」

か
く
て
，i

科
學
の
主
要
課
題 

は
、
作
業
決
定
要
因
論
か
ら
作
業
办
決
定
要
因
論
に
移
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な 

る
。 

.

•
 

し
か
し
こ
の
よ
ぅ
な
批
判
鄙
は
、
ゥ

ィ

.
丨

ン
の
體
系
が
形
式
社
會
學
の
方
法 

論
に
立§

す
る
.
Vの
で
あ
る
以
上
む
し
ろ
當
然
の
こ
と
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ 

る
。
そ
の
經
營
中
心
的
視
點
に
せ
よ
、
ま
た
抽
象
的
な
概
念
®

の
圖
式
に
せ 

よ
、
更
に
そ
の
杓
に
、
.主
體
と
じ
て
の
作
業
力
の
理
論
と
、
そ
の
經
營
外
的
諸 

要
因
の
考
慮
と
が
缺
除
し
て
い
る
こ
と
.に
せ
よ
、.
い
ず
れ
も
そ
の
方
法
の
形
式

社
會
政
.策
と
勞
働
の
人
間
的
構
造

性
、
抽
象
性
ひ
う
ち
に
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
か
る
形
式
性
、
 

抽
象
性
を
，脱
却
す
る
た
め
に
は
、
勞
働
^
學
の
理
論
的
中
核
と
し
て
作
業
力
決 

定
要
因
論
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
を
な
す
國
民
經
濟
の
總
過
程
と 

の
間
に
何
等
か
の
理
論
的
統
一
を
企
て
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
統
一
を
文 

化
科
學
的
な
勞
働
者
心
理
學
を
骨
組
と
す
る
勞
働
カ
擇
造
理
論
に
求
め
よ
う
と 

す
る
も
の
が
、
藤
秫
敎
授
の
勞
働
者
政
策
論
で
あ
っ
た
-o 

そ
こ
に
お
い
て
は
、
.ま
ず
勞
働
カ
の
直
接
的
な
薩
>
铒
生
產
の
過
程
が
統 

一
的
に
構
想
さ
れ
、
こ
れ
はr

勞
働
の
人
間
的
得
造」

と
呼
ば
れ
た
。
卽
ち
勞 

働
力
i

の
綜
合
的
な
指
標
と
し
て
罾
_
生
罾
は
と
い
う
概
念
が
立
て
ら
れ
、
 

且
っ
そ
の
四
っ
の
基
本
狀
態
、

E
犬
.
.
L長
、

E
大

•
!,
短
、

E
小

.
L長
、

.
E小

• 

L短
、
が
規
定
さ
か
る
。
他
方
こ
れ
に
'對
應
す
る
勞
働
カ
再
生
產
の
平
.
 

衡
狀
態
に
っ
い
て
は
、
籠
山
京
博
士
に
よ
っ
て
勞
働
者
生
活
に
お
け
る
勞
働
、
 

休
養
、
餘
暇
の
三
區
分
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
各
々
に
お
■け
る
エ
ネ
ル
ギー

平
衡 

の
三
基
本
狀
態
、
.
.

B
^
+
B
y
+
w
g 

、
 

td
c
g
+
w
<
+
l
B
0 

/

.
*■ 

A
C
C
+
A
2/
+
A
2: 

、A
a
;

十 A
2/
+
A
2: 

'

r
r
A
-
r
^
h
-
z

,

c

註
七〕

が
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
後
渚
の
指
數
を
た
え
ず
1
よ
り
大
き
く
し
よ
う
と
す 

.る
生
活
體
の
自
己
保
存
現
象
と
、
こ
の
現
象
に
さ
か
ら
つ
て
も
平
衡
の
特
定
の 

型
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
履
歴
現
象
と
に
よ
っ
て
、
勞
働
者
心
理
學
の
生
活
形 

態
と
生
活
態
度
の
理
論
が
構
成
さ
れ
る
。
履
歴
現
象
と
い
う
の
は
、
一
定
の
エ
ネ 

ル
ギ
ー
循
環
が
一
定
の
場
の
濟
造
を
介
し
そ
遂
行
さ
れ
る
に
常
り
、
そ
の
エ
ネ 

ル
ギ
ー
の
流
れ
が
變
化
し
て
も
な
お
場
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
殘
存
し
て
、
そ
こ
に 

お
け
る
新
た
な
循
環
の
樣
式
に
一
定
の
效
果
を
及
ぼ
す
現
象
を
い
う
。
か
く
て

.
 

一

九

(

九
三
ニ)



H
田
學
會
雜
誌
笫
四
十
八
卷
第
十
二
號

あ
る
生
活
の
®H

を
前
提
と
す
れ
ば
、
.そ
こ
に
象
行
さ
れ
る
生
活
循
環
に
は
當
.
 

然
そ
れ
に
對
應
す
る
最
適
度
値
.と
い
ぅ
も
の
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
、
こ
れ
を 

あ
ら
ゆ
る
勞
働
の
諸
條
件
に
っ
い
て
具
體
的
に
測
定
し
て
お
く
な
ら
ば
、
■そ
れ 

に
よ
つ
て
勞
傲
審
政
策
の
實
踐
に
お
け
る
盡
準
を
溝
成
す
る
こ
と
が
で
き
る

で 

.

あ
ろ
う
。
例
え
K
エ
ル
マ
ン
ス
キ
ー
は
勞
働
科
學
の
任
務
を
も
っ
て
、
勞
働
者 

の
各
作
業
に
つ
い
て
そ
の
最
適
度
點
を
み
い
だ
す
こ
と
に
あ
る
と
し
た
が
、
こ 

の
よ
ぅ
な
最
適
度
點
の
現
れ
る
根
據
は
勞
働
力
の
i

と
と
も
に
そ
の
.再
生
键 

の
^

を̂
も
分
析
す
る
こ
と
に
よ
つ
て1 

初め
て
解
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
-̂ 

從
っ
て
.藤
林
敎
授
に
よ
れ
ば
、
勞
働
科
學
に
は
勞
働
の
人
間
的
構
造
を
解
明
す 

る
理
論
的
部
門
と
、
か
か
る
理
論
に
よ
っ
て
勞
働
の
生
產
性
向
上
の
諸
條
件
を 

あ
き
ら
か
に
ず
る
實
踐
的
部
門
と
が
あ
り
、
勞
働
渚
政
策
は
か
か
る
勞
働
科
學 

,的
見
解
を
基
礎
と
し
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
よ
ぅ
に
し
て
藤
林
教
授
の
勞
働
者
政
策
理
論
は
、
い
わ
ば
勞
働
者
坐
活
の 

自
然
的
#
造
に
立
脚
し
て
、
そ
の
順
當
な
生
長
發
展
を
可
能
な
ら
し
め
る
社
# 

的
條
件
を
探
求
し
よ
ぅ
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
資
本
、壬
義
社
會
の 

經
濟
的
|
|
が̂
、

か
，か
る
意
圖

.

の
！®

を
必
ず
し
も
保
證
す
る
も

1の
で
は
な 

く
、
ま
た
生
活
の
眾
な
る
自
然
的
禪
造
が
、
そ
の
ま
ま
人
間
の
社
會
的
活
動
の 

基
礎
を
支
え
る
も
の
と
も
な
り
え
な
い
こ
>
は
充
分
考
慮
さ
れ
て
い
た
。
そ
.し 

て
前
者
の
^I

に
答
え
る
も
の
と
し
て
は
、

一
方
に
經
營
の
長
期
且
っ
科
學
的 

な
生
產
計
靈
の
立
案
に
對
す
る
良
心
的
態
度
へ
の
期
待
が
表
明
さ
れ
る
と
と
も， 

に
、
他
方
國
家
社
會
發
展
の
福
祉
厚
生
的
方
向
に
對
す
る
一
種
の
歴
史
哲
學
的 

信
賴
が
潜
め
ら
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
從
つ
て
ま
た
後
者
に
對
す 

る
解
答
と
し
て
も
、
勞
働
者
生
活
の
自
然
的
諸
性
格
を
、
文
化
科
學
的
人
間
學 

と
し
て
の
勞
働
渚
心
理
學
に
よ
つ
て
媒
^
す
る
こ
と
忆
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
歷

ニ 

0 

(

九
ニ
四)

史
哲
學
的
な
國
民
經
濟
の
.認
識
に
お
け
る
基
礎
理
論
た
ら
め
し
よ
う
と
す
る
構 

想
が
畫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
^
砠
は
、
M

勞
働
の
人
間
的 

P
造
の
具
體
的
究
明
が
、
そ
の
人
間
摩
的
方
法
に
よ
っ
て
は
極
め
て
困
難
で
あ 

•っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
中
斷
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
敎
授
は
そ
の
究
明
の
過 

程
に
お
い
て
リ
ッ
プ
マ
ン
の
勞
働
科
學
體
系
を
援
用
し
て
お
ら
れ
る
が
、
リ
ッ 

プ

マ
ン
自
#
は
む
し
ろ
か
か
る
.困
難
を
素
直
に
認
め
て
、
そ
の
最
少
限
度
必
要 

な
知
識
を

.一
定
の
假
設
的
な
構
造
理
論
と
し
て
組
み
あ
げ
な
が
ら
も
、
勞
慟
科 

.
學
本
來
の
任
務
は
か
え
つ
て
こ
の
よ
う
な
構
造
を
通
し
て
實
現
さ
れ
る
勞
働
の 

諸
結
果
あ
る
い
は
諸
徵
候
と
、
そ
れ
に
關
係
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
諸
要
因
と
の 

間
の
比
較
統
計
學
的
な
法
則
を
發
見
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
卽 

ち
い
±.
要
因
厶
が

6
に
變
化
し
た
場
合
、
徵
候

“
が
沒
に
變
っ
た
と
す
れ
ば
、
 

t
O
A
.
n
a
A
I
B

=

沒
と
.の
間
に
何
等
かQ

相
關
が
あ
る
こ
と
を
示
す
甜
象
的 

な
構
造
を
.そ
の
間
に
畫
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
次
第
に
積
み
重
ね
る
こ
と 

-

に
よ
っ
て
、
こ
の
構
造
は
次
第
に
具
體
的
な
も
の
に
轉
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き 

る
で
あ
ろ
う
。
さ
き
の
構
造
理
論
は
そ
の
際
に
ひ
と
っ
の
手
懸
り
を
與
え
る
も 

の
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
勞
働
’科
學
の
差
し
當
り
の
實
踐
的
課
題
に
對
し
て
は
、
か 

か
る
相
關
の
存
否
を
示
す
知
識
の
み
に
よ
っ
て
も
あ
る
程
度
答
え
う
る
場
合
が 

少
く
あ
る
ま
い

.0
そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
、
前
節
の
最
後
に
到
達
し
た
作
業
假
設 

の
方
法
論
と
も
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
接
近
し
た
立
場
で
あ
る
と
解
す
る
こ 

と
も
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

註(
一■

)

藤
林
敬
三

.

「

經
濟
心
理
學」

昭
ー
〇
。
.

〃
r

勞
働
译
政
策
と
勞
働
科
學」

昭
ー
六
。

(

ニ)
尾
高
邦
雄
編「

勞
働
社
會
學」

昭
ニ
七

.
ー
九
四
丄
九
五
真
。

(

三
、
四
、
五)

藤

林「

勞
働
者
政

.̂と

勞
働
科
厚」

一
一

三
、

一
一

四
I

1.

一
五
'
ニ
ー
〇
頁
。

.

(

六)

藤

林「

勞
働
者
政
策」

昭
一
七

.
ニ
四
.丨
ニ
五
頁
。

•

(

七)

籠
山
京

.

「

國
民
生
活
の
權
造」

昭
一
八

.
八
〇
丨
一
〇

一
頁
。

そ
の
後
同
氏
著
，

「

勞
働
科
學
論(

改
訂
版)

」

昭
二
八
.
七
一
丨
七
ニ
頁
で 

式
形
が
變
更
さ
れ
て
い
る
。

(

八)

履
歴
現
象
に
關
す
る
筆
者
の
見
解
の
槪
‘耍
は
、
社
會
政
策
學
會
年
報 

第
一
輯
、
及
び
有
澤
廣
巳
編r

日
本
の
生
活
水
準」

所
收
論
文
に
っ
い
て
み 

ら
れ
た
い
。

(

九)

內
海
義
夫「

勞
働
科
學
序
説」

昭
ニ
九

.
一
七
〇
丨
一
七
三
頁
。

こ
こ
に
內
海
氏
の
エ
ル
マ
ン
ス
キ
ー
批
判
が
半
途
に
終
り
、
氏
に
ょ
っ
て 

そ
の
反
動
性
を
指
摘
さ
れ
た
藤
林
理
論
の

う

.

.
ち
に
、
か
え
っ
て
そ
の
前
進
の 

た
め
の
い
上
ぐ
ち
の
か
く
さ
九
て
い
る
理
曲
が
見
出
さ
れ
る
。

.
 

三

.
祉
會
政
策
の
社
會
理
論
を
生
み
出
し
た
ド
ィ
ッ
の
經
濟
社
會
は
、
ま
た
社
會 

政
策
の
經
濟
的
限
界
の
問
題
を
も
提
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ 

れ
は
前
渚
が
ド
ィ
ッ
經
濟
の
危
機
^
お
い
て
、
こ
れ
を
復
興
す
べ
き
一
段
高
い 

立
場
、
階
級
的
對
立
を
超
え
た
抽
象
的
立
場
を
捜
し
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
の 

に
對
し
て
、
後
潘
は
結
局
そ
の
解
答
を
國
民
經
濟
的
な
坐
產
力
の
槪
念
の
う
ち 

に
と
ら
え
、
資
本
主
義
を
肯
定
す
る
限
り
そ
の
擴
犬
を
窮
極
に
お
い
て
支
え
る 

資
本
蓄
積
の
增
大
と
、
國
民
生
活
水
準
の
向
上
を
目
ざ
す
社
會
政
策
の
充
實
と 

の
間
に
、
い
か
な
る
安
協
點
を
發
見
す
る
か
と
い
うs

s
s

と
し
て
こ
れ
を
解
こ 

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
對
す
る
ひ
と
っ
の
解
答
は
、
生
活
水
準
の 

向
上
が
1

力
の
質
的
向
上
を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
は
國
民
生
產
力
の
向
上
に

社
會
政
策
と
勞
働
の
人
間
的
構
造

い
た
る
と
い
う
見
駆
に
よ
っ
て
1
7K
-
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
エ 

場
法
の
施
行
以
來
若
干
の
實
際
家
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
高
賃
金
理
論
と
し
て
現
れ 

た
も
の
で
あ
る(

が
、〕

や
が
て
ブ
レ
ン
タ
ノ
の
定
式
化
を
經
て
以
来
、
ド
イ
ッ
學 

思
に
お
け
る
支
配
的
な
傾
向
と
な
つ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

へ
ル
ク
ナ
ー
や 

ゴ—

ル
ド
シ
ャ
イ
ド
の
業
績
は
そ
の
主
要
な
も
の
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き 

0

0

こ
れ
に
釾
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
學
界
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
總
合
的
な
國 

民
生
產
カ
向
上
の
路
を
近
代
經
濟
學
的
な
限
界
生
產
カ
理
論
に
基
く
生
產
諸
要 

素
の
配
分
に
求
め
、
そ
の
た
め
の
件
を
支
え
る
限
り
に
お
い
て
生
活
水
準 

の
向
上
の
效
果
を
認
め
よ
う
と
す
る
見
解
が
主
流
を
な
し
た
も
の
と
み
る
こ
と 

が
で
き
る
。

マ
ー
シ
ァ
ル
か
ら
ピ
グ
ゥ
に
至
る
摩
生
經
濟
學
は
こ
れ
に
對
す
る 

解
答
，の
典
型
的
な
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
は
共
に
社
會
政
策
的
努
力
が
資
本
制
經
濟 

の
維
持
と
發
M-
と
に
有
效
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
や
が 

て
、
貧
本
主
義
社
會
の
維
持
發
展
に
と
っ
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
社
會
政
策
的
努
力 

が
必
然
的
に
耍
泶
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
觀
點
に
ま
で
到
達
し
う
る
も
の 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
と
し
て
さ
き
の
勞
働
力
の
質
的
改
善
の
論
據
に
立
ち
、
 

且
っ
そ
の
經
濟
學
的
根
據
を
マ
ル
ク
ス
の
罾
_
カ
(1
値
規
定
の
う
ち
に
求
め
っ 

っ
、
.か
か
る「

社
會
政
策
の
經
濟
理
論」

を
建
設
し
よ
う
•と
さ
れ
た
の
が
、
大 

河
内一

男
教
授
の
社
會
政
策
論
で
あ
っ
た
。r

こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
、
社
會 

政
策
の
必
然
性
を
經
濟
生
活
の
內
部
か
ら
、
換
言
す
れ
ば
、
資
本
制
經
濟
の
存 

立
な
ら
び
に
發
展
の
た
め
の
手
段
の
體
系
と
し
て
考
え
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と 

は
、
社
會
政
策
の
對
象
を
單
に『

憐
れ
な』

勞
_
者
に
對
す
る
一
般
的
保
護
と 

考
え
る
の
で
な
く
、
資
ホ
の
存
立
に
と
っ
て
不
可
缺
の
患
產
耍
素
た
る 

『

勞
働
力』

を
傲
持
す
る
た
め
の
必
要
だ
と
考
え
、
ま
た
そ
れ
に
應
じ
て
、
社

. 

ニ

ー

(

九
ニ
五)
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^

の̂
、主
體
を
僞
別
資
本
に
對
す
る
總
體
と
し
て
の
資
本
、
ま
た
そ
の
意
思 

の
執
行
人
と
し
て
の
近
代
國
家
と
規
定
し
た
こ
と
に
對
應
す
る
も
の
で
^
!
^」 

社
會
政
策
の
道
義
論
、
あ
る
い
は
そ
.の
政
治
論
は
、
い
ず
れ
も
社
會
政
策
の
對 

象

を「
勞
働
潘」

と
規
定
す
る
と
こ
.ろ
に
う
ま
れ
る
が
、
む
し
ろ
人
間
と
し
て 

の
勞
働
渚
が
、
生
產
耍
素
た
る
勞
働
カ
と
し
て
、
卽

ちr

賃
勞
働」

と
し
て
資 

本
の
手
に
.掌
掘
さ
れ
る
と
い
う
事
實
そ
の
も
の
を
冷
靜
に
受
取
り
、

「

そ
れ
自 

身
の
含
む
矛
盾
を
內
在
的
に
分
析
追
求
す
る
と
こ
ろ
に
、
は
じ
め
て
、
社
會
政 

策
の
經
濟
理
論
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
ハ
る」

。
そ
こ
に
お
い
て
、
社
會
政
策
は：「

生 

產
要
素
た
る『

勞
働
力』

を
總
體
と
し
て
の
資
本
に
と
つ
て
正
常
で
健
全
な
生 

產
耍
素
と
し
て
順
當
に
機
能
せ
し
め
る
た
め
の
政
策
で
あ
り
、
現
象
的
に
は
分 

配
上
の

|3
慮
の
ご
と
く
み
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
も
、

そ
の
實
、

か
く『

勞
_ 

f
U

を

『

勞
働
力』

と
し
て
合
理
的
且
つ
平
_
的
に
機
能
せ
し
め
る
た
め
の
宇 

段
の
體
系
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
.、
勞
働
卷
組
織
に
對
す
る
國
家 

の
保
護
や
、
勞
働
階
級
の
要
來
や
闘
审
に
對
す
る
資
本
の
妥
協——

所

謂『

勞

S』

と
思
わ
れ
る
も
の
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
、1

定
の
段
階 

に
ま
で
成
長
し
た『

勞
働
力』

.に
對
す
る
國
家
.の
對
策
、
卽
ち
、
自
ら
の『

勞 

働
力』

と
し
て
の
歷
史
的
地
位
を
商
覺
し
且
つ
そ
れ
に
對
す
る
⑽
㈣
と
耍
求
と 

を
提
起
す
る
に
至
つ
た
高
度
.に
成
熟
し
た『

勞
働
力』

の
確
睬
と
培
養
を
め
ぐ 

る
、

總
體
と
し
て
の
資
本
の
政
策
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
考
え
れ 

ば
、
社
會
政
策
は
、

『

勞
働
力』

の
調
達
と
そ
の
保
全
ま
た
は
培
義
を
唞
心
と 

对
沒
、
總
體
と
し
て
の
資
本
に
と
つ
て
の
生
產
政
策
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ 

う」

。
.こ
の
生
產
政
策
と
い
う
意
味
は
、
舉
な
る
勞
働
能
雍
向
上
の
た
め
の
管 

理
技
術
上
の
手
段
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
一
般
的
众
生
產
增
强
政
策
こ
そ
^.
.

分
配
孩
策
的
に
.み
.て
も
有
调
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
か
い
う
こ
と
を
指
す

ニ
ニ 

(

九
ニ
六)

,

も
の
で
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。

.

こ
の
よ
う
に
し
て
教
授
の
主
張
は
、
第
一
に
社
會
政
策
が
總
資
本
の
理
性
を 

.
司
る
近
代
國
家
の
行
う
經
濟
政
策
の
一
分
肢
と
し
て
の
勞
働
カ
政
策
で
あ
る
こ 

と
、
ぶ
び
第
一「

に
こ
の
罾
_
カ
砠
罾
が
資
ネ
矹
_
濟
の
^
過
程
を
支
え
る
ホ
 ̂

的
生
產
要
素
と
し
て
の
商
品
n
勞
働
力
を
順
當
に
維
持
培
養
せ
ん
と
す
る
も
の 

で
あ
る
こ
と
、
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
資
本
主
儀
國
家
の
經
濟
政
策
が
、
 

そ
の
本
質
的
基
礎
を
資
本
家
的
生
產
の
工
程
に
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま 

ま
、
そ
の
一
分
肢
と
し
て
の
勞
働
カ
政
策
が
、
勞
働
力
の
^
^
と
と
も
に
そ
の 

搏
生
產
の
工
程
に
よ
つ
て
直
接
安
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
に
導
く
も
の
で 

は
な
い
。
.何
と
な
れ
ば
資
本
家
的
生
產
の
工
程
そ
の
も
の
は
、
商
品

H
勞
働
カ 

に
と
つ
て
は
そ
の
1

の
場
所
で
あ
り
、
勞
働
カ
再
生
產
の
窮
極
的
な
擔
い
手 

は
、
か
か
る
資
本
家
的
生
產
の
外
に
疎
外
さ
れ
た
個
々
の
勞
働
者
の
家
庭
生
活 

.だ
か
ら
で
あ
る
。
間
ち
、
社
#
政
策
が
經
濟
政
策
の
ー
分
肢
で
あ
れ
ば
、
そ
れ 

は
勞
働
市
場
に
お
け
る
勞
働
カ
_

の
確
保
か
、
た
か
だ
か
商
品
生
產
の
工
程 

に
お
け
る
そ
の
維
持
を
計
る
も
の
に
止
り
、
ま
た
も
し
社
會
政
策
が
勞
働
力
の 

•
雜
持
培
養
を
計
る
政
策
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
資
本
制
終
,
の
過
程
を 

扱
う
經
濟
政
策
の
範
圍
を
逸
脫
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
か
か
る
 ̂

働
力
再
生
產
の
工
程
•を
、
經
濟
社
會
が
直
接
維
持
培
養
す
る
た
め
に
は
、
政
策 

主
體
と
し
て
の
國
家
は
も
は
や
總
資
本
と
し
て
の
理
性
を
超
え
た
、
社
會
主
義 

的
魂
の
體
現
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
資
本
主
義
國
家
と
い
え 

ど
も
、
そ
れ
が
資
本
制
生
產
樣
式
の
總
過
程
を
雜
持
し
よ
う
と
す
る
自
律
的
な 

.自
己
保
存
の
機
能
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、g

値だ現實認識における
 

ひ
と
つ
の
作
業
假
設
と
し
て
E >
め
る
こ
と
は
で
き
よ
う
が
、
こ
れ
と
て
も
あ
く 

ま
で
！c

本
絮
的
生
產
の
工
港
で
■

さ
水
た
顧
値
が
、
市
場
經
濟
の
價
格
濃
茶

に
對
す
る
經
濟
主
體
のe

由
な
選
擇
行
爲
を
介
し
て
實
現
さ
れ
る
と
い
う
根
本 

的
樣
式
を
維
持
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
勞
働
カ
再
生
_

直
接
的
培
養 

は
、
理
論
的
に
は
こ
の
後
漭
の
過
程
と
窮
極
に
お
い
て
矛
盾
1-
1る
。大
河
内
敎
授 

の
出
發
點
は
藤
栋
敎
授
の
そ
れ
の
ま
さ
に
反
對
の
極
限
に
立
て
ら
れ
た
も
の
と 

も
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
そ
の
い
ま
ひ
と
つ
.の
極
限

.
 

に
到
達
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
な
い
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
。

IE(

一
、
ニ)

藤
林

.

「

勞
働
者
政
策
と
勞
働
科
學」

一
七
七
丨
ニ
〇
七
、
ニ
六 

.
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九
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九
ニ
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(

七)

勞
働
力
の
直
接
的
培
養
は
、
換
言
す
れ
ば
個
.々
の
消
費
者
選
擇
に
ょ 

'

ら
ざ
る
欲
望
の
直
接
的
充
足
で
あ
る
。

こ
.れ
は
旣
に
欲
望
充
足
が
勞
働
カ
苒 

生
ま
の
工
程
と
し
て
技
.術
的
に
掌
撵

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び

か
か
る
欲
望 

充
足
が
、
最
初
か
ら
一
定
の
勞
働
力
を
培
養
す
る
も
の
と
し
て
社
#
的
に
決 

.定
さ
れ
る
こ
と
を
い
み
す
る
。
從
つ
て
、

こ
れ
が
社
#

ー
般
に
行
わ
れ
る
な 

ら
ば
、
も
は
や
價
値
法
則
の
作
用
す
る
餘
地
は
な
く
、.
從
つ
て
又
剩
餘
價
値 

が
利
潤
と
し
て
.企
業
家
に
歸
屬
.す
る
こ
と
も
あ
り
え
.な
く
な
ろ
う
。
'

四

社
脅
政
策
と
勞
働
の
人
間
的
構
造

戰
後
い
わ
ゆ
る
社
會
政
策
の
本
質
に
關
す
る
大
河
內
理
論
を
め
ぐ
っ
て
展
開 

さ
れ
た
論
#
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
改
め
て
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
と
思 

わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
資
本
主
義
社
會
に
は
そ
の
自
然
律
と
し
て
資
本 

蓄
積Q

一
 
般
法
則
卽
ち
窮
乏
化
法
則
が
存
在
す
る
か
ら
、
特
殊
商
品
と
し
て
の 

勞
働
力
は
價
値
と
し
て
の
規
定
を
受
け
る
と
同
時
に
對
抗
關
係
に
入
り
、
そ
の 

社
會
的
な
階
敗
圃
带
を
介
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
の
み
そ
の
價
値
を
實
現
し
う
る 

が
故
に
、
社
會
政
策
理
論
も
ま
た
商
品
た
る
勞
働
力
を
直
接
に
窮
乏
化
の
法
則 

と
拘
ら
し
め
て
.理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
こ 

の
論
乖
の
立
役
岩
のI

人
で
あ
る
岸
本
英
太
郞
敎
授
の「

甜
會
政
策
^
の
根
本 

麗

」

、及
び
平
田
富
太
郞
教
授
の「

社
會
政
策
論
硏
究」

等
に
ょ
っ
て
知
る
こ 

と
が
で
き
る
。
平
田
敎
授
は
大
河
內
理
論
を
社
會
政
策
の
純
粹
經
濟
理
論
と
呼 

び
こ
れ
に
對
す
る
風
早
八
十
ー
一、
近
藤
文
一
一
兩
氏
の
見
解
を
社
會
政
策
の
政
治 

經
濟
理
論
、
岸
本
氏
並
び
に
森
耕
ニ
郞
、
北
澤
新
次
郞
兩
氏
の
見
解
を
社
會
政 

策
の
社
會
經
濟
理
論
と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
特
に
風
早
、
岸
本
雨
氏 

の
見
解
は
、
こ
の
兩
渚
の
理
論
的
i

IS
を
最
も
明
_
に
#1
出
し
て
い
る
も
の
と 

し
て
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

風
早
氏
は
、
ま
ず
分
配
政
策
と
し
て
の
社
會
政
策
理
解
は
社
會
政
策
の
意
圖 

を
示
す
が
そ
の
內
容
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
生
產
政
策
と 

し
て
の
そ
れ
は
そ
の
內
容
を
指
示
す
る
と
は
い
え
、
い
ま
だ
本
質
規
定
と
し
て 

は
不
充
分
で
あ
る
と
す
る
。
卽
ち
資
本
の
運
動
過
程
は
®
^
的
生
產
工
程
と
流 

通
過
程
と
の
統
合
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
社
會
政
策
の
ネ
^
も
ま 

た
資
本
運
動
の
總
過
程
に
卽
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
潰 

値
形
成
の
過
程
と
し
て
の
直
接
的
生
產
工
程
に
お
い
て
は
剩
餘
傲
値
率
が 

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
價
値
實
現
の
過
程
と
し
て
の
流
通
過
程
に
お
け
る
！
^

率

二

三

(

九
ニ
七)
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と
そ
の
平
均
化
の
問
題
と
し
て
總
合
的
に
現
象
し
、
こ
れ
に
答
え
る
限
り
に
お 

け
る
勞
働
カ
保
護
が
社
#
政
策
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
か
く
て
社
會
政
策
の
本 

質
は
、「

個
別
的
な
.資
本
が
勞
働
力
を
犠
牲
に
し
て
罾
む
す
る
㈣
P
率
低
下
阻
止 

の
諸
手
段
を
、
利
潤
率
維
持
に
と
っ
て
合
目
的
的
な
限
度
に
抑
制
せ
ん
と
し
て 

•

の
保
金
を
行
ぅ
と
こ
ろ
の
總
資
本
の
方
策
施
設
で
あ
る」

と
規
定
さ
れ 

る
。
更

に「

社
會
政
策
は
|1
値
法
則
に
と
っ
て
合
0
的
的
な
政
策
を
遂
行
せ
し 

め
っ
っ
、
そ
の
こ
と
に
ょ
っ
て
贋
値
法
則
を
揚
棄
す
る
要
素
を
も
育
成
す
る
の 

で
あ
る」

。
換
言
す
れ
ば
社
會
政
策
と
は「

政
治
と
經
濟
と
を
結
ぶ
環
の
ひ
と 

っ」

.で
，あ
り
こ
こ
に
社
會
政
策
の
社

#
的
、
政
治
的
必
然
性
が
存
す
る
と
說 

か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
岸
本
敎
授
は
、
か
か
る
生
產
と
流
通
、
剩
餘
價
値
と
利
潤
、
 

經
濟
と
政
治
等
を
結
ぶ
環
の
具
體
的
構
造
、
殊
に
そ
の
構
造
に
資
本
主
義
的
特

.
 

質
を
與
え
る
本
質
的
過
程
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
こ
そ
、
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ 

れ
る
.。そ
し
て
資
本
主
義
社
會
が
、勞
働
者
と
資
本
家
が
剩
餘
價
値
生
產
の
た
め 

に
と
り
結
^

㈣
罾

的

jl
d
會
的
な
關
係
を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る 

以
上
、
社
會
政
策
の
本
質
も
ま
た
利
潤
率
維
持
と
の
關
聯
に
お
..い
て
で
は
な
く 

剩
餘
傲
値
と
の
關
聯
に
お
い
て
、
卽
ち
直
接
的
生
產
工
程
に
お
け
る
勞
資
の
對 

抗
關
係
に
お
い
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
點
大
河
內
敎
授 

が
社
會
政
策
の
本
質
を
資
本
制
坐
產
の
過
程
に
お
い
て
抽
象
的
に
把
掘
し
、
そ 

の
實
魂
の
過
程
に
お
け
る
具
體
的
條
件
と
し
て
階
級
闘
爭
を
理
解
さ
れ
た
の
は 

正
し
い
。
し
か
し
こ
の
ょ
ぅ
な
本
質
規
定
は
必
然
的
に
資
本
の
運
動
法
則
を
介 

し
て
一
般
的
窮
乏
化
を
促
進
さ
せ
、
こ
れ
に
對
す
る
勞
働
港
階
級
の
鬪
爭
を
經 

て
初
め
て
社
會
政
策
は123^

さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
敎
授
は
こ
れ
を
單
な
る
一. 

契
機
と
し
て
の
み
把
え
て
そ
の
不
可
缺
の
條
件
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
お
ら

ニ

四

(

九
二
八)

れ
る
。
こ
れ
は
ま
た
政
策
主
體
と
し
て
の
國
家
が
、
•資
本
制
生
產
ェ
程
を
維
持 

.し
、
且
つ
そ
の
生
產
力
を
總
體
的
に
向
上
さ
せ
よ
ぅ
と
す
る
總
資
本
の
理
性
的 

意
圖
と
し
て
、「

上
か
ら」

.の
勞
働
カ
培
養
を
試
み
る
と
い
ぅ
見
解
に
も
つ
ら 

な
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て「

大
河
內
敎
授
は
、
社
會
政
策
論
を
、
勞
働
力
の 

價
値
規
定
か
ら
出
發
さ
せ
な
が
ら
、
資
本
制
生
產
關
係
の
矛
盾
に
滿
ち
た
運
動 

法
則
を
看
過
し
ま
1^)

め
に
與
上
に
述
べ
た
如
き
生
產
カ
說
的
誤
謬
に
陷
っ
て
了 

わ
れ
た
の
で
あ
っ
た」

。
卽
ち
勞
働
力
の
保
全
培
養
は
、

社
會
政
策
の
內
容
で 

は
あ
る
が
本
質
で
は
な
い
。
勞
働
カ
の
保
全
を
通
じ
て
資
本
が
剩
餘
價
値
を
獲 

得
す
る
と
こ
ろ
に
社
會
政
策
の
本
質
が
あ
る
。
こ
の
資
本
の
剩
餘
價
値
獲
得
の 

人
狼
的
欲
望
を
か
か
る
抑
制
さ
れ
た
形
態
に
ま
で
到
ら
し
め
ぅ
る
も
の
は
喻
勞 

働
者
階
級
の
鬪
帶
の
み
で
あ
り
、
從
つ
て
そ
れ
は
社
會
政
策
を
實
現
さ
せ
る
た 

め
の
不
可
缺
の
條
件
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
本
質
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
-
 

よ
ぅ
な
條
件
の
下
に
滿
た
さ
れ
る
べ
き
內
容
に
は
、
勞
働
力
の
價
値
と
そ
の
限 

界
と
い
ぅ
範
圍
が
あ
り
、
こ
の
間
で
さ
き
の
本
質
が
貧
か
れ
る
と
い
ぅ
こ
と
に 

な
ろ
ぅ
。
し
か
し
そ
こ
に
お
い
て
も
社
會
政
策
の
本
質
は
、依
然
と
し
て
資
本
の 

勞
働
力
に
對
す
る
濫
奪
の
抑
制
、
緩
和
に
止
り
、
そ
の
勞
働
カ
保
全
が
勞
働
カ 

の
價
値
の
貫
徹
に
ま
で
到
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
も
の
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

平
田
敎
授
も
路
こ
の
よ
う
な
立
場
を
支
持
し
て
お
ら
れ
る
が
、
唯
、

「

資
本 

制
生
產
に
お
け
る
價
値
關
係
は
、
勞
働
過
程
と
赝
値
增
殖
過
程
.の
統
一
と
し
て 

の
資
本
制
生
產
關
係
で
あ
り
、
搾
取
的
な
階
級
鬪
爭
關
係
で
あ
る
と
の
意
味
に 

お
け
る
本
質
的
な
階
級
闘
爭
と
、
社
#
政
策
を
現
！
^

せ
し
め
る
具
體
的
な
契 

機
と
し
て
の
階
級
鬪
爭
と
は
、

そ
の
次
元
に
お
い
て
異
る
も
-„の」

と
さ
れ
、
前 

者
の
意
味
に
お
け
る
勞
資
對
立
關
係=

階
級
關
係
は
社
會
政
策
の
本
質
的
要
因 

と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
國
家
の
本
質
は「

權

濟
的
權
力
の
把
持
諸
に
奉
仕
す
る
强
制
的
權
威」

で
あ
る
以
上
、
か
か
る
權
カ 

の
把
持
に
と
っ
て
必
要
な
限
り
一
連
の
讓
步
を
な
す
と
同
時
に
、
か
か
る
把
持 

そ
の
も
の
が
危
殆
に
激
す
る
場
合
に
は
權
威
に
ょ
る
驶
壓
が
前
^
に
お
し
技
さ 

れ
、
從
っ
て
社
會
政
策
のT

想
わ
れ
ざ
る
效
果」

は
決
し
て
そ
の
ま
ま
貫
徹
さ 

れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、

資
本
制
國
家
そ
の
も
の
の
揚
棄
は
、

唯

「

組
織
的 

社
會
運
動
乃
茧
革
命
的
政
治
運
動
に
ょ
っ
て
の
み
な
さ
れ
う
る
も
の」

と
さ
れ 

る
。

H
に
と
の
國
家
の
讓
步
は
決
し
て
盲
目
的
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
 

「

そ
れ
は『

經
濟
的』

合
理
主
義
に
依
據
し
て
の『

讓
步』

で
あ
り
、
資
本
に 

と
づ
て
の
い
わ
ば『

合
目
的
的
改
良』

た
る
と
こ
ろ
に
特
徵
が
存
す
る
も
；の
と 

見
ら
る」

ベ
く
、
.い
わ
ば
資
本
の
魂
の「

非
合
理
的
合
理
性」

と
も
い
う
べ
き 

も
の
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
教
授
の
社
會
政
策
の
定
義
は
、「

勞
働
渚
階
級
の
勞

.
 

働
カ
の
價
値
貢
徹
抗
爭
に
對
す
る
資
本
家
階
級
の
合
目
的
的
な『

讓
步』

と
し 

て
制
度
f
さ
れ
る
と
こ
ろ
.の
國
家
に
ょ
る
勞
働
カ
の
^
値
の
部
分
的
な
補
償
措 

置
の
®

」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
社
會
政
策
の
本
質
を
、
直
接
的 

生
產
工
程
に
お
け
る
勞
働
力
の
價
値
對
剩
餘
價
値
の
對
抗
關
係
に
求
め
る
見
解 

も
、
も
し
價
値
形
成
と
價
値
實
現
の
公
式
を
そ
の
ま
ま
勞
働
力
の
價
値
規
定
に' 

適
用
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
勞
働
カ
自
體
の
價
値
の
窮
極
的
な
形
成
は
旣 

に
述
べ
た
ご
と
く
^
本
制
生
產
の
外
に
疎
外
さ
れ
た
^
働
者
の
家
庭
生
活
に
お 

い
て
遂
行
さ
れ
、
生
產H

程
は
：そ
.れ
が
い
わ
ゆ
る
償
値
の
二
重
規
定
を
受
け
る 

と
同
時
に
i

さ
れ
、
他
の
商
品
價
値
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。
從
っ
.て 

こ
れ
は
む
し
ろ
資
本
主
義
社
會
そ
の
も
の
の
本
質
が
生
產
工
程
に
あ
り
、
社
會 

政
策
も
ま
た
資
本
主
義
社
會
の
一
環
と
し
て
そ
こ
に
內
在
的
契
機
を
衆
め
ね
ば 

な
ら
ぬ
と
す
る
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
.一
般
的
本
質
が
特
殊
の
一
現 

象
を
規
定
す
る
具
體
的
な
諸
契
機
も
ま
た
そ
の
本
質
規
に
當
つ
て
考
慮
さ
れ
て

社
會
政
策
と
勞
働
の
人
間
的
構
造

ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
と

り
も
直
さ
ず
資
本
制
經
濟
社
會
の
總
過
程
を
_

と 

せ
ざ
る
を
克
ぬ
結
果
に
導
く
で
あ
ろ
ぅ
。
更
に
そ
こ
に
お
い
て
®

の
焦
點
と 

な
る
政
策
、
體
と
し
て
の
近
代
國
家
の
も
つI

I
#

民
生
生
義
的
形
態
が
、
さ
き 

に
指
摘
さ
れ
た
資
本
の「

經
濟
的」

合
理
主
義
と
の
關
聯
に
お
い
て
、
階
級
國 

家
の
本
質
に
い
か
な
る
歷
史
的
特
性
を
附
與
す
る
も
の
で
あ
る
か
が
顧
み
ら
れ 

な
け
れ
ば
な
る
3
,
。
こ
れ
は
大
河
內
敎
授
の
總
資
本
概
念
に
つ
い
て
も
、
眾 

な
る
ァ」

プ
リ
オ
リ
な
理
念
と
し
て
で
は
な
く
、
か
か
る
國
家
竟
思
決
定
の
近 

.代
的
形
態
と
の
關
聯
に
お
い
て
檢
討
の
加
え
ら
れ
る
べ
き
餘
地
を
示
す
も
の
で 

あ
る
。

卽
ち
さ
き
に
社
會
政
策
の
本
質
規
定
に
お
い
て
除
外
さ
れ
た
階
級
鬪 

爭
、
あ
る
い
.は
更
に
組
織
的
な
社
會
運
動
乃
至
革
命
的
な
政
治
運
動
が
、
か
か 

る
政
治
形
態
を
通
じ
て
ほ
か
な
ら
ぬ
國
家
の
政
策
意
思
に
、
個
別
資
本
の
武
思 

の
單
な
る
總
和
を
超
え
た
あ
る
種
.の
合
理
性
を
附
與
す
る
可
能
性
を
見
逃
が
し 

て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
ま
た
社
會
政
策
の
玴
論
を
も
つ
て
、
ひ
ろ
く
資
本
、王
義 

社
會
の
歷
史
的
發
展
の
總
過
程
と
、
そ
の
各
國
に
お
け
る
不
均
等
な
特
性
と
を 

解
明
す
ベ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
最
近
の
動
向
と
も
相
通
ず
る
も
の
で
は
あ
る 

ま
い
か
。
例
え
ば
矢
鳥
悅
太
郞
教
授
は
、
勞
働
力
の
保
全
培
養
は
生
菝
カ
の
增 

犬
に
卽
應
し
て
發
展
す
る
全
て
の
人
間
社
會
に
.共
通
す
る
本
性
で
あ
り
、
そ
れ 

が
資
本
主
農
社
會
に
お
け
る
内
在
法
則
と

.し
て
資
本
蓄
積
の
—
般
法
則
に
從 

い
、

爭
を
通
じ
て
辨
證
法
的
に—

彈
懕
法
令
や
保
護
立
法
に
ょ
つ
て 

——

實
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
社
會
政
策
の
本
質
が
あ
々
、
そ
れ
は
前
者
を
某
底 

と
す
る
資
本
主
»
社
會
の
運
動
法
則
必
全
形
態
的
現
れ
と
し
て
把
掘
さ
れ
ね
ば 

な
ら
ず
、
..'
そ
の
上
で
か
か
る
も
の
の
'、一
分
野
と
し
て
の
國
家
の
勞
働
渚
政
策
と 

し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
綜
括
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
ら
ば
資
本
主
義 

社
會
に
お
け
る
國
民
總
生
產
物
の
分
配
と
所
有
の
過
程
を
支
配
す
る
國
家
の
役

ニ

五

.

(

九
.ニ
九)



三
田
學
會
雜
誌
第
四
十
八
卷
第
十

-:
琥 

.

割
と
、
が
か
る
所
有
を
基
礎
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
商
品
生
產
の
過
程
.
を
結 

ぶ
、
市
場
交
換
の
過
程
も
ま
た
當
然
重
要
な
硏
究
課
題
と
し
て
と
ゥ
あ
げ
ら
れ 

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
一
方
に
お
い
て
現
實
の
#
働
市
場
に
關
す
る
需 

給
雨
面
の
實
態
を
あ
き
ち
か

.に
す
る
.調
.
^
活
動
を
活
撥
な
ら
し
め
る
と
と
も 

に
、
.他
方
そ
の
璉
論
的
解
明
の
た
め
の
勞
働
布
場
論
あ
る
.い
は
そ
の
ょ
ぅ
な
意 

味
に
お
け
る
勞
働
經
濟
論
へ
■の
關
心
を
も
た
か
め
る
.こ
と
と
な
る
。
'
 
か
か
る
理 

論
的
關
心
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
.最
近
^
^
と
な
り
つ
つ
あ
る
い
わ
.ゆ
る「

貴
勞 

働
の
理
論」

に
つ
い
て
、
以
下
若
干
の
私
見
を
述
べ
る
こ
と
に
ょ
り
、
こ
の
稿 

を
終
る
こ
と
と
し
^

註(

一
、
ニ)

風
早
八
十
ニ「

勞
働
の
理
論
と
政
策」

昭
ー
.三

•
九
〇
、

一
一 

九
頁
。

(

三)

岸
本
英
太
郎「

社
會
政
策
論
の
根
本
間
題」

昭
ニ
五

.
ニ
-
一
 
八
頁
。
 

，

(

四
、
五)

平
田
富
太
郎「

社
會
政
策
論
，研
究」
昭
ニ
八

.
•四
五
五
、
四
九 

八
頁
。
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大
河
內
理
論
の
近
代
國
家
を
三
權
分
立
の
議
會
民
主
主
義
と
解
す
る 

こ
と
に
つ
ぃ
て
は
大
陽
寺
順一

氏

「

社
會
政
策
の
主
體
と
總
資
本
の
.立
場」

(

一
橋
論
f
一一四
卷
一
號)

四
六
丨
四
七
頁
參
照
ハ
後
記〕

。
.

(

七)
E. 

Y
a
j
i
m
a
;

 

T
h
e

 

N
a
t
u
r
e

 of

..
 Social 

.policy. 

(Japan 

science 

Review,

 

E
c
o
n
o
m
i
c

 

.sciences, 

N
o
.

 .2,

l<o
5
5
.

)
亡
.

00

9
.

五

,
.■.
 

•

社
會
政
策
の
經
濟
的
限
界
の
問
題
は
、
市
場
經
濟
の
理
論
に
お
い
て
は
®
# 

生
產
力
に
基
く
生
產
諸
要
漯
の
配
分
の
®1

で
あ
り
、
こ
れ
攸
，ま
た
賃
勞
働
の

ニ

六

.
(

九
三
〇)

價
格
に
關
す
る
公
正
賃
金
の
、
厚
生
經
濟
學
的
見
解
を
生
み
だ
す
も
の
で
も
あ 

る
こ
と
は
旣
に
述
べ
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
J

.
M
.
ケ
ィ
ン
ズ
の
ピ
グ
ゥ
批 

判
が
あ
り
、
賃
金
と
雇
用
に
關
す
る
更
に
一
般
的
な
理
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と 

と
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
す
ベ
て
賃
金
の
需
要 

側
、
卽
ち
資
本
の
®
#
效
率
と
利
チ
^
、
あ
る
い
は
i

性
向
等
の
側
か
ら
の 

分
析
で
あ
り
、
そ
の
供
給
侧
の
諸
i

は
、
し
ば
ら
く
近
代
經
濟
學
の
課
題
か 

ら
は
遠
ざ
け
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
_對
し
て
、
貴
勞
働
の
供
給 

市
場
の
制
度
的
な
特
性
を
重
視
し
、
.そ
の
歴
史
的
、
社
會
的
相
違
を
あ
き
ら
か 

に
す
る
實
證
的
硏
究
を
基
と
し
て
理
論
を
建
設
す
ベ
き
こ
と
を

主
張
す
る
の 

が
、
.ア
メ
リ
ヵ
を
中
心
と
し
て
興
っ
た
勞
働
經
濟
學
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
隅
谷 

三
喜
男
教
授
は
本
年
初
頭
の
經
濟
學
論
集
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
^

濟 

學
の
成
果
を
顧
み
っ
っ
、
資
本
制
社
會
に
お
け
る
賃
j
働
の
理
論
を
構
成
し
よ 

う
と
す
る
、
.注
目
す
べ
き
試
み
を
提
起
し
て
お
ら
れ
る
。

敎
授
は
ま
ず
ブ
レ
ン
タ
ノ
に
從
っ
て
、
賃
勞
働
の
再
生
產
エ
程
の
特
質
を
分 

折
し
、
そ
れ
が
マー

•シ
ァ
ル
を
通
じ
て
近
^
罾
胄
罾
に
影
響
す
る
と
と
も
に
、

,歷
史
學
派
を
介
し
て
ア
メ
リ
ヵ
制
度
學
派
に
繼
承
さ
れ
、
勞
働
經
濟
學
の
一
構 

成
要
素
と
な
つ
た
經
過
を
概
說
さ
れ
る
。
プ
レ
ン
タ
ノ
に
よ
れ
ば
、
勞
働
と
は 

「

勞
働
力
の
用
役」

で
あ
り
、
努
働
カ
么
は
人
間
そ
れ
自
身
に
ほ
か
な
ら
ぬ
が 

故
に
、
勞
働
は
勞
働
者
そ
の
も
の
.の
用
役
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
從
っ
て
勞
働
力 

.と
い
う
^
品
の
販
賣
罾
は
、
購
賈
者
が
そ
の
商
品
を
i

す
る
過
程
に
ま
で
も 

重
大
な
關
心
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
と
と
も
に
、
そ
の
瞭
賈
港
も
ま
た
そ
の
現 

實
の
1

過
程
に
お
.い
て
勞
働
潘
の
示
す
意
欲
に
深
い
注
目
を
そ
そ
が
ざ
る
を 

ぇ
な

.、''
0更
に
勞
働
者
は
自
已
の
赞
働
カ
以
外
に
寶
る
べ
き
何
物
を
も
も
た
ず
、
 

そ
の
上
こ
の
商
品
は
刻
々
に
生
篚
さ
れ
て
蓄
積
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
故
に
、
そ

の
供
給
は
價
格
の
變
動
に
つ
れ
て
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
勞
働 

力
と
い
う
商
品
が
賢
本
制
生
產
の
工
程
に
よ
っ
て*

再
生
產
さ
れ
<る
も
の
で
な 

く
、
か
か
る
商
品
の
需
要
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
勞
働 

渚
各
人
の
社
會
的
文
化
的
生
活
に
よ
っ
て
再
生
產
さ
れ
る
こ
と
に
由
來
す
る
。
 

か
か
る
^

■
力
稗
生
塵
の
工
程
は
、
資
本
の
®

的
支
配
の
外
に
お
け
る
勞
働 

者
の
意
思
と
責
任
と
に
委
ね
ら
れ
、
そ
れ
が
勞
働
市
場
に
供
給
さ
れ
た
と
き 

に
、
初
め
て
そ
の
需
耍
條
件
を
決
定
す
る
資
本
の
一
般
法
則
と
對
決
す
る
こ
と 

，と
な
る
。
勞
働
市
場
は
か
か
る
i

力
需
要
の
法
則
が
窮
極
的
に
は
支
配
す
る 

も
の
と
し
て
は
ま
さ
に
資
本
制
的
な
範
疇
に
屬
す
る
が
、
他
面
そ
の
供
給
に
お 

け
る
特
殊
な

m̂

に
お
い
て
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
商
品
市
場
と
異
る
範
疇
を
な
す 

.

も
の
で
も
あ
Iる
。
勞
働
市
場
は
こ
の
相
舞
立
す
る
ふ
た
つ
の
關
係
を
內
に
含
ん 

だ
統
一
體
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、

「

一
 

般
法
則
の
貫
徹
が
勞
働
カ
商
品
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
變
容
さ
れ 

る
か
と
い
う
點
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
古
典
學
派
以
來
の
.經
濟
學
は
、；
こ 

の
點
の
認
識
に
お
い
て
缺
け
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
が
、
こ
の
點
を
强
調
す
る
勞 

働
經
濟
學
は
勞
働
力
の
商
品
一
般
と
し
て
の
認
識
に
缺
け
、
何
れ
も
市
場
の一 

面
を
把
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
.な
い」

。

.
さ
て
、
市
場
に
お
い
て
取
引
さ
れ
た
勞
働
力
は
、
や
が
て
資
本
の
手
中
に
あ 

る
生
產
耍
素
の
ひ
と
っ
と
し
て
、
他
の
生
產
諸
手
段
と
結
合
し
て
生
產
過
避
に 

入
り
こ
む
。
そ
れ
が
ま
た
勞
働
渚
に
と
つ
て
は
そ
の
勞
働
過
程
で
も
あ
る
こ
と 

は
既
に
述
べ
た
。
そ
こ
に
お
け
る
勞
働
諸
條
件
は
市
場
に
お
い
て
旣
に
契
約
さ 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
現
實
的
な
適
用
は
勞
働
過
程
に
.お
い
て
具
體
的 

に
決
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
賃
金
は
契
約
と
し
て
は
勞
働
渚
の
生
ぼ
罾
料
の
前
拂 

い
で
あ
る
が
、
具
體
的
に
は
そ
の
勞
働
の
能
率
に
よ
づ
て
事
後
的
に
支
拂
わ
れ

社
會
政
策
と
勞
働
の
人
問
的
構
造
ン

る
と
い
う
意
味
で
の
後
拂
い
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
勞
働
素
は
旣
に
_
已 

の
勞
働
カ
の
所
有
權
を
手
ば
な
し
た
も
の
と
し
て
資
本
の
指
定
す
る
勞
働
紙
織
.
 

に
服
從
さ
せ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
.の
結
果
自
己
の
勞
働
カ
再
生
產
に
永
續
的 

な
損
耗
を
こ
う
む
る
場
合
に
は
、
，こ
れ
に
對
し
て「

時
間
ぎ
め」

の
販
賣
者
と
し 

て
の
描
^
を
主
張
.せ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
く
て
所
得
さ
れ
■た
賃
金
に
よ
っ
て
、
 

勞
働
者
は
自
己
の
生
活
に
必
要
な
商
品
を
市
場
で
購
入
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼 

の
i

生
活
を
實
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
資
本
に
と
っ
て
の
價
値
實
現 

の
過
程
で
あ
る
と
と
も
に
、
商
品=

勞
働
カ
に
と
つ
て
の
價
値
形
成
の
過
程
で 

も
あ
る
。

r

勞
働
者
の
i

生
活
は
家
族
關
係
を
中
心
と
し
た
社
會
的
な
生
活 

過
程
で
あ
る」

。
し
か
も「

こ
の
勞
働
者
の
生
活=

勞
働
カ
の
铒
生
產
は
、
同 

時
に
資
本
の
再
生
產
に
必
要
か
く
べ
か
ら
ざ
る
勞
働
力
の
西
生
產
の
過
程
で
も 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
資
本
と
直
接
關
連
の
な
い
所
で
行
わ
れ
る
と
は
い 

え
、
依
然
と
し
て
資
本
の
再
生
產
の
條
件
を
生
產
し
て
い
る
こ
と
に
，は
變
り
は 

な
い
。
こ
の
限
り
で
は『

牛
馬
が
喰
う
も
の
は
彼
等
自
身
が
享
樂
す
る
の
だ
と 

.は
い
え
彼
等
の
M
費
が
依
然
と
し
て
生
罾
砠
程
の
必
然
的
契
機
た
る
に
變
り
が 

な
い
の
と
同
じ
で
あ
る』

と
す
る
、

マ
ル
ク
ス
の
見
解
が
妥
當
す
る
。
そ
れ
ゆ 

え
、
個
人
的
に
み
れ
ば
自
由
な
i

生
活
も
、
社
會
的
に
み
れ
ば
資
本
の
再
生 

產
過
程
の
一
環
と
し
て
の
役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
よ
っ
で
の
み
、
そ
の
存
續
を

、 

< 
註

認
■め
ら
れ
る
の
で
あ
る」

。
.
.

さ
て
以
上
の
隅
谷
敎
授
の
理
論
の
う
ち
に
は
、
.ふ
た
っ
の
重
要
な
—

點
が 

か
く
さ
れ
て
.い
る
。
そ
の
ひ
と
っ
は
勞
働
力
*再
生
產
が
勞
働
漭
の
•家
族
關
係
を 

中
心
と
す
る「

社
會
的」

.過
，程
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
り
、
他
は
近
代
經
濟 

學
的
な
賃
金
理
論
を
簡
單
に
勞
働
办
需
要
の
理
論
と
し
て
扱
っ
て
お
ら
れ
る
こ
.
 

と
で
あ
る
。「

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
賃
金
理
論
は
大
別
し
て
、
勞

ニ

七

.(

九
三一

)
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働
力
の
供
給=

苒
生
產
の
條
件
を
も
つ
て
蓝
底
と
す
る
も
の
と
、
勞
働
力
の
需 

耍

"
限
界
生
產
力
を
も
っ
て
甚
底
と
す
る
.も
の
と
に
一
ー
大
別
せ
ら
九
る
。
前
者 

は
劈
働
力
の
賃
金
理
論
で
あ
り
、
後
者
は
資
本
の
賃
金
理
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ 

で
資
本
制
社
會
に
お
い
て
支
配
す
る
も
の
は
資
本
の
論
理
で
あ
っ
て
勞
働
力
の 

理
論
で
ば
な
い
。
勞
働
力
は
資
本
と
の
關
速
に
お
い
て
の
み
自
己
を
再
生
產
し 

う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
限
界
理
論
は
そ
の
妥
當
性
を
主
張
し
う
る
の
で 

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
勞
働
力
の
再
生
產
過
程
は
完
全
に
資
本
の
支
配
下
に 

あ
る
の
.で
は
な
い
。
そ
れ
は
勞
働
者
の
個
人
的
、
社
會
的
生
活
と
し
て
、
勞
働 

者
の
一
應
の
自
主
性
が
雜
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
あ
る
が
ゆ
え 

に
、
勞
働
素
は
自
由
な
賣
手
と
し
て
市
場
に
現
れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
消
費 

坐
活
は
勞
働
力
の
再
生
產
の
過
程
で
あ
る
と
と
も
忆
' 
勞
働
者
の
歴
史
的
に
規 

定
せ
ら
れ
た
私
生
活
で
も
あ
る
。
勞
働
カ
の
苒
生
產
の
總
過
程
が
か
か
る
歴
史 

的
生
活
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
資
本
が
か
か
る
勞
働
力
を
需
要
す
る
限
り
、
資 

本
は
こ
の
總
過
程
を
恣
意
的
に
支
配
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
く
て
直
接
的 

な
資
本
の
洱
生
產
過
程——

そ
の
中
に
は
勞
働
カ
の
販
賣
と
そ
の
®

と
資
本 

の
坐
產
物
の
_
買

も

含

ま

れ

る

^

—

の

外

側

から
、

i

の
铒
生
產
過
程
に
媒 

人
;!
さ
れ
な
が
ら
、
i

力
は
自
己
の
'#
生
產
の
貫
徹
を
主
張
す
る
の
で
あ
る」

。
 

し
か
し
も
し
も
資
本
主
義「

社
會」

の
總
過
程
を
、
資
本
家
的
生
產
の
上
部
構 

造
と
解
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
坐
產
過
程
を
そ
の
基
礎
に
お
い
て
支
え
っ
っ
も 

そ
の
外
に
疏
外
さ
れ
て
い
る
勞
傲
カ
稗
生
產
の
勞
働
者
生
活
の
過
程
を
：
唯
單 

に
勞
働
渚
の「

社
會
的」

.生
活
と
規
定
す
る
の
み
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
一
種
の

CIE
七) 

•

循
環
論
法
で
あ
る
。
ま
た
賃
金
に
關
す
る
勞
働
の
限
界
生
產
カ
說
を
、
難
に
勞 

働
か
の
需
耍
の
理
論
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
未
だ
近
代
理
論
の
歴
史
的 

.役
割
を
述
べ
る
に
止
つ
.て
そ
の
內
容
を
批
判
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
.0
限
界
生

二

八

(

九
三
ニ)

產
カ
理
論
は
、
內
容
的
に
は
ど
こ
ま
で
も「

勞
働」

の
限
界
生
產
カ
適
論
で
あ 

っ
て
、「

勞
働
カ」

の
虫
產
性
の
理
論
で
は
な
い
。
勞
働
市
場
に
お
い
て
、
供
給 

侧
は
勞
働
力
の
再
生
產
を
主
張
し
、
需
要
侧
は
勞
働
の
限
界
生
産
力
を
主
張
す 

る
の
が
、
卽
ち
直
■接
的
生
產
工
程
に
お
け
る
賃
金
後
拂
い
の
事
實
を
基
礎
と
す 

:

る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
に
勞
働
經
濟
論
の
第
一
の
^
M
i!
i
が
あ
る
の 

で
あ
る
。
更
に
か
か
る
勞
働
力
の
供
給
が
、
市
場
交
換
の
過
程
に
お
い
て
は
勞 

働
蓮
動
を
介
す
る
社
會
的
過
程
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
洱
生
產
の
過
程
に 

お
い
て
は
各
々
の
勞
働
者
家
庭
に
お
け
る
自
然
的
な
生
活
構
造
を
媒
介
と
す
る 

も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
第
二
の
問
題
點
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
0. 

生
產
工
程
に
お
け
る
賃
金
後
拂
い
が
、生
^

翳̂
の
長
期
化
と
市

場

の

硬

直

^

、 

更
に
は
勞
働
運
動
の
壓
カ
等
に
ょ
っ
て
困
難
と
な
る
に
っ
れ
て
、
勞
働
生
產
カ 

の
豫
測
の
た
め
の
指
標
と
し
て
初
め
て
勞
働
力
の
質
の
概
念
が
と
り
あ
げ
ら 

れ
、
こ
れ
は
ま
た
そ
の
質
を
規
定
す
る
勞
働
者
生
活
の
！̂

を
も
間
題
と
せ
ざ 

る
を
え
な
く
さ
せ
る
。
藤
林
敎
授
の
勞
働

(D
:
人

間

的

禪

造

は

ま

さ

.
に

か

か

る

も 

の
と
し
て
の「

賃
勞
働
の
理
論」

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
構
造 

概
念
は
も
は
や
價
値
莉
敷
的
、
人
間
學
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な 

い
。
こ
こ
に
、
そ
れ
自
ら
は
自
然
的
な
人
間
對
自
然
の
質
料
轉
換
の
勞
働
カ
理 

論
が
、
勞
働
市
場
を
め
ぐ
っ
て
資
本
制
經
濟
の
社
會
法
則
と
對
決
す
る
と
こ
ろ 

に
、

勞
働
經
濟
論
の
課
題
を
.み
い
だ
そ
ぅ
と
す
る
立
場
が
ぅ
ま
れ
る
の
で
あ 

る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
、
勞
働
經
濟
論
の
立
場
ょ
り
す
る
近
代
經
濟
學
に
對 

す
る
ひ
と
つ
の
內
在
的
批
判
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
た 

い
。
 

(

一
九
五
五
年
八
月
十
九
日)

註(

一
.

)
こ
れ
に
關
す
る
詳
細
な
分
析
は
、
田
添
京
ニ
助
敎
授
の
¥.
,生
科
學
硏 

■究
報
吿
中
に
展
開
さ
れ
て
い
る(

未
發
表)

。
(

ニ)

隅
谷
三
喜
與r

賃
勞
働
の
理
論
に
つ
い
て——

勞
働
經
濟
學
の
榄 

想——
」
(

經
濟
學
論
集
第
二
三
卷
第
ー
號)

ニ
ニ
丨
六
九
頁
。

(

三)

■
こ

の

點
に
關
し

て

隅
谷
敎
授
は
、

賃
金
決
定
の
下
限
を
肉
體
維
持
、
 

上
限
を
社
會
的
、
文
化
的
必
要
に
お
く
見
解
に
つ
い
て「

文
化
的
、
歷
史
的 

內
容
は
必
ず
し
も
商
品
た
る
勞
働
力
の
'再
生
產
と
關
係
が
な
い」

と
解
し
て 

お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
問
題
で
あ
る
。

(

四
、
五
、
六)

.
隅

谷「

前
掲
論
文」

四
七
、
六
一
、
五
五
頁
。

(

七)

隅
谷
敎
授
は
そ
の
後
、
耐
#
政
策
學
舍
第
十
ー
囘
大
會
に
お
い
て
同 

趣
旨
の
報
告
を
さ
れ
た
が
、
こ
の
際
に
は
明
確
に
、
こ
の「

社
會
的」

生
活 

中
に
は
、
.勞
働
者
の
政
治
的
活
動
を
合
ま
な
い
こ
.と
を
述
べ
ら
れ
た
。

こ
こ 

に
お
い
て
い
よ
い
よ
か
か
る
賃
勞
働
の
理
論
は
、
純
然
た
る
自
然
科
學
の
領 

域
に
屬
す
る
も
の
と
規
楚
し
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。

社
會
政
策
と
勞
働
の
人
間
的
構
造

ニ

九

(

九
三
三)


