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門
書
に
す
る
ど
い
う
目
的
は
充
分
は
た
さ
れ
た
と
い
づ
て
'よ

か

ろ

う

。
パ
必
要
'な 

範
囲
で
、
微
分
方
程
式
、
定
差
方
程
式
の
解
法
ま
で
の
.
っ

て

い

る

の

に

'は

恐

れ 

い
っ
た
。
著
者
が
最
讯
に
考
え
た
よ
う
に
.、
：
こ

の
後
に
同
じ
位
の
分
量
の
中
期 

経
済
計
画
そ
の
他
の
実
例
の
解
説
が
来
た
な
ら
ば
、
さ
ぞ
面
白
い
も
の
に
な
.
っ
1 

た
ろ
う
と
残
念
で
あ
る
。
さ
て
一
方
限
ら
れ
た
紙
数
に
か
な
り
つ
め
：こ
ん
.

♦た
た 

め
に
説
明
が
や
や
不
親
切
•

不
充
分
と
み
ら
れ
る
部
分
が
な
い
で
も
な
い
。
ま 

た
つ
ま
ら
な
い
ミ
ス
プ
リ
シ
ト
、
た
と
え
ば
式
の
中
に
あ
る
変
数
が
落
ち
て
い 

た
り
、
参
照
式
番
が
違
っ
て
い
た
り
、
と
い
う
の
も
、
初
：心
者
を
読
者
に
想
定 

し
て
い
る
場
合
は
と
く
に
、

気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
お
も
う
。

と
も
あ
れ
こ
れ
だ
け
の
入
門
書
を
著
し
た
宮
;|
|

氏

の

広

い

学

識

に

敬

意

.を

表 

す
る
。
こ
の
書
物
は
ま
た
、
経
済
学
徒
の
中
で
も
こ
れ
か
ら「

計
量

1

と
は
.

な
に 

か
を
知
ろ
う
と
望
む
人
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
多
少
の
知
識
の
あ
る
人
で
も
、
 

そ
れ
を
ま
と
め
'

て
見
よ
う
と
思
う
人
に
は
、
有
用
な
も
の
で
.あ
る
と
信
ず
る
。
.

■

(

日
本
経
済
新
聞
社
•

昭
和
四
十1

年
ニ
月
刊
.
新
書
判
ゝ
二
三
七
頁

.

.

二
八
◦

円)

.
、

.

IS
F
F-紹介

マ
リ
ア
ン
ネ

•

ゥ
ェ

I

バ
I

著

大

久

保

和

郎

訳

『

マ
ツ
ク
ス
•
ウ
エ

丨

、
、ハ
I

n

』

こ
れ
は
、
さ
き
に
紹
介
し
た
も
の
ズ
第
五
七
卷
第 

一
〇
号)

の
邦
訳
第
一
一
部
で
あ
る
。

.原
著
の
後
半
部
、
 

第
十
一
章
か
ら
十
九
^
|早
お
ょ
び
終
章
ま
で
を
含
む
。
 

つ
ぎ
の
よ
ぅ
な
内
容
か
ら
成
っ
て
い
る
。

第

十

一

章
.拡

張

、
第
十
一
一
章
.
社
会
的

行
動
と 

關
争
、
第
十
三
章
美
し
い
生
活
、
第
十
四
章
. 

旅
の
印
象
、
第
十
五
章
母
、
第
十
六
章
奉
仕
、
. 

第
十
七
章
革
命
前
の
時
代
の
政
治
家
、
第
十
八 

萆
ィ
ン
テ
ル
メ
ッ
.ッ
ォ
、
第
十
九
章
革
命
後 

の
時
代
の
政
治
家
、
終
章
。

は
げ
し
い
神
経
性
の
病
気
の
た
め
、
大
学
の
教
職 

を
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ゥH

丨
パ
ー
4

、
 

恢
復
後
、
ア
メ
リ
力
を
旅
行
し
て
帰
国
し
た
が
、
そ
の 

後
、友
人
ブ
レ
ン
タ

ー

ノ

や
先
蕺
の
シ
ユ
.モ
ラ

ー

の
、
 

大
学
教
授
と
し
て
の
復
歟
の
懇
切
な
助
言
に
も
か
か 

わ
ら
ず
、
し
ば
■ら
く
は
到
底
そ
の
気
に
な
れ
ず
、

一

新

刊

.
紹

介

九
〇
六
年
、
母
親
と
妻
マ
リ
.ア
ン
ネ
を
伴
づ
.て
.イ
タ
. 

リ
ア
へ
旅
行
を
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
美
わ
し 

い
風
光
に
接
し
て
、
心
も
和
ら
ぎ
、
新
し
い
闘
い
へ 

の
準
備
を
と
と
の
え
た
の
で
あ
る
。

一
九
〇
八
年
の 

夏
頃
に
な
る
と
彼
は
す
っ
か
り
健
康
を
恢
復
し
、
研 

究
へ
の
意
欲
を
燃
や
す
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ 

の
頃
か
ら
、
.ド
イ
ツ
帝
国

=

ホ
ー
エ
ン
ツ
オ
レ
ル
ン 

体
制
は
'

内
外
の
危
機
に
直
面
す
る
と
と
も
に
、
'ゥ 

キ
ー
バ
ー
自
身
も
.ド
イ
ツ
民
族
の
将
来
べ
の
不
殳
や 

憂
慮
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
契
機
と
し
て
次
第
に 

.

深
ま
っ
て
い
っ
た
。

.
す
な
わ
ち
、
バ
ル
カ
シ
を
め
ぐ 

る
ロ
シ
ア
と
の
衝
突
、
国
民
自
由
党
と
社
会
民
主
党
：
 

と
の
対
立
が
酿
し
出
す
政
情
不
安
、
し
か
も
そ
れ
に 

加
え
る
に
ド
イ
ツ
皇
帝
ゥ
ィ
ル
へ
.
ル
ム
，一
一
世
の
議
会 

の
権
限
を
無
視
し
た
発
言
や
行
動
、
こ
れ
ら
は
ゥ
エ 

丨
バ
ー
の
愛
国
心
を
ゆ
さ
ぶ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
第 

T
"

ニ
章
は
こ
ぅ
し
た
彼
の
不
安
と
動
揺
と
そ
し
て
憂 

愁
、
学
者
と
し
.て
ょ
.り
は
政
治
家
と
し
て
の
自
分
を
. 

意
識
し
つ
つ
も
、
こ
れ
を
抑
制
し
た
時
期
と
し
て
描 

.
い
て
い
る
。
国
民
自
由
党
の
指
蓴
者
ナ
ゥ
マ
ン
と
接 

近
し
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。

1

九
1

0
年
か
ら
一
四
年
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃 

発
ま
で
の
時
期
は
、
故
郷
で
の
平
穏
無
事
の
生
活
で
. 

あ

り

再
度
フ
ラ
'

ン_
ス
を
中
心
と
す
る
南
，ョ.
丨
.ロ
ッ

パ
へ
の
旅
行
に
象
徴
さ
.れ
る
ょ
う
な
満
ち
足
り
た
美 

.

し
い
生
活
で
あ
り
、
い
わ
ば
、「

嵐
の
前
の
静
け
さ」

.

と
も
い
う
べ
き
時
期
で
あ
っ
た
。

こ
の
第
二
部
の
圧
巻
と
も
い
う
べ
き
部
分
は
、

一
 

九」

四
年
、
第
一
.
次
世
^
^
大
戦
勃
発
以
後
に
お
け
る 

彼
の
.
め
ざ
ま
し
い
活
動
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
戦 

が
お
こ
る
や
、
彼
は
it
'

ち
に
、
祖
国
へ
の
義
務
、
全 

体
へ
の
.没
入
、
自
己
拋
棄
の
時
と
し
て
志
願
し
、
予 

備
陸
軍
病
院
委
員
会
に
お
け
る
監
察
将
校
の
職
に
補 

さ

.^

て
、
精
力
的
な
活
動
が
は
じ
ま
る
。
第
十
七
章 

は
、
ゥ
エ
ー
バ
ー
の
愛
国
的
な
心
情
に
も
か
か
わ
ら
. 

ず
、
次
第
に
敗
色
を
濃
く
し
て
い
く
祖
国
ド
イ
ツ
、
 

そ
れ
に
拍
車
を
か
け
る
軍
部
の
横
暴
、
政
治
家
の
無 

能
、
革
命
を
目
指
す
左
翼
社
会
民
主
党
べ
の
は
げ
し 

.い
憎
し
み
と
い
ら
だ
ち
、
ま
さ
し
く
、
学
者
な
る
が
. 

ゆ
え
に
政
治
的
行
動
を
き
び
し
く
抑
制
す
る
ゥ
ヱ
.丨
 

、、ハ
ー
の
苦
悩
が
、
彼
の
書
簡
を
通
じ
て
克
明
に
追
求 

さ
れ
て
い
る
。

最

後

に

十

九

章

は

、

一

九

.
一
八
年
の
敗
戦
と
ド
イ 

ツ
革
命
の
な
'か
で
、
ひ
た
す
ら
、
ド
イ
ツ
の
将
来
に 

想
い
を
秘
め
な
が
ら
、
議
会
制
民
主
主
義
を
擁
護
す 

ベ
く
、

一
度
は
、
ド
イ
ツ
民
主
党
か
ら
大
統
領
に
立
. 

候

し
ょ
う
か
と
迷
い
、
周
囲
か
ら
も
そ
う
し
た
眼 

で
み
ら
れ
る
な
か
で
' 

き
び
し
く
政
治
の
慾
求
を
'

1

0
三

(

九
〇
五)



ま
さ
し
く
社
会
科
学
者
と
し
て
お
さ
え
な
け
れ
ば
な 

ら
な
か
つ
た：。

■

1

九
.一
九
年
、
ミ
ユ
シ
へ
シ
大
贫
べ
招
か
れ
て
、

. 

十
数
年
後
に

-W
び

大

学

の

講

壇

に

立

つ

た

の

で

ぁ

'っ 

て
、.「

職
業
と
し
て
の
学
問」

は
こ
の
時
期
の
産
物
で 

あ
る
。
ゥ.

H

丨
バ
ー
の
立
場
に
た
い
すK

?

批
判
は
と 

も
あ
れ
、
こ
の
伝
記
は
、
社
会
科
学
の
研
究
者
がf 

度
は
|
|-
1
7
*む
ぺ
き
古
典
と
„
>え

ょ

ぅ

。(

み

す

ず

書̂
.
.
. 

1

九

六

五

年

五

月

刊

• 

A

5
 

•

1

一
七
一
頁.
九

五
0
 

円)

，
 

丨

飯

田
0

1

西
岡
孝
男
著

『

日
本
の
労
使
関
係
と
賃
金』

.

本
書
は
、
す
で
に
わ
が
国
の
企
業
別
組
合
に
か
ん 

寸
る
す
ぐ
れ
た
研
究
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る「

日
本 

の
労
働
組
合
組
織」

(

J

I

L
文
庫)

の
著
者
、
西
岡 

氏
の
論
文
集
で
あ
る
,0

従
っ
て
、
日
本
の
労
使
関
係 

に
か
ん
す
る
特
殊
性
の
追
求
と
い
ぅ
強
烈
な
問
題
意 

識
に
よ
っ
て
一
贯
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
. 

な
い
。
但
し
、
論
文
集
と
し
て
の
制
約
か
ら
、
題
名 

の
如
く
、
厳
密
に
労
使
関
係
の
み
の
論
文
だ
け
で
な 

く
、
著
者
の
関
心
の
あ
る
い
ノ 

•つ
か
の
問
題
に
か
ん

す
る
論
文
を
も
含
む
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
.で
あ

る

。

つ
ぎ
.の

よ

う

な

内

容

か

ら

成

っ

て

ハ
る
。

.

第

K

章

，
労
使
関
係
に
お
け
る
日
本
的
な
も
の

第

一

一

章

労

働

組

合

法

案

を

め

ぐ

る

十

年

間

——

.

■
日
本
賃
労
働
史
の
.
一
断
面——

.

.
第
三
章
.

朝
鮮
人
労
働
者
考
，

第
四
章
ソ
シ
ア
ル
，•
ダ
ン
ピ
ゾ
グ
問
題
と
い
わ

ゆ
る
日
本
の
"
低
賃
金
"
に
つ
い
て

第

五

章

’
日

本

型

賃

金

構

造

の

分

析

視

角

第

六

章

労

働

者

論

—

•
労

働

行

政

史

的

視

点

か 

-

ら
-—

. 

:

第
一
章
に
お
い
て
、
著
者
は
、
わ
が
国
の
労
使
関 

係
の
特
殊
性
を
.形
づ
く
る
も
の
と
し
て
の
賃
労
働
に
_ 

つ
.い
て
、
従
来
の
'通
説
、
た
と
え
ば
"
出
稼
型
"
を 

‘
中
心
と
し
て
検
討
し
て
い
る
。
結
局
、
封
建
遺
制
を 

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
に
帰
着 

す

る

の

で

あ

る

が

、
箸

者

は

、

日
本
.の
特
殊
な
労
使 

関
係
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
企
業
別
組
合 

を
、
矢
島
悦
太
郎
の
共
同
体
論
、
和
辻
哲
郎
氏
の「

風 

土」

な
ど
.の
視
点
か
ら
考
察
さ
れ
、
と
く
に
丸
山
真 

男
氏
の
思
想
、

=

タ
コ
ッ
ボ
化
"
、

中
根
千
枝
氏
の 

「

縦
割
り
社
会」

'
の
構
想
に
、

そ
の
根
拠
を
見
出
し 

て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
結
論
と
.し
て
は
あ
ま
り
は
つ 

き
り
し
な
い
。

二

〇
四

(

九
0

0'

.つ
ぎ
の
労
働
組
合
法
を
め
ぐ
る
十
年
間
は
ま
こ
と 

に

力

作

で

あ

る

し

、
資

料

的

に

高

い

価

値

を

も

.
っ
て 

い
3

。
.一.九
ニ
五
年
の
社
会
局
案
が
、
資
本
家
の
は 

げ
し
い
反
対
に
あ
っ
て
崩
壊
し
て
い
く
過
程
が
、
豊 

富
な
資
料
を
通
じ
.て
、
き
わ
め
て
詳
細
に
且
つ
生
き 

生
ぎ
と
物
語
ら
れ
て
い
る
"

第
三
章
は
、
日
本
資
本 

主
義
史
上
に
特
異
な
役
割
を
演
じ
た
朝
鮮
人
労
働
者 

■0

運
命
を
描
い
て
お
り
、
著
者
の
学
殖
の
深
さ
を
感 

じ
さ
せ
る
と
と
本
に
、
民
族
問
題
の
蜇
耍
性
を
認
識 

せ
し
.め
る
の
に
役
.立
つ
。

，

第
四
章
お
ょ
び
第
五
章
は
、
い
ず
れ
も
賃
金
問
題 

に
か
ん
す
る
研
究
で
、
前
者
は
、
日
本
の
低
賃
金
政 

策
の
基
盤
を
追
求
し
、
後
者
は
、
戦
後
の
賃
金
格
差 

を
、
戦
前
と
の
比
較
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
第
六 

章
は
、
労
働
者
の
役
割
を
、
戦
後
の
労
働
行
政
の
変 

遷
の
な
か
で
評
価
し
て
い
る
小
論
で
、
そ
の
い
ず
れ 

を
と
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
珠
玉
の
論
文
で
あ
る 

が
、

や
や
随
想
風
で
、-
理
論
的
な
整
现
と
い
ぅ
点
で 

ば
、
ま
だ
十
分
で
は
な
い
と
思
ぅ
。(

未
来
社
.
一
九 

六
六
年
四
月
刊
•
•'A
5

*
一
四
六
頁
•
九
五
〇
円)

丨

飯

田

鼎

丨

J
 

•
ロ
ビ
ン
ソ
ン
著

宮

崎

義

一

訳

『

経
済
学
の
考
え
方』

こ
の
本
は
一
九
六
一
一
年
に
H

r

 

T
M
n
k
e
r

w* 

L
i
b
r
a
r
y

の
創
刊
第
一
号
と
し
て
出
版
さ
れ
た
：EC

?

 

n
i
i
c

 p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
-

の
邦
訳
で
あ
る
。

こ
の
本
で 

著
者
！！ビ
ン
ソ
ン
は
、
経
済
理
論
が
真
に
有
効
で
あ 

る
た
め
に
は
、
そ
の
な
か
に
ひ
そ
ん
で
い
る
プ
P

パ 

ガ
ン
ダ
の
部
分
と
科
学
的
部
分
と
の
関
係
を
は
っ
き 

り
わ
き
ま
え
、
そ
の
う
え
で
科
学
的
な
部
分
が
ど
の 

.
程
度
納
得
の
ゆ

く

も

の

で

あ

る

か

.を

経

験
に
て

ら
し 

て
た
し
か
め
、
最
後
に
そ
の
結
梁
を
わ
れ
わ
れ
自
身 

の
政
治
的
.見
.解
と
.む

す

び

つ

け

る

よ

う

に

す

べ

き

で 

あ
る
と
い
う
見
解
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
論
証
の 

た
め
に
、
古
典
学
派
の
4

M'
概
念
、
新
古
典
学
派
の 

効
用
概
念
、.
そ
し
て
ヶ
ィ
ン
.ズ
：学

派

の

>
概
念
を 

と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
形
而
上
学
耍 

素
を
き
び
し
く
摘
出
し
、
.そ
の
も
っ
て
い
る
意
味
を 

み
き
わ
め
よ
う
と
努
め
て
い
る
。そ
こ
で
、
価
値
概
念 

で
は
あ
ら
ゆ
る
商
品
が
正
当
で
公
正
な
価
値
へ
抽
象 

的
人
間
労
働
量)

で
交
換
さ
れ
て
い
る
.と
い
う
形
而 

上
学
を
、.
効

用

概

念^-
は

す

べ

て

の

個

人

を

一

単

立

新

刊

紹

介

'

と
み
な
し
て
、
そ
の
効
用
加
算
で
あ
る
社
会
全
体
の 

全
部
効
用
の
極
大
を
政
策
目
標
と
す
る
功
利
主
義
、
 

平

等

主

義

、

そ

し

て

自

出

放

任

主

義

の

ィ

デ

ォ

P

,キ 

丨
を
、

ヶ

ィ

ン

ズ

学

派

の

雇

用

概

念

の

な

か

^-
は
完 

全
雇
用
を
至
上
命
令
と
す
る
形
而
上
学
を
、
彼
女
は 

み
い
だ
し
て
.い
；
。

し
か

も

こ

の

よ

う

な

摘

出

の

.プ 

ロ
セ
ス
全
体
を
と
お
し
て
こ
れ
ら
の
概
含
に
お
い
て 

共
通
で
あ
り
、
中
核
と
な
っ
て
き
た
も
の
は

先
隹1

国 

中
心
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
.

を
あ
ば
き
た 

て
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
女
の
経
済
学
に
対
す
る 

論
及
は
き
わ
め
て
手
き
び
し
く
、
否
定
的
で
あ
り
、
. 

破
壊
的
で
あ
り
、

そ
し
て
彼
女
自
身
、
こ

の
'本
の 

主

張

は「

安
住
の
地」

.
と
断
定
で
き
る
も
の
.は
存
在 

じ
な
い
と
い
う
点
の
確
認
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
 

ま
た
、
い
ま
ま
.で
に
：経
済
学
の
あ
た
え
た
解
決
は
、
 

そ

れ

に

よ

っ

て

押

し

の

'け

ら

れ

て

き

た

神

学

者

の

解 

決
同
^
^、
虚

妄

の

も

の

：で
.あ
る
と
ま
で
断
言
し
て
い
' 

る
。
し
か
も
現
在
わ
れ
わ
れ
に
と
o

て
必
耍
な
こ
と
- 

は 

前
進
を
'は

ば

ん̂

い
■る
時
代
お
く
れ
の
杉
而
b
 

学
の
朽
ち
か
け
た
残
骹
を
一
掃
す
る
こ
と
に
希
望
を 

託
す
る
こ
と
で
あ
り
、
貨
幡
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
う 

る
熵
値
の
み
が
童
要
な
唯
一
の
価
値
で
あ
る
か
の
；
 ̂

う
に
み
せ
か
け
る
イ
デ
オ
P

ギ
ー
と
.た
た
.か
う
こ
と 

で
ぁ
る
.と
言
，っ
.
_て
.
.ぃ
.る
。
.
'
.

さ

て

こ

の

本

を

読

み

な

が

ら

、
.あ

る

人
々
は
こ
.の 

議
論
を
興
味
深
く
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
の
学
問
体
系 

の
匙
礎
に
対
す
る
反
省
を
感
じ
と
'る
で
あ
ろ
う
が
、
 

あ
る
人
々
は
抵
抗
感
な
し
に
は
頁
を
く
る
こ
と
が 

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
在
ま
で
経
済
学
が
す
す
ん 

で
き
た
道
程
は
そ
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
要
素
を
消 

減
さ
せ
、
科
学
体
系
と
し
て
基
礎
を
確
立
す
る
努
力 

で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
し
て
い
ま
経
済
学
は
自 

然
科
学
と
同
じ
よ
う
に
.科
学
性
を
も
っ
て
い
た
ま
ず 

で
ば
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
し
か
し
、
た
し
か
に
素
朴 

な

経

験

的

基

盤

に

.た

っ

て

経

済

学

の

菡

礎

を

た

し

か 

め
て
み
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
て 

い
た
、
こ
の
よ
う
な
確
信
を
強
く
主
張
で
き
な
い
不 

安
定
.さ
を
多
く
の
.人
々
は
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
-H
. 

が
、
あ
る
人
々
に
は
反
省
を
、
ほ
か
の
人
々
に
は
抵 

抗
を
う
み
だ
さ
せ
る
の
か
%'
.L

れ
な
い
。

■

彼
女
の
主 

張
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、.
と
の
本
は
、
ふ
と 

こ
れ
ま
で
な
に
げ
な
く
か
.え
り
み
る
こ
と
も
な
か
っ 

た
自
分
の
足
許
を
て
ら
し
だ
す
機
会
を
あ
た
え
、
そ 

.れ
を
み
o

め
さ
せ
て
く
れ
る
本
で
あ
る
？

あ
と
が
き
で
訳
者
が
J

. 

•.ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
経
歴
と 

彼
女
の
思
想
の
遍
歴
と
を
紹
介
し
、
こ
の
本
が
出
て 

く
る
思
想
的
背
景
を
'え
が
い
て
い
る
が
、
こ
の
ト
^' 

が
き
は
、
彼
女
が
も
つ
こ
の
本
の
意
図
を

一，

そ
う
明
'

ー
〇
五(

九
。
七)


