
（81）　「『経済学批判要綱』への序説」における労働の二重性把握

「
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
へ
の
序
説
」

　
　
　
　
　
　
に
お
け
る
労
働
の
二
重
性
把
握

　
　
　
　
1
そ
の
限
界
と
到
達
点
1

は
じ
め
に

　
「
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
へ
の
序
説
」
（
以
下
『
序
説
』
）
に
お
け

る
マ
ル
ク
ス
は
、
い
ま
だ
労
働
の
二
重
性
を
意
識
的
に
区
別
し
え

て
い
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
が
「
経
済
学
の
理
解
に
と
っ
て
の
跳

躍
点
」
（
宍
－
二
旨
内
ミ
。
｝
P
8
一
ω
．
蟹
）
を
発
見
し
、
「
古
典

派
経
済
学
の
一
世
紀
半
以
上
に
わ
た
る
諸
研
究
の
批
判
的
最
終
成

果
」
（
宍
、
；
旨
向
ミ
・
田
p
H
ど
ω
、
亀
）
に
到
達
す
る
直
前
の
著

作
、
そ
れ
が
『
序
説
』
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
序
説
』
は
、

経
済
学
説
史
上
画
期
的
意
義
を
も
つ
労
作
で
は
あ
る
が
、
理
論
認

識
の
根
底
に
決
定
的
な
限
界
を
有
し
て
お
り
、
経
済
学
者
と
し
て

成
熟
し
た
マ
ル
ク
ス
の
著
作
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上

明
　
　
石

博
　
　
行

の
仮
説
の
論
証
を
、
私
は
本
稿
に
お
い
て
試
み
た
い
と
恩
う
。

A
．
ス
、
、
、
ス
の
宮
お
よ
び
労
働

　
　
　
　
　
一
般
の
把
握
の
若
干
の
特
徴

　
『
序
説
』
段
階
の
マ
ル
ク
ス
が
い
ま
だ
労
働
の
二
重
性
を
意
識

的
に
区
別
し
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
『
序
説
』
に
お
け
る
ス

、
、
、
ス
の
労
働
一
般
把
握
に
関
す
る
評
価
－
『
序
説
』
の
ス
ミ
ス

評
個
1
の
う
ち
に
こ
れ
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
『
序
説
』
の
ス
、
・
・
ス
評
価
の
内
容
を
正
確
に
理
解
す
る

た
め
に
は
、
ス
、
、
、
ス
の
｛
。
田
お
よ
び
労
働
一
般
把
握
の
理
論
構
造
に

関
す
る
知
識
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
そ
の
理
論
構
造

の
特
徴
を
必
要
と
な
る
か
ぎ
り
で
概
観
し
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
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な
い
。

　
富
（
毒
筆
プ
實
ま
げ
窃
）
の
把
握
の
検
討
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
ス
、
、
、
ス
の

体
系
が
素
材
的
宮
す
な
わ
ち
使
用
価
値
を
端
初
”
出
発
点
と
し
て

お
り
、
彼
は
宮
を
な
に
よ
り
も
ま
ず
使
用
価
値
と
と
ら
え
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
素
材
的
宮
と
商
晶
と
し
て
の
富

と
の
概
念
的
区
別
を
彼
は
明
確
化
で
き
ず
、
素
材
的
當
が
（
交

換
）
価
値
を
も
つ
こ
と
を
当
然
視
し
て
、
事
実
上
商
品
を
し
ぱ
し

ぱ
分
析
の
対
象
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
サ
ス
が
指
摘

し
た
よ
う
に
、
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
ど
こ
で
も
富
に
つ
い
て

の
整
然
と
し
た
正
式
の
定
義
を
与
え
て
い
な
い
」
（
ω
、
勺
、
N
O
。

上
、
四
八
員
）
。
ま
た
、
彼
の
宮
概
念
は
け
っ
し
て
一
義
的
で
は

な
い
。
そ
の
た
め
、
彼
の
富
の
把
握
は
明
瞭
さ
を
欠
い
て
お
り
、

そ
の
不
明
瞭
さ
は
種
々
の
批
判
や
富
の
定
義
を
め
ぐ
る
論
争
を
呼

　
　
　
　
＾
1
）

び
起
こ
し
た
。
だ
が
、
そ
の
批
判
や
論
争
に
立
ち
入
る
必
要
は
こ

こ
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
上
記
の
二
点
に
つ
い
て
若
干
の
こ
と
を

述
べ
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
。

　
ス
ミ
ス
は
、
「
諸
国
民
の
窟
は
、
貨
幣
と
い
う
消
費
不
可
能
な

富
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
社
会
の
労
働
に
よ
っ
て
年
々

再
生
産
さ
れ
る
消
費
可
能
な
財
貨
に
存
す
る
と
し
た
こ
と
に
お
い

て
、
－
…
こ
の
体
系
の
教
義
は
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
正
当
で
あ

り
、
ま
た
寛
大
で
あ
り
、
自
由
で
も
あ
る
L
（
ω
、
く
〇
一
．
P
や

H
き
目
、
四
八
六
－
四
八
七
頁
）
と
重
農
主
義
者
の
把
握
を
評

価
し
、
自
ら
の
体
系
の
冒
頭
で
「
そ
の
国
民
が
年
々
消
費
す
る
い

っ
さ
い
の
生
活
必
需
品
と
便
益
品
」
（
§
軋
二
き
；
ら
■
ガ
O
、
八

九
頁
）
と
い
う
宮
観
を
示
し
た
。
こ
の
ぱ
あ
い
の
宮
は
、
マ
ル
ク

ス
の
い
う
よ
う
に
「
素
材
的
窟
す
な
わ
ち
諸
佼
用
価
値
」
（
宍
『
・
ω
・

言
）
で
あ
る
。
ま
た
ス
ミ
ス
は
、
し
ば
し
ぱ
宮
を
「
土
地
お
よ
ぴ

労
働
の
年
々
の
生
産
物
」
と
規
定
し
た
。
マ
ル
サ
ス
は
こ
の
規
定

に
依
拠
し
て
富
を
物
質
的
対
象
（
昌
嘗
冨
巨
O
旦
8
け
）
に
隈
定
し

た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
に
お
い
て
も
宮
は
な
に
よ
り
も
ま
ず

使
用
価
値
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ス
ミ
ス
の
分
析
対
象
は
、
．
特
殊
な
ぱ
あ
い
を
の
ぞ

け
ぱ
商
品
経
済
と
り
わ
け
資
本
主
義
的
商
品
経
済
で
あ
り
、
素
材

的
宮
が
（
交
換
）
価
値
を
も
つ
こ
と
を
彼
は
当
然
視
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
彼
は
、
し
ば
し
ぱ
富
を
使
用
価
値
と
（
交
換
）
価
値
の

統
一
物
と
し
て
の
富
、
す
な
わ
ち
事
実
上
商
品
と
と
ら
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
資
本
が
増
減
す
る
．
こ
と
に
、
・
－
…
生
産
的
な
人
手

も
自
然
に
増
減
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
の
縞
果
、
そ
の
国
の
土

地
お
よ
び
労
働
の
年
々
の
生
産
物
の
交
換
価
値
、
そ
の
国
の
す
べ
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て
の
住
民
の
実
質
的
宮
（
冨
巴
冬
墨
；
）
お
よ
び
収
入
も
自
然
に

増
減
す
る
傾
向
が
あ
る
L
（
§
き
く
〇
一
．
－
勺
、
竃
9
⇔
、
三
五

〇
頁
）
。
「
こ
れ
ら
の
手
壊
〔
輸
入
を
制
隈
し
輸
出
を
奨
励
す
る
諸

手
段
－
引
用
者
〕
が
、
こ
の
年
々
の
生
産
物
の
価
値
を
増
加
さ

せ
る
か
減
少
さ
せ
る
か
い
ず
れ
の
傾
向
を
も
つ
か
に
応
じ
て
、
そ

れ
ら
は
明
白
に
そ
の
国
の
実
質
的
宮
お
よ
び
収
入
を
増
加
さ
せ

る
か
減
少
さ
せ
る
か
い
ず
れ
か
の
傾
向
を
も
つ
に
相
違
な
い
」

（
き
ミ
一
や
含
N
一
⇔
、
四
九
頁
）
。
等
々
。
こ
の
よ
う
に
ス
ミ
ス

は
、
使
用
価
値
に
す
ぎ
ぬ
素
材
的
宮
と
商
品
と
し
て
の
冨
と
の
概

念
的
区
別
を
明
確
化
す
る
こ
と
な
く
、
多
く
の
箇
所
で
事
実
上
商

品
を
分
析
の
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
ス
ミ
ス
の
労
働
一
般
把
握
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

こ
こ
で
ふ
ま
え
る
べ
き
点
は
、
以
下
の
四
点
で
あ
る
。
第
一
、
使

用
価
値
と
と
も
に
、
使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
あ
る
い
は
分
業
と

し
て
の
使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
を
端
初
H
出
発
点
と
し
て
ス
ミ

ス
の
体
系
は
構
築
さ
れ
る
が
、
ス
ミ
ス
は
そ
の
さ
い
使
用
価
値
形

成
労
働
を
概
念
的
に
正
し
く
把
握
し
え
て
い
な
い
。
第
二
、
労
働

の
二
重
性
が
意
識
的
に
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
じ
労
働
一
般
が

使
用
価
値
に
関
連
し
て
み
ら
れ
る
か
（
交
換
）
価
値
に
関
連
し
て

み
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
事
実
上
の
労
働
の
二
重
性
の
区

別
が
現
わ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
第
三
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
が
前

提
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
価
値
を
形
成
す
る
生
産
的
労
働
は
利
潤
す
な

わ
ち
剰
余
価
値
を
形
成
す
る
生
産
的
労
働
で
も
あ
る
が
、
生
産
的

労
働
の
把
握
に
お
い
て
彼
は
し
ぱ
し
ぱ
重
農
主
義
に
復
帰
し
て
い

る
。
第
四
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
前
提
す
る

か
ぎ
り
、
使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
、
価
値
形
成
労
働
一
般
、
剰

余
価
値
形
成
労
働
一
般
と
が
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
第
一
に
、
ス
ミ
ス
は
ま
ず
、
「
労
働
一
般
が
、
し
か
も
そ
の
社

会
的
総
姿
態
で
の
分
業
と
し
て
の
労
働
一
般
が
、
素
材
的
富
す
な

わ
ち
諸
使
用
価
値
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
る
と
宣
言
し
た
」
（
宍
『
・

ω
、
‡
）
の
で
あ
り
、
彼
の
体
系
は
（
分
業
と
し
て
の
）
使
用
価

値
形
成
労
働
一
般
か
ら
出
発
す
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
国
民
の
年
々
の

労
働
は
、
そ
の
国
民
が
年
々
消
費
す
る
い
っ
さ
い
の
生
活
必
需
品

と
便
益
品
を
本
源
的
に
供
給
す
る
資
源
で
あ
り
、
こ
の
生
活
必
需

晶
と
便
益
品
は
、
つ
ね
に
そ
の
労
働
の
直
接
の
生
産
物
か
、
ま
た

は
そ
の
生
産
物
で
他
の
国
氏
か
ら
購
買
さ
れ
た
も
の
か
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
」
（
ω
、
く
〇
一
」
・
や
ゴ
H
、
八
九
頁
）
。
『
諸
国
民
の

宮
』
の
「
序
論
」
は
こ
の
有
名
な
一
句
か
ら
は
じ
ま
る
が
、
こ
こ

で
ス
、
ミ
ス
は
、
二
面
的
に
た
ん
な
る
有
用
労
働
の
立
場
に
た
っ

て
い
る
L
（
宍
＝
；
冬
向
ξ
、
一
■
P
塞
一
ω
．
讐
N
）
の
で
あ
り
、
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「
生
活
必
需
品
と
便
益
品
」
と
い
う
使
用
価
値
を
形
成
す
る
労
働

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
労
働
は
、
特
殊
な
労
働
で

は
な
く
一
般
的
な
労
働
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
労
働
は
使
用
価

値
形
成
労
働
一
般
だ
と
い
え
る
。
ま
た
彼
は
、
『
諸
国
民
の
宮
』

の
冒
頭
章
に
お
い
て
、
「
労
働
の
生
産
諸
カ
に
お
け
る
最
大
の
改

善
と
、
労
働
を
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
ふ
り
む
け
た
り
充
用
し
た
り
す

る
ぱ
あ
い
の
熱
練
・
技
巧
お
よ
び
判
断
の
大
都
分
と
は
、
分
業
の

効
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
（
ω
、
く
O
F
一
や
仰
H
、
九
八
頁
）

と
と
ら
え
、
分
業
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
労
働
の

生
産
諸
カ
」
と
い
う
ぱ
あ
い
の
労
働
は
、
分
業
に
よ
っ
て
細
分
化

さ
れ
た
使
用
価
値
形
成
労
働
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
労
働
は
ま

た
、
分
業
に
よ
っ
て
細
分
化
さ
れ
た
労
働
の
総
体
と
し
て
の
労
働

一
般
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
『
諸
国
民
の
宮
』

第
一
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
労
働
は
、
分
業
と
し
て
の
使
用
価
値

形
成
労
働
一
般
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ス
ミ
ス
の
体
系
は
、
（
分
業
と
し
て
の
）
使
用
価

値
形
成
労
働
一
般
を
端
初
H
出
発
点
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

さ
い
の
彼
の
把
握
は
二
つ
の
隈
界
を
も
っ
て
い
る
。
一
つ
は
、
使

用
価
値
形
成
労
働
は
特
殊
な
具
体
的
活
動
と
し
て
使
用
価
値
を
形

成
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
概
念
的
に
把
握
し
え
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
、
労
働
の
特
殊
性
・
具
体
性
を
表
象
と

し
て
は
知
っ
て
い
る
。
だ
が
、
労
働
の
特
殊
性
・
具
体
性
を
表
象

と
し
て
知
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
使
用
価
値
形
成
労
働
の
特
殊
性
．

具
体
性
と
し
て
概
念
的
に
把
握
す
る
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
別
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
諸
国
民
の
宮
』
に
は
、
使
用
価
値
形

成
労
働
の
特
殊
性
・
具
体
性
に
つ
い
て
明
示
的
に
論
じ
た
箇
所
は

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
使
用
価
値
形
成
労
働
は

自
然
的
素
材
と
結
び
つ
い
て
使
用
価
値
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
、

ま
た
使
用
価
値
の
形
成
に
は
労
働
手
段
や
労
働
対
象
が
必
要
な
こ

と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
こ
と

を
彼
は
つ
ね
に
忘
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
宮
を
「
土
地

お
よ
ぴ
労
働
の
生
産
物
」
と
規
定
し
て
い
る
し
、
資
本
と
し
て
の

労
働
手
段
や
労
働
対
象
に
も
論
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
諸
国

民
の
宮
』
の
冒
頭
の
二
句
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
彼
は
自
然
的

要
素
を
ま
っ
た
く
見
過
、
こ
し
た
」
（
宍
『
．
ω
。
食
）
。
し
か
も
、
「
そ

の
さ
い
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
何
年
も
前
か
ら
伝
え
ら
れ
た

労
働
手
段
や
労
働
対
象
の
助
け
が
な
け
れ
ば
不
可
能
だ
っ
た
こ
と

を
忘
れ
て
い
る
」
（
宍
自
二
ω
、
亀
N
）
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
ス
ミ
ス
は
労
働
の
二
重
性
を
事
実
上
区
別
し
た
と
は

い
え
、
そ
の
二
重
性
を
意
識
的
に
は
区
別
し
え
な
か
っ
た
。
古
典
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派
経
済
学
は
、
労
働
の
二
重
性
を
「
事
実
上
区
別
し
て
い
る
」

（
宍
－
二
ω
．
違
）
が
、
「
明
文
と
明
瞭
な
意
識
性
を
も
っ
て
は
区
別

し
て
い
な
い
」
（
き
“
』
、
）
。
「
A
・
ス
ミ
ス
は
、
価
値
を
形
成
す
る

労
働
の
支
出
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
労
働
と
、
使
用
価
値
を
形
成
す

る
す
な
わ
ち
有
用
で
合
目
的
々
な
形
態
で
支
出
さ
れ
る
か
ぎ
り
で

の
労
働
と
を
混
同
し
て
い
る
」
（
床
－
H
二
ω
・
ω
O
．
u
）
の
で
あ
り
、

彼
は
「
労
働
の
二
重
性
を
区
別
し
て
い
な
い
」
（
ミ
良
二
〇
〇
、
ミ
N
）

の
で
あ
る
。

　
ス
、
、
、
ス
に
あ
っ
て
は
、
使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
と
価
値
形
成

労
働
一
般
と
は
同
じ
労
働
一
般
で
あ
る
。
第
一
に
、
彼
の
使
用
価

値
形
成
労
働
は
、
価
値
形
成
労
働
と
同
様
特
殊
性
・
具
体
性
を
欠

い
た
た
ん
な
る
（
分
業
と
し
て
の
）
労
働
一
般
で
あ
る
。
第
二
に
、

彼
は
、
価
値
形
成
労
働
の
同
質
性
・
同
等
性
を
「
労
苦
や
煩
労

（
ω
、
く
〇
一
」
一
勺
・
竃
一
〇
、
一
五
一
頁
）
・
「
自
分
の
安
楽
・
自
分

の
自
由
お
よ
び
自
分
の
幸
福
の
同
一
部
分
を
つ
ね
に
放
棄
し
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
」
（
き
“
き
甲
畠
一
同
、
一
五
六
貢
）
と
い
う
点

で
と
ら
え
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
（
分
業
と
し
て
の
）
使
用
価
値

形
成
労
働
一
般
の
属
性
で
も
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
物
が
そ
れ
を
獲

得
し
よ
う
と
欲
す
る
人
に
現
実
に
費
や
さ
せ
る
も
の
は
、
そ
れ
を

獲
得
す
る
た
め
の
労
苦
や
煩
労
で
あ
る
」
（
ミ
、
。
勺
■
S
一
同
、

一
五
一
頁
）
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
労
苦
や
煩
労
」
は
物

を
獲
得
す
る
使
周
価
値
形
成
労
働
一
般
の
属
性
な
の
で
あ
り
、
こ

の
属
性
が
同
時
に
価
値
形
成
労
働
一
般
の
属
性
な
の
で
あ
る
。
第

三
に
、
『
諸
国
民
の
窟
』
に
は
、
明
瞭
な
意
識
性
と
明
文
を
も
っ

て
労
働
の
二
重
性
を
区
別
し
た
箇
所
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
彼
の
労
働
の
二
重
性
の
区
別
は
あ
く
ま
で
も
「
事
実
上
」
の

区
別
に
す
ぎ
な
い
。
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
同
一
の
（
分
業
と
し

て
の
）
労
働
一
般
が
、
使
用
価
値
に
関
連
し
て
み
ら
れ
る
か
（
交

換
）
価
値
に
関
連
し
て
み
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
事
実
上

の
労
働
の
二
重
性
が
現
わ
れ
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
ス
、
ミ
ス
の
ぱ
あ
い
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
前
提
す

る
か
ぎ
り
、
個
値
形
成
労
働
一
般
は
利
潤
を
形
成
す
る
剰
余
価
値

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕
．

形
成
労
働
一
般
で
も
あ
る
。
彼
は
、
資
財
が
特
定
の
人
々
の
手
に

蓄
稜
さ
れ
た
の
ち
に
は
、
「
賃
金
を
前
払
い
し
、
そ
の
労
働
の
原

料
を
提
供
し
た
資
財
の
追
加
量
と
し
て
当
然
利
潤
が
支
払
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
ミ
き
や
芦
H
、
一
八
九
頁
）
と
考
え

る
。
だ
か
ら
彼
は
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
前
提
す
る
か
ぎ
り
、

価
値
を
形
成
す
る
生
産
的
労
働
は
利
潤
を
形
成
す
る
剰
余
価
値
形

成
労
働
た
る
生
産
的
労
働
で
も
あ
る
と
と
ら
え
、
生
産
的
労
働
の

二
つ
の
規
定
を
無
造
作
に
並
存
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
「
労
働
に
は
、
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そ
れ
が
加
え
ら
れ
る
対
象
の
価
値
を
増
加
さ
せ
る
種
類
の
も
の
と
、

こ
の
よ
う
な
結
果
を
ま
っ
た
く
生
ま
な
い
別
の
種
類
の
も
の
と
が

あ
る
。
前
者
は
価
値
を
生
産
す
る
の
で
あ
る
か
ら
生
産
的
労
働
と

呼
び
、
後
者
は
不
生
産
的
労
働
と
呼
ん
で
さ
し
つ
か
え
な
い
。
た

と
え
ぱ
、
製
造
工
の
労
働
は
、
一
般
に
、
自
分
が
加
工
す
る
材
料

の
価
値
に
自
分
自
身
の
生
活
維
持
費
の
価
値
と
親
方
の
利
潤
と
を

付
加
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
召
使
い
の
労
働
は
い
か
な
る
価
値

を
も
付
加
し
な
い
L
（
き
ミ
一
甲
旨
ω
一
目
、
三
三
七
頁
）
。

　
こ
う
し
て
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
前
提

す
る
か
ぎ
り
、
価
値
形
成
労
働
一
般
と
剰
余
価
値
形
成
労
働
一
般

と
が
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
連

し
て
さ
ら
に
、
彼
の
把
握
に
は
重
農
主
義
的
偏
向
が
み
ら
れ
る
と

い
う
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
農
業
で
は
使
用

人
の
み
な
ら
ず
「
役
畜
も
ま
た
生
産
的
労
働
者
」
（
ミ
乱
．
ら
．
塞
ど

H
、
三
九
六
員
）
で
あ
り
、
「
自
然
も
人
間
と
並
ん
で
労
働
す
る
」

（
ミ
軋
二
同
頁
）
と
と
ら
え
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
農
業
に
使

用
さ
れ
る
資
本
は
、
製
造
業
に
使
用
さ
れ
る
ど
の
等
額
の
資
本
よ

り
も
多
量
の
生
産
的
労
働
を
活
動
さ
せ
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
そ
れ

が
使
用
す
る
生
産
的
労
働
の
量
に
お
い
て
も
ま
た
、
そ
の
国
の
土

地
お
よ
び
労
働
の
年
々
の
生
産
物
に
、
そ
の
住
民
の
実
質
的
富
お

よ
び
収
入
に
、
は
る
か
に
多
く
の
価
値
を
付
加
す
る
L
（
き
“
き

勺
二
‡
一
同
、
三
九
七
頁
）
。
そ
し
て
、
「
地
代
は
、
人
間
の
所
産

と
み
な
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
物
を
さ
し
ひ
き
、
ま
た
は
そ
れ
を
つ
ぐ

な
っ
て
な
お
そ
の
後
に
残
る
自
然
の
所
産
で
あ
る
」
（
き
ミ
一
同

員
）
、
と
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
農
業
に
は
特
別
の
価
値
生
産
性

が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
地
代
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
ス
ミ
ス
に
は
、
価
値
形
成
労
働
一
般
、
璃
余
価
値
形
成
労
働

一
般
の
把
握
に
関
連
し
て
重
農
主
義
へ
の
復
帰
が
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　
第
四
に
、
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
前
提

す
る
か
ぎ
り
、
使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
、
価
値
形
成
労
働
一
般
、

剰
余
価
直
形
成
労
働
一
般
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ス
、
、
、

ス
は
労
働
の
二
重
性
を
区
別
し
え
な
か
っ
た
か
ら
、
彼
の
使
用
価

値
形
成
労
働
一
般
と
価
値
形
成
労
働
一
般
と
は
同
じ
労
働
一
般
で

あ
り
、
両
者
は
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
ま
た
、
資
本
．
賃
労
働
関

係
を
前
提
す
る
か
ぎ
り
、
彼
の
価
値
形
成
労
働
一
般
は
利
潤
を
形

成
す
る
剰
余
価
値
形
成
労
働
一
般
で
あ
り
、
両
者
は
一
体
の
関
係

に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
ミ
ス
の
体
系
で
は
、
資
本
・
賃
労
働
関

係
を
前
提
す
る
か
ぎ
り
、
使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
、
価
値
形
成

労
働
一
般
、
剰
余
価
値
形
成
労
働
一
般
が
不
可
分
に
精
ぴ
つ
い
て
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（
3
）

い
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
ス
、
ミ
ス
の
不
明
瞭
さ
に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
は
、
宮
の
源
泉

　
把
握
の
多
様
性
に
関
す
る
ロ
ー
ダ
デ
ー
ル
の
批
判
（
ω
、
O
O
l
－
旨

　
－
－
5
）
、
富
の
二
義
性
に
関
す
る
リ
カ
ー
ド
の
批
判
（
ω
、
電
．
ミ
ω

　
－
N
轟
ニ
ニ
一
五
－
三
二
〇
員
）
、
窟
と
価
値
と
を
混
同
し
た
と
す
る

　
ト
レ
ン
ズ
の
批
判
（
⑧
、
？
N
）
等
が
あ
る
。
ま
た
、
ス
ミ
ス
に
依

　
拠
し
た
笛
の
定
義
に
関
す
る
論
争
と
し
て
は
、
マ
ル
サ
ス
（
⑥
、

　
o
o
．
N
o
o
－
8
一
四
八
－
四
九
頁
、
ω
、
勺
o
．
S
l
o
o
H
．
五
七
－
六
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

　
頁
）
と
マ
カ
ロ
ツ
ク
（
1
0
，
o
？
㎞
1
α
）
と
の
間
の
そ
れ
が
代
表
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
な
も
の
と
い
え
る
。

（
2
）
　
ス
、
・
、
ス
の
体
系
に
お
け
る
価
値
形
成
労
働
一
般
と
剰
余
個
値
形

　
成
労
働
一
般
と
の
不
可
分
の
緒
ぴ
つ
き
は
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を

　
前
提
に
し
て
の
み
言
い
う
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
単
純
商
品

　
生
産
者
も
価
値
を
形
成
・
維
持
す
る
が
ゆ
え
に
生
産
的
労
働
者
だ
と

　
と
ら
え
て
い
る
が
（
ω
、
く
〇
一
・
目
o
勺
．
H
ご
1
く
十
嘗
、
四
八
二
－

　
四
八
三
頁
）
、
こ
の
ぱ
あ
い
の
労
働
は
、
価
値
形
成
労
働
で
は
あ
る
が

　
剰
余
個
値
形
成
労
働
で
は
な
い
。
し
か
し
、
賞
本
・
賃
労
働
関
係
を

　
前
提
す
る
か
ぎ
り
、
内
困
義
彦
氏
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
「
剰
余
価

　
値
の
生
産
と
生
産
さ
れ
た
金
剰
余
価
値
の
資
本
家
に
よ
る
個
人
的
消

　
費
と
が
、
『
価
値
の
存
続
』
“
単
純
再
生
産
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
て

　
　
　
　
〕

　
い
る
」
（
岬
、
三
二
一
頁
）
の
で
あ
り
、
価
値
形
成
労
働
と
剰
余
価

　
値
形
成
労
働
は
不
可
分
に
結
ぴ
つ
い
て
い
る
。

（
3
）
　
念
の
た
め
用
語
法
に
つ
い
て
；
冒
す
る
。
マ
ル
ク
ス
は
使
用
価

　
値
形
成
労
働
を
臭
体
的
有
用
労
働
と
把
握
し
た
が
、
ス
ミ
ス
は
そ
の

具
体
性
を
把
握
で
き
ず
、
た
ん
に
有
用
労
働
（
一
般
）
を
と
ら
え
た

に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
彼
の
有
用
労
働
（
一
般
）
を

使
用
価
値
形
成
労
働
（
一
般
）
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ル
ク
ス

は
価
値
形
成
労
働
お
よ
ぴ
剰
余
価
値
形
成
労
働
を
抽
象
的
人
間
労
働

と
把
握
し
た
が
、
ス
、
・
・
ス
は
抽
象
的
人
間
労
働
を
明
確
に
は
把
握
で

き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
抽
象
的
人
間
労
働
と
厳
密
に

区
別
し
て
価
値
形
成
労
働
（
一
般
）
、
剰
余
個
値
形
成
労
働
（
一
般
）

と
い
う
規
定
を
用
い
て
い
る
。
な
お
、
ス
ミ
ス
は
労
働
の
二
重
性
を

区
別
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
彼
が
富
を
事
実
上
商
品
と
と
ら
え
て
い

る
ぱ
あ
い
、
商
品
を
形
成
す
る
労
働
（
一
般
）
と
い
う
独
自
の
範
醇

が
成
立
し
う
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
こ
の
よ
う
な
規
定
も
用
い
る
。

一
一
『
序
説
』

の
ス
ミ
ス
評
価

　
A
．
ス
、
、
、
ス
の
労
働
一
般
把
握
は
以
上
の
よ
う
な
理
論
構
造
を

有
す
る
の
で
あ
る
が
、
『
序
説
』
の
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
ス
ミ
ス

の
労
働
一
般
把
握
を
「
巨
大
な
進
歩
」
と
評
し
た
。
す
な
わ
ち
、

『
序
説
』
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
重
金
主
義
お
よ
び
工
業
1
1
商

業
主
義
、
重
農
主
義
、
近
代
の
経
済
学
と
い
う
順
で
労
働
把
握
の

学
史
的
総
括
を
お
こ
な
い
、
近
代
の
経
済
学
の
出
発
点
に
位
置
す

る
労
働
一
般
に
つ
い
て
、
ス
ミ
ス
の
把
握
を
代
表
例
と
し
て
こ
れ

を
論
じ
、
そ
の
さ
い
つ
ぎ
の
よ
う
に
彼
の
把
握
を
評
し
た
。
「
宮
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を
生
む
活
動
の
す
べ
て
の
現
実
性
を
捨
て
去
っ
た
こ
と
は
、
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
の
巨
大
な
進
歩
で
あ
っ
た
。
ー
工
業
労
働
で
も
商

業
労
働
で
も
農
業
労
働
で
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
ど
れ
で
で
も

あ
る
た
ん
な
る
労
働
。
窟
を
生
む
労
働
の
抽
象
的
一
般
性
と
と
も

に
、
こ
ん
ど
は
ま
た
宮
と
し
て
規
定
さ
れ
た
対
象
の
一
般
性
、
生

産
物
一
般
、
す
な
わ
ち
、
労
働
一
般
で
は
あ
る
が
対
象
化
さ
れ
た

過
去
の
労
働
と
し
て
の
労
働
一
般
。
こ
の
移
行
が
ど
れ
ほ
ど
困
難

な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
、
ミ
ス
自
身
が
ま
だ
と
き
お

り
重
農
主
義
に
復
帰
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
の
で
あ
る
L

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

（
9
．
ω
．
ぎ
宝
S
＞
二
H
＝
μ
一
㎝
・
§
、
と
。

　
こ
の
よ
う
な
『
序
説
』
の
ス
ミ
ス
評
価
の
内
容
を
検
討
す
る
な

ら
ぱ
、
『
序
説
』
の
マ
ル
ク
ス
が
い
ま
だ
労
働
の
二
重
性
を
意
識

的
に
区
別
し
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

の
含
蓄
に
富
ん
だ
一
文
を
仔
細
に
分
析
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
本
節
お
よ
び
次
節
は
こ
の
分
析
を
課
題
と
す
る
が
、
本
節
で

は
、
『
序
説
』
の
ス
ミ
ス
評
価
が
ス
ミ
ス
の
体
系
の
端
初
1
－
出
発

点
た
る
労
働
一
般
に
関
す
る
論
評
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
H
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
窟
」

と
は
何
か
、
⇔
、
こ
こ
で
の
「
宮
を
生
む
活
動
」
た
る
労
働
一
般

と
は
何
か
、
⇔
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
ス
、
ミ
ス
の
把
握
の
い
か
な

る
点
を
「
進
歩
」
と
評
し
た
の
か
、
と
い
っ
た
諸
点
を
明
ら
か
な

ら
し
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
さ
て
、
『
序
説
』
の
ス
ミ
ス
評
価
が
ス
ミ
ス
の
体
系
の
端
初
1
－

出
発
点
た
る
労
働
一
般
に
関
す
る
論
評
を
主
題
と
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
つ
ぎ
の
点
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
第
一
に
、
『
序
説
』
の

第
三
節
で
は
、
最
初
に
い
わ
ゆ
る
下
向
法
と
上
向
法
と
の
区
別
が

な
さ
れ
、
つ
い
で
上
向
法
の
出
発
点
に
位
置
す
る
諸
範
曉
が
検
討

さ
れ
て
論
理
と
歴
史
の
歩
み
の
関
係
が
明
確
化
さ
れ
て
い
く
の
で

あ
る
が
、
『
序
説
』
の
ス
ミ
ス
評
価
も
そ
の
よ
う
な
上
向
法
の
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

発
点
た
る
諸
範
蟻
の
検
討
の
一
環
で
あ
る
。
第
二
に
、
マ
ル
ク
ス

は
、
そ
こ
で
検
討
さ
れ
て
い
る
労
働
一
般
に
つ
い
て
、
「
近
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
◎

経
済
学
の
出
発
点
」
（
9
．
ω
。
員
冒
■
Ω
＞
二
－
H
－
一
。
H
一
ω
．
S
）

あ
る
い
は
「
近
代
の
経
済
学
が
ま
っ
さ
き
に
掲
げ
て
い
る
も
っ
と

も
単
純
な
抽
象
」
（
§
』
二
§
き
ω
u
O
．
S
ー
き
）
と
規
定
し
て
お

り
、
そ
こ
で
は
ス
ミ
ス
の
労
働
一
般
把
握
が
近
代
の
経
済
学
の
労

働
一
般
把
握
の
代
表
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
『
序
説
』
の
ス
ミ
ス
評
価
に
お
け
る
宮
と
は
何
で
あ
ろ

う
か
。
マ
ル
ク
ス
は
そ
こ
で
、
ス
ミ
ス
の
宮
概
念
を
彼
な
り
に
再

規
定
し
て
こ
う
い
っ
て
い
る
。
「
宮
と
し
て
規
定
さ
れ
た
対
象
の
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一
般
性
、
生
産
物
一
般
、
す
な
わ
ち
、
労
働
一
般
で
は
あ
る
が
対

象
化
さ
れ
た
過
去
の
労
働
と
し
て
の
労
働
一
般
」
。
こ
の
部
分
を

い
か
に
解
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
た
ん
な
る
可
能
性
だ
け
か

ら
い
え
ぱ
、
お
よ
そ
三
通
り
の
解
釈
が
あ
り
え
よ
う
。

　
一
つ
は
、
こ
の
宮
を
使
用
価
値
と
解
す
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
の

解
釈
に
は
一
定
の
根
拠
が
あ
る
。
第
一
に
、
ス
ミ
ス
の
体
系
の
端

初
■
出
発
点
が
論
評
さ
れ
て
い
る
と
い
う
『
序
説
』
の
ス
ミ
ス
評

価
の
文
脈
か
ら
す
れ
ぱ
、
『
諸
国
民
の
宮
』
冒
頭
の
「
生
活
必
需

品
と
便
益
品
」
と
い
う
使
用
価
値
を
念
頭
に
お
い
て
富
と
い
う
用

語
を
用
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
『
経
済
学
批

判
』
（
以
下
『
批
判
』
）
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
は
、
ス
ミ
ス
の
体
系

の
論
理
を
要
約
し
、
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
労
働
一
般
が
、
し

か
も
社
会
的
総
婆
態
で
の
分
業
と
し
て
の
労
働
一
般
が
素
材
的
宮

つ
ま
り
使
用
価
値
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。
そ
の
さ

い
彼
は
、
自
然
的
要
素
を
ま
っ
た
く
見
過
．
こ
し
た
も
の
だ
か
ら
、

も
っ
ぱ
ら
社
会
的
宮
の
、
交
換
価
値
の
領
域
に
遣
い
込
ま
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
」
（
穴
『
。
ω
．
宝
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
使

用
価
値
形
成
労
働
一
般
が
ス
ミ
ス
の
端
初
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と

解
さ
れ
る
。
『
批
判
』
の
規
定
を
『
序
説
』
解
釈
に
直
接
援
用
す

る
こ
と
は
正
し
く
な
い
が
、
そ
れ
を
一
つ
の
傍
証
と
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
よ
う
。
第
三
に
、
「
費
本
は
『
新
た
な
労
働
（
生
産
）
の

た
め
の
手
段
と
し
て
役
だ
つ
（
実
現
さ
れ
た
）
労
働
（
本
来
は
対

象
化
さ
れ
た
労
働
）
で
あ
る
』
と
い
わ
れ
る
ぱ
あ
い
、
そ
れ
が
な

く
て
は
資
本
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
そ
の
形
態
規
定
は
度
外
視
さ

れ
て
、
資
本
の
た
ん
な
る
素
材
が
考
察
さ
れ
て
い
る
」
（
9
．
O
O
O
O
、

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

冨
O
。
－
H
S
一
旨
向
Ω
＞
二
H
H
－
H
．
ご
㎜
．
－
6
）
と
い
う
、
マ
ル
ク
ス
以

前
の
経
済
学
の
資
本
把
握
に
た
い
す
る
批
判
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
対
象
化
さ
れ
た
労
働
」
と
い
う
規
定
が
使
用
価
値
（
た
る
資
本
）

を
意
味
す
る
ば
あ
い
も
あ
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
窟
を
使

用
価
値
と
す
る
解
釈
は
成
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
二
つ
に
は
、
こ
れ
を
事
実
上
商
品
で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
私
見
に
よ
れ
ぱ
、
こ
の
富
が
事
実
上
の
商
品

で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
、
当
時
の
マ
ル

ク
ス
が
彼
な
り
に
ス
、
ミ
ス
を
読
み
込
ん
で
、
「
生
活
必
需
品
と
便

益
品
」
を
商
品
と
と
ら
え
た
と
い
う
こ
と
は
充
分
あ
り
う
る
。
第

二
に
、
『
序
説
』
の
冒
頭
で
は
、
「
こ
こ
で
の
対
象
は
ま
ず
物
質
的

生
産
で
あ
る
」
（
ξ
ミ
ニ
ω
．
“
き
§
。
㎝
．
曽
）
と
さ
れ
、
そ
れ
と

の
関
連
に
お
い
て
「
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ー
ド
が
端
初
と
し
て
た
て

た
個
別
的
か
つ
個
別
化
さ
れ
た
猟
師
や
漁
夫
は
…
－
」
（
き
“
き

§
、
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ー
ド
の
猟
師
や
漁
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夫
は
商
品
生
産
者
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
叙
述

は
、
マ
ル
ク
ス
が
ス
ミ
ス
の
端
初
を
商
品
と
し
て
と
ら
え
て
い
た

こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
執
筆
時
期
か
ら
み
て
『
批
判
』

の
規
定
よ
り
重
視
さ
る
べ
き
規
定
で
あ
る
。
第
三
に
、
「
こ
れ
ら

の
〔
諸
商
品
の
ー
引
用
者
〕
諸
特
殊
性
の
総
体
が
そ
の
〔
宮
の

－
引
用
者
〕
実
体
を
な
す
」
（
き
迂
二
〇
n
．
H
竃
ニ
ミ
、
二
ω
L
ま
）
と

か
「
そ
の
〔
宮
の
－
引
用
者
〕
特
殊
な
諸
実
体
と
し
て
の
諸
商

品
」
（
嚢
～
＝
O
O
．
ご
十
§
き
ω
．
H
ミ
）
と
い
っ
た
規
定
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
諸
商
品
（
の
総
体
）
と
い
う
意
味
で
富
と
い
う
語
を

用
い
て
い
る
例
も
マ
ル
ク
ス
に
は
し
ぱ
し
ぱ
見
出
さ
れ
る
。
だ
か

ら
、
『
序
説
』
で
は
商
品
概
念
が
明
確
な
形
で
は
確
立
さ
れ
て
い
な

い
が
、
こ
の
宮
が
事
実
上
蘭
品
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
の
で
あ
る
。

　
三
つ
に
は
、
こ
の
富
を
（
交
換
）
価
値
と
限
定
し
て
理
解
す
る

解
釈
が
あ
り
う
る
。
た
と
え
ぱ
、
フ
一
こ
で
の
『
生
産
物
一
般
』

と
は
『
宮
一
般
』
、
す
な
わ
ち
普
遍
的
な
規
定
性
を
も
つ
交
換
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

値
を
、
直
接
に
は
意
味
し
て
い
る
L
（
1
9
、
五
－
六
頁
）
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

平
田
清
明
氏
の
解
釈
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
明
示
的

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
例
は
多
く
な
い
が
、
こ
の
解
釈
は
、
す
ぐ
後

に
み
る
『
序
説
』
の
労
働
一
般
を
価
値
形
成
労
働
一
般
と
解
す
る

見
解
の
基
礎
な
の
で
あ
り
、
今
日
の
通
説
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
し

か
し
、
こ
の
解
釈
は
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
。
第
一
に
、
こ
の
解
釈

は
『
序
説
』
の
ス
ミ
ス
評
価
で
は
ス
ミ
ス
の
体
系
の
端
初
1
1
出
発

点
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
整
合
し
な
い
。
ス
、
・
、
ス

の
体
系
の
端
初
た
る
宮
は
使
用
価
値
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
自
身
は

ス
ミ
ス
の
端
初
を
使
用
価
値
な
い
し
事
実
上
商
品
と
と
ら
え
て
い

た
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
『
序
説
』
当
時
の
マ
ル
ク

ス
が
ス
ミ
ス
の
端
初
を
（
交
換
）
価
値
に
限
定
し
て
理
解
し
て
い

た
こ
と
を
明
白
に
示
す
叙
述
が
見
出
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
こ
こ
で

の
宮
を
（
交
換
）
価
値
と
限
定
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、

従
来
の
研
究
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
叙
述
が
論
拠
と
し
て
提
出
さ

れ
た
例
を
私
は
み
た
こ
と
が
な
い
し
、
む
し
ろ
、
さ
き
の
『
序

説
』
冒
頭
の
規
定
や
『
批
判
』
の
規
定
は
そ
こ
で
の
窟
を
（
交
換
）

価
値
と
限
定
で
き
ぬ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
二
に
、
宮
と
価
値

と
を
混
同
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
以
前
か
ら

明
確
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
彼
が
両
者
を
同
一
視
し
て
い

た
と
は
考
え
難
い
。
富
と
価
値
と
は
ス
ミ
ス
に
お
い
て
竜
あ
る
程

度
区
別
さ
れ
て
い
る
し
、
リ
カ
ー
ド
以
降
両
者
を
混
同
し
て
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
〕

ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
常
識
化
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
当
時
の
経

済
学
界
の
到
達
点
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
宮
と
（
交

換
）
価
値
と
を
一
般
的
に
同
義
語
と
し
て
用
い
て
い
た
と
は
ま
ず
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考
え
ら
れ
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
『
序
説
』
の
ス
ミ
ス
評
価
に
お
け
る
窟
に
つ
い
て

は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
富
を
（
交

換
）
価
値
と
眼
定
し
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
使
用
価
値
あ
る
い
は
事
実
上
商
品
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
『
序
説
』
冒
頭
の
規
定
な
ど
か
ら
、
こ
の
窟
は
使
用
価
値

よ
り
む
し
ろ
商
品
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
マ
ル
ク
ス
の
叙
述

が
断
片
的
で
あ
る
だ
け
に
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
の
断
定
は
避
け

る
べ
き
で
あ
る
、
と
。

　
つ
ぎ
に
、
『
序
説
』
の
ス
ミ
ス
評
価
に
お
け
る
「
窟
を
生
む
活

動
」
た
る
労
働
一
般
と
は
何
で
あ
る
か
を
検
討
し
よ
う
。
従
来
の

研
究
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
大
別
し
て
二
様
の
解
釈
が
存
在
す

る
が
、
い
ず
れ
も
こ
の
労
働
一
般
を
正
し
く
把
握
し
え
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
従
来
の
解
釈
が
い
か
な
る
点
で
一
面
的
で
誤
っ
て
い
る

か
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
こ
の
労
働
一
般
と
は
何
で
あ
る
か
を
究

明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
従
来
の
一
つ
の
解
釈
は
、
こ
れ
を
価
値
形
成
労
働
一
般
と
解
す

る
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
た
だ
ぱ
く
然
と
価
値
形
成
労
働

一
般
と
解
す
る
に
と
ど
ま
る
解
釈
と
、
『
資
本
論
』
の
価
値
実
体

あ
る
い
は
抽
象
的
人
間
労
働
と
同
一
視
す
る
解
釈
と
に
、
さ
ら
に

わ
け
ら
れ
る
。
過
去
の
研
究
で
は
、
こ
の
労
働
一
般
を
価
値
形
成

労
働
一
般
と
解
す
る
解
釈
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
し
て
、
た
ん
に

価
値
形
成
労
働
一
般
と
と
ら
え
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
『
資
本
論
』

の
価
値
実
体
等
と
同
一
視
す
る
解
釈
も
広
く
流
布
さ
れ
て
い
る
。

　
「
捨
象
的
な
範
酵
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
は
『
政
治

経
済
学
批
判
序
説
』
の
な
か
で
『
人
間
的
労
働
』
を
例
に
と
っ
て
、

詳
細
な
説
明
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
人
間
的
労
働
は
、
：
…
・
『
資

本
論
』
の
冒
頭
に
お
け
る
商
品
の
分
析
に
際
し
、
マ
ル
ク
ス
が
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

品
価
値
の
実
体
と
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
（
M
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

九
三
頁
）
。
「
価
値
の
分
析
の
場
含
も
、
論
理
1
－
歴
史
説
あ
る
い
は

概
念
の
自
己
展
開
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ぱ
、
・
…
：
価
値
の
実
体
と

し
て
の
抽
象
的
労
働
は
、
歴
史
的
、
ブ
ル
ジ
目
ア
的
な
も
の
だ
と

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
の
一
つ
の
有
カ
な
根

拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
『
序
説
』
で
、
マ
ル
ク
ス
が
抽
象

的
労
働
を
近
代
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」

〕（
1
6
、
九
八
頁
）
。
「
〔
『
序
説
』
に
お
い
て
－
引
用
者
〕
『
出
発
点
』

〔1
1
端
初
に
措
定
さ
れ
た
『
労
働
一
般
』
と
は
、
『
交
換
価
値
』
の

実
体
た
る
労
働
で
あ
る
。
つ
ま
り
労
働
者
の
人
格
的
特
殊
性
・
労

働
の
具
体
的
内
容
を
捨
象
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
に
人
間
的

　
　
　
　
　
　
　
〕

な
労
働
で
あ
る
」
（
1
9
、
五
頁
）
。
等
々
。
以
上
代
表
例
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
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河
上
肇
、
見
田
石
介
、
平
田
清
明
三
氏
の
見
解
を
引
周
し
た
が
、

　
こ
の
種
の
引
用
は
そ
の
他
に
も
多
々
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
序
説
』
の
ス
ミ
ス
評
価
に
お
け
る
労
働
一
般
を
価
値
形
成
労
働

　
一
般
と
解
す
る
解
釈
は
今
日
通
説
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
こ

の
労
働
一
般
を
『
資
本
論
』
の
価
値
実
体
等
と
同
一
視
す
る
見
解

　
に
限
定
し
て
も
、
そ
れ
は
今
日
の
通
説
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ

　
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
労
働
一
般
を
価
値
形
成
労
働
一
般
と
解
す
る
解

釈
は
一
面
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
解
釈
で
は
、
『
序
説
』

．
で
は
近
代
の
経
済
学
の
「
ま
っ
さ
き
に
掲
げ
て
い
る
」
・
「
出
．
発

点
」
た
る
労
働
一
般
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
代
表

例
と
し
て
ス
ミ
ス
の
労
働
一
般
把
握
が
論
評
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

　
い
う
こ
と
が
、
充
分
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク

　
ス
に
よ
れ
ぱ
、
ス
ミ
ス
の
体
系
の
端
初
“
出
発
点
は
使
用
価
値
あ

る
い
は
事
実
上
の
商
品
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
労
働
一
般
は
な

　
に
よ
り
も
ま
ず
使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
あ
る
い
は
商
品
を
形
成

す
る
労
働
一
般
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
を
無

視
す
る
こ
と
は
一
面
的
で
あ
り
、
当
を
失
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
の
労
働
一
般
を
さ
ら
に
特
定
化
し
て
『
資
本
論
』
の

価
値
実
体
等
と
同
一
視
す
る
解
釈
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
誤

っ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。
ま
ず
、
こ
の
ス
ミ
ス
評
価
の
対
象
は

ス
ミ
ス
の
把
握
し
た
労
働
一
般
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
『
資
本
論
』

・
の
価
値
実
体
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ス
ミ
ス
は
労

働
の
二
重
性
を
区
別
で
き
ず
、
価
値
形
成
労
働
の
把
握
で
も
多
く

の
限
界
を
も
っ
て
い
た
。
労
働
一
般
把
握
に
お
け
る
ス
ミ
ス
と
マ

ル
ク
ス
の
相
違
を
無
視
し
、
両
者
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
正
し
く

な
い
。
つ
ぎ
に
、
こ
れ
は
本
論
文
全
体
で
論
証
す
べ
き
こ
と
で
あ

る
が
、
『
序
説
』
の
マ
ル
ク
ス
は
い
ま
だ
労
働
の
二
重
性
を
意
識

的
に
区
別
し
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
労
働
の
二
重
性
を

意
識
的
に
区
別
し
え
て
い
な
い
段
階
の
労
働
一
般
と
、
労
働
の
二

重
性
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
『
資
本
論
』
の
価
値
実
体
等
と

を
同
一
視
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。

　
従
来
の
い
ま
一
つ
の
解
釈
は
、
こ
の
労
働
一
般
を
使
用
価
値
形

成
労
働
一
般
と
み
る
解
釈
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
遊
部
久
蔵
氏
は

こ
う
い
わ
れ
て
い
る
。
『
序
説
』
の
労
働
一
般
は
、
「
け
っ
し
て
価

値
の
実
体
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
産
的
労
働
の
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

源
的
規
定
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
」
（
1
8
、
一
四
七
頁
）
。
同
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

の
解
釈
は
時
永
淑
氏
に
も
み
ら
れ
る
。
「
ス
、
ミ
ス
は
、
ま
ず
『
そ

の
国
民
が
年
々
消
費
す
る
い
っ
さ
い
の
生
活
必
需
品
お
よ
ぴ
便
益

品
』
と
い
う
人
間
に
と
っ
て
有
用
な
一
般
的
対
象
的
物
件
の
潤
沢
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を
問
題
と
し
、
そ
の
本
質
を
『
工
業
労
働
で
も
な
く
商
業
労
働
で

も
な
く
農
業
労
働
で
も
な
い
が
同
時
に
そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
る
よ

う
な
労
働
』
－
…
と
し
て
つ
か
み
、
こ
う
し
た
宮
の
潤
沢
を
ま
ず

分
業
・
・
－
－
に
よ
つ
て
差
婁
れ
る
も
の
ピ
し
た
一
一
の
・
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

三
頁
）
。

　
し
か
し
、
こ
の
解
釈
も
一
面
的
で
あ
り
、
正
し
く
な
い
。
ま
ず
、

こ
の
解
釈
は
『
序
説
』
の
宮
が
事
実
上
商
品
で
あ
る
可
能
性
を
無

視
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
解
釈
は
、
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
自
身

が
ま
だ
と
き
お
り
重
農
主
義
に
再
度
復
帰
し
て
い
る
」
と
い
う

『
序
説
』
の
ス
、
・
、
ス
評
価
の
規
定
を
正
し
く
考
慮
し
て
い
な
い
。

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
ス
、
・
・
ス
の
璽
農
主
義
へ
の
復
帰
は
価
値
形

成
労
働
一
般
、
剰
余
価
値
形
成
労
働
一
般
の
把
握
に
関
連
し
て
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
価
値
形
成
労
働
一
般
も
剰
余
価
値
形
成

労
働
一
般
も
こ
の
ス
、
・
、
ス
評
価
で
は
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
と
解

さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
ス
ミ
ス
の
ぱ
あ
い
、
労
働
の
二
重
性
を
区

別
せ
ず
、
剰
余
も
物
的
生
産
物
で
あ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
こ
の
規
定
も
使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
把
握
の
問
題
と
関

連
し
て
は
い
る
が
、
こ
の
規
定
を
使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
に
関

す
る
も
の
と
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
『
序
説
』
の
ス
ミ
ス
評
価
で
は
、
ズ
ミ
ス
の
労
働

一
般
把
握
の
総
体
が
論
評
対
象
に
含
ま
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

よ
り
厳
密
に
い
え
ぱ
、
『
序
説
』
の
マ
ル
ク
ス
は
、
ス
ミ
ス
の
価

値
形
成
労
働
一
般
、
剰
余
価
値
形
成
労
働
一
般
の
把
握
を
念
頭
に

お
き
な
が
ら
、
ス
、
、
、
ス
の
体
系
の
端
初
た
る
使
用
価
値
形
成
労
働

一
般
あ
る
い
は
商
品
を
形
成
す
る
労
働
一
般
に
つ
い
て
論
評
し
た

と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ぱ
、
マ
ル
ク
ス
が
ス
ミ
ス
の
い

か
な
る
点
を
「
進
歩
」
と
評
し
た
の
か
は
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
『
序
説
』
の
マ
ル
ク
ス
は
、
ス
ミ
ス
の
価
値
形
成
労
働

一
般
の
把
握
の
み
を
「
巨
大
な
進
歩
」
と
評
し
た
の
で
は
な
い
。

彼
は
、
ス
、
、
、
ス
の
価
値
形
成
労
働
一
般
、
剰
余
価
値
形
成
労
働
一

般
の
把
握
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
ス
ミ
ス
の
使
用
価
値
形
成
労

働
一
般
あ
る
い
は
商
品
を
形
成
す
る
労
働
一
般
の
把
握
を
も
っ
て

「
巨
大
な
進
歩
」
と
評
し
た
の
で
あ
る
。
本
節
の
考
察
を
ふ
ま
え

る
な
ら
ぱ
、
こ
の
よ
う
に
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
4
）
　
錯
綜
し
て
は
い
る
が
、
『
序
説
』
の
第
三
節
「
経
済
学
の
方
法
」

　
　
の
論
理
構
成
は
、
大
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
う
る
。
H
、

　
　
「
第
一
の
適
」
（
い
わ
ゆ
る
下
向
法
）
と
「
第
二
の
道
」
（
い
わ
ゆ
る

　
　
上
向
法
）
と
の
区
別
お
よ
ぴ
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
の
定
式
化
。
第
一
・

　
第
二
段
落
。
O
、
「
第
二
の
遣
」
に
お
け
る
経
済
学
的
諸
範
曜
の
序

　
列
と
歴
史
酌
発
屈
週
程
の
序
列
、
論
理
の
歩
み
と
歴
史
の
歩
み
と
の
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相
違
お
よ
ぴ
関
連
に
つ
い
て
の
考
察
。
①
、
「
第
二
の
遣
」
の
出
発

点
を
な
す
単
純
な
諸
範
酵
の
考
察
。
ω
、
単
純
な
諸
範
鴫
も
ま
た
臭

体
的
な
諸
範
嬢
よ
り
前
に
独
立
の
歴
史
的
．
自
然
的
実
在
を
も
た
な

　
い
か
、
と
い
う
設
問
へ
の
一
応
の
回
答
。
第
三
・
第
四
段
落
。
㈲
、

労
働
一
般
と
い
う
範
酵
を
例
と
し
て
の
、
も
つ
と
も
抽
象
的
な
範
晴

の
超
歴
史
性
と
歴
史
性
の
解
析
。
第
五
・
第
六
・
第
七
段
落
。
②
、
．

諭
理
と
歴
史
の
歩
み
に
関
す
る
よ
り
一
般
的
な
考
察
。
㈹
、
ブ
ル
ジ

　
ョ
ア
社
会
の
編
成
・
範
濤
と
ブ
ル
ジ
目
ア
社
会
以
前
の
社
会
の
編

成
・
範
蟻
と
の
相
違
と
関
連
に
関
す
る
考
察
。
第
八
段
落
。
⑭
、
ブ

　
ル
ジ
目
ア
社
会
の
範
贈
の
序
列
と
ブ
ル
ジ
冒
ア
社
会
の
歴
史
的
発
展

過
程
の
序
列
と
の
相
違
に
関
す
る
考
察
。
第
九
段
落
。
③
、
総
括
お

　
よ
び
若
千
の
例
証
。
第
一
〇
・
第
一
一
・
第
二
一
．
第
二
一
一
段
落
。

　
目
、
篇
別
プ
ヲ
ン
の
提
示
。
第
一
四
段
落
。

（
5
）
　
リ
カ
ー
ド
『
原
理
』
第
二
〇
章
、
マ
ル
サ
ス
『
原
理
』
第
六
章

　
お
よ
び
『
諸
定
義
』
第
五
章
、
ト
レ
ン
ズ
『
宮
の
生
産
に
関
す
る
一

　
論
』
第
一
章
、
マ
カ
ロ
ツ
ク
『
原
理
』
第
二
部
第
一
章
等
を
み
よ
。

三

『
序
説
』
に
お
け
る
労
働
の

　
二
重
性
把
握
の
限
界
と
到
達
点

　
以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
、
さ
ら
に
『
序
説
』
の
ス
、
、
、
ス
評
価
を

分
析
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
わ
か
る
。
o
、
『
序
説
』
の

ス
ミ
ス
評
価
は
労
働
の
二
重
性
を
厳
密
に
区
別
す
る
見
地
か
ら
す

れ
ば
、
き
わ
め
て
不
正
確
で
あ
る
。
⇔
、
『
序
説
』
の
ス
、
、
、
ス
評

価
に
は
、
労
働
の
二
重
性
を
明
ら
か
に
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
初

期
マ
ル
ク
ス
の
学
史
総
括
と
の
共
通
性
が
み
ら
れ
る
。
目
、
労
働

の
二
重
性
を
意
識
的
に
区
別
し
え
た
の
ち
の
マ
ル
ク
ス
に
は
、

『
序
説
』
の
よ
う
な
不
正
確
で
初
期
マ
ル
ダ
ス
と
の
共
通
性
を
残

す
よ
う
な
学
史
総
括
は
消
失
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

『
序
説
』
段
階
の
マ
ル
ク
ス
が
い
ま
だ
労
働
の
二
重
性
を
意
識
的

に
区
別
し
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
『
序
説
』
の
ス
ミ
ス
評
価
は
不
正
確
で
あ
る
と
い
う

点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
『
序
説
』
の
マ
ル
ク
ス
が
ス

ミ
ス
の
使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
あ
る
い
は
商
品
を
形
成
す
る
労

働
］
般
の
把
握
を
「
進
歩
」
と
評
し
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
商
品

を
形
成
す
る
労
働
一
般
の
う
ち
に
は
使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
も

含
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
は
こ

こ
で
ス
ミ
ス
の
使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
の
把
握
を
「
進
歩
」
と

評
し
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
評
価
は
労
働
の
二
重

性
を
厳
密
に
区
別
す
る
見
地
か
ら
す
れ
ば
正
し
く
な
い
。

　
ま
ず
、
使
用
価
値
形
成
労
働
は
具
体
的
で
特
殊
な
労
働
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
を
た
ん
に
労
働
一
般
と
と
ら
え
る
把
握
は
、
使
用
価

値
形
成
労
働
を
正
し
く
と
ら
え
た
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
み
た
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よ
う
に
、
ス
、
・
、
ス
は
使
用
価
値
形
成
労
働
を
労
働
一
般
と
と
ら
え
、

そ
の
具
体
性
．
特
殊
性
を
概
念
的
に
把
握
し
え
な
か
っ
た
。
こ
の

点
は
ス
、
、
、
ス
の
限
界
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
進
歩
」
と
評

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
が
の
ち
に
述
べ
た
よ

う
に
、
「
素
材
的
宮
の
一
源
泉
と
し
て
の
労
働
は
、
税
関
吏
ア
ダ

ム
．
ス
、
、
、
ス
に
わ
か
っ
て
い
た
の
と
同
様
に
立
法
者
モ
ー
セ
に
も

　
　
　
　
　
（
6
）

わ
か
っ
て
い
た
」
（
H
（
『
．
ω
．
寒
）
の
で
あ
っ
て
、
使
用
価
値
形
成

労
働
一
般
の
表
象
は
き
わ
め
て
古
く
か
ら
存
在
す
る
。
だ
か
ら
、

使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
の
把
握
は
「
進
歩
」
で
も
何
で
も
な
い
。

さ
ら
に
、
ス
、
・
、
ス
は
使
用
価
値
形
成
労
働
は
白
然
的
素
材
と
結
び

つ
い
て
使
用
価
値
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
を
彼
の
体
系
の
端
初

に
お
い
て
忘
れ
て
い
る
。
だ
が
、
ペ
テ
ィ
に
お
い
て
「
土
地
が
富

の
母
で
あ
る
よ
う
に
、
労
働
は
宮
の
父
で
あ
り
、
そ
の
能
動
的
要

素
で
あ
る
」
（
0
、
甲
9
一
一
一
九
頁
）
こ
と
は
と
ら
え
ら
れ
て

お
り
、
こ
れ
は
む
し
ろ
ペ
テ
ィ
か
ら
の
後
退
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

労
働
の
二
重
性
を
厳
密
に
区
別
す
る
な
ら
ぱ
、
ス
ミ
ス
の
使
用
価

値
形
成
労
働
一
般
の
把
握
を
「
巨
大
な
進
歩
」
と
評
す
る
こ
と
は

正
し
く
な
い
。

　
し
か
る
に
、
『
序
説
』
の
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
よ
う
な
不
正
確
な

評
価
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
不
正
確
な
評
価
を
あ
え

て
お
こ
な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
こ
に
『
序
説
』
の
マ
ル
ク
ス
が

い
ま
だ
労
働
の
二
重
性
を
意
識
的
に
区
別
し
え
て
い
な
か
っ
た
と

判
断
す
る
第
一
の
根
拠
が
あ
る
。

　
第
二
に
、
明
ら
か
に
労
働
の
二
重
性
を
区
別
し
え
て
い
な
か
っ

た
『
経
済
学
．
哲
学
手
稿
』
（
以
下
『
手
稿
』
）
に
お
い
て
、
『
序

説
』
と
同
様
の
学
史
把
握
は
存
在
す
る
。
『
手
稿
』
に
お
い
て
マ

ル
”
ス
は
、
す
で
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ケ
ネ
i
博
士
の
重
農
主
義
学
説
は
、
重
商
主
義
か
ら
ア
ダ
ム
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

ス
、
、
、
ス
ヘ
の
移
行
を
な
す
」
（
室
向
Ω
＞
二
－
■
“
ω
。
N
s
一
ω
．
u
。
。
㎝
）

の
で
あ
り
、
「
重
農
主
義
に
は
こ
う
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
、
あ
る
特
定
の
労
働
、
あ
る
特
殊
な
労
働
が
で
は
な

く
、
労
働
一
般
が
宮
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ

　
　
　
　
　
　
＾
7
）

る
」
（
き
ミ
）
、
と
。
ま
た
、
「
資
本
の
文
明
的
勝
利
は
、
ま
さ
し

く
死
ん
だ
事
物
の
か
わ
り
に
人
間
労
働
を
宮
の
源
泉
と
し
て
発
見

し
創
造
し
た
こ
と
だ
（
ポ
ー
ル
・
ル
イ
・
ク
ー
リ
エ
、
サ
ン
・
シ

モ
ン
、
ガ
ニ
ー
ル
、
リ
カ
ー
ド
、
ミ
ル
、
マ
カ
ロ
ヅ
ク
、
デ
ス
テ

ユ
ツ
ト
．
ド
．
ト
ラ
シ
お
よ
ぴ
ミ
シ
ェ
ル
・
シ
ニ
バ
リ
エ
を
み

よ
）
」
（
き
ミ
ニ
ω
1
豊
仰
ω
．
u
O
O
H
）
、
と
。

　
顧
み
る
に
、
た
と
え
ば
デ
ス
テ
ユ
ッ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
ま
、

「
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
的
お
よ
び
構
神
的
能
カ
が
わ
れ
わ
れ
の
唯
一
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の
本
源
的
窟
（
ユ
9
鶉
竃
o
『
屯
墨
ぎ
）
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
能

カ
の
使
用
、
な
ん
ら
か
の
労
働
が
わ
れ
わ
れ
の
唯
一
の
根
源
的
財

宝
（
R
鶉
o
『
勺
二
昌
一
臣
）
で
あ
っ
て
、
れ
れ
わ
れ
が
窟
（
巨
。
コ
眈
）

と
呼
ぷ
す
べ
て
の
も
の
－
－
：
は
つ
ね
に
こ
の
能
カ
の
使
用
が
生
み

出
す
の
だ
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
す
べ

て
の
宮
（
9
竃
m
）
は
そ
れ
ら
を
生
み
出
し
た
労
働
を
表
現
す
る

に
す
ぎ
ず
、
も
し
そ
の
宮
が
一
つ
の
価
値
を
も
つ
な
ら
ば
、
あ
る

い
は
ま
た
二
つ
の
価
値
を
も
つ
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
そ
の
価
値
を

そ
の
発
生
源
で
あ
る
労
働
の
価
値
か
ら
ひ
き
出
し
う
る
に
す
ぎ
ぬ

と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
確
か
で
あ
る
L
（
ω
、
電
、
遣
－
旨
O
）
と

述
べ
て
お
り
、
リ
カ
ー
ド
も
こ
れ
に
賛
意
を
示
し
た
（
o
、
毛
．

轟
阜
－
轟
ω
二
二
二
八
貫
）
。
こ
こ
で
「
二
つ
の
価
値
」
と
い
わ
れ
て

い
る
の
は
使
用
個
値
と
交
換
価
値
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
デ
ス
テ

ユ
ッ
ト
や
リ
カ
ー
ド
は
ど
ち
ら
の
価
値
も
労
働
の
み
か
ら
生
み
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

さ
れ
る
と
い
う
不
正
確
な
規
定
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
富
の
源
泉
（
本
質
）
は
労
働
で
あ
る
」
と
い
う

『
手
稿
』
の
規
定
は
、
実
は
、
こ
の
よ
う
な
当
時
か
な
り
有
カ
で

あ
っ
た
不
正
確
な
拙
握
を
ほ
ぽ
う
け
入
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
事
実
上
「
商
品
の
源
泉
（
本
質
）
は
労
働
で
あ
る
」

と
い
う
不
合
理
な
把
握
を
表
現
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
『
手
稿
』
に
お
い
て
「
特
殊
な
労
働
」
と
い
う
範

礒
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
点
は
、
古
典
派
が
こ
の
範
礒
を
明
確
に

拙
握
し
え
な
か
っ
た
だ
け
に
、
注
目
に
値
す
る
。
だ
が
こ
れ
は
、

使
用
価
値
形
成
労
働
の
特
殊
性
の
概
念
的
把
握
に
ま
で
到
達
し
た

も
の
と
は
言
い
え
な
い
。
『
手
稿
』
当
時
の
マ
ル
ク
ス
は
、
明
ら

か
に
労
働
の
二
重
性
を
区
別
で
き
ず
、
「
宮
（
事
実
上
商
品
）
の

源
泉
（
本
質
）
は
労
働
で
あ
る
」
と
い
う
不
正
確
な
把
握
を
も
っ

て
学
史
の
総
括
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
序
説
』
の
ス
ミ
ス
評
価
は
、
こ
の
よ
う
な
『
手
稿
』
の
学
史

総
括
と
共
通
す
る
性
椿
を
も
つ
。
「
富
を
生
む
活
動
」
と
い
う
「
宮

の
源
泉
（
本
質
）
た
る
労
働
」
と
い
う
把
握
と
き
わ
め
て
よ
く
似

た
把
握
を
も
っ
て
重
農
主
義
か
ら
A
・
ス
ミ
ス
ヘ
の
進
歩
を
総
括

し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
点
に
お
い
て
『
序
説
』
の
ス
、
、
、
ス
評
価
は
、

労
働
の
二
重
性
を
区
別
し
え
て
い
な
か
っ
た
『
手
稿
』
の
学
史
総

括
と
共
通
す
る
性
楕
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
に
共

通
す
る
性
格
も
ま
た
、
『
序
説
』
の
マ
ル
ク
ス
が
い
ま
だ
労
働
の

二
重
性
を
意
識
的
に
区
別
し
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
判
断
に
一

つ
の
論
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
労
働
の
二
重
性
を
区
別
し
え
た
の
ち
の
『
経
済
学
批

判
要
綱
』
（
以
下
『
要
綱
』
）
や
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
（
以
下
『
学
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説
史
』
）
に
は
、
も
は
や
『
序
説
』
の
よ
う
に
初
期
マ
ル
ク
ス
の

不
正
確
な
把
握
を
共
有
し
た
よ
う
な
単
史
総
括
は
み
ら
れ
な
い
。

『
序
説
』
の
ス
ミ
ス
評
価
と
よ
く
似
た
挙
史
総
括
は
、
『
要
綱
』

と
『
学
説
史
』
に
も
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
宮
を
生
む
活

動
－
・
：
」
と
い
っ
た
不
正
確
な
規
定
は
姿
を
消
し
、
ス
ミ
ス
が
重

農
主
義
を
越
え
て
な
し
と
げ
た
進
歩
は
価
値
形
成
労
働
一
般
、
剰

余
価
値
形
成
労
働
一
般
の
把
握
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

明
確
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
要
綱
』
の
そ
れ
は
、
「
重
農
主
義
者
」
と
い
う
項
で
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
叙
述
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
叙
述
は
ス
ミ
ス
が
重
農

主
義
を
越
え
て
な
し
と
げ
た
進
歩
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
て
い

な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
検
討
し
な
い
。
た
だ
、
そ
こ
で
は
「
窟
を

生
む
活
動
」
の
規
定
性
を
捨
て
去
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
「
進
歩
」

と
評
す
る
よ
う
な
把
握
は
も
は
や
み
ら
れ
ず
、
剰
余
価
直
把
握
の

間
題
が
学
史
総
括
の
中
心
論
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
点
に

注
意
を
喚
起
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

　
『
学
説
史
』
の
そ
れ
は
、
編
集
者
に
よ
っ
て
「
ス
ミ
ス
に
よ
る

社
会
的
労
働
の
あ
ら
ゆ
る
部
面
に
お
け
る
剰
余
価
値
の
発
見
」
と

い
う
表
題
を
付
さ
れ
た
箇
所
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
重
要
で
あ
る
の
で
、
そ
の
主
要
部
分
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
A
・
ス
ミ
ス
に
は
、
剰
余
価
値
の
分
析
、
し
た
が
っ
て
ま
た
資

本
の
分
析
に
お
い
て
、
重
農
単
派
を
越
え
て
な
し
と
げ
ら
れ
た
犬

き
な
進
歩
が
見
出
さ
れ
る
。
重
農
学
派
の
ぱ
あ
い
、
剰
余
価
値
を

つ
く
り
だ
す
の
は
一
定
種
類
の
現
実
的
労
働
－
農
業
労
働
1

だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
ら
が
考
察
し
て
い
る
の
は
労
働
の
使

用
価
値
で
あ
っ
て
、
価
値
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
る
労
働
時
間
、
一

般
的
労
働
で
は
な
い
。
…
－
と
こ
ろ
が
A
・
ス
ミ
ス
の
ぱ
あ
い
に

は
、
価
値
を
つ
く
り
だ
す
の
は
ど
の
よ
う
な
使
用
価
値
と
な
っ
て

現
わ
れ
る
か
は
ま
っ
た
く
ど
う
で
も
よ
い
一
般
的
な
社
会
的
労
働
、

た
ん
な
る
必
要
労
働
量
で
あ
る
。
剰
余
価
値
は
、
そ
れ
が
利
潤
や

地
代
の
形
態
で
現
わ
れ
よ
う
と
あ
る
い
は
利
子
と
い
う
第
二
次
的

形
態
で
現
わ
れ
よ
う
と
、
こ
の
労
働
の
う
ち
労
働
の
対
象
的
諸
条

件
の
所
有
者
が
生
き
た
労
働
と
の
交
換
に
よ
っ
て
取
得
す
る
部
分

に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
峯
手
■
峯
■
ミ
由
P
ぎ
1
一
ω
ω
．
蟹
－
竃
）
。

　
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
宮
を
生
む
活
動
」
の

規
定
性
を
捨
て
去
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
「
進
歩
」
と
み
る
よ
う
な

不
正
確
な
評
価
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
ず
、
ス
ミ
ス
の
な
し
と
げ
た

「
進
歩
」
は
価
値
形
成
労
働
一
般
、
剰
余
価
値
形
成
労
働
一
般
の

把
握
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
労
働

の
二
璽
性
を
厳
密
に
区
別
す
る
見
地
か
ら
す
れ
ぱ
、
こ
の
よ
う
な
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限
定
を
付
し
て
ス
ミ
ス
の
「
進
歩
」
を
論
ず
る
の
が
正
し
い
の
で

あ
り
、
後
年
の
マ
ル
ク
ス
は
こ
う
し
た
限
定
を
明
確
化
す
る
よ
う

に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
「
進
歩
」
を
評

価
す
る
に
さ
い
し
て
の
変
化
、
こ
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
も
、
『
序
説
』
の
マ
ル
ク
ス
が
労
働
の
二
重
性
を
区
別

し
え
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
判
断
の
一
つ
の
根
拠
で
あ
る
。

　
以
上
三
つ
の
根
拠
か
ら
、
『
序
説
』
で
は
い
ま
だ
労
働
の
二
重

性
が
意
識
的
に
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
お
そ

ら
く
、
『
序
説
』
当
時
の
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
、
剰
余
価
値
把
握
に

お
け
る
ス
ミ
ス
の
進
歩
を
念
頭
に
お
い
て
彼
の
労
働
一
般
把
握
に

つ
い
て
論
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
評
価
は
正
確
で
は

な
か
っ
た
。
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
、

価
値
形
成
労
働
一
般
、
剰
余
価
値
形
成
労
働
一
般
が
不
可
分
に
縞

び
つ
い
て
い
る
が
、
そ
の
把
握
の
金
体
を
「
進
歩
」
と
み
な
し
、

使
用
価
値
形
成
労
働
一
般
の
把
握
も
「
進
歩
」
と
み
な
す
評
価
に

陥
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
の
二
重

性
の
区
別
と
い
う
根
本
問
題
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
「
特
殊
な
労
働
」

と
い
う
範
礒
を
明
確
に
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
の
ぞ
け
ぱ
、
古
典

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

派
の
把
握
を
本
質
的
に
は
超
克
し
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
6
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
F
・
リ
ス
ト
が
労
働
の
二
重

　
性
を
区
別
せ
ず
、
彼
は
「
イ
ギ
リ
ス
の
近
代
の
経
済
掌
者
た
ち
を
エ

　
ジ
プ
ト
の
モ
ー
セ
の
た
ん
な
る
劉
窃
者
と
し
・
か
み
な
か
っ
た
」
（
宍
「

　
ω
。
塞
）
と
注
記
し
て
い
る
。
こ
の
モ
ー
セ
云
々
と
い
う
叙
述
は
、

　
お
そ
ら
く
、
「
労
働
は
宵
の
原
因
で
あ
り
怠
惰
は
貧
困
の
原
因
で
あ

　
る
と
い
う
答
え
（
ち
な
み
に
そ
れ
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
よ
り
ず
っ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

　
以
前
に
ソ
回
モ
ン
王
が
認
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
）
－
－
」
（
u
、
ω
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
N
8
一
二
〇
〇
頁
）
と
い
う
リ
ス
ト
の
叙
述
を
念
頭
に
お
い
た
も
の

　
で
、
記
憶
に
た
よ
っ
た
た
め
、
ソ
ロ
モ
ン
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
モ

　
ー
セ
と
書
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
7
）
　
こ
の
叙
述
は
、
旧
メ
ガ
の
編
集
者
に
よ
っ
て
「
私
的
所
有
と
労

　
働
」
と
い
う
題
を
付
さ
れ
た
断
片
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
断
片

　
は
も
っ
と
も
端
初
的
な
形
態
に
お
け
る
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
だ
と

　
い
え
る
。
ま
た
、
こ
の
単
史
把
握
は
マ
カ
ロ
ツ
ク
ω
の
影
響
を
強
く

　
う
け
て
お
り
、
そ
の
影
響
は
『
序
説
』
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
い
え

　
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
詳
し
く
諭
じ
る
。

（
8
）
　
よ
り
詳
し
く
み
れ
ぱ
、
デ
ス
テ
ユ
ッ
ト
と
リ
カ
ー
ド
の
見
解
は

　
同
じ
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
『
資
本
論
』

　
第
一
巻
第
一
章
の
注
三
一
（
穴
H
二
ω
ω
．
茎
－
8
）
を
み
よ
。

（
9
）
　
「
古
典
派
の
把
握
を
本
質
的
に
は
超
克
し
え
て
い
な
い
」
と
い

　
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
労
働
の
二
重
性
の
区
別
に
関
し
て
で
あ
る
。

　
そ
の
他
の
点
で
は
、
マ
ル
ク
ス
は
古
典
派
を
棄
り
越
え
た
面
を
も
つ

　
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
別
稿
で
解
明
す
る
。
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四
　
従
来
の
研
究
に
つ
い
て

　
さ
ら
に
、
従
来
の
研
究
で
は
『
序
説
』
に
お
け
る
労
働
の
二
重

性
把
握
が
い
か
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
か
を
ふ
り
返
っ
て
検
討
し
、

本
稿
が
従
来
の
研
究
史
の
な
か
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
も
の

で
あ
る
か
を
明
確
化
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
序
説
』
の
労
働
一
般
に
関
す
る
通

説
的
解
釈
は
、
そ
れ
を
価
値
形
成
労
働
一
般
さ
ら
に
は
『
資
本

論
』
の
価
値
実
体
・
抽
象
的
人
間
労
働
と
解
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
も
と
づ
い
て
、
『
序
説
』
の
労
働

一
般
に
関
す
る
規
定
は
、
し
ぱ
し
ぱ
『
資
本
論
』
解
釈
に
援
用
さ

れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
や
研
究
婆
勢
は
、
『
序
説
』

に
お
い
て
労
働
の
二
重
性
が
区
別
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
暗

黙
の
う
ち
に
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
『
序

説
』
で
労
働
の
二
重
性
が
意
識
的
に
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と

す
れ
ば
、
『
序
説
』
の
労
働
一
般
が
『
資
本
論
』
の
価
値
実
体
等

と
等
置
し
え
ず
、
『
序
説
』
の
規
定
を
『
賞
本
論
』
解
釈
に
安
易

に
援
用
し
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、

従
来
の
研
究
で
は
、
た
と
え
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
に
せ

よ
、
『
序
説
』
で
労
働
の
二
重
性
が
意
識
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
暗
黙
の
う
ち
に
仮
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
研
究
の
現
状
は
克
服
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
従
来
の
研
究
で
は
ま
た
、
労
働
の
二
重
性
が
発
見
さ
れ
た
の
は

『
要
綱
』
で
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
説
が
広
く
う
け
入
れ
ら
れ
つ

つ
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
ト
ゥ
ー
フ
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
マ
ル

ク
ス
は
「
『
経
済
学
批
判
』
で
は
じ
め
て
商
品
と
商
品
を
生
産
す
る

労
働
の
『
二
重
性
』
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
は
い
え
、
か
れ
は

事
実
上
す
で
に
こ
こ
で
〔
『
要
綱
』
で
1
引
用
者
〕
商
品
と
商
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

に
合
ま
れ
る
労
働
の
二
重
性
を
発
見
し
て
い
る
」
（
1
2
、
ω
・
富
M
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
広
く
う
け
入
れ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
新
メ
ガ

の
『
一
八
五
七
－
五
八
年
の
経
済
挙
草
稿
』
の
「
序
文
」
で
も
、

「
『
要
綱
』
の
な
か
で
は
じ
め
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
労
働
の
二
重
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

に
関
す
る
命
題
－
・
：
」
（
昌
内
Ω
＞
二
自
－
－
ト
ω
．
ご
、
）
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
判
断
は
ほ
ぽ
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
も
し
労

働
の
二
重
性
が
『
要
綱
』
で
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ぱ
、
『
序
説
』

に
お
い
て
労
働
の
二
重
性
が
ど
う
認
識
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て

結
論
が
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
『
序
説
』
が
『
要
綱
』
に
さ
き

だ
っ
て
書
か
れ
、
『
要
綱
』
で
労
働
の
二
重
性
が
発
見
さ
れ
た
の

だ
と
す
れ
ぱ
、
当
然
『
序
説
』
で
は
労
働
の
二
重
性
が
意
識
的
に

区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
る
に
従
来
の
研
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究
の
ほ
と
ん
ど
は
、
『
序
説
』
に
お
け
る
労
働
の
二
重
性
把
握
の

眼
界
を
明
確
化
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、

一
般
に
言
及
が
避
け
ら
れ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ぱ
エ
チ
ェ
ペ

リ
ア
の
よ
う
に
、
『
序
説
』
段
階
の
「
マ
ル
ク
ス
の
分
析
は
、
後

年
の
マ
ル
ク
ス
の
具
体
的
労
働
と
抽
象
的
労
働
と
の
厳
密
な
る
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

別
を
欠
い
て
い
る
」
（
1
3
、
勺
．
ω
む
）
と
い
・
。
つ
結
論
に
ま
で
到
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

し
た
論
者
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
彼
の
ぱ
あ
い
、
こ
の
よ
う
な

結
論
的
な
命
題
が
断
定
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
具

体
的
に
論
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
私
の
知
る

か
ぎ
り
で
は
、
『
序
説
』
に
お
い
て
労
働
の
二
重
性
が
意
識
的
に

は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
、
、
そ
の
論
証
に
成
功

し
た
者
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
し
、
『
序
説
』
で
は
い
ま
だ
意
識
的
に
は
労
働
の
二
重
性
が

区
別
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
な
ら
ぱ
、
『
序

説
』
が
経
済
学
者
と
し
て
成
熟
し
た
マ
ル
ク
ス
の
著
作
と
は
言
い

難
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
従
来
の
研
究
に
多
く
の
反
省
が
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
私
は
、
こ
の

よ
う
な
理
論
研
究
と
の
連
関
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
本
稿
に
お
い

て
そ
の
論
証
を
試
み
、
研
究
の
新
た
な
進
展
を
も
た
ら
す
た
め
の

一
つ
の
基
礎
を
築
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
こ
こ
で
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
『
序
説
』
は
過

　
去
の
理
諭
研
究
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
そ
の
影
響
は
、

　
と
り
わ
け
価
値
論
お
よ
ぴ
方
法
論
の
領
域
に
み
ら
れ
る
。
従
来
、

　
『
序
説
』
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
い
わ
れ

　
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
の
結
論
は
、
『
序
説
』
へ
の
依
拠
の
仕
方

　
そ
の
も
の
か
ら
反
省
す
ぺ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
と
め
に
代
え
て

　
以
上
を
も
っ
て
、
最
初
に
提
起
し
た
仮
説
の
論
証
を
終
え
る
。

本
稿
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
批
判
を
待
っ
て
再
考
す
る
と

と
も
に
、
必
要
な
補
足
を
お
こ
な
い
た
い
と
思
う
。

　
《
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『
資
本
論
入
門
』
H
、
音
木
文
庫
、

〔
∬
〕
　
内
田
義
彦
『
増
補
・
経
済
学
の
生
誕
』
、
未
来
社
、
一
九
六
二

　
年
。

〔
1
6
〕
　
見
田
石
介
『
資
本
論
の
方
法
』
、
『
見
田
石
介
著
作
集
』
第
四
巻
、

　
一
九
七
七
年
、
所
収
。

〔
〃
〕
　
時
永
淑
『
改
訂
増
補
版
・
経
済
挙
史
』
、
法
政
大
単
出
版
局
、

　
一
九
七
一
年
。

〔
1
8
〕
　
遊
部
久
蔵
『
商
品
論
の
構
造
』
、
青
木
書
店
、
一
九
七
三
年
。

〔
1
9
〕
　
平
田
清
明
『
経
済
掌
批
判
へ
の
方
法
叙
説
』
、
岩
波
書
店
、
一

　
九
八
二
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
手
）
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