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教えるとは 希望を語ること 学ぶとは 誠実を胸にきざむこと

ルイ・アラゴン「ストラスブール大学の歌」から
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08頁 今月の学習

マルクス
「労働組合。その過去、現在、未来」を読む

時勢（ときの勢い）──休載

18頁 日本の労働者（下）
27頁 疑問に答える

30頁 -ＭＡＲＸ ＥＮＧＥＬＳを直訳で学ぶ

明
日
を
拓
く
言
葉

林

昭
・
龍
谷
大
学
名
誉
教
授

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス

「
生
産
の
規
模
の
巨
大
な
拡
張
、
そ
し
て
個
別
的
諸
資
本
に
と
っ
て

は
不
可
能
で
あ
っ
た
諸
企
業
の
出
現
。
同
時
に
、
従
来
は
政
府
企
業

で
あ
っ
た
こ
の
よ
う
な
諸
企
業
が
会
社
企
業
と
な
る
。

そ
れ
自
身
社
会
的
生
産
様
式
に
立
脚
し
て
生
産
諸
手
段
お
よ
び
労

働
諸
力
の
社
会
的
集
積
を
前
提
と
す
る
資
本
が
、
こ
こ
で
は
直
接
に
、

私
的
資
本
に
対
立
す
る
社
会
的
資
本(

直
接
に
結
合
し
た
諸
資
本
の
資

本)

の
形
態
を
と
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
資
本
の
諸
企
業
は
、
私

的
諸
企
業
に
対
立
す
る
社
会
的
諸
企
業
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
れ
は

資
本
主
義
的
生
産
様
式
そ
の
も
の
の
限
界
内
で
の
、
私
的
資
本
の
止

揚
で
あ
る
。
」

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
で
株
式

会
社
が
資
本
主
義
社
会
に
登
場

し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
そ
の

現
象
を
「
資
本
主
義
生
産
様
式

そ
の
も
の
の
限
界
内
で
の
、
私

的
資
本
の
止
揚
で
あ
る
」
と
捉

え
て
い
ま
す
。
本
来
私
的
企
業

と
し
て
登
場
し
た
企
業
が
、
多

数
の
出
資
者(

株
主)

に
よ
っ
て

設
立
さ
れ
る
株
式
会
社=

社
会
的

企
業
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ

と
自
体
が
資
本
主
義
生
産
様
式

の
矛
盾
を
表
し
て
い
る
と
捉
え

て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
そ

の
後
の
資
本
主
義
生
産
様
式
の

矛
盾
を
深
め
て
い
き
、
次
の
社

会
へ
の
展
開
に
結
び
つ
く
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
の
で
す
。

マ
ル
ク
ス
「
資
本
論
」

新
日
本
出
版
社
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会
長
あ
い
さ
つ

芦
田

文
夫立

命
館
大
学
名
誉
教
授

い
ま
、
安
倍
政
権
の
暴
走
が
い
ろ
ん
な

面
で
非
常
に
強
く
な
っ
て
き
て
、
戦
後
私

た
ち
が
ず
っ
と
守
っ
て
き
た
平
和
主
義
だ

と
か
民
主
主
義
だ
と
か
、
国
の
あ
り
方
そ

の
も
の
を
根
本
的
に
変
え
て
し
ま
お
う
と

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
非
常
に
は
っ
き
り

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
今
は
、

沖
縄
知
事
選
と
か
一
斉
地
方
選
な
ど
選
挙

が
あ
り
ま
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
こ
の
間
は

マ
イ
ル
ド
に
「
女
性
の
登
用
」
だ
と
か

「
地
域
の
重
視
」
だ
と
か
と
い
う
ポ
ー
ズ

を
表
に
出
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
選
挙

が
終
わ
っ
た
ら
、
国
会
で
集
団
的
自
衛
権

を
閣
議
決
定
か
ら
法
律
に
し
て
し
ま
お
う

と
、
ま
た
一
気
に
も
っ
と
酷
い
暴
走
が
連

続
し
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ウ
ル
ト
ラ
保
守
の
、
歴
史

を
逆
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
も
う

お
そ
ら
く
は
最
後
の
も
の
で
、
彼
ら
の
あ

せ
り
の
表
わ
れ
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

彼
ら
も
そ
れ
な
り
に
死
に
物
狂
い
で
や
っ

て
き
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
向
け
て
私
た
ち

国
民
の
側
の
運
動
の
準
備
を
進
め
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
中
で
、
私
た
ち
の
学
習
教
育

活
動
を
ど
う
強
め
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
今
日
の
第
２
回
理
事
会
の

論
議
の
課
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
事
務
局
長
か
ら
報
告
さ
れ
ま
す
よ
う

に
、
こ
の
間
、
私
た
ち
の
運
動
は
非
常
に

前
進
し
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
方
に

は
、
こ
う
い
う
情
勢
や
課
題
に
沿
っ
た
学

習
教
育
の
中
身
が
体
系
化
さ
れ
て
改
善
さ

れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
そ
の
講
義
と
受
講

生
と
の
間
を
つ
な
ぐ
学
習
教
育
活
動
家
の
、

今
日
お
集
ま
り
の
み
な
さ
ん
方
の
取
り
組

み
が
も
の
す
ご
く
前
進
し
て
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。

今
日
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
焦
点
が
合

わ
さ
れ
て
、
前
進
面
を
確
認
し
な
が
ら
、

も
う
一
歩
ど
う
し
た
ら
こ
れ
を
強
め
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
論
議
に
な

る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
て
、
私
も
大
変
期

待
し
て
い
ま
す
。
第
１
回
の
理
事
会
は
３

０
名
く
ら
い
の
出
席
で
し
た
が
、
今
日
は

後
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
も
合
わ
せ
て
５
０
名
く

ら
い
の
方
が
参
加
さ
れ
ま
す
の
で
、
こ
れ

も
だ
ん
だ
ん
前
進
を
と
げ
て
き
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
方
と
し
っ
か
り
論

議
を
し
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
、
挨
拶
に

か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

発
言
か
ら
…
…

石
田

恒
・
自
治
体
労
働
者

京
都
市
内
の
自
治
体
職
場
で
働
い
て
い

ま
す
。
府
内
の
自
治
体
や
京
都
自
治
労
連

の
青
年
の
と
こ
ろ
で
主
に
活
動
し
て
い
ま

す
。今

日
は
、
１
４
７
期
と
１
４
８
期
で
学

ん
だ
青
年
の
成
長
に
向
き
合
う
、
本
科
の

講
義
の
感
想
を
受
講
生
に
聞
く
と
い
う
活

動
の
報
告
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

３
人
の
青
年
の
経
験
を
紹
介
し
ま
す
。

一
人
目
は
、
府
職
の
青
年
で
、
そ
れ
ま

で
も
声
を
か
け
て
い
ま
し
た
が
、
２
期
は

断
ら
れ
て
、
１
４
７
期
に
受
講
し
て
く
れ

ま
し
た
。
彼
は
前
半
の
経
済
学
の
講
義
の

と
こ
ろ
で
、
何
回
か
休
ん
で
し
ま
う
の
で

す
が
、
そ
の
後
は
出
席
し
て
修
了
し
ま
し

た
。
経
済
学
の
講
義
の
補
講
を
受
け
て
、

そ
こ
で
、
「
労
働
者
と
資
本
家
の
関
係
が

す
ご
く
ド
ラ
イ
と
い
う
か
、
は
っ
き
り
し

て
い
て
分
か
り
や
す
か
っ
た
」
と
い
う
感

想
を
も
っ
て
く
れ
て
い
て
、
そ
の
講
義
を

学
ぶ
な
か
で
、
「
自
分
が
組
合
に
参
加
す

る
な
か
で
、
漠
然
と
考
え
て
い
た
組
合
の

意
義
が
、
自
分
の
言
葉
で
仲
間
や
新
規
採

用
の
職
員
に
語
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
彼
は
１
０
年
く
ら

い
青
年
部
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
初

め
て
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
ま
し

た
。講

義
の
最
終
盤
の
感
想
で
は
、
「
人
間

の
労
働
や
階
級
闘
争
の
歴
史
に
照
ら
し
合

わ
せ
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
自
身
の
た
た
か

い
と
い
う
の
は
、
本
当
に
ま
っ
と
う
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
」
と

い
う
ふ
う
に
語
っ
て
く
れ
て
、
「
他
の
青

年
役
員
に
も
学
ん
で
ほ
し
い
」
と
、
一
歩

ず
つ
で
す
が
、
「
拡
げ
よ
う
」
と
思
っ
て

く
れ
て
い
ま
す
。
青
年
部
と
し
て
の
組
合

活
動
の
中
で
も
、
彼
は
新
し
い
段
階
で
力

を
発
揮
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

た
だ
、
組
合
活
動
を
超
え
た
と
こ
ろ
で

の
、
本
当
に
社
会
を
変
え
て
い
こ
う
と
い

う
事
業
に
参
加
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、

な
か
な
か
な
ら
な
か
っ
た
り
、
彼
自
身
の

中
で
も
生
き
方
と
し
て
乗
り
越
え
な
い
と

い
け
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
挑
戦
す
べ

き
課
題
が
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
他
の
青

年
と
も
一
緒
に
学
ん
で
い
き
た
い
し
、
労

働
学
校
を
拡
げ
た
い
と
私
も
思
っ
て
い
ま

す
。あ

と
二
人
の
青
年
は
、
私
の
職
場
で
１

４
８
期
に
受
講
し
て
く
れ
た
仲
間
で
す
。

一
人
は
、
職
場
の
組
合
の
分
会
長
を
引
き

受
け
た
ば
か
り
の
青
年
で
、
も
う
一
人
は

嘱
託
職
員
の
青
年
で
す
。

嘱
託
職
員
の
彼
女
は
、
声
を
か
け
た
そ
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◎
京
都
学
習
協
第
４
８
回
定
期
総
会
第
２
回
理
事
会
が
９
月
７
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
、
第
２
回
論
点
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の
参
加
者
も
含
め
５
５
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

第
２
回
理
事
会
で
の
会
長
あ
い
さ
つ
、
討
論
（
代
表
的
発
言
）
、
討
論
の
ま
と
め
、
閉

会
の
あ
い
さ
つ
を
紹
介
し
ま
す
。

─
─
文
責
は
編
集
部



の
日
に
決
意
を
し
て
く
ま
し
た
。
第
１
課

の
時
に
は
、
全
然
何
の
話
か
分
か
ら
な
く

て
、
経
済
学
の
講
義
は
難
し
か
っ
た
上
に
、

「
労
働
者
は
労
働
力
し
か
も
っ
て
い
な
い

と
言
わ
れ
て
、
も
の
す
ご
く
寂
し
く
な
っ

た
」
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

「
知
の
エ
ッ
セ
ン
ス
」
は
も
と
も
と
興
味

が
あ
っ
て
、
「
競
争
の
と
こ
ろ
で
、
職
場

で
の
人
間
関
係
が
あ
り
あ
り
と
目
に
浮
か

ん
だ
し
、
弁
証
法
を
学
ん
だ
と
こ
ろ
で
は
、

自
分
は
い
つ
も
人
と
違
う
意
見
ば
か
り
を

言
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
対
立
が
明
確
に

な
っ
た
方
が
発
展
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」

と
に
前
向
き
に
捉
え
た
感
想
を
話
し
て
く

れ
ま
し
た
。

「
知
の
エ
ッ
セ
ン
ス
」
を
学
び
終
わ
る

こ
ろ
に
は
、
彼
女
は
、
「
前
半
の
講
義
で

暗
い
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い

た
け
れ
ど
も
、
明
る
い
兆
し
が
見
え
て
き

た
」
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

分
会
長
の
青
年
も
「
あ
り
の
ま
ま
の
現

実
を
と
ら
え
る
視
点
と
か
、
対
話
を
通
し

て
学
習
を
深
め
る
弁
証
法
の
方
法
を
学
べ

た
こ
と
が
、
ほ
ん
と
う
に
自
分
に
と
っ
て

よ
か
っ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま

し
た
。
彼
は
、
職
場
で
係
長
試
験
に
何
度

も
挑
戦
し
、
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

労
働
学
校
の
学
び
の
中
で
視
点
を
変
え
て
、

時
を
同
じ
く
し
て
組
合
で
が
ん
ば
ろ
う
と

決
意
し
て
い
た
の
で
す
。
「
視
点
の
転
換

を
学
ん
だ
」
と
、
労
働
学
校
の
期
間
を
通

じ
て
何
度
も
僕
に
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

１
８
課
を
学
ん
だ
二
人
の
感
想
を
同
時

に
聞
い
た
の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
違
っ
て

い
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
思
う
の
で
紹
介

し
ま
す
。

分
散
会
討
論
の
と
き
、
様
々
な
矛
盾
と

か
課
題
と
か
が
ワ
ー
ッ
と
あ
ふ
れ
た
の
で

す
が
、
全
体
会
の
報
告
で
も
同
じ
よ
う
に

な
っ
て
、
そ
の
後
の
林
先
生
の
ま
と
め
で

「
資
本
の
論
理
の
本
質
を
見
抜
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
、
嘱
託
職

員
の
仲
間
は
「
は
っ
と
し
た
」
と
語
っ
て

く
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
の
彼
女
の
受
け
止
め
方
だ
と
、

苦
し
い
と
い
う
こ
と
が
先
に
く
る
と
思
い

ま
す
。
「
そ
う
だ
な
」
と
思
っ
た
の
は
、

や
は
り
、
「
知
の
エ
ッ
セ
ン
ス
」
で
の
学

び
が
自
分
の
中
に
根
付
い
て
い
て
、
本
質

を
「
そ
う
だ
な
」
と
前
向
き
に
受
け
止
め

ら
れ
る
よ
う
な
力
が
生
き
て
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
人
の

分
会
長
の
青
年
は
、
「
労
働
組
合
の
役
割

や
意
義
が
ま
す
ま
す
輝
い
て
い
る
ん
だ
」

と
い
う
感
想
を
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
捉

え
方
が
全
然
違
い
ま
す
。

紹
介
し
た
３
人
の
ど
の
受
講
生
も
、
本

科
の
学
習
を
通
し
て
、
雇
わ
れ
て
働
く
と

い
う
資
本
主
義
社
会
の
中
で
、
人
間
ら
し

く
生
き
て
い
き
た
い
と
い
う
、
自
分
の
生

き
方
を
問
い
直
し
た
り
、
再
発
見
し
た
り

す
る
姿
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
す
べ
て

が
一
様
に
ば
ら
色
の
成
長
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
て
、
受
講
決
意
の
と
き
か
ら
、
一

人
ひ
と
り
の
学
習
動
機
も
問
題
意
識
も
違

い
ま
す
。
当
然
、
葛
藤
も
あ
る
し
、
停
滞

も
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
っ
て
、
悩
み
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
労
働
学
校
の
本
科
で
の
科

学
的
社
会
主
義
の
学
び
そ
の
も
の
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
受
講
生
の
生
き
方
を
問
わ
ず
に

は
置
か
な
い
内
容
が
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と

を
果
敢
に
つ
か
も
う
と
す
る
力
は
、
誰
し

も
の
中
に
あ
る
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思

い
ま
す
。

苦
し
い
け
れ
ど
も
、
受
講
生
の
そ
う
い

う
力
に
向
き
合
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、

い
ま
私
の
活
動
の
面
白
い
と
こ
ろ
か
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。
私
の
職
場
で
は
、
受
講

生
二
人
と
一
緒
に
１
４
９
期
を
広
げ
よ
う

と
相
談
し
て
い
ま
す
。
分
会
長
の
青
年
は
、

職
場
の
組
合
の
活
動
で
は
大
き
な
力
を
発

揮
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
科
で
学
ん

だ
こ
と
を
青
年
に
広
げ
る
の
は
こ
れ
か
ら

で
す
し
、
科
学
的
社
会
主
義
の
学
習
と
実

践
を
ぜ
ひ
と
も
生
き
方
に
し
て
ほ
し
い
し
、

そ
う
い
う
実
践
に
一
緒
に
挑
戦
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

討
論
の
ま
と
め

角
田

修
一

学
習
協
副
会
長

立
命
館
大
学
教
授

一
つ
は
、
本
科
の
講
義
を
６
回
分
担
当

し
て
い
る
講
師
の
一
人
と
し
て
、
も
う
一

つ
は
、
今
日
提
案
さ
れ
た
理
事
会
の
活
動

報
告
と
提
案
に
つ
い
て
、
簡
単
に
発
言
し

ま
す
。

ま
ず
、
講
師
の
一
人
と
し
て
は
、
本
科

の
前
半
部
分
の
資
本
制
経
済
の
し
く
み
に

関
す
る
講
義
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
先
ほ

ど
運
営
委
員
を
中
心
と
し
た
み
な
さ
ん
か

ら
、
「
難
し
い
」
あ
る
い
は
「
聞
い
て
い

る
と
暗
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
か
の
感
想

が
あ
っ
た
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

今
日
の
発
言
の
中
に
も
あ
っ
た
保
育
、
介

護
や
公
務
と
い
っ
た
領
域
の
と
こ
ろ
に
、

い
ま
ま
さ
に
資
本
制
経
済
の
論
理
が
入
り

込
も
う
と
し
て
い
ま
す
。
民
間
企
業
で
な

く
て
も
資
本
制
経
済
の
し
く
み
の
中
に
多

く
の
人
が
巻
き
込
ま
れ
る
、
あ
る
い
は
自

分
た
ち
の
職
場
が
そ
う
い
う
方
向
に
変
え

ら
れ
る
と
い
う
現
状
が
あ
る
わ
け
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
資
本
の
本
質
と
い
う
か
正

体
を
し
っ
か
り
と
見
定
め
る
こ
と
が
ま
ず

大
事
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

学
習
者
は
と
も
す
れ
ば
、
「
労
働
者
は

搾
取
さ
れ
て
い
る
、
支
配
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
と
こ
ろ
に
止
ま
り
ま
す
。
け
れ
ど

も
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
歩
抜
け
出
す
た
め

に
は
、
自
分
た
ち
の
物
と
か
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
て
い
る
仕
事
、
し
か
も
資
本
制
経

済
の
も
と
で
は
集
団
で
組
織
的
に
、
学
び

な
が
ら
そ
れ
を
提
供
す
る
活
動
す
な
わ
ち

労
働
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
搾
取
や
支

配
と
同
時
に
、
働
い
て
い
る
こ
と
の
意
味

を
理
解
す
る
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
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経
済
学
は
、
資
本
制
経
済
の
体
制
面
の

搾
取
を
中
心
と
し
た
し
く
み
の
と
こ
ろ
の

説
明
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
歩

抜
け
出
す
た
め
に
は
、
経
済
学
で
い
う
使

用
価
値
の
面
、
あ
る
い
は
社
会
の
な
か
の

具
体
的
労
働
の
持
つ
意
味
を
学
ん
で
い
た

だ
け
る
よ
う
に
す
す
め
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
し
た
。

資
本
制
経
済
の
中
で
巻
き
込
ま
れ
、
支

配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
あ
ら
ゆ
る
年

齢
層
の
労
働
者
に
共
通
で
す
。
し
か
し
、

ほ
と
ん
ど
の
受
講
生
は
若
い
世
代
で
す
か

ら
、
青
年
層
の
場
合
、
物
事
の
し
く
み
を

理
解
し
た
り
、
自
分
の
仕
事
の
意
味
を
深

め
て
い
っ
た
り
、
成
長
し
た
り
す
る
こ
と

が
す
ご
く
大
事
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
職

場
で
互
い
に
支
え
あ
い
、
学
習
活
動
の
な

か
で
も
学
び
あ
い
、
支
え
あ
う
と
い
う
の

が
人
間
の
成
長
に
と
っ
て
す
ご
く
大
事
で

は
な
い
か
と
、
こ
れ
は
私
個
人
の
経
験
か

ら
も
思
い
ま
す
。

講
義
の
終
わ
っ
た
後
で
、
８
時
半
に
教

室
に
戻
る
と
、
み
な
さ
ん
が
活
発
に
議
論

さ
れ
て
い
て
、
な
か
な
か
終
わ
ら
な
い
状

態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り

ま
す
。
そ
れ
く
ら
い
分
散
会
の
討
論
が
活

発
に
や
ら
れ
て
い
る
様
子
を
見
る
こ
と
が

あ
る
の
で
、
講
師
と
し
て
も
い
つ
も
や
り

が
い
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

今
日
の
方
針
の
方
で
す
が
、
本
科
の
中

身
に
つ
い
て
は150

期
か
ら
新
し
い
内
容
で

や
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
講
師
の
間
で
も
ま
だ
十
分
議
論
が

で
き
て
い
ま
せ
ん
。
今
日
の
発
言
、
ご
意

見
な
ど
を
参
考
に
、
講
師
の
一
人
と
し
て

意
見
を
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、
方
針
提
起
さ
れ
た
内
容
で

大
事
だ
と
思
い
ま
し
た
の
は
、
日
本
の
近

現
代
史
を
学
ぶ
歴
史
学
課
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
こ
と
で
す
。
三
役
や
講
師
の
と
こ
ろ

で
も
近
現
代
史
を
学
ぶ
こ
と
が
必
要
で
は

な
い
か
と
議
論
し
ま
し
た
。
今
日
提
起
さ

れ
た
よ
う
に
、
戦
前
の
天
皇
制
か
ら
軍
隊

支
配
、
ア
メ
リ
カ
の
占
領
支
配
の
問
題
、

そ
し
て
現
行
憲
法
の
持
つ
意
味
、
こ
う
い

う
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
い
ま
と
く
に
、
す

ご
く
大
事
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま

す
。来

年
は
戦
後70
年
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

ま
で
何
度
か
、
日
本
の
戦
後
の
し
く
み
を

大
き
く
変
え
て
し
ま
お
う
と
い
う
動
き
が

あ
り
ま
し
た
。1

9
80

年
前
後
で
も
、
ア
メ

リ
カ
で
は
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
、
イ
ギ
リ
ス

で
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
、
日
本
で
は
中
曽

根
首
相
が
出
て
、
い
ろ
ん
な
反
動
的
な
動

き
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
を
押
し

返
し
な
が
ら
こ
こ
ま
で
き
た
わ
け
で
す
。

今
度
の
安
倍
政
権
は
い
よ
い
よ
、
さ
ま
ざ

ま
な
分
野
で
戦
後
の
こ
れ
ま
で
の
あ
り
方
、

戦
争
を
し
な
い
で
き
た
日
本
の
戦
後
史
を

大
き
く
変
え
よ
う
と
す
る
動
き
を
本
格
的

に
進
め
て
い
ま
す
。

近
現
代
史
の
理
解
は
残
念
な
が
ら
日
本

の
教
育
の
中
で
す
ご
く
欠
け
て
い
る
部
分

で
も
あ
り
ま
す
。
お
隣
の
韓
国
、
朝
鮮
、

あ
る
い
は
中
国
の
人
た
ち
、
東
南
ア
ジ
ア

の
人
た
ち
と
、
み
な
さ
ん
が
い
ろ
ん
な
形

で
接
す
る
場
合
も
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
の
正

確
な
認
識
が
な
け
れ
ば
お
互
い
の
理
解
が

で
き
な
い
と
い
う
問
題
で
も
あ
り
ま
す
の

で
、
こ
う
い
う
こ
と
も
し
っ
か
り
学
ん
で

い
た
だ
き
た
い
。

そ
れ
か
ら
、
「
学
習
の
友
」
の
別
冊
号

で
、
「
日
本
国
憲
法
再
確
認
」
と
い
う
も

の
が
出
ま
し
た
。
座
談
会
の
あ
た
り
を
読

み
ま
す
と
、
憲
法
第13

条
の
「
個
人
の
尊

重
と
、
生
命
・
自
由
・
幸
福
追
求
の
権
利
」

と
い
う
言
葉
が
何
度
も
出
て
き
ま
す
。
安

倍
首
相
が
、
集
団
的
自
衛
権
で
の
記
者
会

見
の
と
き
に
、
こ
の13

条
を
持
ち
出
し
て
、

「
だ
か
ら
日
本
国
民
を
軍
事
力
で
守
る
こ

と
が
必
要
だ
」
と
い
う
使
い
方
を
し
て
い

た
の
で
す
が
、
と
ん
で
も
な
い
錯
覚
を
国

民
に
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
い
ま
し

た
。
憲
法
の
問
題
と
い
う
の
は
単
な
る
文

言
の
問
題
で
は
な
く
て
、
日
本
の
近
現
代

史
の
中
で
持
つ
、
い
ま
の
日
本
の
憲
法
の

意
味
を
十
分
理
解
し
、
身
に
付
け
る
こ
と

が
大
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

感
想
程
度
の
こ
と
で
す
が
、
以
上
で
ま

と
め
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

閉
会
の
あ
い
さ
つ

鰺
坂

真

学
習
協
副
会
長
・
関
西
大
学
名
誉
教
授

今
日
の
理
事
会
の
方
針
の
報
告
、
お
よ

び
み
な
さ
ん
の
討
論
を
聞
い
て
い
て
持
ち

ま
し
た
感
想
を
の
べ
て
、
閉
会
の
あ
い
さ

つ
に
か
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

世
界
の
歴
史
、
京
都
の
歴
史
、
京
都
学

習
協
の
歴
史
を
非
常
に
感
じ
た
理
事
会
で

し
た
。

日
本
全
体
で
言
え
ば
、
安
倍
内
閣
が
憲

法
を
無
視
し
て
、
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
政
治

を
ご
り
押
し
し
て
い
る
と
い
う
一
面
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
安
倍
が
む
ち
ゃ

く
ち
ゃ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
勢
力

の
強
さ
の
表
現
で
は
な
く
て
、
弱
さ
の
表

現
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
憲
法
を
無
視
し

て
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
す
。

憲
法
を
変
え
た
い
な
ら
、
正
面
か
ら
堂
々

と
国
民
投
票
に
問
う
と
い
う
こ
と
を
や
る

べ
き
な
の
に
、
こ
れ
を
や
ら
な
い
で
、
憲

法
９
条
を
変
え
た
い
け
ど
変
え
ら
れ
な
い

か
ら
９
６
条
を
変
え
よ
う
と
し
た
ん
だ
け

ど
、
国
民
の
反
撃
に
あ
っ
て
と
て
も
で
き

な
い
の
で
、
つ
い
に
持
ち
出
し
て
き
た
の

が
姑
息
な
解
釈
改
憲
と
い
う
も
の
で
し
た
。

大
き
な
意
味
で
は
、
向
こ
う
が
押
さ
れ

て
い
て
、
我
々
が
押
し
て
い
る
ん
で
す
。

「
憲
法
を
変
え
る
」
な
と
い
う
世
論
が
非

常
に
強
い
ん
で
す
。
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
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ど
名
文
改
憲
で
き
な
い
か
ら
、
あ
あ
い
う

む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
を
や
る
。
そ
も
そ
も
憲
法

に
の
っ
と
っ
て
政
治
を
す
る
と
い
う
近
代

国
家
と
し
て
の
、
立
憲
主
義
と
し
て
の
や

り
方
さ
え
否
定
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
来

て
い
ま
す
。

向
こ
う
は
強
そ
う
に
見
え
て
い
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
は
決
し
て
強
さ
の
表
れ
で
は

な
い
と
い
う
一
面
も
み
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
非
常
に
危
険
な
勢
力
で
油
断

も
隙
も
な
ら
な
い
悪
い
政
権
な
ん
だ
け
ど
、

大
き
く
見
れ
ば
、
彼
ら
の
弱
さ
の
表
れ
で

も
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

そ
う
い
う
大
事
な
局
面
に
い
る
と
い
う

こ
と
を
痛
感
す
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
局
面
の
中
で
、
労
働
運
動
、

京
都
学
習
協
の
運
動
な
ど
が
、
一
方
で
は

困
難
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

か
つ
て
の
６
０
年
安
保
の
頃
、
高
度
成
長

期
に
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
全
国
の
総
評

と
い
う
組
合
が
強
く
て
、
総
評
が
主
力
と

な
っ
て
６
０
年
安
保
闘
争
を
た
た
か
い
ま

し
た
。
い
ま
や
総
評
は
見
る
影
も
な
い
の

で
は
な
く
て
、
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
京
都
だ
け
は
京
都
総
評
と
し
て
名
前

を
残
し
て
い
ま
す
が
、
総
評
が
切
り
崩
さ

れ
て
、
そ
れ
を
支
持
基
盤
に
し
て
い
た
日

本
社
会
党
が
つ
ぶ
れ
て
、
あ
の
勢
力
は
見

る
影
も
な
い
と
い
う
状
況
で
す
。

こ
れ
は
非
常
な
マ
イ
ナ
ス
で
、
労
働
運

動
が
弱
い
と
い
う
こ
と
は
歴
史
的
に
深
刻

な
事
態
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
同
時

に
、
そ
う
い
う
下
で
、
日
本
の
市
民
的
な

世
論
は
、
憲
法
を
変
え
る
な
、
国
民
の
７

割
か
ら
８
割
が
脱
原
発
と
言
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
自
民
党
も
強
そ
う
だ
け
ど
、
あ

れ
は
小
選
挙
区
制
の
か
ら
く
り
で
、
た
っ

た
３
割
台
の
票
し
か
な
い
の
に
国
会
で
は

６
割
７
割
の
議
席
を
取
っ
て
い
る
。
そ
う

い
う
か
ら
く
り
で
強
そ
う
な
格
好
だ
け
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
ち
ょ
っ
と
間
違
え
た

ら
、
ド
カ
ー
ン
と
自
民
党
が
ひ
っ
く
り
返

る
と
い
う
可
能
性
は
十
分
あ
る
わ
け
で
す
。

前
回
の
総
選
挙
で
民
主
党
が
つ
ぶ
れ
す

ぎ
て
自
民
党
が
浮
上
し
た
わ
け
で
す
け
ど
、

そ
の
危
う
さ
が
あ
る
ん
で
す
。
小
選
挙
区

制
と
い
う
か
ら
く
り
が
い
ま
支
配
階
級
に

都
合
の
い
い
制
度
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

い
つ
何
時
、
も
ろ
く
も
ひ
っ
く
り
返
る
こ

と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
彼
ら
は
知
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
い
ま
大

量
の
議
席
を
取
っ
て
い
る
と
き
に
、
な
ん

で
も
か
ん
で
も
や
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う

暴
走
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い

う
際
ど
い
歴
史
の
局
面
に
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

労
働
運
動
も
総
評
が
つ
ぶ
れ
て
、
際
ど

い
状
況
に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
同
時
に

市
民
的
世
論
と
い
う
は
、
脱
原
発
や
憲
法

９
条
を
守
れ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
い
い

ま
し
て
も
、
明
ら
か
に
圧
倒
的
多
数
な
ん

で
す
。
そ
う
い
う
本
当
に
際
ど
い
歴
史
的

局
面
で
す
。

危
な
い
局
面
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
決
し

て
労
働
運
動
が
発
展
し
て
い
る
と
い
う
段

階
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
国
民
世
論
は
、

こ
ん
な
安
倍
政
権
や
、
こ
ん
な
世
界
資
本

主
義
の
１
％
の
連
中
が
大
多
数
の
富
を
独

り
占
め
し
て
、
９
９
％
の
人
民
を
支
配
し

て
い
る
状
況
は
、
け
し
か
ら
ん
と
い
う
声

も
高
ま
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
難
し
い
局
面
、
矛
盾
に
満
ち

た
局
面
で
の
学
習
運
動
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
、
今
日
の
討
論
を
聞
い
て
い
て
も
痛

感
い
た
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
６
０

年
代
や
７
０
年
代
の
よ
う
な
京
都
総
評
に

依
存
し
た
学
習
運
動
で
は
な
く
て
、
労
働

組
合
に
依
存
で
き
な
い
中
で
、
自
主
的
に

自
力
で
京
都
学
習
協
が
か
ん
ば
っ
て
き
て
、

ま
だ
初
歩
的
成
果
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

実
を
結
び
つ
つ
あ
り
ま
す
。

一
部
の
組
合
は
援
助
し
て
く
れ
て
い
ま

す
が
、
労
働
組
合
の
援
助
が
十
分
で
な
い

中
で
も
、
粘
り
強
く
学
習
運
動
が
発
展
し

つ
つ
あ
る
と
い
う
姿
は
、
非
常
に
重
要
な

こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し

ま
し
た
。

今
日
、
運
営
委
員
会
を
充
実
さ
せ
る
こ

と
や
、
「
定
員
締
め
切
り
運
動
」
と
か
い

ろ
い
ろ
提
起
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
強

め
て
、
厳
し
い
条
件
を
乗
り
切
っ
て
、
新

た
な
大
き
な
学
習
運
動
の
発
展
を
築
い
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の

可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
国
民
の
圧
倒
的

な
政
治
を
変
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
高

ま
っ
て
い
る
時
期
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、

今
年
、
来
年
、
本
当
に
大
事
な
時
期
だ
と

思
う
の
で
、
共
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
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１
．
青
年
を
と
り
ま
く
状
況
を
考
え
る

「
就
職
活
動
を
す
る
学
生
の
５
人
に
１

人
は
就
活
を
開
始
し
て
か
ら
、
本
気
で
死

に
た
い
、
消
え
た
い
と
い
う
思
い
を
も
っ

た
」
と
い
う
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
自
殺
対
策
支
援

セ
ン
タ
ー
ラ
イ
フ
リ
ン
ク
『
就
活
に
関
わ

る
意
識
調
査
』
２
０
１
３
年
よ
り
）
の
調

査
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
の
被
害
対
策
弁
護

団
の
方
々
が
書
い
た
本
に
紹
介
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

社
会
の
一
員
に
な
っ
て
い
く
入
り
口
で

悩
ん
で
、
自
殺
を
考
え
て
い
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
い
ま
就
職

活
動
が
長
期
化
し
て
困
難
化
す
る
中
で
、

エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
を
何
百
も
書
き
応
募

し
て
も
な
か
な
か
採
用
さ
れ
な
い
。
そ
し

て
、
自
分
が
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い

込
ん
で
し
ま
う
。
い
ま
の
社
会
の
矛
盾
を

端
的
に
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

働
き
始
め
て
か
ら
も
、
社
会
問
題
化
し
て

い
る
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
で
う
つ
病
に
な
っ
て

辞
め
て
し
ま
う
。
働
け
な
く
な
っ
た
多
く

の
若
者
が
精
神
疾
患
を
患
っ
て
い
る
場
合

も
多
い
。
「
協
会
け
ん
ぽ
」
の
「
傷
病
別

件
数
の
構
成
割
合
」
で
は
、
精
神
疾
患
で

働
け
な
く
な
っ
た
人
が
９
５
年
は
４
．
４

５
％
だ
っ
た
も
の
が
、
２
０
１
３
年
に
は

２
５
．
６
７
％
に
急
増
し
て
い
ま
す
。

「
年
齢
階
級
別
、
傷
病
別
の
件
数
割
合
」

を
見
る
と
、
２
０
代
か
ら
３
０
年
代
く
ら

い
の
間
で
、
「
精
神
及
び
行
動
の
障
害
」

が
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

労
働
災
害
の
点
か
ら
見
て
も
、
精
神
障

害
の
請
求
件
数
が
９
５
年
の
頃
と
比
べ
て

１
０
０
倍
を
超
え
る
よ
う
な
状
態
に
な
っ

て
い
ま
す
。

就
職
活
動
で
も
働
い
て
い
く
中
で
も
、

青
年
が
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
の
が
、
客

観
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
政
府
に
よ
る
働
く
ル
ー
ル

の
度
重
な
る
規
制
緩
和
と
破
壊
に
よ
っ
て
、

非
正
規
社
員
の
方
々
が
激
増
し
て
い
ま
す
。

総
務
省
の
労
働
力

調
査
か
ら
、
正
社

員
と
非
正
社
員
の

人
数
や
そ
の
割
合

を
調
べ
て
み
ま
し

た
。
１
９
８
５
年
に
労
働
者
派
遣
法
が
つ

く
ら
れ
て
以
来
、
派
遣
の
対
象
業
務
が
拡

大
さ
れ
、
ま
た
製
造
業
に
派
遣
の
解
禁
も

さ
れ
る
下
で
、
非
正
規
社
員
は
１
９
８
４

年
に
６
０
０
万
人
程
度
か
ら
、
２
０
１
４

年
に
は
１
９
２
２
万
人
と
な
る
。
正
社
員

は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
、
こ
こ
１
０
年

く
ら
い
で
は
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
働
き
方
を
、
社
会
の
構
造

と
し
て
つ
く
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
、
青

年
を
苦
し
め
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
安
倍
政
権
は
、
規
制
緩
和
を
進

め
て
、
残
業
代
を
な
く
し
て
い
く
ホ
ワ
イ

ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
や
、
雇

用
の
流
動
化
、
一
生
涯
派
遣
と
い
う
よ
う

な
労
働
者
派
遣
法
を
変
え
て
い
く
こ
と
も

狙
っ
て
い
ま
す
。

日
本
は
失
業
し
た
と
き
に
、
失
業
保
険

な
ど
の
対
策
が
非
常
に
弱
く
、
青
年
は

「
安
定
し
て
働
き
続
け
た
い
」
と
い
う
思

い
を
持
ち
な
が
ら
、
企
業
が
こ
れ
を
逆
手

に
「
代
わ
り
は
い
く
ら
で
も
い
る
」
と
、

若
者
を
「
使
い
潰
し
、
使
い
捨
て
」
に
す

る
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
や
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
状
況
に
あ
る
若
者
を
ど
う

い
う
ふ
う
に
見
て
い
く
の
か
、
社
会
の
問

題
と
し
て
捉
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。

２
．
青
年
や
若
者
を
ど
う
と
ら
え
る
か

次
に
日
本
共
産
党
と
し
て
、
こ
の
間
、

青
年
や
若
者
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
と
ら
え

な
が
ら
活
動
を
す
す
め
て
き
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
９
９
４
年
に
日
本
共
産
党
は
、
第
２

０
回
の
党
大
会
を
開
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

青
年
の
変
わ
ら
な
い
本
質
と
し
て
、
「
い

か
に
人
生
を
生
き
る
か
」
と
い
う
探
求
や
、

「
何
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
生
き
る
か
」

と
い
う
知
的
目
覚
め
へ
の
欲
求
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
そ
し

て
学
習
を
重
視
し
て
、
青
年
の
要
求
や
関

心
に
即
し
て
、
生
き
方
を
問
い
か
け
る
よ

う
な
活
動
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の

９
４
年
は
、
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
て
急
速
な

景
気
悪
化
が
進
ん
で
い
る
と
き
で
、
有
効

求
人
倍
率
は
１
を
下
回
る
し
、
当
時
の
流

行
語
大
賞
の
審
査
員
特
選
造
語
賞
に
「
就

職
氷
河
期
」
が
受
賞
し
て
、
社
会
問
題
に

も
な
っ
て
い
ま
し
た
。
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◎
第
２
回
論
点
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
〝
職
場
の
青
年
結
集
〟
を
テ
ー
マ
に
第
２
回
理
事
会
終

了
後
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
基
調
報
告
を
紹
介
し
ま
す
。
具
体
的
経
験
は
、
『
学
習
の
友
』

に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
す
。
ま
と
め
「
青
年
結
集
の
条
件
」
は
来
月
号
に
掲
載
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

─
─
文
責
は
編
集
部

基
調
報
告

森
田

洋

日
本
共
産
党
京
都
府
委
員
会

国
民
運
動
委
員
会



そ
う
い
う
な
か
で
、
学
習
や
要
求
に
応

え
る
活
動
を
す
す
め
な
が
ら
、
２
０
０
０

年
の
第
２
２
回
党
大
会
の
中
で
は
、
９
０

年
代
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
就
職
率
が
激

減
し
、
「
青
年
の
２
人
に
１
人
は
就
職
で

き
な
い
」
と
い
う
日
本
社
会
の
異
常
な
事

態
を
指
摘
し
、
就
職
と
雇
用
の
問
題
解
決

に
全
力
を
挙
げ
よ
う
と
取
り
組
み
ま
し
た
。

２
０
０
０
年
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
た

「
ニ
ー
ト
」
と
い
う
言
葉
が
、
日
本
で
は

違
う
定
義
で
、
「
働
か
な
い
」
「
甘
え
て

い
る
」
「
若
者
の
意
欲
が
低
下
し
た
」
と

か
、
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
よ
う
な
論
調
が
出

て
き
て
い
ま
し
た
。

実
際
は
大
学
を
卒
業
し
て
も
２
人
に
１

人
が
就
職
で
き
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
明

ら
か
に
社
会
構
造
の
問
題
な
ん
で
す
。
私

も
２
０
０
０
年
の
と
き
に
就
職
活
動
を
し

て
い
ま
し
た
が
、
「
超
超
超
氷
河
期
」
と

も
言
わ
れ
、
何
と
か
し
た
い
と
、
国
会
に

も
行
き
多
く
の
学
生
と
運
動
も
し
て
い
ま

し
た
。

生
活
や
労
働
苦
を
自
分
の
責
任
で
あ
る
か

の
よ
う
に
思
わ
せ
る
、
「
自
己
責
任
」
と

い
う
言
葉
が
い
わ
れ
て
き
ま
す
。
日
本
共

産
党
は
、
こ
の
生
活
苦
や
労
働
苦
と
自
己

責
任
と
い
う
「
二
重
の
苦
し
み
」
に
心
を

寄
せ
な
が
ら
、
現
状
打
開
の
科
学
的
展
望

を
広
げ
よ
う
と
、
青
年
と
一
緒
に
運
動
を

取
り
組
む
こ
と
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

現
状
を
打
開
す
る
た
た
か
い
は
、
労
働

組
合
を
つ
く
っ
て
青
年
が
立
ち
上
が
り
ま

し
た
し
、
社
会
に
声
を
あ
げ
る
労
働
者
の

姿
を
描
い
た
『
蟹
工
船
』
が
青
年
に
共
感

さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
困
難
も
あ
る
け

れ
ど
も
、
人
間
的
な
連
帯
や
社
会
的
な
連

帯
を
模
索
し
な
が
ら
乗
り
越
え
て
い
く
若

者
の
た
た
か
い
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
２
０
１
１
年
の
東
日
本
大
震

災
、
福
島
第
一
原
発
事
故
と
い
う
か
つ
て

な
い
経
験
を
経
て
、
自
発
的
な
た
た
か
い

は
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

競
争
に
追
い
立
て
ら
れ
、
心
に
傷
を
つ
け

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
怒
り
を
も
っ
て
、
自

分
た
ち
の
問
題
は
社
会
に
問
題
が
あ
る
と
、

自
己
責
任
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
乗
り
越

え
て
、
政
治
や
社
会
に
か
か
わ
っ
て
生
き

て
い
こ
う
と
、
若
い
世
代
が
立
ち
上
が
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

首
都
圏
反
原
発
連
合
や
、
学
生
が
有
志

で
「
特
定
秘
密
保
護
法
」
に
反
対
す
る
団

体
を
つ
く
る
な
ど
、
官
邸
前
で
の
行
動
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
全
国
の
行

動
も
広
が
っ
て
き
ま
し
た
。

集
団
的
自
衛
権
の
閣
議
決
定
を
前
後
し

た
た
た
か
い
で
は
、
官
邸
前
に
１
０
万
人
、

２
０
代
３
０
代
の
若
い
世
代
が
多
く
集
ま

り
ま
し
た
し
、
京
都
か
ら
も
自
主
的
に
参

加
さ
れ
て
い
る
方
も
広
が
り
ま
し
た
。

京
都
で
も
安
倍
政
権
を
打
倒
し
よ
う
と

い
う
デ
モ
が
６
月
に
行
わ
れ
て
２
０
０
人

が
参
加
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
６
月
末
に

は
３
５
０
人
。
集
団
的
自
衛
権
の
閣
議
決

定
を
受
け
て
８
５
０
人
の
集
会
・
デ
モ
が

取
り
組
ま
れ
、
京
都
で
も
２
０
代
か
ら
４

０
代
の
若
い
世
代
が
自
覚
的
に
立
ち
上
が
っ

て
、
社
会
運
動
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

若
者
を
使
い
捨
て
に
す
る
労
働
の
問
題

で
も
、
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
の
問
題
で
は
、
多

く
の
み
な
さ
ん
が
告
発
し
て
運
動
を
広
げ

て
、
厚
生
労
働
省
を
動
か
し
ま
し
た
。
ブ

ラ
ッ
ク
企
業
と
思
わ
れ
る
会
社
に
立
ち
入

り
調
査
を
さ
せ
ま
し
た
。

共
産
党
も
、
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
規
制
法
案

を
提
出
し
、
こ
れ
ま
で
は
す
ぐ
に
否
決
と

い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
が
、
ひ
ど

い
実
態
の
告
発
が
広
が
り
、
ど
の
党
も
、

「
こ
れ
は
日
本
の
将
来
に
よ
く
な
い
」
と

継
続
審
議
と
な
っ
て
い
ま
す
。

家
族
を
過
労
死
で
な
く
さ
れ
た
方
々
や
、

支
え
る
多
く
方
の
努
力
も
あ
り
、
過
労
死

等
防
止
対
策
推
進
法
が
国
会
で
成
立
し
ま

し
た
。

自
己
責
任
や
、
新
自
由
主
義
へ
の
批
判

と
あ
わ
せ
て
、
い
ま
社
会
や
政
治
に
関
心

を
高
め
な
が
ら
、
運
動
に
参
加
す
る
と
い

う
人
々
が
広
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

３
．
若
い
世
代
と
ど
う
接
近
す
る
の
か
―

実
践
か
ら
学
ん
で

つ
ぎ
に
職
場
の
青
年
結
集
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
ま
「
戦
争
か
平
和
か
」
、
「
原
発
を

ゼ
ロ
か
再
稼
動
か
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
が
あ
り
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
生

き
て
い
く
の
か
、
生
き
方
が
問
わ
れ
て
い

る
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き

に
、
ど
の
よ
う
に
若
い
世
代
に
接
近
し
て

い
く
の
か
、
み
な
さ
ん
が
探
求
や
努
力
を

進
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
感
じ

て
い
る
こ
と
を
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
は
「
あ
い
さ
つ
」
か
ら
、
そ
の
人

を
尊
重
し
て
、
対
等
に
付
き
合
っ
て
い
く

こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

民
間
企
業
を
退
職
さ
れ
た
方
か
ら
、
ど

ん
な
ふ
う
に
若
い
人
と
の
接
点
に
つ
い
て

聞
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
い
ろ
ん
な
部

署
を
回
っ
て
い
る
と
、
非
正
規
で
働
く
人

も
い
る
し
、
派
遣
と
か
契
約
社
員
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
形
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
方
が
い

ま
す
。
そ
こ
に
気
軽
に
あ
い
さ
つ
を
す
る
、

声
を
か
け
て
い
く
中
で
接
点
を
持
っ
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

そ
の
上
で
、
非
正
規
の
方
々
で
言
え
ば
、

愚
痴
を
聞
く
こ
と
や
、
「
労
働
組
合
で
こ

う
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
る
か
ら
ぜ
ひ
聞

か
せ
て
ほ
し
い
」
と
、
会
社
の
中
や
、
会

社
が
終
わ
っ
て
か
ら
の
付
き
合
い
も
含
め

て
、
気
軽
に
真
剣
に
話
を
聞
い
て
い
た
そ

う
で
す
。
ま
た
趣
味
の
テ
ニ
ス
と
か
、
釣

り
で
盛
り
上
が
っ
て
、
仕
事
や
社
会
の
こ

と
な
ど
も
交
流
す
る
。
対
等
な
付
き
合
い

を
築
い
て
い
る
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

職
場
の
中
は
、
雇
用
形
態
も
さ
ま
ざ
ま
、

同
じ
敷
地
で
複
数
の
関
係
子
会
社
が
あ
る

と
い
う
こ
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、

労
働
者
同
士
が
働
く
仲
間
と
し
て
つ
な
が
っ
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て
い
く
こ
と
、
そ
の
と
き
に
出
発
点
と
し

て
「
あ
い
さ
つ
」
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
話
を
よ
く
聞
き
な
が
ら
、
相
手

の
気
持
ち
を
汲
み
取
っ
て
い
く
こ
と
も
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。

雇
用
と
か
労
働
条
件
の
要
求
も
も
ち
ろ

ん
あ
る
ん
で
す
が
、
「
社
会
に
役
立
つ
仕

事
が
し
た
い
」
と
い
う
労
働
者
の
根
本
的

な
要
求
を
持
っ
て
い
る
方
が
本
当
に
多
い

な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
方
で
即
戦

力
を
求
め
ら
れ
る
状
況
が
職
場
に
あ
る
か

ら
だ
と
思
い
ま
す
。

あ
る
教
職
員
組
合
で
は
、
「
い
い
仕
事

が
し
た
い
」
と
い
う
思
い
で
悩
ん
で
い
る

若
い
世
代
を
対
象
に
、
「
ど
ん
な
ふ
う
に

授
業
を
し
た
ら
い
い
で
す
か
」
と
か
「
算

数
の
掛
け
算
の
指
導
と
い
う
の
は
ど
ん
な

ふ
う
に
す
れ
ば
い
い
で
す
か
」
と
い
う
率

直
な
疑
問
を
大
切
に
し
た
学
習
会
を
開
催

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
こ

で
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
が
丁
寧
に
教
え
て
、

援
助
を
し
な
が
ら
一
緒
に
学
ん
で
い
く
と

い
う
こ
と
を
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

民
間
企
業
の
と
こ
ろ
で
も
、
丁
寧
に
仕

事
を
伝
え
て
い
く
中
で
、
退
職
す
る
と
き

に
若
い
世
代
か
ら
感
謝
さ
れ
る
場
面
も
あ
っ

た
と
い
う
話
も
聞
き
ま
し
た
。
「
い
い
教

師
に
な
り
た
い
」
、
「
い
い
仕
事
を
し
た

い
」
と
い
う
願
い
は
多
く
の
方
が
も
っ
て

い
る
。
そ
こ
に
応
え
る
取
り
組
み
も
非
常

に
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、
身
近
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

着
目
し
て
い
く
こ
と
も
大
切
だ
と
思
い
ま

す
。
職
場
に
限
ら
ず
に
、
原
発
ゼ
ロ
の
行

動
と
か
デ
モ
な
ど
も
取
り
組
ま
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
う
い
う
中
で
知
り
合
っ
て
い
く

こ
と
や
、
よ
り
身
近
な
友
人
や
知
人
に
働

き
か
け
て
い
く
こ
と
も
大
切
だ
と
思
い
ま

す
。
職
場
は
違
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
方
が

何
ら
か
の
形
で
労
働
組
合
に
結
集
さ
れ
る

と
か
、
職
場
に
組
合
が
な
く
て
も
地
域
の

ユ
ニ
オ
ン
と
か
、
民
青
同
盟
な
ど
、
一
緒

に
行
動
し
な
が
ら
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と

も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

４
．
結
び
に

探
求
し
、
実
践
し
、
失
敗
も
成
功
も
し

な
が
ら
、
一
人
ひ
と
り
の
声
を
大
事
に
し

て
い
る
こ
と
を
話
し
て
き
ま
し
た
。
青
年

を
と
り
ま
く
環
境
と
、
政
治
や
社
会
に
関

心
を
高
め
て
行
動
し
て
い
る
青
年
の
変
化

を
み
て
い
け
ば
、
努
力
や
苦
労
も
あ
る
ん

で
す
が
、
青
年
の
結
集
し
て
い
く
可
能
性

は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

正
社
員
の
方
が
非
正
規
社
員
へ
の
働
き

か
け
を
す
す
め
て
い
く
、
ベ
テ
ラ
ン
の
方

が
青
年
に
方
に
働
き
か
け
を
す
す
め
て
い

く
、
青
年
が
青
年
に
働
き
か
け
を
す
す
め

て
い
く
、
そ
う
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
努

力
し
て
い
く
。
私
も
、
こ
れ
か
ら
も
青
年

の
結
集
の
た
め
に
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

職
場
の
青
年
結
集
と
い
う
こ
と
で
、
私

な
り
に
感
じ
た
こ
と
な
ど
を
ま
と
め
て
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
な
り
の

問
題
提
起
と
い
う
形
で
、
こ
の
後
の
討
論

に
生
か
し
て
も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。
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本
科
で
の
私
の
講
義
は
こ
れ
が
最
初
で

最
後
で
す
。
け
れ
ど
、
皆
さ
ん
の
感
想
は

ず
っ
と
読
ま
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。

皆
さ
ん
の
感
想
を
読
ん
で
い
る
と
、
「
こ

の
世
の
中
は
大
変
な
ん
だ
な
、
働
く
人
が

し
わ
寄
せ
を
食
っ
て
い
る
ん
だ
な
と
思
う
。

で
も
、
ど
う
し
た
ら
そ
れ
を
乗
り
越
え
て

い
け
る
の
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
よ
う
な
感

想
が
い
く
つ
も
み
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
問

題
を
考
え
る
た
め
の
一
番
の
基
礎
と
し
て
、

本
日
の
講
義
を
聞
い
て
い
た
だ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。

取
り
上
げ
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
と
い
う

人
が
一
八
六
六
年
に
書
い
た
「
労
働
組
合
。

そ
の
過
去
、
現
在
、
未
来
」
と
い
う
テ
キ

ス
ト
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
短
い
テ
キ
ス

ト
で
、
『
マ
ル
ク
ス
＝
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』

で
二
ペ
ー
ジ
く
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん

（
第
一
六
巻
、
一
九
五
〜
一
九
六
ペ
ー
ジ
）
。

そ
う
い
う
短
い
文
章
で
す
が
、
働
く
人
た

ち
が
ど
う
い
う
手
段
に
よ
っ
て
資
本
に
対

抗
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う

こ
と
、
そ
の
対
抗
手
段
は
な
に
よ
り
労
働

組
合
と
い
う
組
織
で
あ
る
こ
と
、
労
働
組

合
に
は
ど
ん
な
役
割
が
あ
っ
て
、
ど
ん
な

未
来
が
展
望
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て
い
て
、
今
日
の

私
た
ち
の
と
っ
て
も
示
唆
に
富
ん
で
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
文
章
を
逐
一
読
み
、

今
日
の
状
況
も
踏
ま
え
て
み
な
さ
ん
と
一

緒
に
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今

の
状
況
を
ど
う
や
っ
て
変
え
て
い
く
の
か

と
い
う
み
な
さ
ん
の
問
題
意
識
を
追
究
す

る
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

【
１
】

今
、
な
ぜ
一
五
〇
年
前
の
テ
キ
ス
ト
を
読

む
の
か

一
八
六
六
年
、
今
か
ら
一
五
〇
年
く
ら

い
前
に
、
国
際
労
働
者
協
会
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
国
際
労
働
者

協
会
は
、
労
働
者
が
社
会
の
主
人
公
に
な

る
こ
と
を
め
ざ
す
最
初
の
国
際
的
な
組
織

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
、
イ
ギ
リ

ス
か
ら
暫
定
中
央
評
議
会
代
表
、
つ
ま
り

イ
ギ
リ
ス
の
代
表
団
が
出
か
け
て
い
く
わ

け
で
す
。
そ
の
統
一
見
解
と
い
う
形
で
、

マ
ル
ク
ス
が
起
草
し
た
の
が
こ
の
テ
キ
ス

ト
で
す
。
こ
の
統
一
見
解
は
労
働
組
合
以

外
に
も
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
つ
い
て
述
べ

て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
労
働
組
合
の
部

分
だ
け
を
取
り
上
げ
ま
す
。

当
時
、
国
際
労
働
者
協
会
の
中
に
は
、

一
方
で
労
働
者
の
労
働
と
生
活
を
良
く
す

る
た
め
の
経
済
的
な
要
求
を
掲
げ
た
た
た

か
い
は
意
味
が
な
い
と
考
え
る
人
た
ち
が

い
ま
し
た
。
要
は
政
治
オ
ン
リ
ー
だ
、
政

治
が
良
く
な
れ
ば
変
わ
る
ん
だ
と
い
う
考

え
方
を
す
る
潮
流
で
す
。
他
方
で
は
、
そ

う
い
う
労
働
者
が
社
会
の
主
人
公
に
な
る

と
か
、
政
治
的
に
変
え
る
と
か
は
ど
う
で

も
よ
く
て
、
と
り
あ
え
ず
経
済
的
要
求
を

実
現
す
る
こ
と
が
大
切
な
ん
だ
、
あ
る
い

は
そ
れ
だ
け
し
か
や
っ
て
は
い
け
な
い
ん

だ
と
い
う
考
え
方
も
存
在
し
て
い
ま
し
た
。

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
れ
ら
は
両
方
と
も
行

過
ぎ
た
誤
り
だ
と
考
え
、
労
働
組
合
に
は

ど
う
い
う
役
割
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と

の
基
本
を
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
た
の
で
す
。
労
働
組
合
と
か
何

か
と
か
、
そ
の
基
本
的
な
性
格
と
か
、
働

く
者
が
社
会
の
主
人
公
に
な
る
た
め
の
労

働
組
合
の
役
割
と
か
、
賃
金
・
労
働
時
間

な
ど
の
日
常
的
な
経
済
的
な
要
求
に
基
づ

く
た
た
か
い
の
意
義
と
限
界
と
か
、
労
働

組
合
と
政
治
的
な
た
た
か
い
と
の
関
係
と

か
、
経
済
的
な
た
た
か
い
と
政
治
的
な
た

た
か
い
と
の
関
係
と
か
、
大
切
な
問
題
が

ぎ
っ
し
り
詰
め
込
ま
れ
て
い
て
中
身
の
濃

い
文
章
で
す
。
今
日
に
お
い
て
も
、
働
く

者
の
立
場
で
も
の
ご
と
を
考
え
、
行
動
す

る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
テ
キ

ス
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
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労
働
組
合
。
そ
の
過
去
。
―
労
働
組
合
と

は
ど
ん
な
存
在
か

◇
資
本
と
労
働
と
の
あ
い
だ
の
契
約
は
公

正
な
条
件
に
も
と
づ
い
て
結
ば
れ
る
こ
と

は
あ
り
え
な
い
。

ま
ず
、
労
働
組
合
の
過
去
、
そ
の
発
生

の
歴
史
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
で
す
。

「
（
イ
）
そ
の
過
去
。

資
本
は
集
積
さ
れ
た
社
会
的
な
力
で
あ

る
の
に
、
労
働
者
が
処
理
で
き
る
の
は
、

自
分
の
労
働
力
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
資
本
と
労
働
と
の
あ
い
だ
の
契
約
は
、

け
っ
し
て
公
正
な
条
件
に
も
と
づ
い
て
結

ば
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
、

一
方
の
側
に
物
質
的
生
活
手
段
と
労
働
手

段
の
所
有
が
あ
り
、
反
対
の
側
に
生
き
た

生
産
力
が
あ
る
一
社
会
の
立
場
か
ら
見
て

さ
え
、
公
正
で
は
あ
り
え
な
い
。
」

本
科
第
三
課
、
第
四
課
の
経
済
学
の
基

本
で
は
、
労
働
力
は
価
値
ど
お
り
に
売
買

さ
れ
る
と
学
び
ま
し
た
。
私
た
ち
働
く
者

が
売
っ
て
い
る
も
の
が
労
働
力
、
つ
ま
り

労
働
す
る
た
め
に
自
分
の
身
に
備
わ
っ
た

肉
体
的
・
精
神
的
能
力
で
、
そ
の
価
値
は
、

自
分
の
労
働
力
の
再
生
産
費
と
子
ど
も
を

育
て
る
た
め
の
費
用
と
特
定
の
技
能
や
知

識
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
費
用
に
よ
っ
て

決
ま
り
ま
す
。
資
本
と
労
働
者
と
の
関
係

は
、
労
働
力
を
売
っ
て
、
そ
の
対
価
と
し

て
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
と
い
う
関
係
で
す
。

な
お
か
つ
、
労
働
力
は
価
値
ど
お
り
に
売

買
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
。労

働
力
が
価
値
ど
お
り
に
売
買
さ
れ
て

い
て
も
、
資
本
家
は
も
う
け
を
得
ま
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
一
日
八
時
間
労
働
で
、

労
働
力
の
価
値
、
そ
の
再
生
産
費
用
を
生

産
す
る
の
に
四
時
間
労
働
が
必
要
だ
と
す

れ
ば
、
残
り
の
四
時
間
労
働
が
資
本
家
の

も
う
け
（
剰
余
価
値
）
を
つ
く
り
だ
す
か

ら
で
す
。
労
働
力
価
値
を
生
産
す
る
労
働

時
間
を
越
え
て
労
働
者
を
労
働
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
資
本
家
は
剰
余
労
働
、
剰

余
価
値
を
手
に
入
れ
る
わ
け
で
す
。

こ
の
経
済
学
の
基
本
の
部
分
で
は
、
労

働
力
は
価
値
ど
お
り
の
売
買
と
い
う
こ
と

が
前
提
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
現
実
に
は
そ
う
な
っ

て
い
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
「
公
正
で

は
な
い
」
と
い
う
の
は
、
つ
づ
め
て
言
え

ば
、
労
働
力
の
価
値
以
下
で
の
売
買
が
行

な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

資
本
の
側
は
生
産
手
段
を
集
積
し
て
い

て
、
社
会
的
な
力
を
持
つ
存
在
で
す
。
今

日
的
に
言
う
と
、
さ
ら
に
非
常
に
大
き
な

巨
大
資
本
に
な
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
非
常

に
大
き
な
社
会
的
な
力
を
持
つ
存
在
に
な
っ

て
い
ま
す
。
も
う
け
た
お
金
を
使
っ
て
、

政
治
的
に
も
自
分
た
ち
の
意
見
を
通
し
て

い
く
力
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
他
方
、

労
働
者
は
、
資
本
と
の
関
係
か
ら
離
れ
て

は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
。
労
働
力
を
売
っ
て

賃
金
を
も
ら
う
と
い
う
構
造
か
ら
は
ず
れ

た
ら
生
き
ら
れ
な
い
存
在
で
す
。
そ
う
す

る
と
、
個
々
の
労
働
者
が
資
本
家
に
「
賃

金
上
げ
て
く
れ
」
と
文
句
を
言
っ
て
も
、

「
辞
め
て
も
ら
っ
て
も
い
い
ん
や
で
」
と

言
わ
れ
る
と
労
働
者
の
立
場
は
弱
い
。
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
現
実
の
資
本
主
義

で
は
必
ず
失
業
と
か
半
失
業
が
存
在
し
ま

す
。
そ
う
い
う
状
況
で
資
本
に
「
代
わ
り

は
い
っ
ぱ
い
る
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
労
働

者
は
も
の
が
言
え
な
く
な
り
ま
す
。

そ
う
な
る
と
労
働
力
の
価
値
ど
お
り
の

売
買
で
は
な
く
、
価
値
以
下
で
の
売
買
が

行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が

「
公
正
で
は
あ
り
え
な
い
」
と
言
っ
て
い

る
意
味
で
す
。
労
働
者
は
労
働
力
を
十
全

に
再
生
産
で
き
な
い
よ
う
な
賃
金
、
労
働

条
件
を
押
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
賃
金
で
は
ま
と
も
な
人
間
的
な
生
活

が
で
き
な
い
と
か
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
労
働

時
間
が
長
く
て
ち
ゃ
ん
と
休
む
こ
と
も
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
の

で
す
。

◇
労
働
者
の
も
つ
唯
一
の
社
会
的
な
力
は

そ
の
人
数
で
あ
る
。

で
は
、
働
く
人
た
ち
の
ほ
う
は
、
何
一

つ
抵
抗
す
る
力
は
な
い
の
か
。
そ
ん
な
こ

と
は
な
い
ん
だ
よ
と
次
の
部
分
で
言
っ
て

い
ま
す
。

「
労
働
者
の
も
つ
唯
一
の
社
会
的
な
力

は
、
そ
の
人
数
で
あ
る
。
」

社
会
の
中
で
、
資
本
主
義
が
発
達
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
労
働
力
を
売
っ
て
賃
金
を

も
ら
っ
て
生
活
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の

働
き
方
を
す
る
人
が
圧
倒
的
多
数
者
に
な

り
ま
す
。
こ
の
人
数
が
労
働
者
の
力
だ
と

言
っ
て
い
ま
す
。

二
〇
一
二
年
の
就
業
構
造
基
本
調
査
に

よ
る
と
、
有
業
者
総
数
六
四
四
二
万
七
〇

〇
人
、
そ
の
う
ち
会
社
な
ど
の
役
員
を
除

く
雇
用
者
数
は
五
三
五
三
万
七
五
〇
〇
人

で
全
体
の
八
三
・
一
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

他
方
、
会
社
な
ど
の
役
員
は
三
四
七
万
一

四
〇
〇
人
で
全
体
の
五
・
四
％
に
す
ぎ
ま

せ
ん
。
だ
か
ら
、
人
の
数
と
い
う
面
を
見

れ
ば
、
労
働
力
を
売
っ
て
賃
金
を
も
ら
っ

て
働
い
て
い
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
人
、

賃
金
労
働
者
が
圧
倒
的
多
数
で
す
。
資
本

の
側
は
五
・
四
％
と
い
っ
て
い
る
が
、
町

場
の
中
小
零
細
企
業
の
経
営
者
と
か
も
い
っ

ぱ
い
入
っ
て
い
る
の
で
、
巨
大
な
独
占
的

な
資
本
の
資
本
家
だ
と
一
％
に
満
た
な
い

状
態
で
す
。
労
働
者
が
一
致
団
結
し
て
多

数
の
力
を
行
使
す
れ
ば
、
資
本
に
対
抗
で

き
る
の
で
す
。
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◇
労
働
者
の
人
数
の
力
は
不
団
結
に
よ
っ

て
弱
め
ら
れ
る
。

労
働
者
に
と
っ
て
は
、
圧
倒
的
に
多
数

者
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
彼
ら
・
彼
女
ら
が

社
会
的
に
も
の
を
言
う
た
め
の
武
器
で
す
。

だ
け
ど
、
そ
れ
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
な
か

な
か
現
れ
な
い
。
そ
れ
は
労
働
者
の
間
に

競
争
が
あ
っ
て
、
な
か
な
か
一
つ
に
ま
と

ま
れ
な
い
か
ら
で
す
。

「
し
か
し
、
人
数
の
力
は
不
団
結
に
よ
っ

て
挫
か
れ
る
。
労
働
者
の
不
団
結
は
、
労

働
者
自
身
の
あ
い
だ
の
避
け
ら
れ
な
い
競

争
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
、
長
く
維
持
さ

れ
る
。
」

労
働
者
の
人
数
が
本
当
に
威
力
を
発
揮

す
る
た
め
に
は
、
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
一

つ
に
な
っ
て
資
本
に
立
ち
向
か
う
こ
と
が

必
要
で
す
。
多
く
の
人
が
共
同
し
て
同
一

の
目
標
に
向
か
っ
て
力
強
く
働
き
か
け
る

と
い
う
こ
と
が
本
当
に
で
き
た
ら
、
こ
の

世
の
中
の
八
三
％
が
労
働
者
な
ん
で
す
か

ら
、
そ
の
力
は
大
き
い
は
ず
で
す
。
だ
け

ど
、
そ
れ
が
う
ま
く
働
か
な
い
の
は
、
そ

う
い
う
人
た
ち
が
競
争
に
よ
っ
て
不
団
結

に
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

今
日
的
に
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
、
就

業
労
働
者
と
失
業
者
と
の
あ
い
だ
の
分
断

が
あ
り
ま
す
。
就
業
労
働
者
は
自
分
の
地

位
を
守
り
た
い
と
思
う
か
ら
、
失
業
者
の

こ
と
ま
で
な
か
な
か
頭
が
回
ら
な
い
。
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
非
正
規
雇
用
と
い

う
雇
用
が
非
常
に
不
安
定
で
、
半
ば
就
業

し
て
い
る
が
半
ば
失
業
し
て
い
る
と
い
う

人
た
ち
が
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
正
規
雇

用
の
人
と
非
正
規
の
人
と
の
あ
い
だ
で
な

か
な
か
ま
と
ま
れ
な
い
。
正
規
雇
用
の
人

同
士
で
も
、
企
業
ご
と
の
競
争
に
巻
き
込

ま
れ
て
、
う
ち
の
会
社
が
も
う
か
れ
ば
賃

金
も
労
働
条
件
も
良
く
な
る
よ
と
言
わ
れ

れ
ば
、
そ
れ
に
乗
っ
か
っ
て
頑
張
っ
て
み

よ
う
か
な
と
い
う
人
が
い
て
、
し
か
し
、

そ
れ
は
他
企
業
の
人
と
は
一
緒
に
や
ら
な

い
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
あ

る
い
は
、
同
じ
企
業
の
中
で
も
、
成
果
主

義
と
か
業
績
主
義
と
か
が
入
っ
て
く
る
と
、

個
々
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に

「
自
己
責
任
」
論
が
ふ
り
ま
か
れ
、
「
非

正
規
に
な
る
と
か
失
業
し
て
い
る
と
い
う

の
は
自
分
の
責
任
だ
。
頑
張
っ
て
い
る
人

は
ち
ゃ
ん
と
仕
事
を
持
っ
て
い
る
じ
ゃ
な

い
か
。
」
と
か
、
「
成
果
主
義
と
か
業
績

主
義
の
下
で
賃
金
が
安
い
の
は
、
怠
け
て

い
る
か
ら
で
し
ょ
。
」
と
か
、
言
わ
れ
る
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
く
る
と
個
々
の

労
働
者
が
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
て
競
争
さ
せ

ら
れ
る
。
そ
の
状
態
か
ら
な
か
な
か
抜
け

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

日
本
国
内
に
こ
う
い
う
労
働
者
を
バ
ラ

バ
ラ
に
す
る
仕
組
み
が
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
今
日
的
に
は
資
本
は
海
外
に
市
場
を

求
め
て
生
産
拠
点
を
移
し
て
い
っ
て
い
る

の
で
、
海
外
の
労
働
者
も
い
る
わ
け
で
す
。

海
外
の
労
働
者
と
の
間
で
競
争
が
起
こ
る

と
い
う
ふ
う
に
な
る
と
、
さ
ら
に
な
か
な

か
多
数
の
力
を
発
揮
で
き
な
い
。
そ
う
い

う
状
態
が
生
ま
れ
ま
す
。

◇
労
働
組
合
は
、
労
働
者
の
ス
ク
ラ
ム
の

力
で
資
本
と
交
渉
し
、
労
働
者
の
状
態
を

よ
り
ま
し
に
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
。

だ
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
、
労
働
力
を
売
っ

て
賃
金
を
も
ら
っ
て
働
い
て
い
る
人
た
ち

が
、
巨
大
な
力
と
な
っ
て
い
る
資
本
に
対

抗
す
る
唯
一
の
方
法
は
、
こ
う
い
う
競
争

を
乗
り
越
え
て
ま
と
ま
る
こ
と
以
外
に
は

あ
り
え
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
生

ま
れ
た
の
が
労
働
組
合
で
す
。
い
ろ
い
ろ

分
断
が
あ
る
け
ど
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
、

み
ん
な
が
ま
と
ま
っ
て
一
つ
の
こ
と
を
要

求
す
る
。
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
ボ
ー
ル
を

と
り
に
い
く
と
い
う
こ
と
を
や
っ
た
の
が
、

労
働
組
合
の
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
な
ん
で

す
よ
と
、
マ
ル
ク
ス
は
述
べ
て
い
ま
す
。

「
最
初
、
労
働
組
合
は
、
こ
の
競
争
を

な
く
す
か
す
く
な
く
と
も
制
限
し
て
、
せ

め
て
た
ん
な
る
奴
隷
よ
り
は
ま
し
な
状
態

に
労
働
者
を
引
き
上
げ
る
よ
う
な
契
約
条

件
を
た
た
か
い
と
ろ
う
と
い
う
労
働
者
の

自
然
発
生
的
な
試
み
か
ら
生
ま
れ
た
。
」

労
働
力
の
価
値
ど
お
り
の
販
売
が
侵
害

さ
れ
て
い
て
、
労
働
力
の
価
値
以
下
で
の

売
買
が
ま
か
り
と
お
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
っ

と
う
な
人
間
的
な
生
活
が
で
き
な
い
状
態

の
賃
金
と
労
働
条
件
に
労
働
者
が
置
か
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
「
奴
隷
状
態
」
と

表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
よ
り
ま
し

に
す
る
、
価
値
ど
お
り
の
労
働
力
の
販
売

に
戻
す
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
生
ま
れ

た
の
が
労
働
組
合
な
ん
だ
と
、
マ
ル
ク
ス

は
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
労
働
組
合
の
力
は
そ
の
ス
ク
ラ
ム

で
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
ス
ク
ラ
ム
の
力
は
、

ま
ず
、
ど
れ
だ
け
の
人
数
が
ス
ク
ラ
ム
を

組
む
か
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
全
部
が
一

つ
の
こ
と
で
ま
と
ま
れ
ば
圧
倒
的
に
力
を

も
つ
け
れ
ど
も
、
そ
う
な
ら
な
い
に
し
て

も
、
と
り
あ
え
ず
企
業
の
中
で
ま
と
ま
る

に
し
て
も
、
地
域
で
失
業
者
や
非
正
規
の

人
た
ち
と
ま
と
ま
る
に
し
て
も
、
何
ら
か

の
形
で
労
働
者
が
ま
と
ま
っ
て
要
求
実
現

の
た
め
に
行
動
す
る
。
そ
の
ま
と
ま
る
人

数
が
ま
ず
一
つ
の
力
で
す
。
も
う
一
つ
は

ま
と
ま
り
具
合
、
ど
れ
だ
け
一
つ
の
目
標

に
向
か
っ
て
、
み
ん
な
が
一
生
懸
命
に
取

り
組
む
か
が
労
働
組
合
の
力
を
決
め
ま
す
。

労
働
組
合
に
入
っ
て
い
る
労
働
者
の
人

数
と
い
う
面
を
見
る
と
、
現
状
は
大
変
で

す
。
二
〇
一
三
年
労
働
組
合
基
礎
調
査
に

よ
れ
ば
、
労
働
組
合
の
推
定
組
織
率
（
雇

用
者
数
に
占
め
る
労
働
組
合
員
数
の
割
合
）

は
過
去
最
低
の
一
七
・
七
％
で
す
。
五
人

に
一
人
以
下
し
か
労
働
組
合
に
入
っ
て
い
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な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
五
〇
〇
〇
万

人
の
力
は
発
揮
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
現

状
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
と
こ
ろ
で
は
、

労
働
組
合
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り

の
力
を
発
揮
す
る
わ
け
で
、
実
際
に
力
を

発
揮
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
こ
か
ら
取

り
残
さ
れ
た
働
く
仲
間
が
多
数
い
る
と
い

う
こ
と
が
問
題
で
す
。
労
働
者
が
よ
り
大

き
な
力
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
労
働
組

合
に
加
わ
る
仲
間
を
い
か
に
ど
れ
だ
け
広

げ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
課
題

に
な
り
ま
す
。

◇
労
働
組
合
は
賃
金
と
労
働
時
間
の
改
善

を
目
的
と
し
て
出
発
し
た
。

で
き
た
ば
か
り
の
労
働
組
合
は
何
に
取

り
組
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
賃
金
と

労
働
時
間
の
問
題
だ
と
、
マ
ル
ク
ス
は
言
っ

て
い
ま
す
。

「
だ
か
ら
、
労
働
組
合
の
当
面
の
目
的

は
日
常
の
必
要
を
み
た
す
こ
と
、
資
本
の

た
え
ま
な
い
侵
害
を
防
止
す
る
手
段
と
な

る
こ
と
に
、
限
ら
れ
て
い
た
。
一
言
で
い

え
ば
、
賃
金
と
労
働
時
間
の
問
題
に
限
ら

れ
て
い
た
。
労
働
組
合
の
こ
の
よ
う
な
活

動
は
、
正
当
で
あ
る
ば
か
り
か
、
必
要
で

も
あ
る
。
現
在
の
生
産
制
度
が
つ
づ
く
か

ぎ
り
、
こ
の
活
動
な
し
に
す
ま
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
反
対
に
、
こ
の
活
動
は
、
あ

ら
ゆ
る
国
に
労
働
組
合
を
結
成
し
、
そ
れ

を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
化
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

労
働
力
の
価
値
ど
お
り
の
販
売
が
保
証

さ
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、

一
つ
は
労
働
力
の
再
生
産
費
が
き
ち
ん
と

賃
金
と
し
て
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ

と
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
労
働
力
を
き
ち

ん
と
再
生
産
で
き
る
よ
う
に
労
働
時
間
を

制
限
す
る
こ
と
で
す
。
労
働
時
間
が
ど
ん

ど
ん
延
長
さ
れ
れ
ば
、
食
っ
て
寝
る
だ
け

に
な
る
。
も
し
く
は
、
食
っ
て
寝
て
も
、

翌
日
し
ん
ど
い
な
と
思
い
な
が
ら
働
き
に

行
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
長
続
き
し
な

い
の
で
、
過
労
死
と
か
過
労
自
殺
で
死
ん

で
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
労
働
力
の
再
生
産

に
な
り
ま
せ
ん
。
賃
金
と
労
働
時
間
を
き

ち
ん
と
労
働
力
が
再
生
産
で
き
る
よ
う
に

も
っ
て
い
く
こ
と
が
、
労
働
力
の
価
値
ど

お
り
の
販
売
の
絶
対
条
件
な
ん
で
す
。
そ

れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
、
労
働
組
合
の
第

一
の
目
的
だ
と
マ
ル
ク
ス
は
言
っ
て
い
ま

す
。賃

金
と
労
働
時
間
、
さ
ら
に
は
労
働
強

度
、
労
働
環
境
な
ど
の
労
働
条
件
の
改
善

と
い
う
目
的
抜
き
に
は
労
働
組
合
は
成
り

立
ち
え
ま
せ
ん
。
仕
事
を
し
て
、
ち
ゃ
ん

と
し
た
賃
金
が
も
ら
え
て
、
人
間
的
な
生

活
が
で
き
る
自
由
時
間
が
確
保
さ
れ
る
。

そ
う
い
う
労
働
力
の
価
値
ど
お
り
の
販
売

を
実
現
す
る
こ
と
が
な
に
よ
り
労
働
組
合

の
目
的
で
す
。

連
合
傘
下
の
大
企
業
労
働
組
合
の
中
に

は
、
日
常
的
な
経
済
的
要
求
に
基
づ
く
た

た
か
い
に
ま
っ
と
う
に
取
り
組
め
な
い
よ

う
な
状
況
も
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
そ

う
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
と
、
就
業

労
働
者
で
、
し
か
も
正
規
雇
用
で
、
企
業

間
競
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
自
分
の
と
こ

ろ
の
企
業
が
生
き
残
れ
ば
な
ん
と
か
な
る

と
い
う
ふ
う
に
思
う
労
働
組
合
が
主
流
に

な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
う
す
る
と

「
企
業
が
生
き
残
る
た
め
に
は
、
今
は
労

働
条
件
を
あ
ん
ま
り
改
善
で
き
ま
せ
ん
よ
」

と
言
わ
れ
る
と
弱
い
わ
け
で
す
。
す
ぐ
妥

協
し
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
っ
と
う
な
労
働
組
合
に
は
そ
う
い
う

制
約
は
な
い
は
ず
で
す
が
、
実
際
に
日
常

的
な
経
済
的
な
要
求
に
基
づ
く
た
た
か
い

に
ど
れ
だ
け
力
強
く
取
り
組
め
て
い
る
か

に
つ
い
て
は
常
に
反
省
が
必
要
で
す
。
労

働
力
の
十
全
な
再
生
産
を
求
め
る
た
た
か

い
に
力
を
入
れ
る
こ
と
が
労
働
組
合
の
原

点
だ
と
い
う
こ
と
に
い
つ
も
立
ち
も
ど
っ

て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
身

近
に
い
る
働
く
仲
間
た
ち
が
、
生
活
の
面

で
、
ま
た
、
仕
事
の
面
で
、
ど
ん
な
要
求

を
持
っ
て
い
る
の
か
を
き
ち
ん
と
把
握
す

る
こ
と
が
労
働
組
合
の
出
発
点
と
し
て
大

切
で
す
。

◇
労
働
組
合
は
労
働
者
が
社
会
の
主
人
公

と
な
る
た
め
に
集
ま
り
、
力
を
つ
け
る
場

で
あ
る
。

し
か
し
、
労
働
組
合
の
役
割
は
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
ん
だ
と
マ
ル
ク
ス
は
言
い
ま

す
。
未
来
社
会
を
準
備
す
る
役
割
が
あ
る

と
言
う
の
で
す
。

「
他
方
で
は
、
労
働
組
合
は
、
み
ず
か

ら
そ
れ
と
自
覚
せ
ず
に
、
労
働
者
階
級
の

組
織
化
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は

ち
ょ
う
ど
中
世
の
都
市
や
コ
ミ
ュ
ー
ン
が

中
間
階
級
〔
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
〕
の
組
織

化
の
中
心
と
な
っ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。

労
働
組
合
は
、
資
本
と
労
働
の
あ
い
だ
の

ゲ
リ
ラ
戦
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
賃
労
働
と
資
本
支
配
と
の
制
度
そ
の

も
の
を
廃
止
す
る
た
め
の
組
織
さ
れ
た
道

具
と
し
て
は
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
重
要
で

あ
る
。
」

第
九
課
で
競
争
の
話
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

そ
の
と
き
、
未
来
社
会
の
あ
り
方
と
し
て
、

協
同
性
が
発
揮
さ
れ
る
社
会
と
い
う
こ
と

が
言
わ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は

ど
う
や
っ
て
実
現
す
る
か
と
い
う
と
、
働

く
人
た
ち
が
社
会
の
主
人
公
に
な
っ
て
い

く
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
の
で

す
。そ

の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
働
く
人
た
ち

が
資
本
と
対
抗
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い

と
い
け
な
く
て
、
対
抗
で
き
る
た
め
に
は
、

働
く
人
た
ち
が
協
同
す
る
組
織
、
一
緒
に
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頑
張
る
組
織
、
そ
う
い
う
組
織
が
必
要
で
、

そ
れ
が
労
働
組
合
で
す
。
労
働
組
合
は
、

多
く
の
人
が
集
ま
る
組
織
な
の
で
、
組
織

を
維
持
強
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
資
本
と
労
働
者
と
の
関

係
と
か
、
中
小
企
業
の
経
営
者
た
ち
が
何

を
考
え
て
い
る
か
と
か
、
農
村
の
人
た
ち

は
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
分
析
し
て
、
さ
ら
に
、

い
ま
の
安
倍
内
閣
の
経
済
政
策
と
か
、
企

業
の
動
き
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
か
、

あ
る
い
は
、
な
ん
で
集
団
的
自
衛
権
と
い

う
の
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
か
と
か
、
そ
う

い
う
こ
と
を
分
析
し
、
考
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
こ
と
を
通
じ
て
は

じ
め
て
、
働
く
人
た
ち
が
社
会
の
主
人
公

と
な
る
た
め
の
力
を
身
に
つ
け
て
い
く
。

あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
、

労
働
組
合
は
実
は
そ
う
い
う
役
割
を
担
っ

た
組
織
な
ん
だ
と
、
マ
ル
ク
ス
は
言
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
資
本
主
義
が
生
ま
れ

て
く
る
と
き
に
、
そ
れ
ま
で
の
封
建
社
会

の
地
主
と
か
領
主
と
か
を
打
ち
倒
す
た
め

に
、
商
工
業
者
た
ち
が
力
を
つ
け
て
い
っ

た
場
、
都
市
や
共
同
体
（
コ
ミ
ュ
ー
ン
）

と
同
じ
な
ん
だ
、
労
働
者
に
と
っ
て
そ
う

い
う
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
は
労
働
組
合

な
ん
だ
、
そ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

つ
づ
め
て
言
え
ば
、
働
く
者
が
主
人
公

と
な
る
未
来
社
会
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め

に
は
労
働
組
合
が
必
要
な
ん
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
現
状
の
仕
事
と
生
活
を
人
間
ら

し
く
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
労
働
力
の

価
値
ど
お
り
の
販
売
を
実
現
す
る
た
め
に

は
絶
対
、
労
働
組
合
が
必
要
で
す
。
そ
れ

が
労
働
組
合
の
原
点
で
す
。
し
か
し
同
時

に
、
労
働
組
合
は
、
そ
の
活
動
を
つ
う
じ

て
働
く
人
た
ち
が
次
の
社
会
の
主
人
公
に

な
る
た
め
の
準
備
を
す
る
組
織
で
も
あ
る
。

そ
う
い
う
位
置
づ
け
を
、
こ
こ
で
マ
ル
ク

ス
は
し
て
い
ま
す
。

【
３
】

労
働
組
合
。
そ
の
現
在
、
―
経
済
的
要

求
に
も
と
づ
く
た
た
か
い
と
政
治
的
な
た

た
か
い
。

◇
労
働
組
合
は
日
常
的
な
経
済
的
要
求
に

も
と
づ
く
た
た
か
い
に
没
頭
す
る
傾
向
が

あ
る
。

次
は
労
働
組
合
の
現
状
、
と
言
っ
て
も
、

一
九
世
紀
半
ば
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
た

部
分
で
す
。

「
（
ロ
）
そ
の
現
在
。

労
働
組
合
は
、
資
本
に
た
い
す
る
局
地

的
な
、
当
面
の
闘
争
に
あ
ま
り
に
も
没
頭

し
き
っ
て
い
て
、
賃
金
奴
隷
そ
の
も
の
に

反
対
し
て
行
動
す
る
自
分
の
力
を
ま
だ
十

分
に
理
解
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
労

働
組
合
は
、
一
般
的
な
社
会
運
動
や
政
治

運
動
か
ら
あ
ま
り
に
も
遠
ざ
か
っ
て
い
た
。
」

労
働
組
合
は
な
に
よ
り
も
、
ま
ず
労
働

力
の
価
値
ど
お
り
の
販
売
を
求
め
る
た
め

の
組
織
だ
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
こ
だ
け

に
目
が
向
い
て
い
て
、
十
分
に
自
分
た
ち

が
社
会
の
主
人
公
に
な
れ
る
、
あ
る
い
は

そ
の
た
め
の
準
備
を
し
て
い
る
組
織
で
あ

る
と
は
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
ん
だ
と
言
っ

て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
傾
向
は
今
日
で
も
あ
り
ま
す
。

特
に
「
連
合
」
傘
下
の
労
働
組
合
は
、
経

済
的
な
要
求
、
そ
れ
も
同
じ
企
業
内
の
正

規
雇
用
の
労
働
者
の
経
済
的
な
要
求
の
実

現
に
労
働
組
合
の
役
割
を
限
定
す
る
傾
向

が
非
常
に
強
い
。
し
か
し
、
経
済
的
な
要

求
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し

広
く
考
え
て
み
る
と
、
今
日
で
は
、
狭
い

企
業
内
の
労
働
者
と
資
本
家
と
の
関
係
の

後
ろ
側
に
政
府
と
か
、
政
治
と
か
、
法
制

度
と
か
が
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で

す
。た

と
え
ば
、
労
働
法
制
で
労
働
組
合
を

つ
く
る
こ
と
を
政
府
が
認
め
て
い
る
と
い

う
関
係
の
下
で
、
今
日
の
労
働
者
と
資
本

家
と
の
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
が
崩
さ
れ
、
労
働
組
合
は
非
合
法
な
ん

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
労
働
者
の
力

は
そ
が
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、

労
働
基
準
法
上
は
、
一
日
八
時
間
、
週
四

〇
時
間
と
い
う
労
働
時
間
が
決
ま
っ
て
い

る
。
現
実
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
抜
け
道
が

用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
守
ら
れ

ず
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
な
ん
か
も
結
構
あ
る

わ
け
で
す
が
、
労
働
時
間
の
制
限
が
法
的

に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
重
要

で
す
。
そ
れ
は
、
資
本
と
労
働
者
と
の
関

係
が
現
実
に
動
く
た
め
の
枠
組
み
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。

今
日
、
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
一
つ
の

内
容
と
し
て
、
「
労
働
時
間
で
は
な
く
成

果
に
も
と
づ
く
働
き
方
」
と
か
言
っ
て
、

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
一
部
に
つ
い
て
は
労

働
時
間
規
制
に
縛
ら
れ
な
い
働
き
方
を
さ

せ
ら
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
こ
と
自
体
、

労
働
時
間
の
制
限
が
法
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
改
悪
す
る
こ
と
も
法
律
に
よ
っ
て

決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
法
制
度
や
そ
れ
を
決
め

て
い
く
政
治
が
労
働
力
の
再
生
産
が
行
な

わ
れ
る
た
め
の
土
俵
、
枠
組
み
に
な
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
最
低
賃
金
と
か
、
社
会

保
障
の
諸
制
度
と
か
が
、
た
と
え
ば
、
労

働
組
合
に
組
織
さ
れ
て
い
な
い
労
働
者
の

生
活
だ
と
か
、
失
業
し
た
と
き
に
ち
ゃ
ん

と
し
た
生
活
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
経
済
的
な
た
た
か
い

と
い
っ
て
も
、
価
値
ど
お
り
の
労
働
力
の

販
売
、
労
働
者
が
労
働
力
を
き
ち
ん
と
し

た
再
生
産
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
政
府

と
か
政
治
と
か
法
制
度
と
か
が
密
接
に
か

か
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
土
俵
の
上
で
、

私
た
ち
の
仕
事
と
生
活
が
成
り
立
っ
て
い
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る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
個
々
の
雇
い
主
に

文
句
を
言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
済
ま
な
く

て
、
政
治
の
あ
り
方
と
か
、
法
律
の
あ
り

方
と
か
、
制
度
の
あ
り
方
を
問
題
に
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
る
。
労
働
力
の
再
生
産
と

い
う
こ
と
だ
け
か
ら
み
て
も
そ
う
な
っ
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
労
働
組
合
は
政
治
運

動
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
の

で
す
。

◇
労
働
組
合
運
動
の
な
か
に
は
、
狭
い
経

済
的
な
た
た
か
い
の
枠
を
超
え
て
、
政
治

や
社
会
の
あ
り
方
を
変
え
る
運
動
に
取
り

組
む
潮
流
も
生
ま
れ
る
。

一
九
世
紀
で
も
、
労
働
組
合
の
中
に
政

治
的
な
た
た
か
い
に
か
か
わ
る
潮
流
が
現

れ
て
き
ま
す
。

「
だ
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
労
働
組
合

は
、
自
分
の
偉
大
な
歴
史
的
使
命
に
い
く

ら
か
目
ざ
め
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働

組
合
が
近
年
の
政
治
活
動
に
参
加
し
て
い

る
こ
と
、
合
衆
国
の
労
働
組
合
が
自
分
の

役
割
に
つ
い
て
い
っ
そ
う
ひ
ろ
い
見
解
を

い
だ
い
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
最
近
シ
ェ

フ
ィ
ー
ル
ド
で
ひ
ら
か
れ
た
巨
大
な
労
働

組
合
代
表
者
会
議
が
次
の
よ
う
な
決
議
を

お
こ
な
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
明
ら
か
で

あ
る
。

「
本
会
議
は
、
す
べ
て
の
国
の
労
働
者

を
一
つ
の
共
通
の
兄
弟
の
き
ず
な
で
結
び

つ
け
よ
う
と
す
る
国
際
協
会
の
努
力
を
十

分
に
評
価
し
、
全
労
働
者
の
進
歩
と
福
祉

に
と
っ
て
協
会
が
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
、
本
会
議

に
代
表
を
送
っ
た
各
組
合
に
、
国
際
協
会

へ
の
加
盟
を
心
か
ら
勧
告
す
る
。
」
」

具
体
的
に
い
う
と
、
例
え
ば
、
イ
ギ
リ

ス
の
普
通
選
挙
を
め
ざ
す
運
動
で
す
。
イ

ギ
リ
ス
は
議
会
制
民
主
主
義
の
母
国
と
か

言
わ
れ
て
い
ま
す
け
ど
、
一
定
の
税
金
を

納
め
て
い
る
人
に
し
か
選
挙
権
は
与
え
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
労
働
者
の
多
く

は
選
挙
権
を
も
て
な
い
状
態
だ
っ
た
わ
け

で
す
。
こ
の
し
く
み
で
は
、
政
治
と
か
法

制
度
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

私
た
ち
が
そ
う
い
う
こ
と
に
か
か
わ
る
た

め
に
は
選
挙
権
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
一
定
の
年
齢
に
な
っ
た
ら
す
べ
て

の
人
に
選
挙
権
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
よ

う
と
い
う
の
が
、
普
通
選
挙
を
め
ざ
す
運

動
で
す
。
日
本
で
も
第
二
次
世
界
大
戦
前

に
そ
う
い
う
普
選
運
動
が
あ
っ
て
、
普
通

選
挙
権
が
獲
得
さ
れ
て
い
く
ん
で
す
。
さ

ら
に
、
ア
メ
リ
カ
南
北
戦
争
で
労
働
組
合

が
奴
隷
制
廃
止
を
支
持
す
る
と
か
、
ス
ト

ラ
イ
キ
取
締
法
に
反
対
す
る
と
か
、
い
ろ

ん
な
動
き
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。

今
日
の
日
本
で
も
、
政
治
的
な
た
た
か

い
に
関
わ
る
動
き
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

脱
原
発
の
運
動
は
非
常
に
規
模
も
大
き
く

広
が
っ
た
し
、
継
続
的
に
取
り
組
ま
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
他
の
政
治
的
な
問
題
で
も
、

み
ん
な
が
街
頭
に
出
て
要
求
を
表
に
出
す

と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
秘
密

保
護
法
に
反
対
す
る
運
動
と
か
、
辺
野
古

基
地
建
設
に
反
対
す
る
運
動
と
か
、
集
団

的
自
衛
権
に
反
対
す
る
運
動
と
か
、
街
頭

に
出
て
政
治
や
社
会
の
あ
り
方
を
変
え
よ

う
と
訴
え
る
運
動
の
高
揚
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
運
動
と
、
労
働
力
の
価
値
ど

お
り
の
販
売
を
め
ざ
す
と
い
う
労
働
組
合

の
原
点
と
は
ど
う
か
か
わ
る
の
で
し
ょ
う
。

先
に
お
話
し
し
た
と
お
り
、
そ
も
そ
も
政

治
と
か
法
制
度
と
か
を
変
え
る
と
い
う
こ

と
が
な
い
と
、
価
値
ど
お
り
の
販
売
は
実

現
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
根
底
に
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
労
働
者
が
み
ん
な
バ
ラ
バ
ラ
に
さ

れ
て
い
る
状
況
の
な
か
で
は
、
日
常
的
に

目
に
す
る
職
場
の
中
に
視
野
が
限
定
さ
れ
、

な
か
な
か
全
体
構
造
に
目
が
行
か
な
い
し
、

労
働
者
が
多
数
者
な
ん
だ
な
ん
て
ぜ
ん
ぜ

ん
実
感
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
で
も
、
三
・

一
一
後
の
脱
原
発
の
デ
モ
行
進
に
行
っ
た

ら
、
同
じ
思
い
の
人
が
い
っ
ぱ
い
い
る
わ

け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
や
っ
ぱ
り
、
多

数
の
力
は
あ
る
ん
だ
と
実
感
す
る
。
そ
う

い
う
実
感
が
な
い
と
、
労
働
組
合
の
活
動

を
が
ん
ば
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
な
か
な
か

な
ら
な
い
。
大
き
な
政
治
的
な
問
題
の
取

り
組
み
の
中
に
い
る
と
、
仲
間
が
い
っ
ぱ

い
い
る
ん
だ
と
思
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

そ
う
い
う
実
感
が
労
働
組
合
運
動
を
活
性

化
さ
せ
る
一
つ
の
力
に
な
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

【
４
】

労
働
組
合
。
そ
の
未
来
。
―
労
働
組
合
の

課
題

◇
労
働
組
合
は
、
経
済
的
な
要
求
に
も
と

づ
く
た
た
か
い
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
者

が
主
人
公
に
な
る
と
い
う
目
的
を
意
識
し

て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
組
合
の
未

来
と
題
し
て
、
そ
の
課
題
、
や
る
べ
き
こ

と
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
。

「
（
ハ
）
そ
の
未
来

い
ま
や
労
働
組
合
は
、
そ
の
当
初
の
目

的
以
外
に
、
労
働
者
階
級
の
完
全
な
解
放

と
い
う
広
大
な
目
的
の
た
め
に
、
労
働
者

階
級
の
組
織
化
の
中
心
と
し
て
意
識
的
に

行
動
す
る
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
労
働
組
合
は
、
こ
の
方
向
を
め
ざ
す

あ
ら
ゆ
る
社
会
運
動
と
政
治
運
動
を
支
持

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

経
済
的
な
要
求
に
も
と
づ
く
た
た
か
い

と
政
治
や
社
会
の
あ
り
方
を
変
え
る
た
め

の
た
た
か
い
と
は
、
相
互
に
刺
激
し
合
う

面
を
持
っ
て
い
ま
す
。
経
済
的
な
要
求
に

も
と
づ
く
た
た
か
い
が
労
働
組
合
の
出
発
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点
で
、
こ
れ
抜
き
に
は
政
治
や
社
会
の
あ

り
方
を
変
え
る
た
た
か
い
も
あ
り
え
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
、
他
方
で
は
、
政
治
や
社
会

の
あ
り
方
を
変
え
る
た
め
の
た
た
か
い
の

中
で
、
労
働
者
が
み
ず
か
ら
の
力
を
自
覚

す
る
こ
と
が
、
経
済
的
な
た
た
か
い
を
前

進
さ
せ
る
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
、
政
治
や
社
会
の
あ
り
方
を
変

え
る
た
た
か
い
の
前
進
が
、
経
済
的
な
要

求
を
実
現
す
る
た
め
に
有
利
な
枠
組
み
、

土
俵
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
政
治
の
あ
り
方
を
左
右

し
、
法
制
度
を
つ
く
る
一
番
の
大
本
は
政

府
な
の
で
、
政
府
が
ど
ん
な
方
向
性
を
も
っ

た
政
府
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
資
本
と
労

働
者
と
の
力
関
係
の
枠
組
み
を
決
め
る
面

が
あ
る
の
で
す
。

今
の
日
本
国
政
府
は
、
明
ら
か
に
大
企

業
の
も
う
け
を
追
求
す
る
政
府
、
「
大
企

業
が
も
う
か
っ
た
ら
み
な
さ
ん
の
と
こ
ろ

に
も
ボ
チ
ボ
チ
利
益
が
い
く
で
し
ょ
う
」

と
い
う
政
府
に
な
っ
て
い
て
、
「
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
」
は
そ
の
方
向
性
に
沿
っ
て
立
て

ら
れ
て
い
る
政
策
で
す
。
だ
か
ら
、
労
働

時
間
を
規
制
し
な
い
仕
組
み
を
つ
く
る
と

か
、
首
切
り
も
も
っ
と
自
由
に
や
れ
る
よ

う
に
す
る
と
か
、
経
済
界
、
特
に
独
占
的

な
巨
大
資
本
の
要
求
が
次
々
に
政
治
の
場

に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の

よ
う
に
、
ど
ん
な
政
府
に
な
る
か
が
、
資

本
と
労
働
者
の
間
の
関
係
を
そ
う
と
う
左

右
し
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
安
倍
政
権
の
下
で
も
、
労
働

者
の
力
が
強
く
働
け
ば
、
ち
ょ
っ
と
は
譲

歩
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
状
況
が
生

ま
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
ど
ん
な
政
府
の
下

で
も
、
労
働
者
は
政
治
と
の
関
係
で
自
分

た
ち
の
要
求
を
実
現
す
る
た
め
の
働
き
か

け
を
し
な
い
と
い
け
な
い
。
労
働
時
間
の

規
制
を
外
す
と
い
う
の
は
も
っ
て
の
ほ
か

だ
と
い
う
労
働
者
の
運
動
が
な
い
と
、
労

働
者
の
要
求
が
政
治
に
反
映
せ
ず
、
資
本

の
思
う
が
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

今
、
ち
ょ
っ
と
景
気
が
よ
く
な
っ
て
い

て
、
部
分
的
に
は
「
人
手
不
足
」
と
言
わ

れ
る
状
況
も
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
非
正
規

で
働
い
て
い
た
人
た
ち
が
、
正
社
員
に
な
っ

て
い
く
と
い
う
動
き
も
出
て
き
て
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
労
働
者
分
断
の
状
況
に
比
べ

れ
ば
、
労
働
者
に
と
っ
て
少
し
有
利
な
状

況
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
（
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
正
社
員
化
が
「
名
ば
か
り
正
社
員
」
化

に
終
わ
っ
て
、
新
た
な
分
断
を
生
み
だ
す

危
険
も
大
き
い
で
す
が
…
）
。
さ
ら
に
、

個
別
的
に
は
、
す
き
屋
で
働
い
て
い
た
ア

ル
バ
イ
ト
の
人
た
ち
が
集
団
で
辞
め
て
店

舗
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
と
か
、
ワ
タ
ミ

も
人
手
が
足
り
な
く
て
、
店
舗
数
を
減
ら

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
か
、

そ
う
い
う
こ
と
が
起
き
て
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
れ
は
個
別
の
動
き
で
あ
っ
て
、

全
体
の
構
造
を
変
え
る
よ
う
な
動
き
に
は

ま
だ
な
っ
て
い
な
い
。
働
く
人
た
ち
が
み

ん
な
で
、
直
接
に
雇
っ
て
い
る
人
た
ち
と

対
峙
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
全
体
の
政

治
と
か
、
法
制
度
と
か
を
変
え
て
い
く
、

あ
る
い
は
そ
こ
に
力
を
及
ぼ
し
て
い
く
よ

う
な
動
き
が
な
い
と
、
有
利
な
状
況
を
生

か
し
て
自
分
た
ち
の
利
益
を
本
当
に
実
現

す
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
と
思
い

ま
す
。

◇
労
働
組
合
は
組
合
員
を
増
や
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

労
働
組
合
は
組
合
員
を
増
や
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
、
マ
ル
ク
ス
は
言
い
ま
す
。

今
日
で
は
、
「
未
組
織
労
働
者
の
組
織
化
」

と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
そ
の

課
題
で
す
。

「
み
ず
か
ら
全
労
働
者
階
級
の
戦
士
、

代
表
者
を
も
っ
て
自
認
し
、
そ
う
し
た
も

の
と
し
て
行
動
し
て
い
る
労
働
組
合
は
、

非
組
合
員
を
組
合
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
を

怠
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

労
働
組
合
の
力
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も

そ
の
ス
ク
ラ
ム
に
加
わ
る
人
数
の
力
で
す
。

そ
の
数
が
増
え
な
け
れ
ば
ど
う
し
よ
う
も

な
い
。
労
働
組
合
に
組
織
さ
れ
て
い
る
労

働
者
が
一
七
％
台
だ
と
い
う
の
で
は
、
あ

ん
ま
り
大
き
な
力
は
発
揮
で
き
な
い
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
ま
だ
労
働
組
合
に
入
っ

て
い
な
い
労
働
者
を
労
働
組
合
に
迎
え
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
労
働
者

が
社
会
の
主
人
公
に
な
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
自
覚
し
て
い
る
労
働
組
合
の
潮
流
が

組
合
員
を
増
や
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
労

働
組
合
に
入
っ
て
い
な
い
労
働
者
を
労
働

組
合
に
迎
え
入
れ
る
と
い
う
活
動
は
、
緊

急
の
課
題
で
す
。
組
合
に
入
っ
て
い
な
い

労
働
者
の
要
求
を
丁
寧
に
聞
い
て
、
そ
の

実
現
へ
の
道
筋
を
示
し
て
、
一
緒
に
真
剣

に
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
す
。

法
律
的
に
は
、
労
働
組
合
を
つ
く
る
の

は
も
の
す
ご
く
簡
単
で
す
。
と
り
あ
え
ず
、

労
働
者
が
３
人
集
ま
っ
て
、
こ
う
い
う
趣

旨
で
労
働
組
合
を
つ
く
り
ま
す
と
決
め
て
、

労
働
基
準
監
督
署
に
届
け
出
れ
ば
、
労
働

組
合
は
で
き
ま
す
。
だ
け
ど
、
雇
い
主
が

圧
力
を
か
け
る
と
か
、
な
か
な
か
信
頼
す

る
仲
間
が
見
つ
か
ら
な
い
と
か
、
い
ろ
ん

な
具
体
的
状
況
が
あ
っ
て
、
労
働
組
合
に

入
る
と
か
、
つ
く
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ

と
に
な
か
な
か
踏
み
出
せ
な
い
人
が
た
く

さ
ん
い
る
わ
け
で
す
。
働
く
仲
間
と
し
て
、

そ
う
い
う
人
た
ち
に
労
働
組
合
に
加
わ
っ

て
も
ら
う
活
動
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

と
り
わ
け
、
労
働
組
合
の
組
織
率
が
大

き
く
下
が
っ
て
い
る
こ
と
の
要
因
と
し
て
、

非
正
規
の
労
働
者
、
パ
ー
ト
と
か
ア
ル
バ

イ
ト
と
か
、
派
遣
の
人
た
ち
を
労
働
組
合

に
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
非
常
に
遅
れ
て
き

た
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
・
彼

女
ら
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
重
要
な
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
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◇
労
働
組
合
は
最
も
弱
い
立
場
の
労
働
者

の
利
益
の
実
現
の
た
め
に
頑
張
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

労
働
組
合
は
最
も
弱
い
立
場
の
労
働
者

の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
頑
張
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
、
マ
ル
ク
ス
は
言
っ
て

い
ま
す
。

「
労
働
組
合
は
、
異
常
な
不
利
な
環
境

の
た
め
に
無
力
化
さ
れ
て
い
る
農
業
労
働

者
の
よ
う
な
、
賃
金
の
最
も
低
い
業
種
の

労
働
者
の
利
益
を
細
心
に
は
か
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
」

一
九
世
紀
半
ば
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
農

業
分
野
で
賃
金
労
働
者
が
い
て
、
彼
ら
・

彼
女
ら
が
一
番
厳
し
い
労
働
と
生
活
を
強

い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
地
域
的

に
分
散
し
て
い
て
、
労
働
組
合
に
組
織
さ

れ
に
く
か
っ
た
た
め
で
す
。
そ
う
い
う
人

た
ち
の
人
間
的
な
労
働
と
生
活
を
実
現
す

る
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
。
そ
の
た
め
に

労
働
組
合
は
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
組
合
の
社
会

的
な
信
頼
も
高
め
ら
れ
る
し
、
労
働
者
全

体
の
労
働
と
生
活
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
、
マ
ル
ク
ス
は

言
っ
て
い
る
の
で
す
。

今
日
的
に
い
え
ば
、
い
ち
ば
ん
弱
い
立

場
に
置
か
れ
て
い
る
人
た
ち
は
、
失
業
者

と
か
非
正
規
の
労
働
者
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
非
正
規
の
労
働
者
は
二
重
に
差

別
的
な
地
位
に
置
か
れ
て
い
て
、
ま
ず
、

時
給
制
だ
か
ら
、
働
い
た
分
賃
金
を
も
ら

う
と
い
う
条
件
の
下
で
は
、
労
働
日
数
や

労
働
時
間
が
少
な
け
れ
ば
収
入
が
少
な
く

な
り
ま
す
。
な
お
か
つ
時
給
換
算
で
、
正

規
の
労
働
者
と
比
べ
て
よ
り
低
い
賃
金
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
な
か
な
か
生
活
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、

で
き
る
も
の
な
ら
ば
、
正
社
員
に
な
り
た

い
と
思
う
。
そ
れ
が
実
現
で
き
な
い
中
で

は
、
二
重
三
重
に
非
正
規
の
職
場
を
渡
り

歩
き
な
が
ら
な
ん
と
か
生
活
を
維
持
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い

う
人
た
ち
の
状
況
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
働
い
て
い
る
人
た
ち
の
間
で
労
働
組

合
へ
の
信
頼
も
高
ま
る
し
、
社
会
全
体
か

ら
の
信
頼
も
高
ま
る
の
で
す
。

失
業
し
て
い
る
人
と
か
、
非
正
規
で
悪

い
条
件
で
働
い
て
い
る
人
の
条
件
を
上
げ

る
と
い
う
こ
と
は
、
職
を
も
っ
て
働
い
て

い
る
人
の
条
件
を
上
げ
る
う
え
で
も
有
利

に
働
き
ま
す
。
正
規
で
働
い
て
い
る
人
と
、

失
業
、
非
正
規
の
人
た
ち
の
間
の
格
差
が

大
き
け
れ
ば
、
こ
こ
に
落
ち
た
ら
い
け
な

い
と
思
う
か
ら
、
自
分
の
労
働
条
件
を
上

げ
よ
う
と
は
な
か
な
か
な
ら
ず
、
今
の
状

況
に
し
が
み
つ
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
非
正
規
の
人
た
ち
の
賃
金
や
労
働
条

件
が
上
が
れ
ば
、
正
規
の
人
た
ち
の
そ
れ

も
上
げ
や
す
く
な
る
。
こ
う
い
う
構
造
が

あ
り
ま
す
。

現
在
の
局
面
で
は
、
働
く
人
た
ち
に
と
っ

て
有
利
な
状
況
も
生
ま
れ
て
い
て
、
非
正

規
の
人
た
ち
の
働
く
条
件
を
よ
り
よ
く
す

る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
そ
こ
に
力
を
尽
く
す

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

◇
労
働
組
合
は
社
会
の
弱
者
全
体
の
利
益

を
実
現
す
る
と
い
う
認
識
を
広
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

最
後
の
最
後
の
部
分
で
、
マ
ル
ク
ス
は

労
働
組
合
は
孤
立
し
て
は
い
け
な
い
と
戒

め
て
い
ま
す
。

「
労
働
組
合
の
努
力
は
狭
い
、
利
己
的

な
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
ふ
み
に
じ

ら
れ
た
幾
百
万
の
大
衆
の
解
放
を
目
標
と

す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
一
般
の
世

人
に
納
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

労
働
組
合
は
労
働
者
だ
け
の
利
益
を
実

現
す
る
と
い
う
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
社
会

の
弱
者
全
体
の
利
益
を
実
現
す
る
と
い
う

認
識
が
な
い
と
、
労
働
組
合
自
体
が
孤
立

し
て
し
ま
い
ま
す
。
一
九
世
紀
半
ば
で
い

う
と
、
社
会
の
中
で
弱
い
立
場
に
置
か
れ

て
い
る
の
は
、
労
働
者
だ
け
で
は
な
く
、

小
規
模
な
経
営
の
農
民
と
か
、
商
工
業
者

と
か
、
障
が
い
を
負
っ
た
人
な
ど
が
い
ま

す
。
労
働
組
合
が
そ
う
い
う
人
た
ち
の
利

益
を
実
現
す
る
力
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
、

そ
う
い
う
人
た
ち
の
支
持
を
得
ら
れ
な
け

れ
ば
、
労
働
組
合
が
本
当
に
力
を
発
揮
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で

す
。今

日
的
に
い
え
ば
、
独
占
的
な
巨
大
資

本
が
あ
っ
て
、
そ
の
支
配
の
な
か
で
苦
し

ん
で
い
る
人
は
、
中
小
の
資
本
家
と
か
、

小
規
模
な
経
営
の
農
民
、
商
工
業
者
、
あ

る
い
は
高
齢
者
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
が
い
を

負
っ
た
人
た
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
に
苦

し
ん
で
い
る
人
た
ち
な
ど
、
多
数
存
在
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
々
と
の
協
働
を

広
げ
て
支
持
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
課
題

で
す
。

賃
金
を
も
ら
っ
て
働
く
人
が
労
働
組
合

に
結
集
す
る
こ
と
が
そ
の
労
働
と
生
活
を

よ
り
よ
く
す
る
た
め
の
第
一
の
条
件
で
す

が
、
労
働
組
合
が
あ
っ
て
も
、
他
の
社
会

の
構
成
員
か
ら
孤
立
さ
せ
ら
れ
る
と
、
そ

の
力
を
発
揮
し
に
く
く
な
る
。
今
日
の
労

働
組
合
に
対
し
て
の
攻
撃
も
組
合
を
孤
立

さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
「
労
働
組
合
と
い
う
の
は
既
得
権
益

を
守
っ
て
い
る
だ
け
だ
」
と
い
う
攻
撃
で

す
。
既
得
権
益
と
は
正
社
員
（
特
に
大
企

業
労
働
者
）
の
利
益
で
、
労
働
組
合
は
そ

れ
を
守
る
た
め
だ
け
に
働
い
て
い
て
、
そ

れ
以
外
の
人
の
利
益
を
守
る
も
の
に
な
っ

て
い
な
い
。
そ
う
決
め
つ
け
る
こ
と
で
、

労
働
組
合
で
活
動
し
て
い
る
労
働
者
を
孤

立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、

公
務
員
と
い
う
の
は
労
働
組
合
に
守
ら
れ
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て
い
て
、
よ
い
条
件
を
も
ら
っ
て
い
て
、

民
間
の
労
働
組
合
に
入
っ
て
い
な
い
人
た

ち
か
ら
み
る
と
「
チ
ン
タ
ラ
働
い
て
い
る
」

と
言
う
。
そ
う
言
わ
れ
、
そ
こ
で
孤
立
し

て
し
ま
う
と
、
公
務
員
の
労
働
組
合
の
発

言
力
は
弱
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
な
の

で
、
労
働
組
合
に
入
っ
て
い
な
い
人
た
ち
、

あ
る
い
は
労
働
者
で
は
な
い
他
の
階
層
の

人
た
ち
か
ら
ち
ゃ
ん
と
認
め
ら
れ
て
信
頼

さ
れ
る
存
在
に
な
ら
な
い
と
、
労
働
組
合

は
力
は
発
揮
で
き
な
い
の
で
す
。

講
義
の
ま
と
め

以
上
、
マ
ル
ク
ス
「
労
働
組
合
。
そ
の

過
去
、
現
在
、
未
来
」
を
読
み
な
が
ら
、

労
働
組
合
の
基
本
を
学
び
ま
し
た
。
そ
の

ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

第
一
に
、
労
働
組
合
は
労
働
者
の
労
働

と
生
活
を
改
善
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
組

織
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
労
働
者
が
バ
ラ

バ
ラ
で
あ
れ
ば
、
必
ず
資
本
が
き
び
し
い

労
働
と
生
活
を
押
し
付
け
て
き
ま
す
。

「
善
良
な
資
本
家
」
に
あ
ま
り
期
待
し
な

い
こ
と
が
大
事
で
、
自
分
た
ち
で
自
分
た

ち
の
賃
金
と
労
働
条
件
を
よ
く
す
る
と
い

う
立
場
に
立
た
な
い
と
、
こ
の
し
く
み
の

中
で
は
、
自
分
た
ち
の
労
働
力
の
再
生
産

と
い
う
の
は
守
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
ま
ず

前
提
で
す
。
そ
の
上
で
、
労
働
者
は
個
々

バ
ラ
バ
ラ
で
は
負
け
て
し
ま
う
の
で
、
み

ん
な
が
ま
と
ま
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

第
二
に
、
労
働
組
合
の
力
は
そ
の
ス
ク

ラ
ム
の
力
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ス
ク
ラ

ム
の
力
を
強
め
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
加

わ
る
労
働
者
の
人
数
と
、
ス
ク
ラ
ム
を
組

む
団
結
力
が
カ
ギ
で
す
。

第
三
に
、
労
働
組
合
は
労
働
者
の
日
常

的
な
経
済
要
求
に
も
と
づ
く
た
た
か
い
と

と
も
に
、
労
働
者
が
社
会
の
主
人
公
と
な

る
と
い
う
目
的
を
意
識
し
て
、
社
会
や
政

治
を
変
え
る
た
た
か
い
に
加
わ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
日
で

は
、
経
済
要
求
自
身
も
政
治
の
あ
り
方
を

変
え
る
こ
と
な
し
に
は
実
現
し
え
な
い
。

政
治
や
社
会
の
あ
り
方
を
変
え
る
た
た
か

い
の
前
進
は
、
経
済
要
求
実
現
の
た
た
か

い
を
前
進
さ
せ
る
し
、
そ
の
要
求
実
現
の

条
件
も
つ
く
り
だ
す
。

ま
た
、
そ
う
い
う
た
た
か
い
の
経
験
を

通
じ
て
、
労
働
者
が
社
会
の
主
人
公
と
な

る
た
め
の
能
力
も
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
今
日
の
社
会
構
造
の
中
で
自
分

た
ち
の
要
求
を
実
現
し
よ
う
と
思
え
ば
、

今
政
府
は
何
を
し
て
い
る
と
か
、
企
業
は

ど
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
か
と
か
勉
強

し
て
、
知
ら
な
い
と
い
け
な
い
し
、
そ
れ

を
広
め
る
た
め
の
能
力
も
必
要
だ
し
、
そ

う
い
う
こ
と
を
通
じ
て
、
社
会
の
主
人
公

に
な
る
た
め
の
能
力
が
身
に
つ
い
て
い
く

の
で
す
。

第
四
に
、
労
働
組
合
を
発
展
さ
せ
る
た

め
に
は
、
よ
り
多
く
の
労
働
者
を
組
織
し
、

も
っ
と
も
厳
し
い
労
働
と
生
活
を
強
い
ら

れ
て
い
る
仲
間
の
要
求
を
実
現
し
、
社
会

的
に
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
す
べ
て

の
人
々
と
の
協
働
を
広
げ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
多
く
の

労
働
者
を
組
織
し
て
、
幅
広
い
社
会
的
な

支
持
が
得
ら
れ
て
こ
そ
、
労
働
組
合
は
前

進
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
ず
は
、
労

働
者
が
ま
と
ま
る
こ
と
が
大
切
で
す
け
ど
、

ま
と
ま
っ
た
労
働
者
た
ち
が
社
会
全
体
か

ら
孤
立
し
た
ら
、
ま
と
ま
っ
た
力
が
発
揮

で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
広
く
社

会
全
体
に
目
を
配
り
、
弱
い
立
場
に
置
か

れ
て
い
る
人
た
ち
に
寄
り
添
っ
て
、
そ
の

要
求
実
現
の
た
め
に
協
働
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

京
都
中
央
労
働
学
校
は
、

働
く
者
の
立
場
に
立
っ
て
今

の
世
の
中
の
し
く
み
を
考
え
、

変
え
て
い
く
た
め
に
必
要
な

基
礎
を
学
ぶ
場
で
す
。
労
働

組
合
に
加
わ
っ
て
い
な
い
人

た
ち
で
も
（
も
ち
ろ
ん
、
労

働
組
合
に
加
わ
っ
て
い
る
仲

間
も
）
、
こ
こ
で
講
義
を
聞

い
た
り
議
論
し
た
り
し
な
が

ら
、
働
く
人
た
ち
の
労
働
と

生
活
が
ち
ょ
っ
と
で
も
ま
し

に
な
る
よ
う
に
世
の
中
を
変

え
て
い
く
必
要
性
や
そ
の
た

め
の
仲
間
づ
く
り
の
必
要
性

を
感
じ
て
も
ら
え
る
と
思
い

ま
す
。
こ
こ
で
の
学
び
を
つ
う
じ
て
、
新

し
い
仲
間
づ
く
り
の
第
一
歩
が
踏
み
だ
さ

れ
れ
ば
よ
い
な
と
思
い
ま
す
。
本
日
の
講

義
は
今
期
の
ち
ょ
う
ど
中
間
地
点
で
す
。

後
半
も
し
っ
か
り
学
習
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果
を

み
な
さ
ん
の
周
り
に
広
げ
て
い
た
だ
き
、

こ
こ
で
学
ぶ
新
し
い
仲
間
を
募
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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Ⅳ
解
雇
法
理
の
適
用
を
免
れ
よ
う

と
す
る
企
み

１

有
期
雇
用

(

１)

労
基
法14

条
の
趣
旨

期
間
の
定
め
が
あ
る
雇
用
は
、
解
雇
法

理
を
免
れ
る
企
み
で
利
用
さ
れ
る
の
が
通

例
に
な
っ
て
い
ま
す
。

労
働
基
準
法
は
、
期
間
の
定
め
を
１
４

条
で
３
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
し
て

い
ま
す
。
以
前
は
１
年
で
し
た
が
、
２
０

０
３
年
労
基
法
改
正
で
３
年
に
延
ば
さ
れ

ま
し
た
。

期
間
の
定
め
が
あ
る
場
合
、
そ
の
期
間

中
は
労
働
者
が
解
雇
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

辞
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
こ
う
い
う
拘

束
を
受
け
る
。
労
働
者
が
辞
め
た
い
と
思

い
な
が
ら
、
契
約
で
期
間
を
定
め
て
い
る

の
で
、
な
お
暫
く
は
働
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
、
と
な
る
と
ど
う
い
う
状
態
に
な
る

か
。
期
間
の
拘
束
が
長
す
ぎ
る
と
、
奴
隷

労
働
に
近
く
な
る
、
あ
る
い
は
労
働
の
強

制
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
民
法
は

５
年
間
に
限
定
し
て
い
ま
す
が
、
労
働
基

準
法
は
そ
れ
を
短
縮
し
、
１
年
に
し
ま
し

た
。
現
行
労
基
法
で
３
年
が
労
働
契
約
の

上
限
だ
と
い
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
１
３

７
条
で
、
労
働
者
は
１
年
以
上
勤
め
続
け

た
ら
、
後
は
い
つ
で
も
退
職
で
き
る
と
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
辞
め
た
い
と
思
い
な

が
ら
勤
め
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
そ
う
い
う
規
定

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

決
し
て
、
労
働
基
準
法
は
期
間
の
定
め

の
あ
る
契
約
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
て
、
期
間
の
定
め
の
あ
る

契
約
は
、
労
働
者
を
長
期
間
拘
束
す
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
と
い
う
趣
旨
１
４
条
が

あ
る
。
そ
の
趣
旨
を
理
解
し
て
お
い
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。

(

２)

実
情

と
こ
ろ
が
実
情
は
、
３
年
契
約
の
労
働

契
約
を
結
ん
で
い
る
人
は
非
常
に
少
な
い
。

２
ヶ
月
、
３
ヶ
月
、
６
ヶ
月
く
ら
い
が
多

い
。２

０
０
８
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の

頃
に
、
違
法
な
派
遣
を
受
け
入
れ
て
い
た

会
社
が
次
々
摘
発
さ
れ
ま
し
た
。
「
直
接

雇
用
せ
よ
」
と
い
う
問
題
に
な
り
ま
し
た

が
、
そ
の
と
き
に
企
業
は
大
半
が
有
期
雇

用
で
対
応
し
ま
し
た
。
「
直
接
雇
用
す
る

け
れ
ど
も
、
１
年
し
か
雇
い
ま
せ
ん
よ
。

そ
れ
で
よ
け
れ
ば
…
」
と
会
社
側
が
持
ち

出
し
て
き
て
、
労
働
者
は
サ
イ
ン
を
し
な

か
っ
た
ら
、
あ
く
る
日
か
ら
契
約
な
し
で

す
か
ら
、
不
満
に
思
い
な
が
ら
も
そ
の
と

き
は
サ
イ
ン
し
た
、
そ
の
後
、
期
限
が
や
っ

て
き
た
時
に
雇
い
止
め
が
頻
発
し
ま
し
た
。

現
在
、
派
遣
切
り
裁
判
と
い
わ
れ
て
い
る

も
の
の
か
な
り
の
部
分
が
そ
う
い
う
形
で
、

有
期
契
約
を
更
新
を
し
な
い
こ
と
の
当
否

を
争
う
も
の
で
す
。

労
働
法
の
原
則
と
し
て
、
労
働
者
の
側

が
辞
め
る
の
は
自
由
だ
が
、
企
業
の
側
は

合
理
的
な
理
由
が
な
い
と
辞
め
さ
せ
ら
れ

な
い
。
解
雇
と
退
職
で
は
同
じ
法
律
行
為

で
も
分
け
て
、
企
業
が
労
働
者
を
採
用
す

る
と
き
に
は
、
比
較
的
広
く
自
由
を
認
め

て
い
ま
す
。
ど
う
い
う
労
働
者
を
採
用
す

る
の
か
、
何
人
採
用
す
る
の
か
、
何
を
基

準
に
し
て
採
用
す
る
の
か
。
そ
れ
ま
で
企

業
と
労
働
者
は
縁
が
な
か
っ
た
わ
け
で
す

が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
え
な
い
よ
う

な
人
は
要
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
企
業

の
求
人
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
辿
り
着
け

る
人
だ
け
を
採
用
試
験
の
対
象
者
に
す
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
。

同
じ
こ
と
を
解
雇
理
由
と
し
て
言
え
る
か
。

い
ま
、
職
場
に
働
い
て
い
る
５
０
歳
の
労

働
者
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
こ
の
商
品
を

購
入
し
て
み
ろ
と
い
っ
て
、
で
き
な
か
っ

た
ら
ク
ビ
と
は
簡
単
に
は
で
き
な
い
。
と

こ
ろ
が
採
用
の
場
合
に
は
か
な
り
自
由
で

す
。有

期
契
約
を
利
用
し
た
場
合
、
期
間
が

満
了
す
る
と
契
約
は
自
動
的
に
そ
こ
で
解

消
し
ま
す
。
そ
の
後
、
そ
の
人
を
も
う
一

回
雇
う
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
採
用

の
問
題
に
な
る
わ
け
な
の
で
、
比
較
的
企

業
の
側
に
広
く
自
由
が
認
め
ら
れ
る
と
い

う
建
前
で
き
た
。
解
雇
の
場
合
は
解
雇
理

由
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
な
い
け
れ

ど
も
、
採
用
の
場
面
で
は
、
な
ぜ
あ
な
た

を
採
用
し
な
い
か
と
い
う
説
明
を
す
る
必

要
は
な
い
。
な
ぜ
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
か

と
い
う
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す

る
と
、
期
間
の
定
め
が
あ
っ
て
１
年
で
期

間
が
満
了
し
、
契
約
を
更
新
し
な
い
と
い

う
こ
と
に
対
し
て
、
企
業
に
と
っ
て
は
手

を
縛
ら
れ
な
い
わ
け
で
、
そ
う
い
う
意
味

で
有
期
雇
用
を
つ
か
う
と
い
う
の
は
、
解

雇
法
理
を
免
れ
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

な
る
。
有
期
雇
用
と
い
う
の
は
、
解
雇
法

理
を
免
れ
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
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利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
繰
り
返
し

繰
り
返
し
や
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
あ

る
と
き
契
約
を
更
新
し
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
長
く
契
約
が
続
い
て
き
た
人
を
ク
ビ

に
す
る
の
と
同
じ
働
き
を
果
た
す
わ
け
で

す
。
２
ヶ
月
契
約
を
５
年
も
１
０
年
も
更

新
し
て
い
る
と
い
う
人
は
い
く
ら
で
も
い

ま
す
が
、
当
然
、
次
も
更
新
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
、
あ
る
時
突
然

「
あ
な
た
は
２
ヶ
月
契
約
で
す
よ
ね
。
次

は
更
新
し
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
た
、
そ
れ

は
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
で
働
い
て
い

る
労
働
者
が
ク
ビ
に
な
っ
た
の
と
同
じ
で

す
。そ

こ
で
裁
判
で
、
２
つ
の
パ
タ
ー
ン
で

争
わ
れ
ま
し
た
。

(

３)

有
期
契
約
更
新
拒
否
に
つ
い
て

の
判
例
に
よ
る
規
制

(

ア)

実
質
論

一
つ
は
実
質
論
で
す
。
反
復
更
新
さ
れ

た
後
の
更
新
拒
否
は
、
解
雇
と
実
質
上
異

な
ら
な
い
か
ら
、
法
律
的
に
も
解
雇
と
同

じ
よ
う
に
扱
う
べ
き
だ
、
と
い
う
も
の
で

す
。
契
約
更
新
し
な
い
場
合
に
合
理
的
な

理
由
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
求
め
た
の

が
、
東
芝
柳
町
工
場
事
件
の
最
高
裁
の
判

決
で
す
。

☆

東
芝
柳
町
工
場
（
基
幹
臨
時
工
）

事
件
・
最
１
小
判
昭
４
９
・
７
・
２
２
労

判
２
０
６
号

（
事
件
の
概
要
）

会
社
に
は
正
規

社
員
の
ほ
か
に
、
運
搬
、
清
掃
等
の
付
随

業
務
を
行
う
ア
ル
バ
イ
ト
、
パ
ー
ト
な
ど

の
付
随
臨
時
工
と
、
２
ヶ
月
契
約
で
、
労

働
条
件
は
正
規
と
は
異
な
る
が
、
作
業
の

種
類
・
内
容
は
本
工
と
異
な
ら
な
い
基
幹

臨
時
工
が
あ
り
、
彼
ら
は
採
用
の
際
も
、

契
約
を
更
新
し
て
長
く
働
く
よ
う
期
待
す

る
旨
を
告
げ
ら
れ
て
い
た
。
基
幹
臨
時
工

が
期
間
満
了
に
よ
っ
て
雇
止
め
さ
れ
た
例

は
な
く
、
退
職
の
ほ
か
は
ほ
と
ん
ど
長
期

間
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
。

１
９
６
０
年
１
１
月
以
降
、
多
数
の
基

幹
臨
時
工
が
、
少
な
い
も
の
で
５
回
更
新

し
た
後
、
勤
務
成
績
不
良
、
本
工
登
用
試

験
不
合
格
、
持
物
点
検
拒
否
な
ど
を
理
由

に
、
次
の
更
新
を
拒
絶
さ
れ
、
期
間
満
了

に
よ
っ
て
契
約
が
解
消
さ
れ
た
。

（
判
旨
）

期
間
の
定
め
の
あ
る
契

約
が
反
復
更
新
さ
れ
て
「
あ
た
か
も
期
間

の
定
め
の
な
い
契
約
と
実
質
的
に
異
な
ら

な
い
状
態
で
存
在
」
し
て
い
る
場
合
、

「
雇
い
止
め
の
意
思
表
示
は
右
の
よ
う
な

契
約
を
終
了
さ
せ
る
趣
旨
」
で
あ
る
か
ら
、

「
実
質
に
お
い
て
解
雇
の
意
思
表
示
に
あ

た
る
」
、
そ
の
効
力
の
判
断
に
あ
た
っ
て

は
、
そ
の
実
質
に
か
ん
が
み
、
解
雇
に
関

す
る
法
理
を
類
推
す
べ
き
で
あ
る
。

(

イ)

更
新
期
待
権
論

こ
れ
は
、
契
約
更
新
は
な
い
が
、
よ
ほ

ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
有
期
契
約
は
更
新

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
何
か
の
事
情
で

分
か
っ
て
お
り
、
労
働
者
は
そ
れ
を
期
待

し
て
い
る
場
合
で
す
。

☆

龍
神
タ
ク
シ
ー
事
件
・
大
阪
高
判

平
３
・
１
・
１
６
労
判
５
８
１
号

（
事
件
の
概
要
）

Ｘ
は
タ
ク
シ
ー

運
転
手
と
し
て
１
年
契
約
で
雇
用
さ
れ
、

期
間
満
了
の
２
日
前
に
解
雇
予
告
手
当
を

払
わ
れ
、
同
日
付
け
で
解
雇
さ
れ
た
。

会
社
の
運
転
手
は
４
９
名
い
る
が
、
皆
、

「
期
間
１
年
、
賃
金
は
売
上
額
の
４
０
％
」

と
す
る
臨
時
雇
い
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
人

件
費
節
減
の
た
め
に
同
制
度
を
導
入
し
て

以
降
、
「
自
己
都
合
に
よ
る
退
職
者
を
除

い
て
は
、
例
外
な
く
雇
用
契
約
が
更
新
さ

れ
て
き
て
お
り
…
契
約
の
更
新
を
拒
絶
し

た
例
は
な
い
」
。
「
契
約
書
上
の
更
新
の

日
付
が
数
か
月
も
後
日
に
ず
れ
こ
ん
だ
事

例
も
存
在
す
る
」
よ
う
に
、
更
新
手
続
は

形
式
的
で
あ
っ
た
。

（
判
旨
）

本
件
で
は
「
実
質
は
期

間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
に
類
似
す
る

…
期
間
満
了
後
も
雇
用
を
継
続
す
る
も
の

と
期
待
す
る
こ
と
に
合
理
性
」
が
認
め
ら

れ
る
。
「
制
度
の
趣
旨
、
目
的
に
照
ら
し

て
、
従
前
の
扱
い
を
変
更
し
て
契
約
の
更

新
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ

る
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
…
期

間
満
了
を
理
由
と
し
て
本
件
雇
用
契
約
の

更
新
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
、
信
義
則
に
照

ら
し
許
さ
れ
な
い
」
。

(

４)

判
例
か
ら
労
働
契
約
法
へ

こ
れ
ら
の
判
例
が
か
な
り
長
い
間
、
積

み
重
ね
ら
れ
て
き
て
、
２
０
１
２
年
の
労

働
契
約
法
改
正
で
、
法
律
の
条
文
に
取
り

入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
労
働
契
約
法
の
１
８

条
と
１
９
条
で
す
。

１
８
条
は
、
有
期
契
約
を
更
新
し
な
が

ら
働
い
て
き
て
、
そ
の
会
社
で
５
年
間
経
っ

た
ら
、
労
働
者
は
、
「
期
間
の
定
め
の
な

い
従
業
員
と
し
て
働
く
こ
と
に
し
ま
す
」

と
言
っ
て
申
し
込
む
と
、
会
社
は
「
分
か
っ

た
」
と
言
っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
と
い

う
規
定
で
す
。

１
９
条
は
、
有
期
契
約
の
更
新
を
期
待

し
う
る
事
情
が
あ
る
労
働
者
が
、
次
も
有

期
契
約
を
更
新
す
る
と
使
用
者
に
申
し
込

ん
だ
場
合
、
会
社
は
「
じ
ゃ
あ
次
も
働
い

て
も
ら
い
ま
す
」
と
承
諾
し
た
も
の
と
見

な
さ
れ
る
。

法
律
に
よ
っ
て
み
な
す
と
い
う
の
で
す

か
ら
、
い
ず
れ
も
会
社
は
申
入
れ
を
拒
否

で
き
な
い
。
こ
う
い
う
法
律
が
２
０
１
２

年
に
で
き
て
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
有

期
契
約
に
よ
っ
て
解
雇
法
理
を
免
れ
よ
う

と
し
た
こ
と
を
縛
る
判
例
が
で
き
て
、
そ

れ
を
判
例
の
ま
ま
で
は
な
く
、
レ
ベ
ル
ア
ッ

プ
し
て
法
律
に
取
り
込
む
と
こ
ろ
ま
で
き

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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２

限
定
正
社
員
制
度

(

１)
「
限
定
正
社
員
」
論
の
落
と
し
穴

安
倍
内
閣
の
下
で
、
「
限
定
正
社
員
」

と
い
う
制
度
を
取
り
入
れ
よ
う
と
い
う
動

き
が
あ
り
ま
す
。

ユ
ニ
ク
ロ
が
限
定
正
社
員
を
増
や
す
と

か
、
新
聞
記
事
に
と
き
ど
き
出
ま
す
が
、

ま
だ
具
体
的
に
ど
う
い
う
形
に
な
る
か
と

い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
ジ
ョ
ブ
型
と
い
っ
て
「
内
容

の
明
確
化
、
無
限
定
社
員
と
の
間
の
均
衡

処
遇
、
人
事
処
遇
全
般
の
在
り
方
に
関
す

る
ル
ー
ル
の
確
認
・
整
備
」
を
行
い
、
勤

務
地
、
職
種
、
労
働
時
間
限
定
の
場
合
、

限
定
さ
れ
た
条
件
が
消
滅
し
た
こ
と
に
伴

う
解
雇
は
解
雇
法
理
の
適
用
除
外
と
す
る

と
い
う
わ
け
で
す
。
注
意
し
て
お
い
て
ほ

し
い
の
は
、
ム
ー
ド
づ
く
り
で
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
操
作
、
世
論
形
成
の
側
面
が
強
い
、

と
言
う
こ
と
で
す
。
彼
ら
は
、
限
定
正
社

員
と
い
う
の
は
そ
ん
な
も
の
だ
と
思
い
込

ん
で
ほ
し
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
限
定
正
社
員
の
議
論

に
は
、
非
常
に
大
き
な
落
と
し
穴
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
雇
用
が
安
定

し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
純
粋
正
社
員
は
、

勤
務
地
や
職
種
や
労
働
時
間
に
限
定
は
な

い
の
か
、
と
い
う
出
発
点
が
正
確
に
捉
え

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。

勤
務
地
や
職
種
や
労
働
時
間
に
限
定
が

あ
る
け
れ
ど
も
雇
用
の
安
定
し
て
い
る
正

社
員
と
い
う
の
は
い
く
ら
で
も
い
ま
す
。

例
え
ば
、
私
は
大
学
院
を
出
て
か
ら
ず
っ

と
大
学
の
教
師
を
し
て
き
ま
し
た
。
大
学

の
な
か
で
は
教
員
と
職
員
の
職
種
の
区
別

が
あ
り
ま
す
。
世
間
的
評
価
で
は
教
員
の

ほ
う
が
レ
ベ
ル
が
上
で
、
給
料
も
教
員
の

方
が
上
で
す
。
労
働
時
間
は
講
義
は
５
コ

マ
、
教
授
会
と
そ
れ
以
外
の
委
員
会
に
出

れ
ば
、
月
曜
日
は
講
義
の
時
間
が
な
い
の

で
家
に
い
る
と
い
う
こ
と
も
自
由
で
す
。

週
の
う
ち
３
日
か
４
日
し
か
大
学
に
来
な

い
と
い
う
教
員
は
ざ
ら
に
い
ま
す
。
職
種

は
限
定
さ
れ
、
職
務
内
容
も
限
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
大
学
の
教
員
が
事
務
職
員
の
仕

事
を
す
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
し
、

事
務
職
員
に
配
置
転
換
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
。
私
は
所
属
は
法
学
部
で
担
当

は
労
働
法
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
私

が
民
法
と
か
刑
法
を
担
当
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
。
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
業
務
し

か
や
ら
な
い
で
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
４

０
年
間
ず
っ
と
「
限
定
正
社
員
」
と
し
て

生
き
て
き
た
わ
け
で
す
。
限
定
正
社
員
だ

か
ら
給
料
が
安
く
て
解
雇
さ
れ
や
す
い
か

と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。

そ
う
い
う
例
は
他
の
企
業
に
も
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
飛
行
機
会
社
の
パ
イ
ロ
ッ

ト
、
研
究
所
の
研
究
員
、
放
送
事
業
の
ア

ナ
ウ
ン
サ
ー
と
か
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
な
ど
。

そ
の
会
社
、
業
界
で
は
エ
リ
ー
ト
で
配
置

転
換
だ
と
か
時
間
を
超
え
た
残
業
な
ど
な

く
て
、
解
雇
し
や
す
い
ど
こ
ろ
か
、
解
雇

な
ん
て
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
限
定
正
社

員
は
い
る
わ
け
で
す
。

い
ま
、
ジ
ョ
ブ
型
正
社
員
制
度
と
か
言
っ

て
い
る
人
々
は
、
い
ま
挙
げ
た
よ
う
な

「
限
定
正
社
員
」
は
目
に
入
ら
な
い
よ
う

で
す
。
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
制
定
さ

れ
た
１
９
８
５
年
頃
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の

男
女
差
別
を
形
を
変
え
て
引
き
継
ぐ
よ
う

な
、
コ
ー
ス
制
が
多
く
の
企
業
で
導
入
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
コ
ー
ス
制
で
は
一
般
職

と
総
合
職
と
の
区
別
が
あ
り
ま
す
が
、
彼

ら
は
、
女
性
の
多
く
が
そ
こ
に
組
み
入
れ

ら
れ
た
一
般
職
が
念
頭
に
あ
る
わ
け
で
す
。

主
に
女
性
で
、
ち
ょ
っ
と
か
あ
る
い
は
か

な
り
か
企
業
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、
給

料
は
安
く
て
、
専
門
職
の
事
務
の
補
助
を

す
る
、
配
置
転
換
も
で
き
な
い
し
、
わ
り

と
簡
単
に
解
雇
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
も

の
を
限
定
正
社
員
と
銘
打
っ
て
、
「
今
後

は
解
雇
し
や
す
く
し
て
も
い
い
も
の
だ
」

と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
い

う
の
が
、
限
定
正
社
員
制
度
の
議
論
の
ポ

イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

未
だ
に
何
を
限
定
正
社
員
に
す
る
か
と

い
う
核
心
部
分
は
何
も
出
て
き
て
い
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
ム
ー
ド
づ
く
り
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
操
作
だ
と
言
う
わ
け
で
す
。
今
一
応

は
一
般
職
も
総
合
職
も
正
社
員
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
て
、
労
働
条
件
に
差
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
を
も
っ
と
明
確
に
し
て
、

「
あ
な
た
は
限
定
正
社
員
だ
よ
。
ク
ビ
に

な
り
や
す
い
け
ど
い
い
ん
だ
ね
」
と
い
う

こ
と
を
普
段
か
ら
覚
悟
し
て
も
ら
お
う
と

い
う
こ
と
で
、
騒
ぎ
ま
わ
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

(

２)

「
限
定
正
社
員
」
の
制
度
化
の

手
法一

番
警
戒
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

限
定
正
社
員
と
い
う
の
は
、
法
律
制
度
を

何
も
触
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

会
社
が
就
業
規
則
で
そ
れ
を
明
確
に
し
て
、

個
々
の
従
業
員
に
「
今
回
か
ら
う
ち
の
会

社
は
限
定
正
社
員
制
度
に
し
ま
し
た
。
あ

な
た
は
こ
の
意
味
で
の
『
限
定
正
社
員
』

と
し
ま
す
」
、
「
勤
務
地
を
変
え
る
こ
と

は
し
ま
せ
ん
、
限
定
で
す
よ
」
と
い
う
こ

と
を
、
今
後
明
確
に
し
て
く
る
で
あ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

あ
る
お
店
が
閉
鎖
に
な
る
と
き
に
は

「
あ
な
た
は
右
京
区
の
限
定
で
し
た
ね
。

右
京
区
の
中
だ
け
だ
と
他
は
い
っ
ぱ
い
な

の
で
、
も
う
仕
事
が
な
い
か
ら
辞
め
て
も

ら
い
ま
す
よ
。
限
定
な
ん
で
す
か
ら
」
と

い
う
形
で
、
解
雇
法
理
と
は
一
歩
は
な
れ

た
と
こ
ろ
で
、
辞
め
さ
せ
や
す
く
す
る
と

い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
が
解
雇
法
理
を
免
れ
る
方
法
の
二
つ

目
で
す
。
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３

雇
用
特
区

(

１)
「
雇
用
特
区
」
構
想

去
年
の
８
月
、
日
経
新
聞
な
ど
で
「
雇

用
特
区
」
と
い
う
記
事
が
出
始
め
ま
し
た
。

特
区
と
認
め
ら
れ
た
中
で
は
、
あ
る
契
約

を
結
ん
で
、
「
こ
う
い
う
理
由
で
私
は
解

雇
さ
れ
て
も
苦
情
は
い
い
ま
せ
ん
」
と
い

う
こ
と
を
契
約
に
き
ち
ん
と
書
け
ば
、
そ

の
理
由
が
あ
れ
ば
解
雇
さ
れ
る
。
解
雇
に

は
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
い
う
の
が
一

般
論
で
す
が
、
特
区
の
中
で
、
そ
の
人
に

つ
い
て
は
、
解
雇
に
つ
い
て
一
般
的
に
合

理
的
な
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
求
め

な
い
と
い
う
こ
と
に
し
よ
う
と
い
う
も
の

で
し
た
。
そ
の
例
え
話
で
出
た
の
が
、

「
私
は
遅
刻
を
し
た
ら
解
雇
さ
れ
て
も
や

む
を
得
ま
せ
ん
」
と
い
う
も
の
で
、
誰
か

が
記
者
会
見
で
し
ゃ
べ
っ
た
ら
し
い
。

「
こ
ん
な
馬
鹿
な
解
雇
理
由
が
あ
る
か
」

と
い
う
こ
と
で
、
マ
ス
コ
ミ
が
「
解
雇
特

区
」
だ
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
つ
け
た
。

「
特
区
の
中
で
は
解
雇
を
し
や
す
く
な
る

ん
だ
」
と
い
う
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
た

わ
け
で
す
。

そ
こ
で
、
猛
反
対
が
起
こ
り
ま
し
て
、

昨
年
１
０
月
１
８
日
に
、
一
旦
こ
れ
を
撤

回
し
た
ん
で
す
が
、
実
は
昨
年
１
２
月
に

成
立
し
た
国
家
戦
略
特
区
法
と
い
う
新
た

な
法
律
の
中
に
形
を
変
え
て
、
ほ
ぼ
同
じ

も
の
が
復
活
し
て
い
ま
す
。

国
家
戦
略
特
区
と
定
め
た
区
域
で
は
、

「
新
規
開
業
直
後
の
企
業
及
び
グ
ロ
ー
バ

ル
企
業
等
」
に
つ
い
て
、
判
例
を
分
析
・

類
型
化
し
て
雇
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成

す
る
。
そ
の
雇
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
利
用

し
な
が
ら
、
新
規
開
業
直
後
の
企
業
及
び

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
等
が
相
談
に
見
え
ら
れ

た
ら
、
そ
の
方
々
に
「
こ
う
い
う
理
由
で

あ
れ
ば
解
雇
で
き
ま
す
よ
」
と
い
う
よ
う

な
こ
と
で
相
談
に
応
じ
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
そ
の
内
容
が
４
月
に
『
雇
用
指
針
』

と
し
て
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
特
区
」
と
い
う
か
ら
狭
い
と
こ
ろ
か

と
思
え
ば
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
関
東
と
関
西
と
全
部
入
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
新
規
開
業
企
業
や
グ
ロ
ー
バ

ル
企
業
や
そ
の
他
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
に
何
が
含
ま
れ
る
の
か
分
か
り
ま
せ

ん
。
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
と
い
い
ま
す
が
、

い
ま
国
際
的
な
取
引
を
し
て
い
な
い
企
業

が
あ
り
ま
す
か
。
会
社
が
直
接
国
際
的
取

引
を
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
会
社
が
取

引
し
て
い
る
企
業
が
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
だ

と
い
う
の
は
い
く
ら
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
う
な
る
と
、
な
に
を
も
っ
て
グ
ロ
ー
バ

ル
企
業
と
い
う
の
か
分
か
ら
な
い
。
ど
の

企
業
が
対
象
に
な
る
の
か
分
か
ら
な
い
と

い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

(

２)

「
雇
用
特
区
」
と
い
う
発
想
の

欠
陥雇

用
特
区
と
い
う
発
想
法
そ
の
も
の
が

お
か
し
い
こ
と
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

雇
用
特
区
に
つ
い
て
は
解
雇
法
理
を
適

用
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う
わ
け
で
す
が
、

そ
も
そ
も
労
働
法
と
い
う
の
は
、
憲
法
２

７
条
で
労
働
者
の
働
く
条
件
に
つ
い
て
は

法
律
で
定
め
る
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
で

定
め
ら
れ
た
の
が
労
働
基
準
法
や
労
働
契

約
法
な
ど
で
す
。
そ
し
て
労
働
基
準
法
や

労
働
契
約
法
は
、
最
低
基
準
し
か
定
め
て

い
な
い
。
労
働
基
準
法
の
１
条
で
は
、
労

働
者
が
「
人
間
ら
し
い
生
活
を
す
る
た
め
」

に
は
、
せ
め
て
こ
れ
だ
け
は
守
ら
れ
な
い

と
い
け
な
い
と
い
う
最
低
基
準
を
定
め
る
、

と
宣
言
し
て
い
ま
す
。

言
葉
を
変
え
て
言
え
ば
、
労
働
基
準
法
、

労
働
契
約
法
、
あ
る
い
は
労
働
安
全
衛
生

法
な
ど
を
下
回
る
よ
う
な
労
働
条
件
は
人

間
ら
し
い
生
活
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。そ

う
す
る
と
、
関
東
の
こ
の
区
域
と
関

西
の
こ
の
区
域
は
「
国
家
戦
略
特
区
」
に

し
ま
す
、
こ
こ
で
は
労
働
法
の
基
準
を
下

回
っ
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
と
い
う

こ
と
は
、
そ
こ
で
働
い
て
い
る
労
働
者
が

人
間
ら
し
い
生
活
を
し
な
く
て
も
仕
方
が

な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す
。
労
働
者
の
人
権
に
関
す
る

限
り
は
、
特
区
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の

が
、
根
本
か
ら
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
人
間
ら
し
い
生
活
を
す
る
た
め

の
最
低
限
の
こ
と
し
か
決
め
な
い
、
だ
か

ら
こ
れ
を
下
回
っ
た
ら
刑
罰
を
加
え
て
も

守
ら
せ
ま
す
よ
と
い
う
の
が
、
労
働
法
な

ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
雇
用
特
区

と
労
働
法
は
絶
対
に
相
容
れ
な
い
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
安
倍
首
相
の
お
友
達
が
集

ま
っ
て
い
る
規
制
改
革
関
係
の
会
議
に
は
、

労
働
者
の
代
表
は
一
人
も
入
っ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
厚
生
労
働
省
の
代
表

も
入
っ
て
い
な
い
も
の
さ
え
あ
る
。
要
す

る
に
、
経
済
と
い
う
か
金
も
う
け
の
こ
と

ば
っ
か
り
考
え
る
人
た
ち
が
、
い
ま
の
雇

用
規
制
改
革
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
の
一
環
だ
か
ら
当
た
り
前
と
言
え
ば
当

た
り
前
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
労
働
者
の

人
権
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
警
戒
を
し
て
も
、
し

す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

(

３)

特
区
で
何
を
や
る
の
か

(

ア)

雇
用
セ
ン
タ
ー
の
相
談
は
国
の

「
仕
事
」
か

特
区
で
何
を
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

彼
ら
は
、
特
区
ご
と
に
雇
用
セ
ン
タ
ー
を

作
っ
て
、
そ
こ
に
、
労
働
法
や
経
営
問
題

に
詳
し
い
弁
護
士
に
来
て
も
ら
っ
て
、
そ

の
人
た
ち
に
労
働
相
談
に
の
っ
て
も
ら
う

と
い
い
ま
す
。
経
営
者
団
体
の
息
の
か
か
っ

た
よ
う
な
弁
護
士
た
ち
か
ら
、
「
こ
の
場

合
は
解
雇
し
て
も
よ
ろ
し
い
で
す
よ
」
と

い
う
こ
と
を
や
ら
れ
た
ら
、
た
ま
っ
た
も

の
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
場
合
は
解
雇
で
き
る
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で
し
ょ
う
か
と
い
っ
た
相
談
を
、
国
の
行

政
機
関
が
企
業
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
活
動

と
し
て
や
る
べ
き
こ
と
な
の
か
。
判
例
が

ど
う
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
営

者
団
体
の
弁
護
士
は
仕
事
し
て
や
り
ま
す
。

労
働
者
団
体
の
弁
護
士
も
や
り
ま
す
。
私

た
ち
も
、
学
生
に
今
の
労
働
法
は
ど
う
な
っ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
必
要
が

あ
る
の
で
、
や
り
ま
す
。
弁
護
士
や
研
究

者
は
国
と
は
関
係
な
し
に
、
自
分
の
仕
事

と
し
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
国
の
役

人
が
、
一
つ
の
企
業
の
た
め
に
、
こ
の
基

準
で
解
雇
し
て
も
い
い
で
す
よ
な
ん
て
こ

と
を
相
談
で
す
べ
き
こ
と
な
の
か
。

(

イ)

『
雇
用
指
針
』
の
問
題
点

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
『
雇
用
指
針
』

が
今
年
の
４
月
１
日
に
で
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
読
ん
で
み
て
も
、
ど
う
い
う
基
準

で
こ
の
判
決
を
選
ん
で
き
た
の
か
と
い
う

基
準
が
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
解
雇
に
つ

い
て
の
判
決
と
い
う
の
は
嫌
と
言
う
ほ
ど

た
く
さ
ん
出
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
中

の
４
つ
か
５
つ
し
か
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て

な
く
て
、
そ
れ
が
代
表
的
な
判
決
か
と
い

え
ば
、
研
究
者
や
弁
護
士
に
よ
っ
て
異
論

が
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
基
準
が
は
っ
き
り
し
な

い
だ
け
で
は
な
く
て
、
雇
用
指
針
に
出
て

く
る
判
決
の
要
約
の
仕
方
が
き
わ
め
て
杜

撰
で
す
。

さ
ら
に
、
裁
判
と
い
う
の
は
、
全
部
一

つ
ず
つ
具
体
的
、
そ
こ
で
扱
っ
て
い
る
事

件
の
事
実
関
係
を
前
提
と
し
て
の
判
断
で

す
。
先
ほ
ど
敬
愛
高
校
事
件
の
話
を
し
ま

し
た
が
、
あ
れ
は
秋
田
県
の
そ
の
地
方
で

起
こ
っ
た
、
こ
う
い
う
経
営
事
情
の
下
で
、

理
事
長
兼
校
長
と
こ
ん
な
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ

て
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
こ
ん

な
判
決
が
出
た
ん
だ
。
一
つ
ず
つ
、
そ
の

事
件
ご
と
に
特
色
の
あ
る
も
の
な
ん
で
す
。

こ
の
中
で
一
般
的
に
他
の
事
件
に
も
通
用

す
る
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
選
び
出

し
て
く
る
と
い
う
の
は
実
は
大
変
な
作
業

で
す
。
そ
れ
を
厚
生
労
働
省
の
役
人
が
集

ま
っ
て
簡
単
に
作
っ
て
い
い
も
の
か
。

さ
ら
に
作
ら
れ
た
も
の
は
ミ
ス
が
多
い
。

先
ほ
ど
、
退
職
願
を
出
し
た
場
合
、
撤
回

で
き
る
か
ど
う
か
問
題
と
な
る
と
言
い
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
『
雇
用
指
針
』
は
大
隈

鉄
鋼
事
件
を
紹
介
し
て
ま
す
が
、
そ
の
事

件
で
は
人
事
部
長
が
退
職
願
受
け
取
っ
た
、

翌
日
、
撤
回
し
た
い
と
申
し
出
た
ら
、
人

事
の
責
任
者
で
あ
る
私
が
受
け
取
っ
た
の

だ
か
ら
撤
回
な
ど
で
き
な
い
、
と
突
っ
ぱ

ね
た
。
普
通
に
考
え
た
ら
、
末
端
の
一
人

の
労
働
者
が
出
し
た
退
職
願
を
翌
日
撤
回

し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
会
社
に
ど
れ

ほ
ど
の
影
響
も
あ
る
ま
い
。
社
長
と
か
専

務
が
辞
め
る
と
宣
言
し
、
記
者
会
見
も
し

た
も
の
を
翌
日
撤
回
す
る
と
い
う
の
と
は

違
い
ま
す
。
形
式
的
に
、
一
旦
行
っ
た
意

思
表
示
は
撤
回
で
き
な
い
、
と
い
う
理
屈

は
な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
判
決
は
そ

の
と
お
り
の
形
式
論
で
し
た
。
ど
う
い
う

理
由
で
、
そ
の
事
件
を
選
ん
だ
の
か
、
説

明
も
な
い
ま
ま
、
『
雇
用
指
針
』
は
そ
れ

を
そ
の
ま
ま
紹
介
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

法
律
の
素
人
の
人
は
、
退
職
願
い
を
だ
し

て
、
人
事
部
長
が
受
け
取
っ
た
ら
撤
回
で

き
な
い
も
の
だ
、
そ
れ
が
法
律
論
な
の
だ
、

と
思
い
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う

例
が
ず
ら
ー
っ
と
並
ん
で
い
ま
す
。

Ⅴ
金
銭
的
解
決
制
度

１

金
銭
的
解
決
制
度
の
構
想

い
ま
、
金
銭
的
解
決
制
度
の
中
身
は
明

確
に
は
出
て
き
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ

れ
に
は
歴
史
が
あ
り
ま
し
て
、
２
０
０
１

年
に
、
国
会
に
は
出
さ
れ
な
い
ま
ま
で
潰

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
労
働
政
策
審
議

会
だ
と
か
厚
生
労
働
省
が
法
案
ま
で
作
っ

た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
お
そ
ら
く
、
そ

れ
に
近
い
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
ま
す
。
す
で
に
法
案
ま
で
に
な
っ

た
も
の
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
問
題
点
を

紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
金
銭
的
解
決
制
度
と
は
何
か
。

労
働
契
約
法
１
６
条
に
の
っ
と
っ
て
、
裁

判
を
し
て
い
っ
た
結
果
、
こ
の
解
雇
は
違

法
・
無
効
で
あ
る
と
い
う
判
決
が
出
た
と

い
う
こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す
。

解
雇
が
違
法
・
無
効
だ
と
裁
判
所
の
判

断
で
確
定
し
た
ら
、
基
本
的
に
は
原
職
に

復
帰
す
る
、
そ
れ
ま
で
払
わ
れ
な
か
っ
た

給
料
を
も
ら
っ
て
元
の
職
場
に
戻
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
解
雇
が

違
法
・
無
効
だ
と
裁
判
所
が
判
決
を
出
し

て
も
、
な
か
な
か
了
解
し
て
会
社
の
中
に

受
け
入
れ
て
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
受
け
入
れ
る
、
受
け
入
れ
な
い

な
ど
の
議
論
を
し
て
い
く
う
ち
に
、
結
局
、

疲
れ
切
っ
た
と
こ
ろ
で
、
わ
ず
か
な
お
金

で
和
解
す
る
、
例
え
ば
、
一
旦
復
職
し
た

こ
と
に
し
て
、
そ
の
日
に
退
職
願
を
出
し

て
辞
め
る
、
か
わ
り
に
会
社
は
幾
ら
か
の

解
決
金
を
支
払
う
と
い
う
形
で
、
う
や
む

や
の
う
ち
に
終
わ
る
事
件
が
多
い
ん
で
す
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
い
っ
そ
の
こ
と
、
解

雇
の
金
銭
的
解
決
制
度
を
正
式
に
作
っ
て
、

違
法
・
無
効
だ
と
い
う
判
決
が
出
た
と
き

に
、
敗
訴
し
た
会
社
が
こ
れ
だ
け
の
金
を

払
う
か
ら
辞
め
さ
せ
て
く
れ
な
い
か
と
、

訴
え
た
と
き
に
は
、
そ
れ
を
認
め
よ
う
と

い
う
制
度
を
つ
く
っ
て
は
ど
う
か
、
そ
れ

は
労
働
者
の
救
済
に
な
る
と
言
う
、
あ
る

い
は
、
解
雇
紛
争
を
早
期
に
解
決
す
る
た

め
に
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
望
ま

し
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
い
ま
の
ま
ま
放
っ

て
い
る
と
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
お
金
で
辞

め
る
こ
と
が
多
い
ん
だ
か
ら
、
あ
る
程
度

合
理
的
な
金
額
を
払
わ
せ
る
こ
と
を
法
律

で
決
め
て
、
例
え
ば
６
ヶ
月
以
上
１
年
以

内
の
賃
金
と
い
っ
た
基
準
を
作
れ
ば
、
労

働
者
の
救
済
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
言

う
わ
け
で
す
。
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２

金
銭
的
解
決
制
度
構
想
の
出
発
点

に
あ
る
誤
解

こ
の
構
想
の
問
題
の
出
発
点
が
そ
も
そ

も
お
か
し
い
。
安
倍
さ
ん
の
お
友
達
は
労

働
法
の
常
識
を
ふ
ま
え
て
い
な
い
。

(

１)

敗
訴
し
た
企
業
の
我
儘
を
前
提

と
す
る
制
度

金
銭
的
解
決
制
度
の
構
想
の
出
発
点
は
、

解
雇
が
違
法
・
無
効
だ
と
労
働
者
が
訴
え

て
、
違
法
・
無
効
だ
と
裁
判
所
が
判
決
で

判
断
し
た
が
、
企
業
に
は
な
か
な
か
復
職

で
き
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
れ
が
出
発
点

で
す
。
し
か
し
、
他
人
事
の
よ
う
に
言
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
復
職
で
き
な
い
最
大

の
原
因
は
そ
の
企
業
に
あ
る
。
原
職
復
帰

を
求
め
て
裁
判
を
起
こ
し
た
の
で
、
労
働

者
と
し
て
は
早
く
そ
の
企
業
に
戻
っ
て
働

き
た
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
裁
判
を

起
こ
し
た
。
裁
判
所
は
お
前
の
い
う
と
お

り
だ
と
認
め
た
、
に
も
か
か
か
わ
ら
ず
復

職
で
き
な
い
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
る
。

だ
れ
が
そ
ん
な
事
態
を
作
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
何
故
問
わ
な
い
の
か
。
な

ぜ
そ
れ
が
出
発
点
に
な
る
の
か
。

解
雇
違
法
・
無
効
に
判
断
さ
れ
た
ら
、

ま
ず
企
業
は
受
け
入
れ
な
さ
い
。
そ
こ
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
受
け
入
れ
な
い
企
業

に
対
し
て
は
、
罰
則
を
科
す
と
い
う
制
度

を
作
れ
ば
、
企
業
も
渋
々
な
が
ら
受
け
入

れ
る
で
あ
よ
う
。
い
ろ
ん
な
発
想
で
、
企

業
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
て
、
判
決
を

守
ら
せ
る
制
度
を
工
夫
す
れ
ば
良
い
。
と

こ
ろ
が
、
そ
こ
に
は
彼
ら
の
頭
は
行
か
な

い
。
企
業
に
は
復
職
で
き
な
い
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
の
が
そ
も
そ
も

問
題
で
す
。

(

２)

労
働
者
の
「
救
済
」
に
は
な
ら

な
いも

う
一
つ
は
、
金
銭
的
解
決
制
度
を
導

入
す
れ
ば
労
働
者
の
救
済
に
な
る
と
い
い

ま
す
が
、
そ
れ
も
誤
り
で
す
。
改
め
て
救

済
を
考
え
な
く
て
も
、
既
に
方
法
は
あ
り

ま
す
。

労
働
者
が
解
雇
さ
れ
た
場
合
に
、
い
ま

裁
判
で
解
雇
を
争
う
方
法
は
一
つ
で
は
な

い
。
解
雇
違
法
・
無
効
を
訴
え
て
裁
判
を

や
っ
て
、
裁
判
所
の
判
断
を
も
ら
っ
て
、

元
の
会
社
に
戻
る
の
は
一
つ
の
方
法
で
す

が
、
そ
れ
以
外
に
も
う
一
つ
の
方
法
が
あ

る
。「

解
雇
は
違
法
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、

私
は
も
う
あ
ん
な
働
き
に
く
い
会
社
に
は

戻
り
た
く
な
い
」
、
そ
う
考
え
た
場
合
、

労
働
者
は
違
法
解
雇
を
不
法
行
為
と
し
て

訴
え
る
と
い
う
方
法
で
す
。
民
法
に
権
利

を
侵
害
さ
れ
た
ら
、
不
法
行
為
と
し
て
損

害
賠
償
請
求
を
で
き
る
と
い
う
規
定
が
あ

り
ま
す
の
で
（
民
法
７
０
９
条
）
、
そ
の

規
定
を
使
っ
て
、
違
法
を
指
摘
し
て
、

「
違
法
な
解
雇
で
私
は
こ
れ
だ
け
の
損
害

を
こ
う
む
っ
た
、
そ
れ
を
賠
償
せ
よ
」
と

い
っ
て
、
初
め
か
ら
３
０
０
０
万
と
か
５

０
０
０
万
の
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
を
起

こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

な
お
、
違
法
・
無
効
の
裁
判
を
起
こ
し

て
、
１
年
２
年
と
裁
判
を
続
け
て
い
っ
た

段
階
で
、
途
中
で
多
く
の
裁
判
官
は
、
和

解
を
す
す
め
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
当
事

者
同
士
で
和
解
を
し
て
く
れ
れ
ば
裁
判
官

は
判
決
文
を
書
か
な
く
て
も
済
む
わ
け
で

す
か
ら
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
が
関
与
し
て
、

こ
こ
ま
で
和
解
金
が
つ
ま
れ
る
の
な
ら
和

解
で
終
わ
る
、
と
い
う
こ
と
は
良
く
あ
る

こ
と
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
解

雇
の
金
銭
的
解
決
と
し
て
利
用
で
き
る
も

の
が
今
、
現
に
あ
る
わ
け
で
す
。
違
法
だ

か
ら
損
害
賠
償
と
し
て
「
３
０
０
０
万
円

払
え
」
と
い
う
裁
判
を
払
え
と
い
う
裁
判

を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
、
「
３
０
０
０

万
円
も
ら
っ
た
ら
元
の
会
社
に
戻
り
た
い

と
い
う
こ
と
は
主
張
は
し
な
い
」
と
い
う

態
度
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
、
労
働
者
が

選
ん
だ
金
銭
的
解
決
で
す
。
だ
か
ら
、
制

度
と
し
て
特
に
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
れ

ど
も
、
不
法
行
為
と
い
う
裁
判
の
パ
タ
ー

ン
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
分
に
目
的

を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
改
め
て
、
労

働
者
の
た
め
に
金
銭
的
解
決
制
度
を
つ
く

る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
、
い
ま
つ
く
ら
れ
よ
う
と
し
て

い
る
解
雇
の
金
銭
的
解
決
制
度
は
労
働
者

の
救
済
と
か
な
ん
と
か
言
っ
て
い
ま
す
け

れ
ど
も
、
こ
れ
は
誤
魔
化
し
で
す
。
あ
ん

な
人
間
を
二
度
と
戻
し
た
く
な
い
、
そ
の

た
め
な
ら
３
０
０
万
円
、
５
０
０
万
円
使
っ

て
も
い
い
と
い
う
企
業
に
、
こ
の
制
度
を

使
っ
て
は
ど
う
で
す
か
と
い
う
制
度
を
つ

く
ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
金
銭
的
解
決

制
度
で
す
。
だ
か
ら
、
狙
い
は
何
か
と
い

う
こ
と
を
は
っ
き
り
抑
え
て
お
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

３

金
銭
的
解
決
制
度
が
抱
え
る
難
問

金
銭
的
解
決
制
度
は
、
救
済
制
度
に
な

ら
な
い
だ
け
で
は
な
く
て
、
非
常
に
厄
介

な
難
問
を
抱
え
て
い
ま
す
。

か
つ
て
、
２
０
０
７
年
に
厚
生
労
働
省

が
作
っ
た
法
案
の
中
は
、
「
そ
の
解
雇
が

差
別
に
基
づ
く
」
あ
る
い
は
「
権
利
行
使

（
主
に
は
組
合
活
動
）
を
理
由
と
す
る
」

解
雇
に
つ
い
て
は
、
金
銭
的
解
決
制
度
は

利
用
で
き
な
い
、
と
し
て
い
ま
し
た
。
労

基
法
３
条
や
労
組
法
７
条
違
反
が
争
点
と

な
っ
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
労
働
者
が

自
分
の
信
念
で
何
か
を
し
よ
う
と
し
た
こ

と
を
理
由
と
す
る
解
雇
に
つ
い
て
は
利
用

で
き
な
い
と
し
た
。

会
社
は
違
法
・
無
効
の
判
決
が
出
さ
れ

た
後
で
、
彼
や
彼
女
を
会
社
に
戻
し
た
く

な
い
か
ら
、
金
銭
的
解
決
制
度
を
利
用
し

た
い
、
つ
い
て
は
３
０
０
万
円
な
ら
払
う

余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
て
、
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裁
判
所
に
申
し
立
て
た
と
し
ま
す
と
、
労

働
者
は
ど
う
す
る
か
。
元
の
職
場
に
復
帰

し
て
、
元
の
職
場
を
も
う
少
し
明
る
い
も

の
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
労
働
者
が
訴

え
た
ん
だ
か
ら
、
会
社
側
が
「
金
銭
的
解

決
制
度
で
妥
協
し
ま
せ
ん
か
」
と
言
っ
て

き
て
も
、
そ
う
簡
単
に
妥
協
し
ま
せ
ん
よ
。

妥
協
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
金
銭
的
解

決
制
度
は
利
用
で
き
な
い
と
申
立
て
、
そ

の
理
由
と
し
て
「
会
社
は
私
の
思
想
信
条

を
理
由
と
し
て
、
そ
れ
を
嫌
っ
て
解
雇
し

た
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

普
通
の
解
雇
事
件
を
見

て
い
る
と
、
労
働
者
が
解
雇
さ
れ
て
、
解

雇
違
法
・
無
効
を
訴
え
て
裁
判
を
起
こ
す

パ
タ
ー
ン
の
中
の
何
割
か
は
、
思
想
信
条

か
、
組
合
活
動
か
、
共
産
党
員
と
か
社
民

党
員
で
あ
る
と
か
、
曲
が
っ
た
こ
と
が
嫌

い
な
り
許
せ
な
い
と
い
う
信
念
・
人
生
観

を
持
っ
て
い
る
人
が
裁
判
を
起
こ
す
ケ
ー

ス
が
圧
倒
的
に
多
い
。

と
こ
ろ
が
、
現
実
の
裁
判
で
は
そ
れ
は

争
点
に
な
ら
な
い
。
労
働
者
は
、
「
私
の

思
想
信
条
を
嫌
っ
て
会
社
は
ク
ビ
に
し
た
」

と
主
張
す
る
と
、
会
社
は
例
え
ば
、
「
そ

ん
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
彼
は
欠
勤
が
多

く
て
、
喧
嘩
が
多
く
て
困
っ
た
人
間
な
ん

で
す
。
だ
か
ら
解
雇
し
た
ん
で
す
」
と
言

い
張
る
。
裁
判
所
は
、
会
社
が
言
っ
て
い

る
解
雇
の
理
由
が
真
実
か
ど
う
か
、
解
雇

に
合
理
的
理
由
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を

ま
ず
検
討
す
る
。
解
雇
に
合
理
的
な
理
由

が
な
け
れ
ば
こ
の
解
雇
は
違
法
・
無
効
、

で
終
わ
る
わ
け
で
す
。

本
当
の
理
由
は
こ
れ
で
は
な
い
か
、
と

私
た
ち
な
ら
詮
索
し
ま
す
が
、
裁
判
所
は

し
ま
せ
ん
。
考
え
て
も
無
駄
な
こ
と
は
や

ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
で
終
わ
っ

て
い
た
裁
判
が
、
経
営
者
が
金
的
解
決
を

訴
え
た
が
た
め
に
、
次
は
思
想
信
条
が
理

由
に
な
る
か
組
合
活
動
が
理
由
に
な
る
か

が
最
大
の
争
点
に
な
っ
て
、
ま
た
始
ま
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
ク
リ
ア
さ
れ
な
い

限
り
金
額
の
問
題
に
行
か
な
い
、
金
銭
的

制
度
に
則
っ
た
判
決
は
書
け
な
い
わ
け
で

す
。
審
理
は
確
実
に
長
引
き
ま
す
。
金
を

使
い
込
ん
だ
と
か
、
喧
嘩
し
た
と
い
う
な

ら
真
否
の
判
断
は
ま
だ
簡
単
で
す
が
、

「
思
想
信
条
を
理
由
と
し
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
、
立
証

す
る
の
は
大
変
な
こ
と
で
す
。
労
働
者
の

側
も
立
証
し
に
く
い
わ
け
で
す
が
、
い
ろ

い
ろ
資
料
を
集
め
て
、
そ
う
推
測
す
る
以

外
に
な
い
と
主
張
し
ま
す
が
、
会
社
は
そ

れ
に
い
ち
い
ち
反
論
し
な
い
と
い
け
な
い
。

一
般
的
に
言
っ
て
も
「
な
い
」
こ
と
の
立

証
は
難
し
い
の
で
す
が
、
思
想
差
別
や
組

合
差
別
を
し
て
い
て
も
、
自
ら
認
め
る
こ

と
は
対
面
上
も
で
き
な
い
し
、
思
想
信
条

を
理
由
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
立

証
す
る
の
は
至
難
の
業
で
す
。

関
西
電
力
人
権
侵
害
事
件
と
い
う
の
が

あ
り
ま
し
た
。
最
高
裁
で
１
９
９
５
年
に

判
決
が
出
て
関
電
敗
訴
で
終
わ
っ
た
の
で

す
が
、
こ
れ
は
、
ま
れ
に
見
る
思
想
差
別

が
明
ら
か
に
立
証
さ
れ
た
事
件
で
す
。

関
西
電
力
は
、
共
産
党
員
だ
と
目
を
つ

け
た
複
数
の
労
働
者
を
、
職
場
の
従
業
員

に
は
「
彼
ら
と
付
き
合
う
な
」
と
説
明
し

た
上
で
配
置
転
換
し
、
そ
の
労
働
者
に
は

電
話
を
取
ら
せ
な
い
し
、
彼
に
か
か
っ
て

き
た
電
話
は
、
誰
か
ら
何
時
何
分
に
か
か
っ

て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
全
部
チ
ェ
ッ

ク
す
る
。
昼
休
み
に
将
棋
を
し
て
い
る
と

き
に
は
、
誰
か
が
将
棋
を
見
る
と
い
う
格

好
で
、
何
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
か
を
ず
っ

と
聞
い
て
い
る
。
親
睦
旅
行
に
い
く
と
き
、

電
車
の
４
人
が
け
の
席
な
ら
、
彼
の
ほ
か

の
３
人
は
会
社
側
の
人
を
座
ら
せ
て
、
彼

が
思
想
的
な
影
響
を
与
え
な
い
か
を
監
視

さ
せ
る
。
そ
う
い
う
類
の
監
視
活
動
を
系

統
的
に
ず
ー
っ
と
や
っ
た
。
ど
う
い
う
監

視
を
し
た
か
を
、
各
課
の
係
長
ク
ラ
ス
の

人
に
レ
ポ
ー
ト
を
書
か
せ
て
集
め
て
、
労

務
管
理
懇
談
会
で
報
告
書
を
ま
と
め
て
会

社
の
ト
ッ
プ
に
上
げ
た
ん
で
す
。
見
た
人

の
サ
イ
ン
が
入
っ
た
報
告
書
が
、
あ
る
日
、

差
出
人
不
明
で
、
労
働
者
の
立
場
に
立
っ

て
い
る
弁
護
士
に
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
初
め
て
関
西
電
力
が
監
視
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
ば
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ

ま
で
監
視
さ
れ
て
い
た
当
人
が
ま
っ
た
く

気
が
つ
か
な
か
っ
た
と
言
う
ん
で
す
。
労

働
事
件
の
な
か
に
は
時
々
あ
る
の
で
す
が
、

そ
の
ダ
ー
テ
ィ
な
こ
と
を
や
ら
さ
れ
て
い

る
職
制
の
中
に
は
、
「
こ
ん
な
嫌
な
こ
と

は
や
り
た
く
な
い
」
と
い
う
人
が
い
る
わ

け
で
す
。
こ
う
い
う
内
部
告
発
が
な
い
限

り
、
会
社
が
監
視
し
て
い
ま
し
た
と
い
う

証
拠
は
め
っ
た
に
出
て
き
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
解
雇
の
金
銭
的
解
決
制
度
を

取
り
入
れ
た
ら
、
必
ず
裁
判
は
長
期
化
し

ま
す
。
い
ま
、
こ
の
制
度
を
提
案
し
よ
う

と
し
て
い
る
人
た
ち
は
、
「
労
働
者
の
救

済
に
な
る
、
紛
争
の
早
期
解
決
に
な
る
」

と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
何
の
根
拠
も
あ
り

ま
せ
ん
。

４

外
国
の
制
度

「
外
国
に
は
金
銭
的
解
決
制
度
が
あ
る

の
で
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
ら
ど
う
で
す
か
」

と
い
う
の
が
も
う
一
つ
の
彼
ら
の
根
拠
で

す
。と

こ
ろ
が
、
「
外
国
で
は
」
と
い
う
場

合
、
正
確
に
把
握
し
て
い
る
の
か
、
疑
問

で
す
。
情
報
は
集
め
て
い
る
が
、
そ
の
中

の
自
分
に
都
合
の
い
い
部
分
だ
け
を
ピ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ド
イ
ツ
に
は
金
銭
的
解
決
制
度
が
あ
り

ま
す
が
、
二
重
三
重
の
高
い
ハ
ー
ド
ル
が

あ
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
に
は
経
営
協
議
会
と

い
う
、
日
本
で
い
う
過
半
数
労
働
者
の
代

表
の
集
団
の
よ
う
な
、
労
働
組
合
に
匹
敵

す
る
非
常
に
強
力
な
組
織
が
あ
り
ま
す
。

解
雇
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
と
ま
ず
、
解
雇

し
て
い
い
か
ど
う
か
協
議
を
し
な
い
と
い

け
な
い
。
そ
の
団
体
が
反
対
し
た
に
も
か
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か
わ
ら
ず
解
雇
し
た
場
合
、
彼
が
裁
判
に

訴
え
た
場
合
、
彼
は
裁
判
が
終
わ
る
ま
で

は
も
と
の
職
場
に
と
ど
ま
り
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
働
き
続
け
て
給
料
を
も
ら
い

な
が
ら
「
私
を
ク
ビ
に
し
た
会
社
は
け
し

か
ら
ん
」
と
言
っ
て
裁
判
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
日
本
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
日
本

に
は
こ
ん
な
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
も
ド
イ
ツ
の
場
合
は
、
裁
判
所
は

労
働
裁
判
所
と
い
っ
て
、
裁
判
官
と
使
用

者
代
表
と
労
働
者
代
表
が
い
る
裁
判
所
で

す
。
日
本
で
言
う
と
労
働
委
員
会
の
よ
う

な
も
の
で
す
。
労
働
者
の
側
が
裁
判
で
争

う
と
い
う
こ
と
が
制
度
と
し
て
き
ち
っ
と

保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
ド
イ
ツ
は
解
雇
予
告
制
度

が
充
実
し
て
い
ま
す
。
ク
ビ
だ
と
言
わ
れ

て
か
ら
６
週
間
（
勤
続
が
１
２
年
以
上
の

場
合
に
６
ヶ
月
間
）
、
そ
の
会
社
で
働
け

る
わ
け
で
す
。

労
働
者
が
ク
ビ
に
な
っ
て
も
生
活
の
不

安
に
怯
え
な
く
て
い
い
状
態
で
裁
判
を
争

う
こ
と
が
で
き
る
そ
れ
だ
け
の
シ
ス
テ
ム

が
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
乗
っ
か
る
金
銭
的

解
決
制
度
な
ん
で
す
。
日
本
の
場
合
は
そ

う
い
う
前
提
が
何
も
な
い
。
ク
ビ
に
な
っ

て
会
社
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
、
そ
こ
で
裁

判
し
て
、
解
雇
違
法
・
無
効
の
判
決
を
と
っ

た
ら
、
そ
れ
か
ら
ま
た
金
銭
的
解
決
制
度

の
裁
判
が
始
ま
る
。
こ
の
間
も
ず
っ
と
給

料
は
な
く
、
元
の
職
場
に
は
復
帰
で
き
ま

せ
ん
。
そ
ん
な
状
況
で
、
金
銭
的
解
決
制

度
だ
け
果
た
し
て
取
り
入
れ
て
い
い
の
か

と
い
う
問
題
で
す
。

そ
の
よ
う
な
情
報
は
、
い
ま
安
倍
雇
用

規
制
改
革
を
議
論
し
て
い
る
人
た
ち
か
ら

は
、
少
し
も
漏
れ
て
は
き
ま
せ
ん
。
周
り

で
議
論
し
て
い
る
人
た
ち
は
よ
く
知
っ
て

ま
す
。
ド
イ
ツ
の
労
働
法
を
研
究
し
て
い

る
労
働
法
学
者
も
規
制
改
革
会
議
な
ど
に

招
か
れ
て
意
見
を
述
べ
て
い
ま
す
。
よ
く

知
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
う
い
う
ニ
ュ
ー
ス

は
出
さ
な
い
で
い
て
、
世
論
を
誘
導
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

特
に
気
を
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

〈
終
わ
り
に
〉

今
日
、
話
を
し
た
の
は
、
解
雇
と
い
う

の
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
お
い
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
。
も
う
一

つ
は
労
働
契
約
法
が
新
し
く
で
き
ま
し
た

の
で
、
解
雇
法
理
を
免
れ
る
最
大
の
逃
げ

道
は
有
期
雇
用
で
す
か
ら
、
そ
の
場
合
は

労
働
契
約
法
の
１
８
条
、
１
９
条
、
で
き

れ
ば
２
０
条
（
有
期
契
約
だ
か
ら
と
い
っ

て
不
合
理
な
労
働
条
件
で
働
か
な
い
と
い

け
な
い
こ
と
は
な
い
。
正
規
の
労
働
者
と

同
じ
よ
う
な
労
働
条
件
に
せ
よ
と
い
う
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
を
生
か
す
と

い
う
こ
と
で
す
。
三
番
目
は
、
い
ま
す
す

め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
安
倍
政
権
に
よ

る
規
制
改
革
の
中
身
を
き
ち
っ
と
知
る
と

と
い
う
こ
と
と
、
可
能
で
あ
れ
ば
そ
れ
に

対
す
る
反
対
運
動
も
や
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

以
上
で
終
わ
り
ま
す
。

講
義
に
つ
い
て
の

質
問
へ
の
回
答

─
─
萬
井
隆
令
先
生

１
．
退
職
勧
奨
の
証
拠
の
集
め
方
は
、
経

営
側
の
発
言
を
労
働
者
側
が
記
録
す
る
方

法
以
外
に
な
い
の
か
。
勝
手
に
音
声
を
録

音
す
る
の
は
違
法
？

Ａ
＝
経
営
側
の
、
退
職
勧
奨
に
つ
い
て

の
戦
略
・
戦
術
会
議
の
議
事
録
と
い
っ
た

も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
入
手
で
き
れ
ば

「
証
拠
」
と
し
て
は
有
効
で
し
ょ
う
が
、

望
ん
で
も
無
理
で
し
ょ
う
。
と
な
る
と
、

「
労
働
者
側
が
記
録
」
す
る
い
以
外
に
な

い
で
し
ょ
う
ね
。

音
声
の
録
音
は
、
了
解
を
得
ら
れ
れ
ば
、

事
前
に
了
解
を
得
た
上
で
、
や
る
の
が
良

い
で
し
ょ
う
。
経
営
側
も
慎
重
な
発
言
に

な
る
で
し
ょ
う
し
、
後
で
、
「
言
っ
た
、

言
わ
な
い
」
の
争
い
が
起
き
な
い
で
し
ょ

う
か
ら
。

た
だ
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、
無
断
で

（
レ
コ
ー
ダ
ー
を
隠
し
て
）
録
音
を
す
る

こ
と
も
、
い
わ
ば
「
自
衛
」
の
手
段
だ
と

し
て
、
裁
判
の
際
の
証
拠
と
し
て
認
め
ら

れ
る
と
思
い
ま
す
。

２
．
経
営
状
況
が
悪
い
↓
賃
金
や
ボ
ー
ナ

ス
を
カ
ッ
ト
↓
飲
め
な
け
れ
ば
整
理
解
雇
、

と
い
う
の
は
な
り
た
つ
の
か
（
①
③
④
が

満
た
さ
れ
て
い
た
ら
）

Ａ
＝
質
問
は
「
賃
金
や
ボ
ー
ナ
ス
を
カ
ッ

ト
」
が
解
雇
回
避
努
力
に
あ
た
り
、
そ
れ

を
試
み
た
が
労
働
者
が
反
対
し
て
で
き
な

か
っ
た
の
で
、
整
理
解
雇
は
や
む
を
得
な

い
、
と
い
う
論
理
に
な
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
単
純
に
は
言
え
ま
せ
ん
。
解
雇
回

避
努
力
の
内
容
は
種
々
あ
り
得
る
わ
け
で
、

賃
金
カ
ッ
ト
は
そ
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の

で
、
そ
れ
が
労
働
者
の
反
対
で
で
き
な
か
っ

た
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
で
問
題
な
し
と

は
な
り
ま
せ
ん
。
他
の
解
雇
回
避
努
力
と

し
て
何
を
し
た
の
か
、
が
問
わ
れ
ま
す
。

３
．
就
業
規
則
で
「
残
業
を
認
め
る
場
合
」

が
限
定
さ
れ
て
い
た
ら
、
そ
れ
以
外
で
残

業
し
た
時
に
残
業
代
を
支
払
わ
せ
る
こ
と

は
無
理
で
す
か
。
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Ａ
＝
事
情
（
質
問
の
趣
旨
）
が
判
り
難

い
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
、
ど
の
よ
う
な

「
限
定
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
就
業
規
則

で
限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
、
労
働
者
が
何

故
、
わ
ざ
わ
ざ
残
業
を
す
る
の
で
し
ょ
う

か
。単

に
、
労
働
者
が
残
業
し
て
も
手
当
て

を
払
わ
な
く
も
済
む
口
実
づ
く
り
で
規
定

さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
限

定
規
定
は
合
理
性
が
な
く
、
無
効
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

か
り
に
、
今
日
、
そ
の
残
業
を
し
て
お

か
な
い
と
明
日
の
作
業
が
ス
ム
ー
ズ
に
進

ま
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
残

業
は
就
業
規
則
で
「
限
定
」
さ
れ
て
い
る

も
の
の
例
外
に
当
た
る
と
い
う
主
張
も
成

立
す
る
と
思
い
ま
す
。
。

４
．
２
０
１
２
年
の
労
働
契
約
法
改
正
に

よ
り
、
１
８
条
＝
有
期
で5

年
以
上
働
い
て

い
る
労
働
者
は
無
期
条
件
に
転
換
す
る
こ

と
が
で
き
る
制
度
、
と
あ
り
ま
す
が
、
関

連
会
社
で
１
年
契
約
の
パ
ー
ト
さ
ん
が
長

年
雇
用
継
続
し
て
い
ま
し
た
が
、
法
改
正

前
あ
た
り
か
ら
、
５
年
以
上
に
な
ら
な
い

よ
う
に
、
更
新
回
数
、
更
新
年
数
を
制
限

し
た
契
約
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

脱
法
的
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
な
の
で

し
ょ
う
か
。

ま
た
、
更
新
年
数
ま
で
２
年
あ
る
と
い

う
パ
ー
ト
さ
ん
が
、
当
然
更
新
で
き
る
と

思
っ
て
い
た
の
に
雇
止
め
を
い
わ
れ
た
と

い
う
事
例
も
発
生
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
違

法
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
。

Ａ
＝
前
者
に
つ
い
て
は
喫
茶
ベ
ロ
ー
チ
ェ

や
Ｊ
Ｒ
東
日
本
、
幾
つ
か
の
大
学(

非
常
勤

講
師
に
つ
い
て
）
な
ど
、
幾
つ
か
の
例
が

あ
る
よ
う
で
す
が
、
厚
生
労
働
省
が
こ
の

法
律
の
施
行
に
際
し
て
出
し
た12.

8.1
0

通

達
で
、
そ
の
よ
う
な
契
約
は
法
律
の
規
定

を
蔑
ろ
に
す
る
も
の
で
、
公
序
良
俗
に
反

し
、
無
効
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
２
年
の
期
間

が
残
っ
て
い
る
の
で
、
講
義
で
も
話
し
た

よ
う
に
「
や
む
を
得
な
い
」
理
由
が
な
け

れ
ば
中
途
解
雇
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
何
を

「
理
由
」
に
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

た
だ
、
い
ず
れ
も
法
律
的
に
は(

裁
判
で

争
う
こ
と
に
な
れ
ば
）
…
と
い
う
話
で
す
。

今
の
と
こ
ろ
、
そ
の
パ
ー
ト
さ
ん
を
励
ま

し
つ
つ
、
労
働
組
合
が
会
社
と
団
体
交
渉

を
し
て
そ
の
方
針
を
撤
回
さ
せ
る
よ
う
努

力
す
る
こ
と
が
何
よ
り
大
切
だ
と
思
い
ま

す
。
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物
事
を
考
え
る
と
き
に
、
何
事
も
偏
ら

ず
考
え
た
い
と
い
う
の
は
、
当
然
の
こ
と

で
よ
く
理
解
で
き
ま
す
。
し
か
し
「
偏
ら

ず
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
検
討
し
て
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

「
偏
ら
ず
」
と
い
う
と
き
、
第
１
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
る
と
き
に
、
そ
の

中
で
中
間
の
立
場
の
こ
と
、
両
極
端
は
退

け
て
中
間
の
立
場
を
と
る
こ
と
を
い
う
場

合
と
、
第
２
に
は
、
客
観
的
で
正
し
い
立

場
に
立
ち
た
い
と
い
う
意
味
の
場
合
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
第
１
と
第

２
と
は
よ
く
似
て
い
る
よ
う
で
、
実
は
大

違
い
の
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
中
間
の
立

場
が
い
つ
も
正
し
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

質
問
者
が
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
第
２

の
立
場
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
「
偏
ら

ず
」
考
え
た
い
と
い
う
の
は
、
客
観
的
に

正
し
い
こ
と
を
知
り
、
こ
の
正
し
い
立
場

に
立
ち
た
い
と
い
う
の
は
、
当
然
の
こ
と

で
、
誰
し
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
が
「
客
観
的
に
正
し
い
立
場
」

と
い
う
の
が
案
外
難
し
い
こ
と
で
す
。
人

は
誰
で
も
正
し
い
立
場
と
い
う
の
を
知
り

た
い
と
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
な
か

な
か
そ
れ
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
す
る
の

が
正
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
は,

と
っ
さ
の

と
き
に
は
な
か
な
か
判
断
つ
か
な
い
と
い

う
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。
時
間
が

た
ち
、
よ
く
よ
く
考
え
た
ら
、
判
断
で
き

る
こ
と
も
、
と
っ
さ
の
場
合
に
は
判
断
で

き
に
く
い
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
し
か

し
こ
こ
に
大
事
な
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。

そ
れ
は
「
よ
く
よ
く
考
え
た
ら
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
何
が
正
し
い
か
は
、
と
っ
さ

の
場
合
に
は
、
判
断
で
き
な
い
こ
と
が
、

し
ば
し
ば
起
こ
り
ま
す
が
、
「
よ
く
よ
く

考
え
た
ら
」
分
か
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と

が
重
要
で
す
。

労
働
学
校
で
学
ぶ
時
も
同
じ
こ
と
で
す
。

講
師
は
長
年
の
経
験
に
基
づ
い
て
正
し
い

と
信
ず
る
こ
と
を
講
義
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
聴
講
し
て
い
る
学
生
の
ほ
う
は
、
初

め
て
聞
く
わ
け
で
す
か
ら
、
初
め
か
ら
こ

れ
を
正
し
い
と
し
て
信
じ
込
ま
な
け
れ
ば

い
け
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

学
校
と
し
て
も
、
こ
の
講
義
は
頭
か
ら
信

じ
な
さ
い
な
ど
と
押
し
付
け
る
つ
も
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。
大
事
な
こ
と
は
、
聴
講
生

各
人
が
、
自
分
の
頭
で
考
え
な
が
ら
聴
き
、

自
分
の
経
験
と
自
分
を
取
り
巻
く
社
会
的

現
実
と
に
照
ら
し
て
、
講
師
の
講
義
が
正

し
い
と
納
得
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
聴
講
生
が
自
分
を
取
り
巻
く
社

会
的
現
実
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
自
分
の
経

験
に
照
ら
し
て
、
こ
れ
は
納
得
で
き
る
と

思
え
た
ら
、
こ
れ
を
正
し
い
理
論
と
し
て

受
け
入
れ
た
ら
い
い
わ
け
で
す
。
納
得
で

き
な
け
れ
ば
、
判
断
は
留
保
し
て
、
講
師

に
質
問
す
る
と
か
、
更
に
書
物
を
読
ん
だ

り
、
学
習
を
重
ね
て
い
け
ば
い
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

理
論
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

が
事
実
と
一
致
し
て
い
る
か
、
現
実
を
正

確
に
踏
ま
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
理
論
を
誰
が
言
っ
て
い
る
の
か
と
か
、

そ
の
人
が
世
間
的
に
権
威
の
あ
る
人
か
な

ど
と
い
う
こ
と
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
く
ま
で
理
論
と
事
実
（
あ
る
い
は
現
実
）

と
が
一
致
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
肝

心
の
問
題
で
す
。

以
上
が
一
般
論
で
、
大
枠
で
の
話
で
す
。

次
に
も
う
少
し
込
み
入
っ
た
こ
と
を
付
け

加
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
上
に
述
べ
た
こ

と
は
、
「
正
し
い
こ
と
」
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
し
か
し
「
正
し
い
」
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
は
実
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
正
し
い
」
と
い
う
と
き
に
、
「
真
実
」

と
い
う
意
味
か
、
「
正
義
」
と
い
う
意
味

か
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

厳
密
に
は
こ
れ
は
分
け
て
考
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
①
理
論
的
に
正
し
い
と
い
う

場
合
は
、
認
識
の
問
題
で
、
「
真
実
」
と

か
「
真
理
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

②
社
会
的
・
道
徳
的
に
正
し
い
と
い
う
場

合
は
、
道
徳
的
・
倫
理
的
問
題
で
、
「
正

義
」
と
か
「
善
」
と
か
い
う
意
味
に
な
り

ま
す
。
（
あ
る
い
は
こ
れ
ら
を
価
値
の
問

題
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
）
「
正
し

い
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
わ
ば
日
常
用
語

で
、
厳
密
で
は
な
く
、
こ
の
①
と
②
と
を

両
方
含
ん
で
い
ま
す
。
①
と
②
と
は
よ
く

似
て
い
て
、
共
通
点
も
あ
り
ま
す
が
、
違

い
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
点
も
こ
こ
で
少
し

考
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

「
真
理
」
と
は
、
理
論
的
に
正
し
い
と
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哲学 答える先生は

鰺坂真
関西大学名誉教授

哲学…Question ０2

自分の考え方をどこにも偏

らずに、まんなかに立って考

えられるようにしたいと思い

ます。唯物論を学ぶと偏って

しまいそうな気がするのです

が。

03



い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
が
厄
介
な
こ
と

に
は
、
哲
学
者
の
中
で
も
意
見
が
食
い
違
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
昔
の

観
念
論
者
は
、
聖
書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
・

あ
る
い
は
昔
の
偉
い
人
が
言
っ
た
こ
と
な

ど
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
近
代
に
な
り
そ

れ
で
は
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

自
分
で
考
え
て
堅
く
信
じ
ら
れ
る
こ
と
、

あ
る
い
は
皆
が
信
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
が

真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
疑
問
が
出
て
き
ま
す
。
自
分
の
堅

い
信
念
で
あ
っ
て
も
、
人
は
間
違
っ
た
信

念
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

み
ん
な
が
信
じ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、

正
し
い
と
は
限
ら
な
い
、
皆
が
共
通
し
て

間
違
っ
た
こ
と
を
信
じ
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
な
ど
疑
問
が
出
て
き

ま
し
た
。
た
と
え
ば
天
動
説
な
ど
、
地
球

の
周
り
を
太
陽
も
月
も
星
も
ま
わ
っ
て
い

る
と
皆
が
信
じ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
に

疑
問
を
持
つ
少
数
の
人
が
出
て
き
て
、
や

が
て
地
動
説
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
決
め
手
は
何
で
あ
っ
た
か
と

い
う
と
、
観
測
さ
れ
た
事
実
で
し
た
。
コ

ペ
ル
ニ
ク
ス
や

ケ
プ
ラ
ー
な
ど
の
長
年

に
わ
た
る
天
体
観
測
が
あ
り
、
決
め
手
は

ガ
リ
レ
イ
の
望
遠
鏡
に
よ
る
正
確
な
観
測

で
し
た
。
地
動
説
と
い
う
理
論
と
事
実
の

観
測
結
果
が
一
致
し
た
の
が
決
め
手
で
し

た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
過
で
地
動
説

と
い
う
理
論
の
真
理
性
が
確
定
し
て
い
き

ま
し
た
が
、
こ
こ
か
ら
真
理
に
つ
い
て
の
、

唯
物
論
的
な
理
論
も
確
定
し
ま
し
た
。
す

な
わ
ち
唯
物
論
は
、
真
理
と
は
、
理
論
と

事
実
（
現
実
）
と
が
一
致
し
た
時
に
い
う

と
主
張
し
ま
す
。
決
し
て
昔
の
偉
い
人
が

言
っ
た
か
ら
と
か
、
聖
書
に
書
い
て
あ
る

か
ら
で
は
な
く
、
ま
た
皆
が
一
致
し
て
信

じ
て
い
る
か
ら
真
理
で
あ
る
、
と
い
う
よ

う
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

言
い
換
え
る
と
真
理
の
基
準
は
、
主
観
的

な
信
念
や
信
仰
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

客
観
的
な
事
実
・
現
実
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
以
上
の
よ
う
に
認
識
論
的
な
意

味
で
の
真
理
と
し
て
の
「
正
し
い
」
と
い

う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
次
に
社
会
的
・
政
治
的
に
正

し
い
と
い
う
こ
と
、
「
正
義
」
と
か
、
道

徳
的
・
倫
理
的
に
正
し
い
と
い
う
意
味
で

の
「
善
」
つ
ま
り
「
善
い
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
、
真
理
と
い
う
こ
と
と
は
少
し

違
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
先

の
認
識
の
問
題
と
は
次
元
の
異
な
る
価
値

の
問
題
と
い
う
と
ら
え
方
が
出
て
き
ま
す
。

こ
こ
で
も
観
念
論
と
唯
物
論
の
対
立
が
問

題
に
な
り
ま
す
。

観
念
論
者
の
価
値
理
論
は
、
価
値
の
問

題
を
真
理
の
問
題
と
切
り
離
す
点
に
力
点

が
あ
り
ま
す
。
真
理
は
客
観
的
な
事
実
・

現
実
と
か
か
わ
る
が
、
価
値
は
あ
く
ま
で

主
観
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

真
理
は
客
観
的
で
普
遍
的
な
と
こ
ろ
が
あ

り
、
誰
か
ら
見
て
も
何
時
も
、
例
え
ば
地

球
は
太
陽
の
周
り
を
ま
わ
っ
て
い
る
し
、

月
は
地
球
の
周
り
を
ま
わ
っ
て
い
る
と
い

う
点
は
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と

い
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
何
が
正
義
か
、

あ
る
い
は
何
が
善
い
か
は
、
人
々
の
見
解

は
様
々
で
、
あ
る
人
が
善
い
と
思
う
こ
と

も
、
他
人
か
ら
見
れ
ば
、
悪
い
と
い
う
こ

と
は
い
く
ら
も
あ
る
。
現
代
人
の
価
値
観

は
多
様
で
さ
ま
ざ
ま
な
の
だ
か
ら
、
価
値

の
問
題
は
客
観
的
・
普
遍
的
と
い
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
と
い
う
の
が
観
念
論
者
の

議
論
で
す
。
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
こ
の
観
念
論
的
な
価
値
観
は
お
か
し

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
面
で
は

彼
ら
が
い
う
よ
う
に
現
代
の
価
値
観
は
多

様
で
す
。
日
常
生
活
で
は
他
人
の
価
値
観

も
尊
重
し
、
異
な
る
意
見
の
人
々
と
も
共

存
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ

う
。
し
か
し
大
事
な
問
題
、
全
世
界
の
人
々

の
将
来
に
か
か
わ
る
問
題
な
ど
で
は
そ
う

は
い
き
ま
せ
ん
。
徹
底
的
に
討
論
し
、
デ
ー

タ
を
持
ち
寄
っ
て
、
議
論
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
問
題
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

原
発
は
再
稼
働
し
使
い
続
け
る
の
か
、
そ

れ
と
も
脱
原
発
す
べ
き
か
、
こ
れ
は
お
互

い
の
価
値
観
を
認
め
て
共
存
す
る
訳
に
は

い
か
な
い
問
題
で
す
。
ど
ち
ら
か
に
決
め

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
た
ら
い
い
の

か
。
そ
れ
に
は
デ
ー
タ
を
持
ち
寄
っ
て
、

意
見
を
突
き
合
わ
せ
て
検
討
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
原
発
は
安
い
と
い
う
意
見

が
あ
る
が
ほ
ん
と
に
そ
う
か
、
原
発
は
安

全
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
ほ
ん
と
に
そ

う
か
、
福
島
原
発
事
故
か
ら
分
か
る
こ
と

は
、
原
発
は
決
し
て
安
全
と
は
言
え
な
い

こ
と
、
日
本
の
よ
う
な
地
震
国
・
火
山
国
・

断
層
だ
ら
け
の
国
で
、
極
め
て
危
険
で
あ

る
こ
と
、
原
発
は
廉
価
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
き
た
が
、
案
外
そ
う
で
は
な
く
、
高
く

つ
く
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
原
発
の
廃
棄

物
は
処
理
す
る
技
術
が
な
く
、
廃
棄
物
は

何
万
年
も
何
十
万
年
も
た
ま
り
続
け
る
こ

と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

に
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
太
陽
熱
、
風
力
、

地
熱
、
潮
汐
力
な
ど
）
は
意
外
に
豊
富
で
、

可
能
性
は
極
め
て
大
き
い
こ
と
な
ど
わ
か
っ

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
な
ど
事
実
が
決
め
手

で
す
。
こ
の
事
実
か
ら
、
多
く
の
国
民
の

中
に
脱
原
発
の
声
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

国
民
の
７
割
・
８
割
の
声
に
従
わ
ず
、
電

力
資
本
の
要
求
に
の
み
耳
を
傾
け
て
い
る

安
倍
政
権
が
問
題
で
す
。
し
か
し
こ
の
問

題
は
い
ず
れ
脱
原
発
の
方
向
に
向
か
わ
ざ

る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
時
間
が
か

か
っ
て
も
そ
れ
し
か
将
来
の
道
は
あ
り
ま

せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
価
値
の
問
題
で
も
、
客
観

的
な
事
実
が
決
め
手
で
す
。
労
働
学
校
の

講
義
で
も
、
事
実
や
現
実
に
照
ら
し
て
、

こ
れ
が
納
得
い
く
か
ど
う
か
を
自
分
で
考

え
る
、
考
え
な
が
ら
聴
講
す
る
こ
と
が
大

事
で
す
。
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カール・マルクス

労働者たちの国際協会の開会の辞

しかし、所有の経済学以上に労働の経済学のより大きな勝利がなお用意してあった。私たちは協同組合運動、

とりわけ２、3人の大胆な人手の単独でなされた諸努力によって建てられた協同組合工場のことを言っているの

だ。これらの偉大な社会実験の価値は過大に評価されることはあり得ない。議論による代わりに行為によって

それらの社会的実験は以下のことを示してきた。大規模な、そして近代科学の命令と調和した生産は人手とな

る階級を雇う雇い主の階級の存在なしでも続行されるかもしれないということ、実を結ぶためには労働の手段

は労働する人間自身に対する支配権そして強奪の手段として独占される必要はないということ、そして奴隷労

働のように、農奴労働のように、雇われ労働は単なる一時的なそしてより劣った形式、自発的な手、いつでも

取りかかる精神、そして喜びにあふれた心でその骨の折れる仕事に精を出す結合された労働の前に消えるよう

運命づけられた形式、にすぎないということを。イングランドでは協同組合の制度の種はロバート・オウエン

によってまかれた。労働者たちの諸実験、それは大陸で試みられたのであるが、それらは実際には1848年に

発明されたのではなく声高に宣言された諸理論の実践的結末であった。

同時に、1848年から1864年の期間の経験は疑う余地もなく次のことを証明した。どれほど原理において

優秀で、どれほど実践において役に立つものであっても、協同組合労働は、もしそれが個人の労働者の偶然の

努力の狭い円の中に留められるならば、独占の等比数列のような増大を阻止することは決してできないし、大

衆を解放することも、知覚できるほどに彼らの惨めさの重荷を軽くすることさえも決してできないだろうとい

うことを。それはおそらくこの理由、まことしやかな貴族、博愛主義の中間階級のベラベラとしゃべる人、そ

して鋭い経済学者でさえもが、夢想家のユートピアとあざけり、社会主義者の聖所侵犯の汚名をきせることに

よっていたずらにつぼみのうちに摘み取ろうとしていたまさにその協同組合労働の制度に対して彼らがいきな

りむかつかせるように称賛するような態度へと変えたという理由のためである。産業に従事する大衆を救うた

めに協同組合労働は国民の規模にまで発展させられるべきであるし、そして、その結果として国民の財産によっ

て促進されるべきである。しかし、土地の貴族たちと資本の貴族たちはいつでも彼らの経済的独占のための防

御と永続化のための彼らの政治的特権を使うだろう。だから促進するどころか、彼らは労働の解放の道にあら

ゆる可能な妨害物を置き続けるだろう。先の会期で、パーマストン卿がアイルランドの小作権法案の主張者を

黙らせた冷笑を思い出してみたまえ。下院は、彼は叫んだ、地主の議会だと。

◎BY HISASI ISIDA

労働者が手に入れた「２つの特徴」のうち、前回の10時間労働法と並んで紹介されているのが今回の協同組

合労働です。最初の段落の中程を読みますと、そこでは現在の雇われ労働も奴隷や農奴の労働と同じようによ

りよい労働へと発展していくのだという労働の展望が見えます。労働者が自分たち自身で生産を担っていける

こと、その時支配も強奪も必要ないこと、そしてその基礎である新しい労働は、人と人とが結びつけられる

「結合された」労働である、というところに感動を覚えます。人間は本来協同するものであるということも思

い出されました。次の段落の後半ではその展望が資本家や貴族の政治的特権によって先行き怪しくなってきた

ところで終わります。高まり十分、早く結論を言ってほしい段落の終わり方です。次回が最後ですので結論部

分ご期待ください。

今回のところで出てきた協同組合を表す言葉co-operativeをOEDで見てみた

いと思います。co-operativeは協同組合に関する・属する、という語ですが、元

になっている協同組合co-oper ati onとは、そうしなければ個々の資本家の利潤

になってしまう生産者や顧客の総体の利益をたくわえるために、経済的生産や分

配という目的のためたくさん人々や共同体の結合のことであるとあります。少し

解説がついていて、もともとはオウエンによって使われたようにその名前は共産

主義を企図していた、と書かれていて今回のところと重なっておもしろいです。
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ＭＡＲＸ ＥＮＧＥＬＳを直訳で学ぶ。英語版全集から BY HISASI ISIDA

Inaugural Address
of the International Working Men’s

Association
The First International

But there was in store a still greater victory of the political eco

nomy of labor over the political economy of property. We speak of the c
o-operative movement, especially the co-operative factories raised by t

he unassisted efforts of a few bold “hands”. The value of these great
social experiments cannot be overrated. By deed instead of by argument,

they have shown that production on a large scale, and in accord with t
he behests of modern science, may be carried on without the existence o

f a class of masters employing a class of hands; that to bear fruit, th
e means of labor need not be monopolized as a means of dominion over, a

nd of extortion against, the laboring man himself; and that, like slave
labor, like serf labor, hired labor is but a transitory and inferior f

orm, destined to disappear before associated labor plying its toil with
a willing hand, a ready mind, and a joyous heart. In England, the seed

s of the co-operative system were sown by Robert Owen; the workingmen’
s experiments tried on the Continent were, in fact, the practical upsho

t of the theories, not invented, but loudly proclaimed, in 1848.
At the same time the experience of the period from 1848 to 1864 ha

s proved beyond doubt that, however, excellent in principle and however
useful in practice, co-operative labor, if kept within the narrow circ
le of the casual efforts of private workmen, will never be able to arre

st the growth in geometrical progression of monopoly, to free the masse
s, nor even to perceptibly lighten the burden of their miseries. It is

perhaps for this very reason that plausible noblemen, philanthropic mid
dle-class spouters, and even keep political economists have all at once

turned nauseously complimentary to the very co-operative labor system
they had vainly tried to nip in the bud by deriding it as the utopia of

the dreamer, or stigmatizing it as the sacrilege of the socialist. To
save the industrious masses, co-operative labor ought to be developed t

o national dimensions, and, consequently, to be fostered by national me
ans. Yet the lords of the land and the lords of capital will always use

their political privileges for the defense and perpetuation of their e
conomic monopolies. So far from promoting, they will continue to lay ev

ery possible impediment in the way of the emancipation of labor. Rememb
er the sneer with which, last session, Lord Palmerston put down the adv

ocated of the Irish Tenants’ Right Bill. The House of Commons, cried h
e, is a house of landed proprietors.

０9
全集VOL.20

ｐ11-12



学習・教育活動日誌 2014/09/20～10/04

09/20（土） 第２２回 ブロックと運営委員会の合同会議

09/21（日） 第３６回 集中セミナー ８０％

・アメリカの社会保障 〓河音琢郎・立命館大学教授

09/27（土） 第２３回 ブロックと運営委員会の合同会議

09/28（日） 第４回文化ゼミナール 第２講義 ５６％

・日本の戦争─中国と戦った５０年 〓原田敬一・佛教大学教授

10/04（土） 第９回常任理事会

10/11（土） 第２４回 ブロックと運営委員会の合同会議
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２０１４年９月７日に開催しました第２回理事会方針から

２０１４年の現在の受講生総数は、（９月７日現在）６９３人で年間１０００名を実現する事はほぼ確

定的な到達点になりました。１２０名の受講生を結集した春の情勢セミナー、１００名結集の第３５回集

中セミナー、９８名結集の第４回文化ゼミナールなどが舳先の役割をはたしました。この前進の要因は、

情勢と課題にかみ合うという内容設定がつくり出す条件は小さくはありませんが、学習教育活動家の活動

がレベルアップしたことが決定的な要因です。第４８回定期総会で確立したブロック体制と毎月１回の常

任理事会の開催によって、結集するすべての学習教育活動家が科学的社会主義を労働者に広げることの意

義を自覚し奮闘したことです。これまで積み上げてきた力が発揮されつつあると言ってよいと思います。

しかし、科学的社会主義を体系的に学ぶ中央労働学校は、前進をつくりだしているとは言えません。そ

れは、はじめて科学的社会主義を学ぶ青年・労働者を毎回結集することが問われているからです。対象者

のひろがりや対話の内容を一層高めなければ持続的に前進させることはできないのです。加えて〝全２０

講義と次の開校の準備〟を視野に入れた運営活動の前進は、多くの本科生を結集する基礎的な条件です。

この２つの問題が克服できていないのです。

わたしたちは、こうした量的な前進にとどまってはいません。第１回理事会以後、第３５回集中セミナー

の取り組みを通じて獲得してきた「定員締め切り運動」を実現する事です。「定員締め切り運動」は量的

な意味で展開されるのではなく、２週間前には〝定員締め切り〟を宣言し、事前の学習と当日参加を徹底

する活動を行うことが中心的な活動です。ですから、常に複数の課題を同時並行的に展開する「組織力」

が学習教育活動家に求められますし、事前の学習を援助する準備学習（独習）が求められます。「一人ひ

とりのレベルでの学習教育運動」が、学習教育活動家のところで展開されてゆくのが「定員締め切り運動」

です。残念ながらこれを実行に移す活動が展開できず、当日参加をよびかける段階にとどまっているのが

現在の到達点です。──第３５回集中セミナーは１００名、第４回文化ゼミナールは９８名と定員１００

名を達成してはいるわけですが「定員締め切り運動」にはなっていないのです。

学習教育活動家の「一人ひとりのレベルでの学習教育運動」はこれだけではありません。受講した労働

者の講義に対する感想をきちんと聞き出しながら、さらに成長を援助する〝成長に向き合う〟活動を日常

的に展開することが自覚的に広がりつつあります。また、学習活動家の独習（相手の問題意識に対応出来

るし、それぞれの問題意識で学ぶことが出来る）が決定的な力になります。系統立てて展開できるのは、

〝顔を合わせ立ち話ができる条件〟をもっている「職場」です。先進的な活動は自治体職場で展開されて

います。職場で青年を結集させる重要な条件をつくり出していると思われます。


