
そ
れ
で
は
、
西
田
が
そ
こ
で
出
発
点
に
置
い
た
「
日
常
の
経
験
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
「
日
常
の
経
験
」
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
哲

学
に
お
け
る
「
経
験
」
と
い
え
ば
、
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
「
純
粋
経
験
」
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
上
の
引
用
で
も

西
田
は
、
昭
和
一
二
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
講
演
「
歴
史
的
身
体
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
或
は
「
場
所
の
論
理
」

：
…
・
其
の
論
理
は
な
か
な
か
む
づ
か
し
く
て
完
成
さ
れ
た
と
は
自
分
で
も
考
へ
な
い
。
…
…
併
し
何
分
に
も
論
理
の
完
成
ば
か
り
を
ま
っ
て
ゐ

て
は
限
り
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
昨
年
位
か
ら
、
論
理
を
決
し
て
離
れ
る
で
は
な
い
が
、
我
々
に
直
接
な
、
『
善
の
研
究
』
で
考
察
し
た
や

う
な
日
常
の
経
験
に
帰
り
、
そ
こ
か
ら
出
立
し
て
こ
の
問
題
を
考
へ
て
み
よ
う
と
す
る
や
う
に
な
っ
た
」
ロ
と
麗
巴
（
‐
）
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
昭
和
一
○
年
か
ら
一
二
年
こ
ろ
に
か
け
て
の
、
著
作
で
言
え
ば
『
哲
学
論
文
集
第
一
』
か
ら
『
哲
学
論
文
集
第
二
』
に
収
め
ら

れ
る
諸
論
文
で
の
西
田
の
課
題
は
、
こ
れ
ま
で
追
求
し
て
き
た
「
論
理
」
を
、
「
日
常
の
経
験
」
に
帰
っ
て
、
も
う
一
度
よ
り
具
体
的
に
考
え

て
み
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
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本
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史
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史
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西
田
は
そ
れ
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
期
西
田
哲
学
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
「
経
験
」
が
そ
れ
と
同
じ
「
経
験
」
で
あ
っ
た
と
簡
単

に
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
日
常
の
経
験
」
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
態
度
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
何
を
も
っ
て
「
日
常
の
経
験
」
と

す
る
か
と
い
う
点
ま
で
も
が
、
初
期
の
西
田
哲
学
と
後
期
の
西
田
哲
学
と
で
一
致
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
期
西
田
哲
学
の

出
発
点
と
し
て
の
「
日
常
の
経
験
」
は
、
あ
く
ま
で
も
後
期
西
田
の
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
解
明
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
西
田
は
、

上
の
引
用
に
続
く
箇
所
で
、
後
期
思
想
の
基
盤
と
な
る
日
常
の
経
験
と
し
て
、
「
純
粋
経
験
」
と
は
か
な
り
位
相
を
異
に
す
る
経
験
を
挙
げ
て

い
る
。
西
田
は
述
べ
る
、
「
こ
の
日
常
経
験
と
い
ふ
も
の
が
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
、
そ
れ
は
つ
ま
り
我
々
が
働
く
世
界
の
こ
と

で
あ
る
。
…
…
と
こ
ろ
が
働
く
と
は
ど
う
い
ふ
こ
と
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
、
働
く
と
は
物
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
さ
う
い
ふ
我
々
の
日

常
経
験
の
世
界
は
歴
史
の
世
界
で
あ
る
と
言
っ
て
い
と
［
置
忘
亀
］
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
期
西
田
が
出
発
点
と
す
る
「
日
常
の
経
験
」
と
は
、
「
物
を
作
る
」
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
制
作
」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
期
西
田
哲
学
を
よ
り
具
体
的
に
、
日
常
の
経
験
に
即
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の

経
験
的
基
盤
と
し
て
の
「
制
作
」
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
、
二
」
「
二
」

「
三
」
に
お
い
て
、
後
期
西
田
に
お
け
る
「
制
作
」
の
思
想
の
分
析
を
お
こ
な
う
。
そ
の
際
、
こ
の
思
想
の
性
格
を
一
層
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

そ
れ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
と
の
対
比
を
お
こ
な
う
予
定
で
あ
る
。

さ
て
、
前
の
引
用
の
末
尾
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
制
作
」
と
し
て
の
「
日
常
の
経
験
」
は
、
ど
こ
ま
で
も
歴
史
的
世
界
に
即
し
た
行

為
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
西
田
哲
学
と
い
え
ば
、
単
に
歴
史
的
世
界
の
範
囲
内
で
の
問
題
の
み
を
あ
つ
か
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
そ
れ

を
越
え
た
次
元
、
宗
教
の
次
元
へ
の
視
座
を
含
む
哲
学
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
た
と
き
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も

歴
史
的
世
界
に
お
け
る
行
為
と
し
て
の
「
制
作
」
を
も
っ
て
、
宗
教
的
な
次
元
を
も
含
め
た
西
田
哲
学
の
全
体
の
経
験
的
基
盤
と
す
る
こ
と

の
妥
当
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
「
制
作
」
と
い
う
経
験
を
出
発
点
と
し
て
西
田
哲
学
を
全
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

歴
史
的
世
界
に
お
け
る
制
作
の
立
場
ｌ
後
期
西
田
哲
学
の
経
験
的
基
盤
ｌ
〔
杉
本
〕

五
七



中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
西
田
の
思
想
の
進
展
に
お
い
て
一
つ
の
動
力
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
単
に
自
己
の
内
部
に
解
消
さ
せ
る
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
、
自
己
の
外
な
る
も
の
を
如
何
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
っ
た
。
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
（
昭
和
五
年
）
に
お

い
て
完
成
さ
れ
た
「
絶
対
無
の
自
覚
」
の
立
場
は
、
も
っ
と
も
深
い
自
己
の
自
覚
か
ら
す
べ
て
を
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
立
場
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

そ
れ
に
対
し
て
は
、
自
己
の
外
な
る
他
者
、
す
な
わ
ち
「
汝
」
と
い
う
問
題
が
も
ち
だ
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
（
昭
和
七
年
）

の
到
達
点
と
し
て
の
「
私
と
汝
」
の
立
場
に
お
い
て
一
旦
の
解
決
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
「
私
」
と
「
汝
」
と
い
う
二
つ
の
個
物
の
相
互
限
定

を
基
盤
と
す
る
こ
の
立
場
に
対
し
て
は
、
更
に
、
私
と
汝
と
の
直
接
無
媒
介
な
結
び
つ
き
に
お
い
て
は
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
客
観
的
な
外

界
と
い
う
問
題
が
突
き
つ
け
ら
れ
る
。
「
制
作
」
と
い
う
思
想
も
、
こ
の
よ
う
な
思
想
的
進
展
の
中
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
も
自

己
が
自
己
の
外
な
る
も
の
と
関
係
す
る
と
い
う
事
態
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

「
制
作
」
と
は
、
「
外
に
物
を
作
る
」
こ
と
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
「
物
」
と
は
、
「
客
観
的
に
し
て
一
般
的
な
も
の
、
我
々
の
如
何
と
も
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
変
ず
る
も
の
」
宙
薗
司
］
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
我
々
の
自
己
の
内
部
に

解
消
さ
れ
な
い
、
我
々
の
自
己
の
外
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
「
制
作
」
と
は
、
そ
の
意
味
で
の
客
観
的
な
「
物
」
に
は
た
ら
き
か
け
、
そ
れ
を

変
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
田
は
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
実
際
に
働
く
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
主
観
的
な
動
作
で
な
く
、
客
観

的
に
、
外
界
に
現
れ
る
「
制
作
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
「
働
く
と
は
唯
我
々
が
思
ふ
こ
と
で
は
な
く
、
実
際
に
働
く
と
は
物
を

ま
た
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
可
能
性
を
保
証
す
る
た
め
に
、
「
四
」
「
五
」
に
お
い
て
、
「
制
作
」
と
い
う
経
験
そ

の
も
の
の
中
に
、
超
越
的
な
も
の
、
宗
教
的
な
も
の
へ
の
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

日
本
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史
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作
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
働
き
は
総
て
制
作
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
制
作
と
い
ふ
こ
と
が
余
程
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
ふ
。
働
く
と

は
よ
く
主
観
的
動
作
だ
け
に
考
へ
ら
れ
る
。
我
々
が
手
を
動
か
す
と
か
足
を
動
か
す
と
か
い
ふ
や
う
に
主
観
的
動
作
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
が
、

制
作
は
動
作
の
結
果
と
な
っ
て
客
観
的
に
現
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
ロ
と
ｇ
巴
。

こ
の
思
想
が
出
さ
れ
た
時
期
の
西
田
は
、
三
木
清
や
戸
坂
潤
ら
、
西
田
に
先
立
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
を
導
入
し
て
い
た
門
下
生
の
影
響
も
あ
っ

て
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
問
題
に
極
め
て
大
き
な
関
心
を
向
け
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
こ
の
「
制
作
」
の
思
想
に
は
、
一
九
三
二
（
昭

和
七
）
年
に
公
開
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
（
・
き
き
ミ
詩
尽
も
雪
§
§
言
§
ぬ
一
合
電
昌
寺
言
邑
（
２
）
か
ら
の
強
い
影
響
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
マ
ル
ク
ス
は
同
書
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
物
」
が
、
「
自
己
意
識
の
外
化
が
物
性
を
措
定
す
る
」
ロ
９
国
Ｅ
］

と
い
う
形
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
「
自
己
意
識
」
の
内
部
で
考
え
ら
れ
た
か
ぎ
り
で
の
「
物
」
で
は
な
く
、

現
実
的
で
感
性
的
な
対
象
と
し
て
の
「
物
」
を
と
ら
え
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ま
さ
に
、
自
己
の
外
な

る
「
物
」
を
強
調
す
る
後
期
西
田
が
関
心
を
寄
せ
た
点
で
あ
っ
た
。

「
外
に
物
を
作
る
」
こ
と
と
し
て
の
「
制
作
」
に
お
い
て
、
我
々
は
外
界
と
の
弁
証
法
的
な
関
係
に
入
る
。
そ
れ
は
、
我
が
物
を
限
定
す
る

と
共
に
物
が
我
を
限
定
す
る
、
あ
る
い
は
、
主
観
が
客
観
を
限
定
す
る
と
共
に
客
観
が
主
観
を
限
定
す
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
我
々
が
物
を

作
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
か
ら
物
へ
の
一
方
的
な
限
定
と
し
て
は
成
立
し
な
い
。
我
々
が
客
観
的
に
物
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
我
々

の
外
な
る
物
に
従
う
こ
と
、
我
々
が
物
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
西
田
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「
我
々

の
物
を
作
る
働
き
そ
の
も
の
が
固
、
物
の
世
界
か
ら
生
れ
る
」
宙
お
］
・
一
方
、
物
が
我
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
と
き
、
そ
こ
で
作
ら

れ
る
物
は
、
既
に
作
っ
た
我
々
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
我
々
を
離
れ
、
客
観
界
に
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
も
は
や
我
々

の
意
の
ま
ま
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
作
ら
れ
た
物
は
再
び
我
々
の
外
か
ら
我
々
を
動
か
す
。
西
田
は
言
う
、
「
物

は
我
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
何
処
ま
で
も
自
立
的
な
も
の
と
し
て
逆
に
我
々
を
動
か
す
」
［
里
巴
。
以
上
の
よ
う
に
、
我
々

歴
史
的
世
界
に
お
け
る
制
作
の
立
場
ｌ
後
期
西
田
哲
学
の
経
験
的
基
盤
ｌ
〔
杉
本
〕
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西
田
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
「
制
作
」
と
い
う
あ
り
方
を
、
他
の
動
物
に
は
見
ら
れ
な
い
人
間
固
有
の
あ
り
方
と
し
て
規
定
す
る
。
「
動

物
も
物
を
作
る
、
海
狸
の
如
き
は
巧
妙
な
建
築
家
と
云
は
れ
る
。
又
或
動
物
は
道
具
を
作
る
と
す
ら
考
へ
ら
れ
る
。
併
し
動
物
は
物
を
物
と
し

て
見
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
、
動
物
は
対
象
界
を
有
た
な
い
」
宙
薗
司
］
。
動
物
も
、
た
と
え
ば
ビ
ー
バ
ー
が
巧
妙
に
巣
を
作
る
よ
う
に
、
「
物

を
作
る
」
。
し
か
し
西
田
に
よ
れ
ば
、
動
物
は
、
本
当
の
意
味
に
お
い
て
「
制
作
」
す
る
、
す
な
わ
ち
「
外
に
物
を
作
る
」
と
は
言
え
な
い
。

西
田
は
、
動
物
は
「
物
を
物
と
し
て
見
る
」
こ
と
が
な
い
と
言
う
。
「
物
を
物
と
し
て
見
る
」
と
い
う
の
は
、
「
物
」
を
真
の
意
味
で
の
「
物
」

と
し
て
、
つ
ま
り
、
我
々
の
外
界
に
属
す
る
客
観
的
な
対
象
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
動
物
が
物
を
作
る
と
言
わ

れ
る
と
き
の
「
物
」
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
物
」
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ビ
ー
バ
ー
が
木
の
枝
で
巣
を
作
る
と
い
う
と
き
、
彼
は
当
然

木
の
枝
を
目
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
木
の
枝
そ
の
も
の
と
し
て
は
見
て
い
な
い
。
ビ
ー
バ
ー
は
木
の
枝
を
自
分
の
巣
を
つ
く

る
た
め
の
材
料
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
木
の
枝
は
、
あ
く
ま
で
も
ビ
ー
バ
ー
の
生
命
に
直
接
関
わ
る
限
り
で
し
か
ビ
ー
バ
ー
の

視
野
に
入
っ
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
は
、
木
の
枝
が
ビ
ー
バ
ー
の
外
に
客
観
的
に
あ
る
「
物
」
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ビ
ー

バ
ー
に
お
い
て
は
、
巣
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
自
己
の
内
部
で
の
働
き
で
あ
り
、
自
己
の
外
に
物
を
作
る
「
制
作
」
の
意
義
を
も

つ
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
人
間
に
お
い
て
は
、
自
己
と
自
己
の
外
な
る
客
観
界
と
の
区
別
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
外
に
物
を
作
る
「
制
作
」

を
通
し
て
自
己
と
外
界
と
が
関
係
す
る
と
い
う
事
態
も
成
立
す
る
。
こ
こ
に
動
物
に
は
見
ら
れ
な
い
人
間
の
行
為
の
特
徴
が
あ
る
と
す
る
の
が

は
物
を
作
る
と
同
時
に
物
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
物
は
我
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
同
時
に
我
々
を
作
る
。
こ
れ
が
、
「
外

に
物
を
作
る
」
こ
と
と
し
て
の
「
制
作
」
に
含
ま
れ
る
弁
証
法
的
関
係
で
あ
る
。
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マ
ル
ク
ス
は
、
動
物
は
自
分
に
直
接
必
要
な
も
の
だ
け
を
生
産
す
る
と
言
う
。
動
物
が
生
産
し
た
も
の
、
た
と
え
ば
ビ
ー
バ
ー
が
作
っ
た
巣
は
、

あ
く
ま
で
も
ビ
ー
バ
ー
の
肉
体
的
欲
求
の
範
囲
内
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
普
遍
的
」
な
物
、
す
な
わ
ち
自
己
が
自
分
の
た
め
に
作
っ

た
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
客
観
的
に
存
在
す
る
物
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
動
物
は
真
の
意
味

で
「
物
を
作
る
」
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
西
田
の
考
え
と
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
は
、
人
間
は
動
物
と
違
っ
て
、
「
普
遍
的
」

に
、
す
な
わ
ち
「
肉
体
的
欲
求
か
ら
自
由
に
」
生
産
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
主
張
も
、
動
物
と
は
異
な
っ
た
人
間
の
制
作
の
独
特
の
あ

り
方
と
し
て
西
田
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
通
ず
る
。
肉
体
的
欲
求
か
ら
自
由
に
生
産
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
田
が
言
う
と
こ
ろ
の
真
に
「
物

を
作
る
」
と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
た
め
の
必
須
の
条
件
を
な
し
て
い
る
。
肉
体
的
欲
求
に
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
人
は
自
分
の
肉

体
に
直
接
関
係
す
る
か
ぎ
り
で
し
か
「
物
」
に
対
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
真
の
意
味
で
「
外
に
物
を
作
る
」
と
い
う

こ
と
は
成
立
し
な
い
。
自
己
の
肉
体
的
欲
求
か
ら
離
れ
た
も
の
、
自
己
の
外
な
る
客
観
界
に
属
す
る
も
の
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
（
「
物

を
物
と
し
て
見
る
」
）
、
そ
れ
に
自
由
に
立
ち
向
か
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
真
に
「
物
を
作
る
」
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
の
で

あ
る
。 西

田
の
こ
の
主
張
に
も
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
か
ら
の
影
響
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
上
に
引
用
し
た
西
田
の
文
章
は
、
『
経
済
学
・
哲

学
草
稿
』
の
次
の
箇
所
を
典
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
な
る
ほ
ど
、
動
物
も
ま
た
生
産
す
る
。
蜂
や
海
狸
や
蟻
な
ど
の
よ
う
に
、
動
物
は

巣
や
住
居
を
つ
く
る
。
し
か
し
動
物
は
、
た
だ
自
分
ま
た
は
そ
の
仔
の
た
め
に
直
接
必
要
と
す
る
も
の
だ
け
し
か
生
産
し
な
い
。
す
な
わ
ち
一

面
的
に
生
産
す
る
。
と
こ
ろ
が
人
間
は
普
遍
的
に
生
産
す
る
。
動
物
は
た
ん
に
直
接
的
な
肉
体
的
欲
求
に
支
配
さ
れ
て
生
産
す
る
だ
け
で
あ

る
が
、
他
方
、
人
間
そ
の
も
の
は
肉
体
的
欲
求
か
ら
自
由
に
生
産
し
、
し
か
も
肉
体
的
欲
求
か
ら
の
自
由
の
中
で
は
じ
め
て
真
に
生
産
す
る
」

る
が
、
杣

西
田
の
主
張
で
あ
る
。

［
、
、
釦
②
③
］
。

歴
史
的
世
界
に
お
け
る
制
作
の
立
場
１
１
後
期
西
田
哲
学
の
経
験
的
基
盤
ｌ
〔
杉
本
〕

一
ハ
ー



今
「
身
体
」
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
た
が
、
人
間
の
「
身
体
」
と
い
う
も
の
も
独
特
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
動
物
に
お
い
て
は
、
道
具
と
い
っ

て
も
身
体
の
延
長
で
し
か
な
い
と
言
わ
れ
た
の
だ
が
、
人
間
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
「
人
間
は
音
に
物
を
道
具
と
し
て
有
つ
の
み

な
ら
ず
、
自
己
の
身
体
を
も
道
具
と
し
て
有
つ
」
［
望
麗
巴
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
に
お
い
て
は
、
身
体
が
「
道
具
」
と
し
て
の
性
格

を
も
つ
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
お
け
る
道
具
と
は
、
自
己
の
外
な
る
「
物
」
と
し
て
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
と
い
う
意
味
を
も
つ

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
人
間
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
「
身
体
」
も
、
一
種
の
道
具
と
し
て
自
己
の
外
界
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
が
動
物
に
は
見
ら
れ
な
い
人
間
固
有
の
行
為
と
し
て
の
「
制
作
」
に
お
い
て
外
界
と
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
道
具
」

お
よ
び
「
身
体
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
し
て
よ
り
具
体
的
な
姿
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
道
具
を
用
い
て
物
を
作
る
。
西
田
は
、
人

間
を
「
道
具
を
作
る
動
物
」
と
す
る
定
義
に
賛
意
を
表
明
し
、
「
動
物
も
或
程
度
の
道
具
を
有
つ
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
真
に
道
具
を
有
つ
と

は
云
ひ
得
な
い
で
あ
ら
う
」
［
望
喝
ご
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
西
田
が
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
や
は

り
、
自
己
の
外
な
る
外
界
と
の
関
係
と
い
う
人
間
独
自
の
あ
り
方
で
あ
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
「
道
具
と
い
ふ
も
の
は
、
既
に
客
観
化
せ
ら
れ

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
身
体
を
離
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
他
を
以
て
代
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
宙
薗
冨
ｌ
巴
。
道
具
が
こ
の
よ
う
に
我
々
の
外
に
あ
る
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
そ
れ
を
使
っ
て
外
に
物
を

作
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
動
物
に
お
い
て
は
、
道
具
を
使
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
と
き
に
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

「
身
体
的
動
作
の
延
長
以
上
の
も
の
で
な
い
」
雷
両
司
］
と
言
わ
れ
る
。
動
物
は
身
体
を
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
を
お
こ
な
う

が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自
分
の
生
命
を
維
持
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
で
あ
り
、
そ
の
目
的
を
外
れ
た
動
作
を
お
こ
な
う
こ
と
は
あ
り
え
な

い
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
動
物
に
お
い
て
は
道
具
を
使
う
と
い
う
こ
と
も
そ
の
延
長
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
動
物
に
と
っ
て
道
具
は
、
自
己

の
目
的
に
必
要
な
限
り
で
の
み
自
己
の
視
野
に
入
っ
て
く
る
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
こ
で
は
、
道
具
が
自
己
の
外
に
存
在
す
る
「
物
」
と
し
て

見
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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人
間
の
日
常
の
経
験
が
「
制
作
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
制
作
」
と
い
う
こ
と
が
以
上
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
常
に
外
界
と
の
関
係
の
中
で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
我
々
が
外
界
と
関
係
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
我
々
に
と
っ
て
如
何
と
も
し
が
た
い
外
界
か
ら
制
約
を
受
け
、
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
含
む
。
既
に
論
じ
た

よ
う
に
、
我
々
が
物
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
物
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
物
」
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
自
己

の
意
に
反
し
て
「
物
」
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
は
い
え
、
「
物
」
は
単
に
我
々
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
西
田
は
言
う
、
「
真
の
客
観
的
対
象
界
と
い
ふ
の
は
唯
、
我
々
の
努
力
と
か

動
作
と
か
い
ふ
も
の
に
、
抵
抗
す
る
と
か
否
定
す
る
と
か
い
ふ
も
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
を
も
包
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
我
々
が

之
に
於
て
あ
る
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
［
ミ
ョ
ユ
。
物
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
自

己
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
物
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
現
実
の
世
界
に
お
い
て
客
観
的
に
行
為
す
る
自

己
と
い
う
も
の
は
成
立
し
な
い
。
自
己
と
い
う
も
の
は
、
「
物
」
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
「
物
」
の
世
界
に
連
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

そ
う
で
あ
る
以
上
、
身
体
と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
私
の
身
体
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
単
に
私
と
い
う
個
人
的
自
己
の
内
側
の
み

か
ら
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
我
々
が
自
分
の
身
体
を
知
る
の
は
、
自
己
の
外
な
る
「
物
」
の
世
界
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
田
は

言
う
、
「
我
々
の
身
体
は
機
械
か
ら
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
身
体
を
内
か
ら
知
る
の
で
な
く
、
外
か
ら
知
る
の
で
あ
る
」
［
望
思
巴
。

人
間
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
、
身
体
は
単
に
個
人
的
自
己
の
内
部
に
属
す
る
も
の
で
な
く
し
て
外
界
に
属
す
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

我
々
は
身
体
を
用
い
て
客
観
的
に
制
作
す
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
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史
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世
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単
に
意
識
の
内
面
だ
け
に
あ
る
自
己
で
は
な
く
、
客
観
的
に
現
実
の
世
界
に
存
在
す
る
自
己
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
物
」
は
、

我
々
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
我
々
を
包
み
、
我
々
の
自
己
を
そ
こ
に
お
い
て
成
立
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
。

こ
こ
に
お
い
て
、
我
々
の
自
己
と
い
う
も
の
は
、
自
己
の
内
に
自
己
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
、
自
己
を
否
定
す
る
も
の
を
含
む
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
「
身
体
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
身
体
と
い
う
の
は
我
々
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
身
体
を
有
つ
こ
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
現
実
の
世
界
に
お
い
て
制
作
す
る
具
体
的
な
自
己
と
な
る
。
つ
ま
り
人
間
は
自
己
の
外
な
る
も
の
を
自
己
の
内
に
も
つ
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
真
に
自
己
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
人
間
の
生
命
の
独
特
の
あ
り
方
が
見
ら
れ
る
。
西
田
は
、
単
な
る
動
物
的
な
生
命
と
は

異
な
る
人
間
の
生
命
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
真
の
生
命
と
い
ふ
も
の
は
、
自
己
自
身
の
中
に
何
処
ま
で
も
否
定
を
含
む
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
真
の
歴
史
的
生
命
で
あ
る
」
［
望
麗
巴
。

制
作
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
の
生
命
が
否
定
を
含
む
生
命
で
あ
り
、
制
作
す
る
人
間
が
常
に
外
界
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
つ
つ
生
き
て
い
る

と
い
う
事
実
は
、
人
間
の
根
本
的
な
性
格
を
規
定
し
て
い
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
制
作
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
「
矛
盾
的
存
在
」
で
あ
り
、

人
間
の
世
界
は
制
作
の
世
界
で
あ
る
が
故
に
「
労
苦
の
世
界
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
「
我
々
が
歴
史
的
制
作
的
な
る
所
に
、
我
々
の
真
の
我

と
い
ふ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
此
世
界
は
労
苦
の
世
界
で
あ
る
、
人
間
は
自
由
と
必
然
と
の
矛
盾
的
存
在
で
あ
る
の
で
あ
る
」
［
唱
巴
。

自
己
の
身
体
を
離
れ
て
外
界
に
物
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
態
は
、
人
間
の
自
由
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
動
物
に
対
す
る

人
間
の
優
位
が
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
同
じ
事
態
が
同
時
に
、
人
間
の
世
界
が
苦
し
み
の
世
界
で
あ
る
所
以
と
も
な
る
。
人
間
が

制
作
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
人
間
に
お
い
て
は
、
動
物
の
世
界
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
外
界
と
の
対
立
が
生
れ
、
動
物
が
味
わ
う
こ
と
の

な
か
っ
た
苦
し
み
が
生
ず
る
。
我
々
の
日
常
の
経
験
と
し
て
の
制
作
が
、
人
間
に
こ
の
よ
う
な
両
義
性
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
も
現
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
、
人
間
に
お
け
る
生
産
の
仕
方
が
動
物
と
は
異
な
っ
て
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こ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
る
の
は
、
動
物
と
は
異
な
っ
た
人
間
に
お
け
る
生
産
の
あ
り
方
の
故
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
言
う
、
「
疎

外
さ
れ
た
労
働
は
、
人
間
か
ら
彼
の
生
産
の
対
象
を
奪
い
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
か
ら
彼
の
類
生
活
を
、
彼
の
現
実
的
な
類
的
対
象
性
を

奪
い
と
り
、
そ
し
て
動
物
に
対
す
る
人
間
の
長
所
を
、
人
間
の
非
有
機
的
身
体
す
な
わ
ち
自
然
が
彼
か
ら
取
り
さ
ら
れ
る
と
い
う
短
所
へ
と
変

え
て
し
ま
う
」
［
忠
ら
ユ
。
人
間
が
自
己
の
肉
体
的
欲
求
を
離
れ
て
、
自
己
の
外
部
に
属
す
る
も
の
を
も
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
は
、
人
間
が
類
と
し
て
も
つ
独
自
の
本
性
で
あ
り
、
そ
こ
に
人
間
の
動
物
に
対
す
る
長
所
が
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
疎
外
さ
れ
た

い
る
と
い
う
事
実
が
、
動
物
に
は
な
か
っ
た
苦
し
み
を
人
間
に
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
指
摘
は
、
『
経
済
学
・
哲
学
草

稿
』
に
お
け
る
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
の
思
想
の
中
に
見
ら
れ
る
。
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

西
田
と
の
対
比
の
た
め
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
労
働
が
生
産
す
る
対
象
、
つ
ま
り
労
働
の
生
産
物
が
、
ひ
と
つ
の
疎
遠
な
存
在
と
し
て
、
生

産
者
か
ら
独
立
し
た
力
と
し
て
、
労
働
に
対
立
す
る
」
宙
欝
亀
］
と
い
う
点
で
あ
る
。
人
間
が
自
分
の
肉
体
的
欲
求
を
越
え
て
普
遍
的
に
生
産

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
人
間
の
労
働
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
生
産
物
が
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
人
間
と
の
直
接
の
関
係
を
離

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
人
間
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
が
、
人
間
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
れ
を
生
み
出
し
た
人
間
に
と
っ
て
疎
遠
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
人
間
に
対
し
て
向
か
っ
て
く
る
と
い
う
事
態
が
生
ず
る
。
マ
ル
ク
ス
が
特
に

注
目
す
る
の
は
、
労
働
者
に
お
い
て
、
自
分
が
生
産
し
た
は
ず
の
も
の
が
自
分
の
も
の
と
は
な
ら
ず
、
労
働
者
に
と
っ
て
疎
遠
な
も
の
と
し
て

労
働
者
に
向
か
っ
て
く
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
述
べ
る
、
「
労
働
者
が
骨
身
を
削
っ
て
働
け
ば
働
く
ほ
ど
、
彼
が
自
分
に
対
立

し
て
創
造
す
る
疎
遠
な
対
象
的
世
界
が
ま
す
ま
す
強
大
と
な
り
、
彼
自
身
が
、
つ
ま
り
彼
の
内
的
世
界
が
い
よ
い
よ
貧
し
く
な
り
、
彼
に
帰
属

す
る
も
の
が
ま
す
ま
す
少
な
く
な
る
」
宙
要
冒
‐
巴
。
労
働
者
が
生
み
出
し
た
生
産
物
は
、
労
働
者
の
も
の
に
な
ら
ず
、
資
本
家
に
収
奪
さ
れ

る
た
め
、
労
働
者
が
多
く
を
生
産
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
資
本
家
の
手
に
入
る
生
産
物
が
多
く
な
り
、
資
本
家
は
強
大
と
な
り
、
労
働
者
に
対
す

る
た
め
、
労
働
者
が
多
く
を
生
産
．

る
支
配
を
強
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
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史
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労
働
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
悪
い
方
向
に
は
た
ら
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
生
産
物
が
人
間
か
ら
取
り
去
ら
れ
る
と
い
う
短
所

と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
。
動
物
の
よ
う
に
、
自
己
の
肉
体
的
欲
求
の
範
囲
内
の
も
の
し
か
生
産
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
労
働
の
疎
外
と
い
う

こ
と
も
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
は
動
物
に
は
な
い
長
所
を
も
つ
が
故
に
、
か
え
っ
て
、
自
己
が
生
産
し
た
は
ず
の
も
の
に

支
配
さ
れ
る
と
い
う
、
動
物
に
は
な
い
苦
し
み
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

西
田
の
「
制
作
」
の
立
場
が
ど
の
よ
う
に
し
て
宗
教
的
な
も
の
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
西
田
と
マ
ル
ク

ス
と
の
相
違
点
を
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
西
田
と
マ
ル
ク
ス
と
の
間
に
、
た
と
え
上
に
述
べ
て
き
た
か
ぎ
り
で
の
「
制
作
」
お
よ

び
「
労
働
」
の
分
析
に
お
い
て
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
両
者
が
そ
の
よ
う
な
分
析
を
お
こ
な
っ
た
そ
も
そ
も
の
意
図
は
か
な

り
異
な
っ
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
が
「
労
働
」
の
分
析
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
労
働
者
と
い
う
階
級
に
固
有
の
問
題
と
し
て
で
あ
っ

た
。
資
本
主
義
社
会
の
中
で
搾
取
さ
れ
て
い
る
労
働
者
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
そ
の
社
会
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
図
し
て
、
マ

ル
ク
ス
は
上
の
分
析
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
論
ぜ
ら
れ
た
「
労
働
」
の
構
造
は
、
あ
く
ま
で
も
資
本
主
義
社
会

に
お
け
る
労
働
者
に
お
い
て
の
み
当
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
労
働
者
以
外
の
階
級
に
お
い
て
は
、
ま
た
、
資
本
主
義
社
会
の
社
会
構
造
が
成

以
上
の
節
で
は
、
西
田
の
言
》

ら
解
明
し
て
き
た
。
次
の
課
題

い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

西
田
の
言
う
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立
し
て
い
な
い
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
構
造
が
常
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
西
田
に
よ
る
「
制
作
」
の
分
析
は
、

特
定
の
時
代
の
特
定
の
階
級
に
と
っ
て
の
問
題
に
は
限
定
さ
れ
な
い
。
西
田
が
分
析
す
る
「
制
作
」
の
構
造
は
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
行
為

し
つ
つ
あ
る
人
間
で
あ
る
以
上
、
如
何
な
る
時
代
の
如
何
な
る
階
級
に
属
す
る
人
間
に
も
当
て
は
ま
る
構
造
で
あ
る
。
西
田
が
「
制
作
」
論
に

お
い
て
意
図
し
た
の
は
、
現
実
の
世
界
に
生
き
る
す
べ
て
の
人
間
が
も
っ
て
い
る
構
造
を
解
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
３
）
。

両
者
の
意
図
の
こ
の
よ
う
な
相
違
か
ら
帰
結
す
る
の
が
、
作
ら
れ
て
作
る
労
苦
の
世
界
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
、
労
働
が
疎
外
さ
れ
て
い
る

と
い
う
現
実
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
態
度
の
違
い
で
あ
る
。
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
の
疎
外
と
い
う
こ
と
を
現
在
の
社
会

に
お
け
る
労
働
者
階
級
に
固
有
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
労
働
が
疎
外
さ
れ
て
い
る
の
は
現
在
の
資
本

主
義
社
会
に
お
け
る
労
働
者
に
お
い
て
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
社
会
で
、
労
働
が
疎
外
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
も
あ
り
う
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
（
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
の
段
階
で
の
マ
ル
ク
ス
の
考
え
で
は
、
）
疎
外
さ
れ
て
い
な
い
労
働
こ
そ
、
人

間
の
本
質
と
し
て
の
本
来
の
労
働
で
あ
り
、
労
働
の
疎
外
は
そ
の
否
定
態
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
疎
外

さ
れ
た
労
働
と
い
う
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
、
（
将
来
実
現
さ
れ
る
べ
き
共
産
主
義
社
会
に
お
い
て
）
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
ま
た
克
服
さ

れ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
西
田
の
考
え
で
は
、
制
作
に
お
い
て
作
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
我
々
が
動
か
さ
れ
、
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ

ま
で
い
っ
て
も
克
服
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
事
態
で
は
な
い
。
西
田
に
お
い
て
は
、
作
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

す
べ
て
の
人
間
が
も
た
ざ
る
を
え
な
い
不
可
避
的
な
構
造
に
属
す
る
。
我
々
は
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
行
為
し
つ
つ
あ
る
人
間
で
あ
る
以
上
、

そ
の
構
造
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
世
界
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
矛
盾
の
世
界
で
あ
り
労
苦
の
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
現

実
の
世
界
に
お
い
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
た
と
え
労
働
者
以
外
の
階
級
の
人
間
で
あ
っ
て
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
構
造
を

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
た
と
え
未
来
に
お
い
て
何
ら
か
の
理
想
的
な
社
会
が
実
現
さ
れ
た
と
し
て
も
、
人
間
が
や
は
り
現
実
の
世
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界
に
お
い
て
行
為
す
る
人
間
で
あ
る
以
上
、
労
苦
の
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
西
田
は
、
矛
盾
が
解
決

さ
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
社
会
と
い
う
理
想
を
断
念
し
、
矛
盾
の
世
界
と
し
て
の
人
間
の
世
界
を
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受

け
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
西
田
は
述
べ
る
、
「
世
界
は
矛
盾
か
ら
矛
盾
に
行
く
。
現
実
の
世
界
は
自
己
矛
盾
に
始
っ
て
何
処

ま
で
行
っ
て
も
自
己
矛
盾
的
で
あ
る
。
真
に
生
き
る
も
の
は
い
つ
も
自
己
矛
盾
の
剣
刃
上
に
居
る
の
で
あ
る
」
［
更
さ
巴
。

西
田
と
マ
ル
ク
ス
と
の
以
上
の
よ
う
な
相
違
は
、
超
越
の
次
元
、
宗
教
の
次
元
に
対
す
る
両
者
の
態
度
の
違
い
を
も
た
ら
す
。
周
知
の
よ
う

に
マ
ル
ク
ス
は
、
宗
教
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
。
マ
ル
ク
ス
の
考
え
で
は
、
現
実
の
世
界
の
問
題
は
、
現
実
の
世
界
の
中
で
克
服
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
現
実
の
世
界
に
お
け
る
克
服
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
宗
教
を
も
ち
だ
す
必
要
は
な
い
。

む
し
ろ
、
宗
教
を
も
ち
だ
し
、
そ
こ
に
現
実
の
世
界
の
苦
し
み
か
ら
の
慰
安
を
求
め
る
の
は
、
現
実
の
問
題
の
克
服
へ
の
努
力
を
怠
る
こ
と
で

あ
り
、
現
実
か
ら
の
逃
避
に
す
ぎ
な
い
。
宗
教
が
阿
片
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
現
実
の
世
界
の
矛
盾
が
い
つ
か

解
決
さ
れ
る
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
理
想
を
拒
否
し
た
西
田
に
お
い
て
は
、
現
実
の
世
界
と
は
次
元
を
異
に
す
る
超
越
的
な
も
の
へ
の
視
点

へ
の
要
求
が
生
ま
れ
る
。
西
田
の
考
え
で
は
、
現
実
の
世
界
の
苦
し
み
が
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
解
決
さ
れ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
た
人
間
は
、
不

可
避
的
に
宗
教
を
求
め
る
。
自
己
の
有
限
性
を
知
っ
た
人
間
が
自
己
を
越
え
る
も
の
を
求
め
て
止
ま
な
い
の
は
必
然
的
で
あ
る
。
西
田
は
言
う
、

「
何
故
に
我
々
の
自
己
は
、
そ
の
根
抵
に
於
て
宗
教
的
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
底
に
深
く
反
省
す
る
に
従
っ
て
、
即
ち
自
覚
す
る
に
従
っ
て
、

宗
教
的
要
求
と
云
ふ
も
の
が
現
れ
、
宗
教
的
問
題
に
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
上
に
云
っ
た
如
く
、
我
々
の
自
己
は
、
絶
対
に
自

己
矛
盾
的
存
在
な
る
が
故
で
あ
る
」
［
巨
産
ｇ
］
。
人
間
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
自
己
矛
盾
的
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
誰
で
も
深
く
反
省
す
る
に

従
っ
て
宗
教
的
要
求
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
が
西
田
の
考
え
で
あ
る
。
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西
田
は
以
上
の
よ
う
に
し
て
人
間
が
宗
教
を
求
め
る
こ
と
の
必
然
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
「
制
作
」
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
、
つ
ま
り
、
如
何
に
し
て
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
「
制
作
」
の
中

に
宗
教
的
な
も
の
が
現
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
、
制
作
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
に
宗
教
的
要
求
が
起
ら
ざ
る
を
え
な
い
所
以
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
上
の
引
用
に
も
言
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
人
間
に
宗
教
的
要
求
が
起
る
動
機
と
な
る
の
は
、
人
間
の
存
在
が
本
来
的
に
自
己
矛
盾
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
西

田
は
、
「
宗
教
の
問
題
は
、
価
値
の
問
題
で
は
な
い
。
我
々
が
、
我
々
の
自
己
の
自
己
矛
盾
的
存
在
た
る
こ
と
を
自
覚
し
た
時
、
我
々
の
自
己

の
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
」
ロ
ミ
＄
と
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
「
価
値
の
問
題
」
と
「
存
在
そ
の
も
の
の
問
題
」
と
が
対
比

さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
西
田
は
宗
教
と
道
徳
と
を
厳
密
に
区
別
し
、
後
者
が
「
価
値
の
問
題
」
に
関
わ
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
「
存
在
そ
の

も
の
の
問
題
」
に
関
わ
る
と
考
え
る
。

道
徳
に
お
い
て
は
、
我
々
が
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
べ
き
何
ら
か
の
価
値
基
準
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
善
で
あ
り
そ
れ
に
反
す

る
こ
と
が
悪
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
形
で
問
題
が
立
て
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
は
、
何
が
善
で
あ
り
、
何
を
為
す
べ
き
か

を
知
れ
ば
、
そ
れ
を
実
際
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
自
己
と
い
う
も
の
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
自
己
に
そ
の
よ
う
な
力
が
あ
る
と
い
う
前

提
の
も
と
で
は
じ
め
て
、
善
を
褒
め
、
悪
を
難
ず
る
と
い
う
こ
と
が
意
味
を
も
つ
。
け
れ
ど
も
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
自

己
と
い
う
も
の
そ
の
も
の
が
疑
問
に
付
せ
ら
れ
る
事
態
が
し
ば
し
ば
起
る
。
人
は
し
ば
し
ば
、
た
と
え
何
が
善
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
た
と
し

て
も
、
そ
れ
を
自
由
に
為
す
こ
と
が
で
き
ず
、
悪
を
為
し
て
し
ま
う
。
し
か
も
そ
の
際
、
そ
の
悪
が
、
自
分
が
如
何
に
努
力
し
て
自
分
の
力
を

歴
史
的
世
界
に
お
け
る
制
作
の
立
場
ｌ
後
期
西
田
哲
学
の
経
験
的
基
盤
ｌ
〔
杉
本
〕
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高
め
て
い
っ
て
も
、
そ
の
延
長
線
上
で
は
決
し
て
克
服
で
き
な
い
こ
と
、
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
の
無
力
に
由
来
す
る
こ
と
と
し
て
自
覚
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
い
。
自
己
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
で
あ
り
な
が
ら
、
自
己
の
底
に
自
己
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
も
の
を
も
っ
て

い
る
。
こ
れ
が
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
の
底
に
潜
む
自
己
矛
盾
で
あ
り
、
こ
れ
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
る
の
が
宗
教
の
問
題
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
我
々
に
こ
の
よ
う
な
自
己
の
存
在
の
自
己
矛
盾
を
自
覚
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
経
験
の
最
も
日
常
的
な
も
の
の
一
つ
が

「
制
作
」
で
あ
る
。
制
作
に
お
い
て
我
々
は
自
己
の
外
に
物
を
作
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
そ
の
「
物
」
は
我
々
を
離
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
の
思
い
通
り
に
動
い
て
は
く
れ
ず
、
む
し
ろ
我
々
を
我
々
の
意
志
に
反
し
て
動
か
し
て
く
る
。
我
々
は
現
実
の
世
界
に

お
い
て
制
作
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
外
か
ら
動
か
さ
れ
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
も
我
々
は
、
外
か
ら
否
定
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
制
作
す
る
自
己
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
意
味
で
我
々
は
、
制
作
に
お
い
て
、
自
己
が
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
意
志

に
よ
っ
て
自
己
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
自
己
を
否
定
す
る
も
の
と
の
関
係
の
中
で
は
じ
め
て
自
己
と
な
る
と

い
う
、
自
己
存
在
の
底
に
潜
む
自
己
矛
盾
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
制
作
を
離
れ
た
観
照
の
立
場
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
反
省
は
起
っ

て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
己
矛
盾
の
自
覚
は
、
実
際
に
制
作
の
中
に
入
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
深
刻
な
反
省
と
し
て
現
れ
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
自
覚
が
、
我
々
を
駆
り
立
て
て
宗
教
的
要
求
を
起
こ
さ
せ
る
。
「
制
作
」
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
宗
教
の
問
題
に
つ

な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の

「
制
作
」
の
中
で
宗
教
的
要
求
を
も
っ
た
我
々
は
、
そ
の
要
求
に
応
ず
る
「
絶
対
」
あ
る
い
は
「
神
」
と
い
う
べ
き
も
の
を
求
め
る
。
し
か
る
に
、

そ
の
「
絶
対
」
が
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
、
「
制
作
」
の
世
界
と
し
て
の
歴
史
的
世
界
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
求

め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
西
田
は
述
べ
る
、
「
我
々
は
創
造
物
と
し
て
、
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
内
か
ら
も
外
か
ら
も
神
に
連
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
外
に
於
て
神
に
対
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
自
己
の
底
に
神
に
対
す
る
の
で
も
な
い
。
我
々
は
唯
行
為
的
自
己
と
し
て
、
否
制
作
的

自
己
と
し
て
、
神
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
」
［
望
麗
己
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
我
々
が
「
神
に
対
す
る
」
の
が
、
他
の
如
何
な
る
立
場
か

な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
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歴
史
的
世
界
に
お
け
る
制
作
に
お
い
て
、
我
々
を
外
か
ら
動
か
し
て
く
る
「
物
」
は
、
単
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
作
ら
れ
た
も
の
、

詳
し
く
言
え
ば
、
我
々
と
同
じ
く
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
制
作
す
る
何
者
か
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
あ
く

ま
で
も
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
何
か
特
別
な
、
歴
史
的
世
界
を
越
え
る
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
西
田
は
、
そ
れ
を
「
神
の
表
現
」
「
神
の
言
葉
」
と
し
て
と
ら
え
る
。
制
作
に
お
い
て
我
々
に
対
す
る
「
物
」
は
、
我
々
の
意
志
に
よ
っ

て
如
何
と
も
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
如
何
に
詳
細
に
分
析
し
て
も
そ
れ
を
完
全
に
解
明
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、

我
々
に
拒
否
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
も
の
と
し
て
我
々
に
迫
っ
て
く
る
。
こ
の
意
味
で
そ
れ
ら
の
「
物
」
の
背
後
に
は
、
我
々
の
力
を
越
え
た

超
越
的
な
も
の
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、
我
々
の
自
己
は
「
物
」
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
己
と
な
る
と
い
う
意
味
で
、

そ
の
超
越
的
な
も
の
は
我
々
を
包
み
、
我
々
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
制
作
す
る
我
々
に
向
か
っ
て
く
る
「
物
」
が
こ
こ
で
「
神
の
表
現
」

と
言
わ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
意
味
に
お
い
て
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
制
作
的
自
己
と
し
て
の
我
々
は
、
制
作
に
お
い
て
「
物
」
に
直
面
し
、
自
己

が
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
「
物
」
を
通
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
を
超
越
す
る
と
同
時
に
自
己
を
そ
こ
に
お
い
て
成
立
せ
し
め
る
「
神
」

に
触
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
る
の
で
あ
る
。
我

で
あ
る
」
［
望
認
己
。

ら
で
も
な
く
、
「
行
為
的
自
己
」
「
制
作
的
自
己
」
と
し
て
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
制
作
的
自
己
と
し
て
神
に
対
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
こ
の
文
章

の
続
き
を
引
用
し
よ
う
。
「
神
は
表
現
的
に
我
々
を
動
か
す
、
神
は
言
葉
で
あ
る
。
歴
史
に
於
て
は
、
単
に
与
へ
ら
れ
た
と
云
ふ
も
の
も
な
く
、

す
べ
て
有
る
も
の
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
作
ら
れ
た
も
の
は
作
る
も
の
を
作
る
と
云
ふ
。
す
べ
て
の
も
の
が
所
造
物
と
し
て
創
造
者
に
対

す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
絶
対
に
自
己
否
定
的
と
し
て
神
に
対
す
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
我
々
を
死
か
ら
呼
び
起
す
も
の
と
し
て
神
に
繁
る
の

歴
史
的
世
界
に
お
い
て
あ
る
「
物
」
を
も
っ
て
神
的
な
も
の
と
す
る
の
は
奇
妙
で
あ
り
、
そ
こ
に
汎
神
論
の
お
そ
れ
を
読
み
取
る
人
も
い
る

歴
史
的
世
界
に
お
け
る
制
作
の
立
場
１
１
後
期
西
田
哲
学
の
経
験
的
基
盤
ｌ
〔
杉
本
〕
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か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
西
田
の
「
絶
対
」
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
必
然
的
で
あ
る
。
西
田
は
言
う
、
「
屡
云
ふ
如
く
絶
対
と

は
単
に
無
対
立
的
な
も
の
で
は
な
い
、
絶
対
否
定
を
含
む
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
絶
対
に
対
し
て
立
つ
相
対
と
は
、
単
に
絶
対
の
部
分

と
か
、
そ
の
減
少
せ
ら
れ
た
も
の
と
か
云
ふ
の
で
は
な
い
。
…
…
絶
対
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
否
定
に
於
て
自
己
を
有
つ
。
ど
こ
ま
で
も
相
対
的
に
、

自
己
自
身
を
翻
す
所
に
、
真
の
絶
対
が
あ
る
の
で
あ
る
。
…
…
神
は
何
処
ま
で
も
自
己
否
定
的
に
此
の
世
界
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
」
ロ
ミ
囹
巴
。

西
田
は
、
神
を
相
対
的
な
世
界
を
離
れ
た
絶
対
的
超
越
と
す
る
考
え
方
を
と
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
絶
対
は
、
相
対
に
対
す
る
絶
対
で
あ
っ
て
、

真
の
絶
対
で
は
な
い
と
西
田
は
考
え
る
。
真
の
絶
対
は
、
相
対
と
対
立
す
る
絶
対
で
は
な
く
、
相
対
を
自
己
の
内
に
含
み
、
そ
れ
を
自
己
の
内

に
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
相
対
に
下
り
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
に
と
っ
て
は
自
己
を
否
定
す
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
を
否
定
す
る
も
の
を
自
己
の
内
に
含
み
、
自
己
を
否
定
し
て
相
対
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
と
こ
ろ
に
、
絶
対
の

無
と
し
て
の
絶
対
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
現
れ
た
相
対
的
な
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
相
対
で
あ
り
な
が
ら
絶
対
の
「
表
現
」
と
し
て
の
意
義

を
も
つ
。
制
作
に
お
い
て
我
々
が
対
す
る
「
物
」
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
「
物
」
で
し
か
な
い

の
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
制
作
す
る
我
々
に
は
、
神
の
「
表
現
」
ｌ
し
か
も
そ
の
「
表
現
」
以
外
に
「
表
現
」
と
し
て
現
れ
る
以
前
の
「
神
」

な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
（
Ⅱ
「
無
」
で
あ
る
）
ｌ
の
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
後
期
西
田
哲
学
の
出
発
点
と
さ
れ
る
「
日
常
の
経
験
」
と
し
て
の
「
制
作
」
の
思
想
を
分
析
し
、
人
間
が
「
制
作
」
す
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
帰
結
す
る
人
間
固
有
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
中
で
も
、
「
制
作
」
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
の
生
命
が
否

定
を
含
ん
だ
生
命
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
人
間
の
世
界
が
矛
盾
の
世
界
で
あ
り
、
動
物
の
世
界
に
は
存
在
し
な
い
苦
し
み
を
も
つ
と

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号
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い
う
こ
と
に
注
目
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
「
制
作
」
と
い
う
経
験
に
即
し
つ
つ
、
「
制
作
」
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
身
の

内
に
含
ま
れ
る
宗
教
な
次
元
へ
の
視
座
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

最
初
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
後
期
の
西
田
は
こ
の
「
制
作
」
と
い
う
こ
と
を
自
身
の
哲
学
の
経
験
的
基
盤
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
行

為
的
直
観
」
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
こ
「
場
所
」
と
い
っ
た
後
期
西
田
哲
学
の
根
本
諸
概
念
も
、
「
制
作
」
と
い
う
経
験
を
出
発
点
と
し
て
理

解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
行
為
的
直
観
」
の
「
行
為
」
と
は
あ
く
ま
で
も
「
制
作
」
と
い
う
行
為
で
あ
り
、
「
直
観
」
と
い
う
の
は
そ
の
「
制

作
」
の
中
で
物
を
見
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
「
矛
盾
」
と
は
、
「
制
作
」
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間

の
生
命
に
含
ま
れ
る
「
矛
盾
」
を
経
験
的
根
拠
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
場
所
」
と
い
う
こ
と
は
有
る
も
の
が
「
於
て
も
の
場
所
」

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
は
、
制
作
す
る
者
が
そ
こ
に
お
い
て
制
作
す
る
「
場
所
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
「
制
作
」
と
い
う
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
経
験
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
視
点
か
ら
理
解
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
何
か
超
歴
史
的
な
立
場
を
前
提
す
る
か
の
如
く
に
見
え
る
右
の
諸
概
念
も
、
あ
く
ま
で
も
歴
史
的
世
界

に
即
し
た
概
念
と
し
て
、
よ
り
現
実
的
に
と
ら
え
な
お
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
「
制
作
」
と
い
う
経
験
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
宗
教
の

次
元
へ
の
視
座
を
含
む
の
で
あ
る
か
ら
、
西
田
哲
学
に
固
有
の
宗
教
の
次
元
へ
の
視
点
も
、
歴
史
的
世
界
に
即
し
つ
つ
歴
史
的
世
界
を
越
え
る

（
内
在
的
超
越
）
と
い
う
形
で
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、
一
々
の
概
念
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス

ト
に
即
し
て
詳
細
に
考
察
を
お
こ
な
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
（
５
）
。

歴
史
的
世
界
に
お
け
る
制
作
の
立
場
ｌ
後
期
西
田
哲
学
の
経
験
的
基
盤
ｌ
〔
杉
本
〕

七
三



（
３
）
こ
の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
研
究
と
し
て
、
藤
田
正
勝
「
後
期
西

田
哲
学
の
問
い
ｌ
「
行
為
的
直
観
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
の
哲
学
』

第
六
号
、
平
成
一
七
年
）
、
一
二
四
頁
を
参
照
。

（
４
）
鈴
木
亨
は
『
労
働
と
実
存
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
昭
和
三
三
年
）

に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
を
二
つ
の
軸
と
し
つ
つ
、

両
者
の
提
示
し
た
問
題
を
共
に
射
程
に
含
む
よ
う
な
哲
学
を
追
求
し
て
い

る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
、
マ
ル
ク
ス
の
言
う
「
労
働
」
が
、
そ
こ
に
含
ま

れ
る
矛
盾
徹
底
的
に
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
「
実

存
」
の
問
題
、
「
宗
教
」
の
問
題
を
要
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と

を
論
じ
て
い
る
．
同
書
「
第
一
篇
第
二
章
労
働
と
実
存
」
（
五
三
‐

岩
波
書
店
、
昭
和
三
九
年
。

訳
頁
数
］
の
形
で
略
記
す
る
。

（
１
）
西
田
幾
多
郎
の
テ
キ
ス
ト
は
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
（
旧
版
、
岩

波
書
店
、
昭
和
四
○
年
）
よ
り
引
用
し
、
［
巻
号
、
頁
数
］
の
形
で
略
記

す
る
。

（
２
）
穴
．
冨
員
“
鳥
目
。
目
計
呂
喜
昏
息
爵
時
ｇ
ｏ
言
冒
屋
異
号
奇
画
房
烏
ョ
』
暮
司
一
翼
今

穴
皇
言
員
卑
計
ｓ
ｇ
曾
鷺
奇
琴
蜀
さ
鳥
呂
？
冒
爵
＆
。
。
§
目
ご
冨
房
彊
庸
．
言
。
異
豐
．

団
扇
行
シ
宮
畠
目
醇
圏
也
。
三
画
貝
‐
團
需
房
‐
静
『
肩
。
・
富
・
国
・
題
・
ゞ
胃
『
盲
．
己
箇
．

邦
訳
”
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
（
城
塚
登
・
田
中
吉
六
訳
）
、

岩
波
書
店
、
昭
和
三
九
年
。
以
下
引
用
に
際
し
て
は
、
［
原
典
頁
数
｝
邦

註

日
本
哲
学
史
研
究
第
四
号

七
三
頁
）
参
照
。

（
５
）
杉
本
耕
三
西
田
幾
多
郎
の
「
行
為
的
直
観
」
と
歴
史
性
の
問
題
」
（
『
宗

教
哲
学
研
究
』
第
二
一
号
、
平
成
一
六
年
三
月
、
四
九
‐
六
一
頁
）
お
よ
び
、

同
「
西
田
に
お
け
る
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
重
層
性
」
（
『
西
田
哲
学
年

報
』
第
二
号
、
平
成
一
七
年
七
月
、
一
五
八
‐
一
七
二
頁
）
参
照
。

七
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