
私
的
所
有
の
外
部

Ｐ
・
セ
レ
ー
ニ
『
マ
ル
ク
ス

人
と
物
』
を
読
む

馬

渕

浩

二

目

次

一

は
じ
め
に

二

問
題
と
し
て
の
私
的
所
有

三

ロ
ッ
ク
対
マ
ル
ク
ス

四

領
有
と
は
何
か

五

個
人
的
所
有
と
い
う
理
念

六

む
す
び

（ )114  1



一

は
じ
め
に

私
的
所
有
と
い
う
概
念
を
批
判
的
に
思
考
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
視
座
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問

い
を
思
考
す
る
た
め
の
道
標
と
し
て
、
本
稿
で
は
Ｐ
・
セ
レ
ー
ニ
『
マ
ル
ク
ス

人

１
）

と
物
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
本
書
は
私
的
所

有
と
い
う
問
題
構
制
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
書
物
で
あ
る
。
私
的
所
有
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
今
日
の
社
会
哲
学
や
倫
理
学
に
お

け
る
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
意
図
さ
れ
て
い
る
の
が
私
的
所
有
の
正
当
化
で
あ
れ
相
対
化
で
あ
れ
、
私
的
所
有
と
い

う
テ
ー
マ
に
一
冊
の
書
物
が
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
自
体
は
け
っ
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
本
書
に
特
異
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
本
書
が
私
的
所
有
を
相
対
化
す
る
た
め
に
マ
ル
ク
ス
と
い
う
回
路
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
的
所
有
批
判
と
マ
ル
ク
ス
と
い
う
組
み
合
わ
せ
そ
の
も
の
が
、
時
流
に
乗
り
遅
れ
た
懐
古
的
な
試
み
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
な
印
象
は
一
面
で
は
正
し
い
。
セ
レ
ー
ニ
が
試
み
る
の
は
、
今
日
の
社
会
観
に
お
い
て
自
明

の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
私
的
所
有
と
い
う
問
題
構
制
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
「
反
時
代
的
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
類

の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
反
時
代
的
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
本
書
は
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
に
陥
る
こ
と
な
く
、
私
的
所
有
の
問
題
構
制
を
批
判
す
る
マ
ル
ク
ス
的
思
考
を
一
つ
の
哲﹅
学﹅
的
思
考
と
し
て
描
く
こ
と
に
成
功
し

た
興
味
深
い
論
考
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
と
私
的
所
有
批
判
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
「
生
産
手
段
の
国
有
化
」
と
い
う
手
垢
に
ま

み
れ
た
表
現
が
想
起
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な
傾
向
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
本
書
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
な
思
考
を
解
体
す
る
こ
と
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
本
書
の
探
求
が
歴
史
的
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
「
回
顧
的
」
で
も
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
「
懐
古
的
」
な
の
で
は
な
い
。
そ
の
歴
史
的
探
求
は
、
今
日
の
私
的
所
有
観
の
基
礎
が
歴
史
的
に
形
作
ら
れ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
私
的
所
有
の
相
対
化
に
と
っ
て
き
わ
め
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
書
を
ふ
た
た
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び
特
異
な
書
物
と
す
る
の
で
あ
る
。

本
書
の
そ
の
よ
う
な
特
異
な
性
格
は
、
セ
レ
ー
ニ
独
特
の
、
粘
り
強
く
は
あ
る
が
、
し
か
し
直
線
的
と
は
言
い
が
た
い
、
む
し
ろ
蛇

行
的
な
思
考
の
お
か
げ
で
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
く
わ
え
て
、
本
書
で
は
マ
ル
ク
ス
の
思
考
が
き
わ
め
て
多
角
的
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
特
徴
が
本
書
の
魅
力
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
本
書
の
主
張
を
テ
ー
ゼ
と

い
う
形
で
端
的
に
示
す
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
筆
者
の
関
心
に
も
と
づ
い
て
限
ら
れ
た
論
点
が
選
び
出
さ

れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
私
的
所
有
批
判
に
と
っ
て
本
質
的
な
論
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
点
に
即
し
て
、
私
的

所
有
の
問
題
構
制
を
批
判
的
に
思
考
す
る
た
め
の
見
取
り
図
を
描
く
こ
と
が
以
下
で
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二

問
題
と
し
て
の
私
的
所
有

私
的
所
有
と
い
う
手
垢
に
ま
み
れ
た
概
念
を
現
在
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
思
考
す
る
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。
心
得
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
私
的
所
有
と
い
う
問
題
構
制
が
、
経
済
学
や
法
学
の
領
域
を
超
え
て
、
人
間
観
の
基
本

を
規
定
す
る
ほ
ど
の
影
響
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
私
的
所
有
と
は
無
関
係
に
思

わ
れ
る
問
題
を
考
え
る
場
合
に
も
、
私
的
所
有
と
い
う
概
念
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
無
視
し
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
安
楽

死
や
不
妊
治
療
な
ど
の
生
命
倫
理
の
問
題
を
正
当
化
す
る
思
考
の
根
底
に
は
、
各
人
が
み
ず
か
ら
の
生
命
、
人
生
、
身
体
に
つ
い
て
そ

の
成
り
行
き
を
自
由
に
決
定
し
て
よ
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
決
定
す
べ
き
は
本
人
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
発
想
が
存
在
し
て
い

る
。
こ
の
発
想
は
、
文
字
通
り
私
的
所
有
観
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
。
私
的
所
有
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
各
人
の
身
体
の
外
部
に
存

在
す
る
物
的
存
在
の
自
由
な
処
分
権
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
処
分
権
の
妥
当
す
る
対
象
が
み
ず
か
ら
の
所

有
物
と
み
な
さ
れ
た
生
命
、
人
生
、
身
体
へ
と
延
長
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
命
と
身
体
の
所
有
者
で
あ
り
、

そ
の
限
り
で
他
の
所
有
物
と
同
じ
よ
う
に
み
ず
か
ら
の
身
体
や
生
命
の
運
命
を
決
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
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ん
、
理
論
的
な
文
脈
に
あ
っ
て
は
事
の
消
息
は
逆
で
あ
っ
て
、
外
的
対
象
に
対
す
る
私
的
所
有
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
各
人

の
身
体
に
対
す
る
所
有
権
が
延
長
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
な
の
だ
が
、
こ
れ
は
後
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
発
想
が
ひ
ど
く
強
い
説
得
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
小
さ
か
ら
ぬ
違
和
感
を
抱

か
せ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
私
の
身
体
に
対
す
る
処
分
権
を
有
す
る
の
は
私
だ
け
で
あ
る
と
い
う
規
範
的
主
張
を
通
じ

て
、
私
の
身
体
が
他
者
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
い
う
事
態
の
回
避
が
可
能
な
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
規
範
的
主
張

か
ら
、
私
が
私
の
身
体
に
対
し
て
何
を
し
て
も
許
さ
れ
る
と
い
う
主
張
が
必
然
的
に
推
論
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
後
者
の
主
張
は
し
ば

し
ば
売
買
春
や
臓
器
売
買
を
正
当
化
す
る
際
の
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
格
差
を
正
当
化
す
る
私
的
所
有
の

思
考
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
み
ず
か
ら
の
才
能
を
自
由
に
行
使
し
、
な
ん
ら
の
不
正
を
犯
さ
ず
に
手
に
入
れ
た
所
有
物
が
格
差
是
正

を
理
由
に
し
て
他
者
に
分
配
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
私
的
所
有
の
思
考
は
、
他
者
の
介
入
を
排
除
す
る
こ
と
で
不
当
な
束
縛
か
ら

の
解
放
を
正
当
化
す
る
規
範
的
な
役
割
を
担
い
な
が
ら
、
他
方
で
、
他
者
と
の
関
係
性
を
遮
断
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
私
の
も
の
を
自
由
に
で
き
る
の
は
私
だ
け
で
あ
る
と
い
う
私
的
所
有
の
根
本
命
題
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で

現
代
社
会
の
諸
問
題
を
め
ぐ
る
思
考
を
そ
の
根
底
に
お
い
て
呪
縛
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

私
的
所
有
の
問
題
構
制
の
呪
縛
と
い
う
現
状
と
同
時
並
行
的
に
、
私
的
所
有
の
思
考
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
す
で
に
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
試
み
を
実
現
す
る
回
路
は
複
数
あ
り
う
る
だ

２
）

ろ
う
が
、
セ
レ
ー
ニ
が
選
択
す
る
回
路
は
マ
ル
ク
ス
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
マ
ル
ク
ス
と
い
う
思
想
家
を
所
有
論
の
文
脈
で
扱
う
試
み
そ
れ
自
体
は
、
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
な
い
。
ま
た
冒
頭
で
記
し
た

よ
う
に
、
そ
う
し
た
試
み
は
反
時
代
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
名
は
、
生
産
手
段
の
「
国

有
化
」
と
い
う
理
念
を
掲
げ
、
し
か
し
敗
北
し
解
体
し
た
社
会
主
義
と
結
び
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
私
的
所
有
を

巡
る
マ
ル
ク
ス
の
思
考
は
そ
の
深
い
と
こ
ろ
で
は
、
そ
う
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
私
的
所
有
批
判
と
は
別
の

か
た
ち

を
な
し
て

い
る
。
セ
レ
ー
ニ
の
思
惑
は
、
そ
の

か
た
ち

を
写
し
取
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
私
的
所
有
の
い
っ
た
い
何
が
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
何
か
を
私
的
に
所
有
す
る
と
い
う
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こ
と
が
ど
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
近
代
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、

私
が
ｘ
を
所
有
す
る

と
き
、
私
の
外
部
に
存
在
す
る
ｘ
と
私
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
排
他
的
な
関
係
性
が
成
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
私
が
ｘ
を
所
有
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
私
だ
け
が
ｘ
を
用
益
し
、
処
分
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
私
的
所
有
と
は
、
ｘ
を
用

益
し
処
分
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
私
の
ｘ
に
対
す
る
権
力
的
な
関
係
性
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
関
係
性
は
他
者
に
よ
る
介
入
を
許
さ

な
い
排
他
性
を
も
つ
。
私
が
他
者
か
ら
の
介
入
な
し
に
ｘ
に
関
す
る
決
定
を
遂
行
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
私
的
所
有
は
「
自
由
」
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
私
的
所
有
が
自
由
と
い
う
人
間
の
基
本
的
存
在
構
造
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て

い
る
有

３
）

り
様
を
、
セ
レ
ー
ニ
は
以
下
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。

こ
の
「
…
…
を
所
有
す
る
権
利
」
は
、
同
時
に
自
由
と
権
力
と
見
な
さ
れ
う
る
。「
…
…
を
所
有
す
る
権
利
」
は
、
い
く
つ
も
の

「
…
…
の
権
利
」
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
売
却
あ
る
い
は
破
壊
に
よ
っ
て
財
を
処
分
す
る
権
利
を
行

使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
自
由
は
、
各
人
に
固
有
で
あ
る
意
志
を
行
使
す
る
際
に
妨
害
が
な
い
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ

る
。
自
由
は
所
有
の
う
ち
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
私
が
所
有
者
で
あ
る
、
あ
る
い
は
所
有
者
に
な
り
う
る
が
ゆ
え

に
、
私
は
、
社
会
が
介
入
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
律
と
独
立
の
領
域
を
意
の
ま
ま
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
財
を
排
他

的
に
自
由
に
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
は
個
人
の
自
由
の
保
障
や
表
現
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。（p

.
31

）

も
っ
と
短
く
表
現
す
れ
ば
、「
所
有
の
観
念
は
支
配
あ
る
い
は
権
力
の
観
念
を
携
え
て
い
る
」（p

.
10

）
の
で
あ
る
。「
自
分
の
も
の

を
ど
う
し
よ
う
が
勝
手
だ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
日
常
的
な
表
現
は
、
こ
の
命
題
の
言
い
換
え
で
あ
る
。
私
的
所
有
が
支
配
と
権
力
の
観

念
と
不
可
分
で
あ
る
か
ぎ
り
、
何
か
を
盗
ま
れ
た
と
き
に
抱
か
れ
る
感
情
は
、
単
純
な
悔
し
さ
や
腹
立
た
し
さ
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
感
情
は
、
自
分
だ
け
に
許
さ
れ
た
特
権
と
自
由
が
毀
損
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
一
種
独
特
の
感
情
で

あ
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
感
情
を
生
み
出
す
ほ
ど
に
、
私
的
所
有
の
感
覚
は
個
人
の
生
の
基
底
に
ま
で
浸
透
し
て
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い
る
だ
ろ
う
し
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
私
的
所
有
は
「
自
明
」
で
あ
り
、
懐
疑
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
的
所
有
の
観
念
を
相
対
化
す
る
と
は
、
排
他
的
な
自
己
統
治
と
い
う
意
味
で
の

権
力

自
由

の
問
題
構
制
を

相
対
化
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
私
的
所
有
批
判
も
、
こ
の
よ
う
な
水
準
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
姿
が
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

ロ
ッ
ク
対
マ
ル
ク
ス

私
的
所
有
批
判
を
遂
行
す
る
マ
ル
ク
ス
の
思
考
の
か
た
ち
を
描
く
た
め
に
、
セ
レ
ー
ニ
は
対
照
項
と
し
ロ
ッ
ク
を
召
喚
し
、
両
者
の

思
考
を
比
較
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
対
照
項
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
相
対
化
さ
れ
る
べ
き
私
的
所
有
の
思
考
の
範
例
で
も
あ
る
。
こ
こ

で
は
所
有
を
巡
る
ロ
ッ
ク
と
マ
ル
ク
ス
の
思
考
を
対
質
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
マ
ル
ク
ス
の
思
考
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

一
般
的
に
言
っ
て
、
私
的
所
有
に
関
し
て
思
考
す
る
た
め
に
『
統
治
論
』
の
ロ
ッ
ク
を
召
喚
す
る
こ
と
は
不
可
避
的
で
あ
る
。
だ

が
、
ロ
ッ
ク
の
名
と
並
記
さ
れ
る
の
が
マ
ル
ク
ス
の
名
で
あ
る
こ
と
に
は
必
然
性
が
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
理
由

は
、
ロ
ッ
ク
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
テ
キ
ス
ト
上
の
扱
い
が
予
想
外
に
軽
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
セ
レ
ー
ニ
の
読
み
に
よ
る
と
、

『
聖
家
族
』
と
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
は
、
経
験
論
哲
学
、
唯
物
論
哲
学
と
い
う
リ
ス
ト
の
一
項
目
と
し
て

言
及
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
今
日
の
私
的
所
有
論
の
「
聖
典
」
で
あ
る
『
統
治
論
』
第
二
部
へ
の
言
及
は
な
い
。
ま
た
『
剰
余
価
値
学
説

史
』
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
は
、
経
済
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
擁
護
者
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
私
的
所
有
の
運
動
の
間
の
連
関
を
把
握
し
な
か

っ
た
思
想
家
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
マ
ル
ク
ス
の
私
的
所
有
批
判
に
と
っ
て
の
ロ
ッ
ク
の
重
要
性
に
関
し
て
、
セ
レ
ー

ニ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。「
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、『
統
治
論
』
の
二
五
節
か
ら
三
六
節
は
、
私
的
所
有
の
予
示
、
最

初
の
正
当
化
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
は
思
え
な
か
っ
た
」（p

.
86

）
と
。

だ
が
、
現
代
の
読
者
の
眼
に
と
っ
て
、
少
な
く
と
も
分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
重
鎮
で
あ
る
コ
ー
エ
ン
の
叙
述
を
知
る
者
に
と
っ
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て
、
ロ
ッ
ク
と
マ
ル
ク
ス
と
が
並
記
さ
れ
る
こ
と
は
強
い
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。
セ
レ
ー
ニ
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
コ
ー
エ
ン
が
こ

の
並
記
を
必
然
化
す
る
こ
と
に
一
役
買
っ
た
の
で
あ
る
。
コ
ー
エ
ン
は
『
自
己
所
有
権
・
自
由
・
平
等
』
に
お
い
て
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

ス
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
資
本
主
義
批
判
が
ど
の
よ
う
な
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
か
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

資
本
主
義
の
不
正
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
批
判
は
そ
れ
ゆ
え
、
労
働
者
が
み
ず
か
ら
の
労
働
時
間
の
正
当
な
所
有
者
で
あ
る

こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
他
の
誰
で
も
な
く
彼
こ
そ
が
、
労
働
時
間
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
を
決
め
る
権
利
を
有
す
る
。
し
か
し
、

み
ず
か
ら
の
労
働
す
る
能﹅
力﹅
、
す
な
わ
ち
み
ず
か
ら
の
労
働
力
を
ど
う
す
る
か
決
め
る
権
利
が
彼
に
は
な
い
と
す
れ
ば
、
労
働
時
間

に
対
す
る
権
利
も
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え

４
）

な
い
。

つ
ま
り
、
資
本
主
義
批
判
の
前
提
に
は
、「
労
働
者
が
み
ず
か
ら
の
能
力
の
適
切
な
所
有
者
で

５
）

あ
る
」
と
い
う
発
想
が
存
在
し
て
い

る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
資
本
主
義
批
判
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
、
コ
ー
エ
ン
は
考
え
る
。

そ
れ
ゆ
え
資
本
家
が
労
働
者
を
搾
取
し
て
い
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
的
主
張
は
、
人
々
が
み
ず
か
ら
の
能
力
の
正
当
な
所
有
者

で
あ
る
と
い
う
命
題
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
命
題
は
自
己
所
有
権
命
題
で
あ
り
、
こ
の
原
理
（
の
よ
う
な
も
の
）
が

資
本
主
義
的
関
係
は
本
来
は
搾
取
的
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
支
え
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
根
拠
の
基
盤
を
な
す
と
私
は
考
え
て

６
）

い
る
。

自
身
の
身
体
と
能
力
の
所
有
者
で
あ
る
労
働
者
が
、
そ
の
身
体
と
能
力
を
統
治
し
え
な
い
こ
と
。
あ
る
い
は
労
働
者
の
身
体
と
そ
の

能
力
に
関
す
る
自
己
決
定
の
不
可
能
性
。
こ
れ
が
資
本
主
義
批
判
の
根
拠
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
コ
ー
エ
ン
に
よ
れ
ば
、
同

じ
自
己
所
有
権
の
思
想
を
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
も
信
奉
し
て
い
て
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
資
本
主
義
的
不
正
を
正
当
化
す
る
た
め
に

こ
の
思
想
を
援
用
す
る
の
で
あ
る
。
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
代
表
格
で
あ
る
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
資
本
主
義
に
関
す
る
見
方
を
、
コ
ー
エ
ン
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は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

ノ
ー
ジ
ッ
ク
が
、
無
産
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
明
白
な
不
自
由
を
、
資
本
主
義
社
会
で
は
自
由
が
横
溢
し
て
い
る
と
い
う
み
ず
か
ら
の

見
解
に
対
す
る
反
例
と
見
な
さ
な
い
の
は
、
彼
に
と
っ
て
自
己
所
有
権
が
基
本
的
で
あ
っ
て
、（
独
立
し
て
捉
え
ら
れ
た
）
自
由
は
基

本
的
で
は
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
労
働
力
を
販
売
す
る
た
め
に
は
自
己
所
有
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
っ
て
、
労
働
力
の
販
売
を
日
々
強
制
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
己
所
有
者
で
あ
り
、
よ
っ
て
本
質
的
意
味
で
は

自
由
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
の
言
い
分
だ
か
ら
で

７
）

あ
る
。

一
方
で
、
自
己
所
有
権
を
主
張
す
る
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
よ
う
な
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
思
想
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
批
判
の
標
的
に
な
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
、
そ
の
批
判
が
逆
に
自
己
所
有
権
の
思
想
に
依
拠
す
る
と
い
う
逆
説
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
己

所
有
権
の
思
考
は
ロ
ッ
ク
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
思
考
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
マ
ル
ク
ス
が
主
観
的
に
思
い
描
い
て

い
た
ロ
ッ
ク
解
釈
の
意
図
と
は
独
立
に
、
マ
ル
ク
ス
と
ロ
ッ
ク
と
を
比
較
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

セ
レ
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
と
マ
ル
ク
ス
の
思
考
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
区
別
さ
れ
る
べ
き
二
つ
の
モ
デ
ル
を
生
み
出
し
て

い
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
人
格
が
み
ず
か
ら
の
身
体
と
そ
の
延
長
で
あ
る
外
的
世
界
と
を
所
有
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
モ
デ
ル
を
構
築
し
て

い
る
。
他
方
、
マ
ル
ク
ス
は
、
主
体
と
し
て
の
個
人
が
外
的
世
界
を
領
有
す
る
（a

p
p
ro
p
ria
tio
n

）
こ
と
を
強
調
す
る
モ
デ
ル
を
構
築

し
て
い
る
。
両
者
を
隔
て
る
境
界
線
は
、
人
格
と
個
人
と
の
、
そ
し
て
所
有
と
占
有
と
の
あ
い
だ
に
引
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
境
界
線
を
確
定
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
い
っ
た
ん
『
統
治
論
』
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
が
展
開
し
た
労
働
所
有
論
の
概
略
を
振
り
返

っ
て
お
く
こ
と
に

８
）

す
る
。『
統
治
論
』
に
よ
れ
ば
、
大
地
と
そ
の
果
実
は
原
初
の
状
態
に
あ
っ
て
は
共
有
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
労
働

を
混
入
し
た
人
格
が
、
そ
の
最
初
の
所
有
者
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
の
身
体
は
他
の
共
有
物
と
は
異
な
り
、
そ
れ
は
私
の
最
初
の
所

有
物
で
あ
る
。
こ
の
身
体
を
用
い
て
行
っ
た
労
働
も
私
の
所
有
物
で
あ
る
。
共
有
物
で
あ
っ
た
対
象
は
、
私
の
労
働
に
よ
る
加
工
を
通
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じ
て
私
の
労
働
が
混
入
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
私
の
所
有
物
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
最
初
は
共
有
物
で
あ
っ
た
外
的
な
対
象
が
、
私
の

身
体
と
そ
の
労
働
を
通
じ
て
私
の
延
長
と
な
り
、
私
が
拡
大
し
た
も
の
と
し
て
私
の
一
部
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ロ
ッ
ク
は
こ
の
労
働
所
有
論
を
、
そ
れ
自
身
に
は
労
働
所
有
論
が
適
用
さ
れ
な
い
例
外
的
存
在
か
ら
出
発
し
て
構
築
す
る
。
こ
の
例

外
と
は
労
働
す
る
主
体
そ
れ
自
身
の
こ
と
で
あ
る
。
各
主
体
は
、
み
ず
か
ら
の
労
働
を
混
入
す
る
こ
と
な
く
自
身
を
所
有
す
る
。
み
ず

か
ら
を
所
有
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
各
主
体
は
み
ず
か
ら
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
主
体
が
人
格
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と

は
示
唆
的
で
あ
る
。
説
得
力
の
あ
る
文
献
上
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
原
初
の
状
態
に
お
け
る
所
有
主
体
の
こ
の
特

異
な
例
外
的
身
分
を
明
示
す
る
た
め
に
、
人
格
と
い
う
法
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
多
分
に
含
む
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
、
セ
レ
ー
ニ
は

考
え
る
。
法
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
格
の
自
己
所
有
、
自
己
統
治
が
事
実
問
題
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
い
わ
ば
「
権
利
」
と
し
て
最
初
か
ら
規
範
的
に
前
提
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ロ
ッ
ク
の
労
働
所
有
論
に
お
い
て
は
こ
の
人
格
の
自
己
所
有
と
自
己
統
治
が
前
提
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、

人
格
が
自
身
の
身
体
の
労
働
を
通
じ
て
自
己
以
外
の
外
的
世
界
に
み
ず
か
ら
を
拡
大
し
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
外
的
世
界
を
私
的
に
所
有

す
る
こ
と
は
自
己
統
治
の
領
土
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
統
治
が
排
他
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
つ
ま
り
自
身
の
人
格
を
支
配
で

き
る
の
が
自
身
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
私
的
所
有
は
こ
の
統
治
の
排
他
的
領
土
を
外
的
世
界
の
な
か
で
拡
大
し
た
も
の
な
の
で
あ

る
。
他
者
の
介
入
を
排
除
し
、
労
働
を
通
じ
て
世
界
の
一
部
を
支
配
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
私
的
所
有
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

私
的
所
有
は
共
有
さ
れ
た
世
界
か
ら
そ
の
一
部
を
囲
い
込
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
略
奪
」
な
の
で
あ
る
。「
ロ
ッ
ク
に
お

い
て
は
、
労
働
は
、
人
間
が
積
極
的
共

９
）

有
物
か
ら
あ
る
物
を
抜
き
取
る
能
力
と
な
る
だ
ろ
う
」（p

.
103

）。

マ
ル
ク
ス
の
う
ち
に
も
、
外
的
世
界
へ
の
自
己
の
拡
大
と
い
う
発
想
が
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
『
経
済
学
・
哲

学
草
稿
』
以
来
、
対
象
化
を
モ
デ
ル
と
し
て
労
働
に
つ
い
て
思
考
し
た
。
働
く
者
は
対
象
化
の
活
動
と
し
て
の
労
働
を
通
じ
て
、
み
ず

か
ら
の
本
質
を
そ
の
成
果
で
あ
る
生
産
物
に
結
実
さ
せ
る
。
働
く
者
は
み
ず
か
ら
の
本
質
を
対
象
の
う
ち
に
確
認
す
る
。
そ
の
意
味

で
、
労
働
の
生
産
物
は
労
働
す
る
者
の
不
可
欠
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
拡
大
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
労
働
と
そ
の
生
産
物
と
の
あ
い
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だ
の
緊
密
な
関
係
を
描
き
出
し
て
い
る
点
で
、
マ
ル
ク
ス
と
ロ
ッ
ク
は
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
両
者
の
類
似
性

を
確
認
す
る
だ
け
で
な
く
、
セ
レ
ー
ニ
が
そ
う
す
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
を
ロ
ッ
ク
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
か
も
し

れ
な
い
。「
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
仕
事
の
モ
デ
ル
が
ロ
ッ
ク
の
モ
デ
ル
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
こ

の
モ
デ
ル
を
拡
大
し
、
そ
の
限
界
ま
で
推
し
進
め
て
い
る
と
も
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」（p

.
109

）。

四

領
有
と
は
何
か

だ
が
他
方
で
、
セ
レ
ー
ニ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
問
題
構
制
の
重
要
な
移
動
」（p

.
109

）
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
一

つ
の
徴
候
は
、
ロ
ッ
ク
が
人
格
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
が
個
人
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
用
語
法
の
差
異
は
微
細
で
あ
る
が
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
場
合
、
人
格
が
外
的
世
界
と
関
わ
る
形
式
は
所
有
で
あ

り
、
そ
れ
は
法
的
な
権
利
と
い
う
意
味
を
含
む
と
解
釈
し
う
る
の
で
あ
っ
た
。
セ
レ
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
人
格
と
い
う
語
に
対
抗
し
て
個

人
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
的
な
法
的
意
味
を
回
避
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル

ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
外
的
世
界
に
関
わ
る
主
体
は
個
人
な
の
で
あ
り
、
ま
た
主
体
と
世
界
の
関
係
は
所
有
と
は
別
の
関
係
な
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
が
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
世
界
と
主
体
と
の
関
係
は
、

個
人
の
領
有

と
い
う
関
係
で
あ
る
と
、
セ
レ

ー
ニ
は
解
釈
す
る
。

そ
れ
で
は
、
ロ
ッ
ク
と
マ
ル
ク
ス
の
差
異
を
示
す
徴
候
で
あ
る
領
有
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
セ
レ
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
領
有
の

原
初
的
な
意
味
は
、「
物
を
使
用
す
る
の
に
適
切
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
連
れ
返
す
こ
と
（ra

m
en
er

）」（p
.
10

）

で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
場
合
、
そ
の
言
葉
は
独
特
の
意
味
あ
い
を
獲
得
す
る
。
テ
キ
ス
ト
上
は
、「
有
機
体
に
よ
る
同
化
、
適
合
、
転

換
、
一
人
へ
の
帰
属
、
権
利
の
所
有
（a

p
p
a
rten

a
n
ce d

e d
ro
it

）」（p
.
12

）
と
い
う
多
様
な
意
味
が
確
認
で
き
る
と
い
う
。
セ
レ
ー

ニ
は
、
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
領
有
と
い
う
概
念
が
所
有
と
い
う
概
念
よ
り
も
上
位
の
概
念
だ
と
考
え
る
。「
そ
れ
ゆ
え
、
な
に
よ
り
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も
、
領
有
の
概
念
は
、（
物
質
的
）
占
有
物
を
所
持
す
る
こ
と
、
定
め
ら
れ
た
使
用
の
た
め
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
物
な
い
し

所
有
物
の
排
他
的
な
法
的
帰
属
を
包
摂
す
る
上
位
概
念
の
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」（p

.
12

）。

領
有
と
所
有
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
隔
た
り
が
存
在
す
る
。
と
く
に
、
セ
レ
ー
ニ
が
重
要
だ
と
考
え
る
の
は
、
適
応

と
同
化
と
い
う
第
一
の
意
味
で
あ
る
。「
そ
の
最
初
の
意
味
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
観
念
の
な
か
で
支
配
し
て
い
る
の
は
、
適
応
と
同
化

と
い
う
特
徴
で
あ
る
」（p

.
110

）。
適
応
や
同
化
は
、
生
物
が
そ
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
み
ず
か
ら
の
外
部
世
界
か
ら
物
質
や
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
身
体
に
取
り
込
む
活
動
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
と
人
間
と
の
物
質
の
交
換
で
あ
り
、
物
質
代
謝
（
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
）

で
あ
る
。
セ
レ
ー
ニ
は
、
領
有
の
生
物
学
的
、
生
理
的
な
意
味
を
強
調
す
る
。「
マ
ル
ク
ス
が
主
体
的
行
為
に
狙
い
を
定
め
て
い
る
と

き
に
は
、
彼
は
物
の
領
有
の
こ
の
自
然
的
次
元
を
復
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（p

.
110

）。
領
有
と
い
う
概
念
は
、
自
然
と

の
物
質
代
謝
に
お
い
て
、
生
物
が
外
的
世
界
を
内
部
化
し
て
い
く
生
理
的
、
生
物
学
的
営
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
領
有
と
は
、
生
命
の

次
元
で
行
わ
れ
る
外
的
世
界
の
獲
得
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
所
有
が
含
意
す
る
人
格
と
外
部
世
界
の
排
他
的
な
支
配
関
係
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
主
体
と
世
界
の
関
係
を
領
有
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
、
排
他
性
や
支
配
が

不
在
で
あ
る
よ
う
な
世
界
と
主
体
の
関
係
を
構
想
す
る
こ
と
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

五

個
人
的
所
有
と
い
う
理
念

マ
ル
ク
ス
の
個
人
的
所
有
と
い
う
概
念
が
切
り
開
く
思
考
の
射
程
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
た
め
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
私
的
所
有
批
判

の
文
脈
を
背
景
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
セ
レ
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
私
的
所
有
と
個
人
的

10
）

所
有
と
い
う
概
念
は
類
似
は
し
て
い
る
が
、

し
か
し
決
定
的
に
異
な
る
概
念
で
あ
る
。
セ
レ
ー
ニ
が
行
お
う
と
す
る
の
は
、
歴
史
的
に
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
二
つ
の
概
念
を
腑
分
け

し
、
個
人
的
所
有
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
独
特
の
色
合
い
で
描
き
あ
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
私
的
所
有
の
過
剰
に
粉
飾

さ
れ
た
姿
を
批
判
的
な
眼
差
し
に
晒
す
こ
と
で
あ
る
。
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マ
ル
ク
ス
の
個
人
的
所
有
と
い
う
概
念
は
、
私
的
所
有
と
い
う
問
題
構
制
か
ら
の
埋
め
ら
れ
な
い
隔
た
り
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
。「
も
し
、
マ
ル
ク
ス
の
も
と
で
所
有
の
問
題
に
専
念
し
よ
う
と
す
る
の
な
ら
…
﹇
中
略
﹈
…
私
的
所
有
と
は
異
な
る
個
人

的
所
有
の
観
念
、
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
が
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
残
し
た
短
い
表
現
の
う
ち
に
現
れ
る
そ
の
観
念
を
、
そ
の
中
心
に

位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（p

.
8

）。
こ
の
引
用
で
は
、
個
人
的
所
有
と
私
的
所
有
の
隔
た
り
が
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
論
と
い
う
文
脈

で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
個
人
的
所
有
が
私
的
所
有
批
判
に
つ
な
が
り
、
し
か
も
そ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ

ズ
ム
と
い
う
文
脈
で
語
ら
れ
る
と
き
、
個
人
的
所
有
か
ら
ど
の
よ
う
な
意
味
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

セ
レ
ー
ニ
が
読
み
の
誤
謬
と
し
て
排
除
す
る
の
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
そ
れ
で
あ
る
。『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
』
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
個

人
的
所
有
は
生
産
手
段
の
社
会
的
所
有
を
基
礎
と
し
た
消
費
財
の
所
有
の
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
し
て

11
）

い
る
。
し
か
し
、
セ
レ
ー
ニ
に
よ

れ
ば
、
消
費
財
の
所
有
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
社
会
で
も
必
然
的
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
個
人
的
所

有
概
念
を
殊
更
に
強
調
す
る
こ
と
は
不
自
然
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
私
的
所
有
と
個
人
的
所
有
の
差
異
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
想
定
し

た
よ
う
な
「
個
人
的
な
い
し
人
格
的
所
有
と
社
会
的
所
有
と
の
あ
い
だ
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、「
個
人
的
な
私
的
所
有
と
個
人
的
所

有
と
の
あ
い
だ
」（p

.
207

）
に
み
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
セ
レ
ー
ニ
の
見
解
で
あ
る
。
繰
り
返
す
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
所
有
を
語

る
場
合
に
、「
私
的
」「
人
格
」「
権
利
」
と
い
う
ロ
ッ
ク
的
な
用
語
を
用
い
な
か
っ
た
の
は
、
外
的
世
界
と
個
人
と
の
関
係
の
う
ち
に

支
配
と
排
他
性
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
私
的
所
有
の
問
題
構
制
を
批
判
し
、
そ
の
呪
縛
を
解
く
た
め
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。
そ
の

文
脈
に
あ
っ
て
は
、
個
人
的
所
有
は
支
配
と
排
他
性
を
免
れ
た
所
有
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
的
所
有
と
個
人
的
所
有
と
い
う
二
つ
の
区
別
さ
れ
る
べ
き
所
有
形
態
に
お
い
て
登
場
す
る
他
者
の
姿
は
異
な

っ
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
格
と
外
的
世
界
と
の
私
的
所
有
関
係
に
対
し
て
は
他
者
が
介
入
的

妨
害
的
存
在
と
し
て
姿
を
現
す

の
だ
と
し
た
ら
、
個
人
と
外
的
世
界
と
の
個
人
的
所
有
関
係
に
あ
っ
て
は
、
他
者
は
む
し
ろ
こ
の
関
係
を
可
能
に
す
る
条
件
と
し
て
登

場
す
る
。
セ
レ
ー
ニ
は
、
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
の
独
自
性
を
見
る
。「
マ
ル
ク
ス
の
独
自
性
は
、
実
際
、
真
の
共
同
性
で
あ
る
ア
ソ
シ
エ

ー
シ
ョ
ン
と
不
可
分
で
あ
る
個
体
的
所
有
と
い
う
立
場
を
全
体
と
し
て
維
持
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
」（p

.
19

）。
外
的
世
界
と
の
非
排
他
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的
な
関
係
性
の
条
件
と
し
て
他
者
が
登
場
す
る
共
同
性
が
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
個
体
的
所
有
は
そ
う
し
た

共
同
性
に
お
い
て
可
能
に
な
る
。

外
的
世
界
と
私
と
の
非
排
他
的
関
係
を
可
能
に
す
る
他
者
と
い
う
条
件
は
、
個
人
的
所
有
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
と
い
う
場
面
に
お

い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
複
数
人
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
労
働
は
「
誰
が
ど
れ
だ
け
」
と
い
う
よ
う
に
そ
の
力

を
分
割
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。「
集
団
的
力
の
観
念
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
数
人
が
か
り
で
完
成
さ
れ

た
仕
事
は
、
そ
れ
を
行
っ
た
個
人
的
労
働
の
総
量
を
し
の
ぐ
。
複
数
の
労
働
す
る
者
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
れ
が
、
生
産
性
に

お
け
る
各
個
人
の
寄
与
を
割
り
当
て
不
可
能
に
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
所
有
の
排
他
的
権
限
を
不
可
能
に
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
個
人
的
差
異
を
不
明
瞭
に
す
る
傾
向
が
あ
る
」（p

.
182

）。

こ
う
し
た
労
働
の
集
合
的
あ
り
方
は
、
複
数
人
の
労
働
と
い
う
場
面
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
孤
立
し
た
労
働
に
お
い
て
さ
え
成

立
す
る
。
た
と
え
ば
、
私
が
外
的
世
界
を
加
工
す
る
と
き
、
そ
の
道
具

さ
ら
に
は
、
そ
の
道
具
の
使
用
法
に
つ
い
て
の
知
識
、
知

識
を
可
能
に
す
る
言
語
、
道
具
を
使
い
こ
な
す
身
体
技
法

は
他
者
の
労
働
に
依
存
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
か
ぎ
り
、
外
的
世
界
に
生
じ
た
加
工
が
ど
こ
ま
で
私
の
労
働
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
が
他
者
の
労
働
に
よ
る
も
の
か
を
識

別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
意
味
で
の
社
会
的

12
）

労
働
が
ロ
ッ
ク
で
は
無

視
さ
れ
て
い
る
。「
ロ
ッ
ク
の
推
論
は
、
生
の
素
材
と
孤
立
し
た
行
為
者
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
た
状
況
を
前
提
と

す
る
場
合
に
の
み
、
創
設
的
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
う
る
」（p

.
181

）。

も
ち
ろ
ん
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
個
人
的
所
有
の
実
現
可
能
性
は
経
験
的
に
示
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
そ
れ
ら
を
構
想
す
る
こ
と
が
無
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
、
そ
の
積
極
的
な
実
現
可
能
性
を
示
せ

は
し
な
い
が
、
し
か
し
私
的
所
有
の
本
質
が
何
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
距
離
を
と
る
た
め
に
は
何
が
必
要
で
あ
る
か
を
思
考
す
る
た
め
に

必
要
と
さ
れ
る
理
念
的
な
参
照
項
で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
柄
谷
行
人
の
物
言
い
に
倣
い
、
そ
れ
ら
は
構
成
的
理
念
で
は
な
く
統
制

的
理
念
で
あ
る
と
述
べ
て
お

13
）

こ
う
。
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六

む

す

び

『
マ
ル
ク
ス

人
と
物
』
の
内
容
を
筆
者
の
問
題
関
心
に
も
と
づ
い
て
選
択
的
に
検
討
し
、
私
的
所
有
と
い
う
問
題
を
考
え
る
た

め
に
照
準
を
合
わ
す
べ
き
い
く
つ
か
の
論
点
を
示
し
て
き
た
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
は
以
上
の
よ
う
な
本
稿

の
問
題
関
心
か
ら
溢
れ
出
す
豊
か
さ
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
接
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
所
有
を
巡
る
同
時
代
の
言
説

の
興
味
深
い
紹
介
が
行
わ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
け
る
所
有
の
規
定
に
関
す
る
丁
寧
な
読
解
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
あ
る

い
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
所
有
論
に
関
し
て
は
、
参
照
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
や
『
資
本
論
』
を
超
え
て
、

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
批
判
（
固
有
の
も
の
と
所
有
と
の
混
同
を
巡
る
）
が
参
照
さ
れ
、
幅
広
い
検
討
が
行

わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
グ
ル
ン
ト
リ
ッ
セ
』
の
一
部
で
あ
る
『
資
本
主
義
に
先
行
す
る
生
産
の
諸
形
態
』
に
お
け
る
個
人
的
所
有

論
も
丹
念
に
読
み
込
ま
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
本
書
に
お
い
て
哲
学
的
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
私
的
所
有
の
問
題
構
制
の
解
明
と
、
そ
れ
を
相
対
化
す
る

た
め
の
参
照
項
と
し
て
導
入
さ
れ
た
個
人
的
所
有
に
関
す
る
思
考
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
人
的
所
有
概
念
が
統
制
的
理
念
と
し
て
特
徴

づ
け
ら
れ
う
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
輪
郭
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
他
者
と
の
協
働
が
可
能
に
す
る

個
人
と
世
界
と
の
非
排
他
的
な
関
係
性
と
し
て
の
個
人
的
所
有
は
私
的
所
有
の
対
照
項
と
し
て
要
請
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
本
書
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
個
人
的
所
有
に
つ
い
て
の
思
考
を
よ
り
深
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

作
業
を
こ
の
国
の
、
あ
る
い
は
現
在
と
い
う
文
脈
で
遂
行
す
る
こ
と
は
、
か
つ
て
平
田
清
明
が
格
闘
し
た
「
個
体
的
所
有
」
概
念
を
批

判
的
に
評
価
す
る
こ
と
を
不
可
避
的
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
自
己
所
有
権
に
つ
い
て
粘
り
強
い
思
考
を
展
開
し
た
分
析
的
マ
ル

ク
ス
主
義
者
コ
ー
エ
ン
の
仕
事
を
振
り
返
る
こ
と
も
、
同
じ
く
必
須
の
も
の
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
、
私

的
所
有
の
問
題
構
制

私
が
私
自
身
の
所
有
者
と
し
て
私
の
身
体
を
統
治
し
、
こ
の
身
体
を
通
じ
て
排
他
的
に
支
配
し
う
る
領
域
を
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拡
張
し
て
い
く

を
、
マ
ル
ク
ス
と
い
う
視
点
か
ら
ど
こ
ま
で
相
対
化
し
う
る
か
を
見
極
め
る
試
み
に
着
手
す
る
こ
と
は
、
し
か
し

す
で
に
本
稿
の
限
界
を
超
え
て
い
る
。

〔
注
〕１

）

C
f.
P
.
S
eren

i,
M
a
rx
:
la p

erson
n
e et la ch

ose
,
L
’h
a
rm
a
tta
n
,
2007.

同
書
か
ら
の
引
用
は
、
引
用
の
直
後
に
ペ
ー
ジ
数
を

記
す
。
本
稿
で
は
著
者
名
を
セ
レ
ー
ニ
と
表
記
す
る
。

２
）

こ
の
国
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
私
的
所
有
批
判
の
試
み
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
試
み
で
あ
ろ
う
。
立
岩
真
也
『
私
的
所
有
論
』

勁
草
書
房
、
一
九
九
七
年
。
熊
野
純
彦
『
差
異
と
隔
た
り
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。

３
）

こ
の
有
り
様
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ロ
ッ
ク
『
統
治
論
』、
ミ
ル
『
自
由
論
』、
カ
ン
ト
『
人
倫
の
形
而
上
学
』、
バ
ー
リ
ン
『
自
由

論
』
な
ど
の
系
譜
を
振
り
返
る
作
業
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

４
）

Ｇ
・
Ａ
・
コ
ー
エ
ン
『
自
己
所
有
権
・
自
由
・
平
等
』
松
井
暁
・
中
村
宗
之
訳
、
青
木
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
六
頁
。

５
）

同
書
、
二
〇
六
頁
。

６
）

同
書
、
二
〇
六
頁
。

７
）

同
書
、
九
六
頁
。

８
）

参
照
、
Ｊ
・
ロ
ッ
ク
『
統
治
論
』、『
世
界
の
名
著
』
三
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
六
年
、
第
５
章
「
所
有
権
に
つ
い
て
」。

９
）

誰
で
も
が
そ
れ
に
対
す
る
所
有
権
を
持
つ
対
象
の
こ
と
。
誰
も
が
そ
れ
に
対
す
る
所
有
権
を
持
た
な
い
消
極
的
共
有
物
の
反
対
で
あ

る
。

10
）

個
人
的
所
有
と
い
う
概
念
は
、
平
田
清
明
ら
に
よ
っ
て
こ
の
国
で
も
か
つ
て
議
論
さ
れ
た
。
参
照
、
平
田
清
明
『
市
民
社
会
と
社
会
主

義
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
。
平
田
は
個
体
的
所
有
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
概
念
に
関
す
る
筆
者
の
分
析
は
別
の
機
会
に

行
う
こ
と
と
し
た
い
。

11
）

Ｆ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
』、『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
二
〇
巻
、
大
月
書
店
、
一
三
七
頁
。

12
）

セ
レ
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
社
会
的
労
働
と
い
う
概
念
は
、
マ
ル
ク
ス
が
『
哲
学
の
貧
困
』
で
批
判
し
た
プ
ル
ー
ド
ン
の
発
想
に
実
際

に
は
似
通
っ
て
い
る
（p

.
182

）。
今
村
仁
司
が
述
べ
る
非
対
象
化
的
労
働
も
、
プ
ル
ー
ド
ン＝

マ
ル
ク
ス
的
な
思
考
の
系
譜
に
お
い
て
再
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解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
参
照
、『
労
働
の
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
一
年
。
こ
の
系
譜
を
書
き
あ
げ
る
作

業
は
本
稿
の
限
ら
れ
た
紙
幅
の
限
界
を
超
え
て
い
る
。

13
）

柄
谷
行
人
は
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
統
制
的
理
念
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
統
制
的
理
念
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る
。「
わ
か
り
や
す
く
い
う
と
、
理
性
を
構
成
的
に
使
用
す
る
と
は
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
主
義
者
（
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
）
が
典
型
的
で
あ
る

よ
う
に
、
理
性
に
も
と
づ
い
て
社
会
を
暴
力
的
に
作
り
変
え
る
よ
う
な
場
合
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
理
性
を
統
制
的
に
使
用
す

る
と
は
、
無
限
に
遠
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
人
が
そ
れ
に
近
づ
こ
う
と
努
め
る
よ
う
な
場
合
を
意
味
す
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
が

い
う

世
界
共
和
国
」は
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
人
々
が
漸
進
す
る
よ
う
な
統
制
的
理
念
で
す
。／
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
統
制
的
理
念
は
仮
象

（
幻
想
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
仮
象
が
な
け
れ
ば
ひ
と
が
生
き
て
い
け
な
い
と
い
う
意
味
で
、「
超
越
論
的
な
仮
象
」

で
す
。」（
柄
谷
行
人
『
世
界
共
和
国
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
一
八
三
頁
）。

﹇
付
記
﹈

本
稿
は
平
成
二
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｂ
）：

課
題
番
号19320005

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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