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は
じ
め
に

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
16
年
前
に
「『
自
然
が
与
え

る
性
の
相
違
を
基
準
に
、
生
活
や
労
働
の
部
面
に
歴
史
的
社
会
的
に

形
成
さ
れ
る
人
間
関
係
』
な
ど
の
よ
う
に
表
わ
す
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
」
と
書
い
た
こ
と
が
あ
る（

１
）。
こ
こ
で
「
自
然
が
与
え
る
性
の
相

違
」
と
し
て
「
自
然
が
与
え
る
男
女
の
相
違
」
と
し
な
か
っ
た
の

は
、
性
が
「
男
女
」
の
二
つ
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
単

純
な
事
実
の
尊
重
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
い
ま
で
は
政
治
や
市
民
運

動
の
世
界
に
も
、
性
的
自
認
や
性
的
志
向
の
多
様
性
を
反
映
し
た
Ｌ

Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
や
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
な
ど
の
言
葉
が
広
ま
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
近
年
の
性
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
論
の
進
展
は
、
生
物
の
オ
ス
・
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メ
ス
に
明
瞭
な
境
界
は
な
く
、
性
は
両
者
の
あ
い
だ
で
柔
軟
に
立
ち

位
置
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
多
様
性
は
個
体

ご
と
の
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
「
オ
ス
化
の
力
、
メ
ス
化
の
力
、
脱
オ

ス
化
の
力
、
脱
メ
ス
化
の
力
」
に
よ
っ
て
、
同
一
個
体
の
内
部
で
も

「
誕
生
か
ら
思
春
期
、
性
成
熟
期
を
経
て
老
年
期
へ
と
、
生
涯
に
わ

た
っ
て
変
化
し
続
け
」、「
女
性
の
場
合
に
は
月
経
周
期
に
応
じ
て
、

ま
た
妊
娠
期
間
を
通
じ
て
も
変
化（

２
）」
す
る
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
性
科
学
や
そ
れ
を
土
台
に
す
え
た
人
権
思
想
の
発
展
に

照
ら
せ
ば
、
19
世
紀
に
生
き
た
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
等
の
生
活
や
発

言
に
個
人
的
・
歴
史
的
な
制
約
を
見
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
だ
が

そ
の
一
方
で
、
封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
歴
史
の
進
展
が
そ
れ
以

前
の
家
父
長
制
家
族
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
、
親
子
や
男

女
関
係
に
ど
の
よ
う
に
新
し
い
可
能
性
を
生
ん
だ
か
、
ま
た
資
本
主

義
下
の
家
族
が
置
か
れ
た
状
況
は
ど
の
よ
う
か
な
ど
、
い
ま
な
お
学

ぶ
べ
き
究
明
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
以
下『
資
本
論
』を
材
料
に
、

マ
ル
ク
ス
が
提
起
し
た
問
題
の
現
代
的
な
意
義
を
考
え
た
い

（
３
）（
４
）。

（
１
）
石
川
康
宏
「
長
時
間
労
働
・
女
性
差
別
と
マ
ル
ク
ス
の
ジ
ェ
ン
ダ

ー
分
析
」（
日
本
共
産
党
『
前
衛
』
２
０
０
７
年
３
月
号
）、
86
㌻
。

（
２
）
諸
橋
憲
一
郎
『
オ
ス
と
は
何
で
、
メ
ス
と
は
何
か
？
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出

版
、
２
０
２
２
年
）
１
８
４
～
５
㌻
。

（
３
）
マ
ル
ク
ス
の
史
的
唯
物
論
に
お
け
る
家
族
論
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
は
、
牧
野
広
義
『
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
思
想
』（
文
理
閣
、
２
０
１
８

年
）
第
10
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
４
）
本
稿
は
、
石
川
「
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
角
」

（
関
西
唯
物
論
研
究
会
『
唯
物
論
と
現
代
』
第
67
号
掲
載
予
定
）
を
も

と
に
し
て
い
る
。
よ
り
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
参
照
願
い
た
い
。

資
本
主
義
の
発
展
に
よ
る

古
い
家
父
長
制
家
族
の
解
体

１
　
『
資
本
論
』
は
生
成
か
ら
死
滅
に
い
た
る
資
本
主
義
的
生
産
様
式

の
運
動
（
発
展
）
法
則
を
究
明
し
た
が
、
そ
こ
に
は
そ
れ
に
応
じ
た

家
族
の
変
化
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
「
機
械
が
筋
力
を
不
要
に
す
る
限
り
、
そ
れ
は
、
筋
力
の
な
い

労
働
者
、
ま
た
は
身
体
の
発
達
は
未
成
熟
で
あ
る
が
、
手
足
の
柔

軟
性
の
大
き
い
労
働
者
を
使
用
す
る
た
め
の
手
段
と
な
る
。
だ
か

ら
、
女
性
労
働
お
よ
び
児
童
労
働
は
、
機
械
の
資
本
主
義
的
使
用

の
最
初
の
言
葉
で
あ
っ
た
！
」（
③
６
９
３
㌻
／
４
１
６
㌻（

５
））。

　

加
え
て
半
世
紀
に
お
よ
ぶ
「
内
乱
」
を
通
じ
て
労
働
者
が
勝
ち
取

っ
た
工
場
立
法
が
「
家
内
労
働
」
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
そ

れ
は
古
い
「
父
権
」
を
制
限
す
る
も
の
と
も
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
現
実
を
ま
と
め
る
形
で
、
マ
ル
ク
ス
は
「
大
工
業
が
古

い
家
族
制
度
と
そ
れ
に
照
応
す
る
家
族
労
働
と
の
経
済
的
基
礎
と
と

も
に
、
そ
の
古
い
家
族
関
係
そ
の
も
の
を
解
体
す
る
」「
大
工
業
は
、

家
事
の
領
域
の
か
な
た
に
あ
る
社
会
的
に
組
織
さ
れ
た
生
産
過
程
に

お
い
て
、
女
性
、
年
少
者
、
お
よ
び
男
女
の
児
童
に
決
定
的
な
役
割

を
割
り
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
族
と
男
女
両
性
関
係
と
の
よ
り

高
度
な
形
態
の
た
め
の
新
し
い
経
済
的
基
礎
を
つ
く
り
出
す
」「
結

合
さ
れ
た
労
働
人
員
が
き
わ
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
層
に
あ
る
男
女

両
性
の
諸
個
人
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
…
…
適
切
な
諸
関
係

の
も
と
で
は
、
逆
に
、
人
間
的
発
達
の
源
泉
に
急
変
す
る
」（
③
８

５
４
～
５
㌻
／
５
１
３
～
４
㌻
）
と
し
た
。

　

そ
の
後
の
歴
史
の
実
際
は
、
女
性
や
児
童
の
労
働
を
一
直
線
に
広

め
る
も
の
と
は
な
ら
ず
、
欧
米
で
は
児
童
労
働
は
禁
止
さ
れ
、
19
世

紀
に
は
支
配
階
級
に
、
20
世
紀
に
は
労
働
者
階
級
に
も
「
男
は
仕

事
、
女
（
子
ど
も
）
は
家
庭
」
と
い
う
近
代
家
族
が
広
ま
っ
た（

６
）。
こ

の
家
族
形
態
は
、
外
か
ら
稼
ぎ
を
持
ち
帰
る
成
人
男
性
に
、
家
族
内

部
で
一
定
の
権
限
の
優
位
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た（

７
）。

第
二
次
世
界

大
戦
で
の
一
時
期
を
除
き
、
女
性
の
就
労
の
広
ま
り
に
よ
っ
て
欧
米

で
こ
れ
が
縮
小
す
る
の
は
60
年
代
以
後
の
こ
と
と
な
り
、
今
日
、
北

欧
な
ど
を
筆
頭
に
女
性
の
労
働
力
率
は
大
き
く
高
ま
っ
て
い
る
。

『
資
本
論
』か
ら
読
み
解
く

ジェ
ン
ダ
ー
平
等

石
川
康
宏
〔
神
戸
女
学
院
大
学
名
誉
教
授
〕

い
し
か
わ・や
す
ひ
ろ
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そ
の
よ
う
な
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
が
は
さ
ま
っ
た
が
、
ジ
ェ
ン
ダ

ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
で
大
き
く
遅
れ
を
と
る
日
本
を
ふ
く
め
、
多
く

の
社
会
が
雇
用
に
お
け
る
男
女
平
等
─
─
女
性
が
生
産
［
経
済
］

過
程
で
「
決
定
的
な
役
割
」
を
担
う
よ
う
に
な
る
こ
と
─
─
を
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
推
進
の
中
心
課
題
と
し
て
い
る
現
実
に
、
マ
ル
ク

ス
の
卓
見
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
５
）『
資
本
論
』
か
ら
の
引
用
は
新
日
本
出
版
社
『
新
版
・
資
本
論
』
に

よ
っ
て
お
り
、
引
用
箇
所
の
③
は
そ
の
第
３
分
冊
を
、（
６
９
３
㌻
／

４
１
６
㌻
）
は
（
新
版
／
原
典
ペ
ー
ジ
）
を
示
し
て
い
る
。
訳
語
は
一

部
変
更
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

（
６
）
近
代
家
族
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
落
合
恵
美
子
『
21
世
紀
家
族
へ

［
第
４
版
］』（
２
０
１
９
年
、
有
斐
閣
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
７
）
古
い
家
父
長
制
は
、
西
欧
の
古
代
・
中
世
に
家
長
が
家
族
全
成
員

に
生
殺
与
奪
も
ふ
く
む
強
い
支
配
権
を
も
っ
た
家
族
制
度
の
こ
と
で
、

経
済
的
基
礎
が
失
わ
れ
た
資
本
主
義
の
下
で
も
そ
の
意
識
や
社
会
的
慣

習
は
簡
単
に
は
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。
い
ま
や
父
親
が
工
場
に
「
妻
子

を
売
る
。
彼
は
奴
隷
商
人
と
な
る
」（
③
６
９
５
㌻
／
４
１
８
㌻
）
と

の
指
摘
は
そ
の
象
徴
で
あ
る
。
た
だ
し
、
確
立
し
た
資
本
主
義
段
階
で

の
男
性
優
位
の
制
度
や
思
想
を
同
じ
く
家
父
長
制
と
表
現
す
れ
ば
、
歴

史
用
語
と
し
て
の
家
父
長
制
は
曖
昧
に
な
る
。
こ
こ
に
は
よ
り
適
切
な

用
語
が
必
要
で
あ
る
。

資
本
主
義
下
で
の
女
性
の

労
働
・
生
活
環
境

２
　

こ
う
し
て
家
族
の
大
局
的
な
発
展
を
と
ら
え
な
が
ら
も
、
マ
ル
ク

ス
は
「
結
合
さ
れ
た
労
働
人
員
が
き
わ
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
層
に

あ
る
男
女
両
性
の
諸
個
人
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
…
…
自
然

成
長
的
で
野
蛮
な
資
本
主
義
的
形
態
に
お
い
て
は
、
退
廃
と
奴
隷
状

態
と
の
疫
病
の
源
泉
で
あ
る
」（
③
８
５
５
㌻
／
５
１
４
㌻
）と
し
た
。

　

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
多
く
の
事
例
に
も
と
づ
く
結
論
だ
っ
た
。

　

成
人
男
性
よ
り
「
従
順
で
御
し
や
す
い
女
性
お
よ
び
児
童
」（
③

７
０
８
㌻
／
４
２
５
㌻
）
は
「
チ
ー
プ
・
レ
イ
バ
ー
」（
③
８
０
９

㌻
／
４
８
５
㌻
）
と
呼
ば
れ
、
工
場
に
大
量
に
雇
用
さ
れ
た
。
し
か

し
「
資
本
は
、
社
会
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
労
働

者
の
健
康
と
寿
命
に
た
い
し
、
な
ん
ら
の
顧こ

慮り
よ

も
払
わ
な
い
」（
②

４
７
１
㌻
／
２
８
５
～
６
㌻
）。
そ
の
結
果
「
陶
工
た
ち
は
、
男
性

も
女
性
も
…
…
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
退
化
し
た
住
民
を
代
表
す

る
」（
②
４
２
５
㌻
／
２
６
０
㌻
）
等
々
。『
資
本
論
』
は
女
性
の
労

働
条
件
の
過
酷
を
示
す
文
章
を
大
量
に
政
府
の
報
告
書
類
か
ら
引
用

し
て
い
る
。
年
少
者
・
児
童
に
つ
づ
い
て
女
性
の
労
働
時
間
に
１
日

12
時
間
と
い
う
上
限
が
は
じ
め
て
設
け
ら
れ
た
の
は
、
１
８
４
４
年

の
追
加
工
場
法
で
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

マ
ル
ク
ス
の
関
心
は
労
働
現
場
を
超
え
て
出
る
。
資
本
が
個
々
の

労
働
者
の
労
働
時
間
を
細
切
れ
に
す
る
「
い
わ
ゆ
る
リ
レ
ー
制
度
」

を
告
発
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
は
、
細
切
れ
の
「
休
息
時
間
は
強
制
さ

れ
た
怠
惰
の
時
間
に
転
化
し
、
そ
れ
が
若
い
男
性
労
働
者
た
ち
を
居

酒
屋
へ
、
若
い
女
性
労
働
者
た
ち
を
娼
家
へ
か
り
た
て
た
」（
②
５

１
２
㌻
／
３
０
８
㌻
）
と
書
き
、
さ
ら
に
資
本
の
蓄
積
が
労
働
者
に

与
え
る
影
響
を
論
じ
た
第
23
章
「
資
本
主
義
的
蓄
積
の
一
般
的
法

則
」
で
は
、
女
性
の
性
や
性
道
徳
に
焦
点
を
当
て
、
次
の
よ
う
に
多

く
の
政
府
文
書
を
引
用
す
る
。

　

都
市
の
住
宅
事
情
の
悪
さ
に
よ
る
「
あ
ら
ゆ
る
慎
み
深
さ
の
否

定
」「
赤
裸
々
な
性
的
露
出
」「
呪
い
の
も
と
に
生
ま
れ
る
子
ど
も
」

（
④
１
１
４
７
～
８
㌻
／
６
８
８
㌻
）、「
既
婚
お
よ
び
未
婚
の
成
年

の
男
女
が
狭
い
寝
室
に
詰
め
込
ま
れ
る
」「
羞
恥
心
と
礼
儀
作
法
が

こ
の
う
え
な
く
ひ
ど
く
そ
こ
な
わ
れ
」（
④
１
１
９
１
㌻
／
７
１
４

㌻
）、「
近
親
相
姦
を
犯
し
た
女
性
が
ひ
ど
く
苦
し
み
、
し
ば
し
ば
死

を
選
ぶ
」「
う
ら
若
い
彼
女
た
ち
の
ひ
ど
い
不
品
行
」（
④
１
１
９
４

㌻
／
７
１
５
㌻
）
等
々
。

　

当
時
の
女
性
労
働
者
を
と
り
ま
く
状
況
は
こ
れ
ほ
ど
に
「
恐
ろ
し

く
か
つ
厭い

と

わ
し
い
」（
③
８
５
５
㌻
／
５
１
４
㌻
）
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
現
象
の
背
後
に
「
古
い
家
族
制
度
の
解
体
」
と
新
し
い

「
家
族
と
男
女
両
性
関
係
」
の
可
能
性
と
い
う
大
局
の
進
歩
を
見
て

取
っ
た
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
は
あ
ら
た
め
て
見
事
と
い
う
他
な
い
。

よ
り
人
間
的
な
労
働
と
生
活
を
手
に
入
れ
る
た
め
、
資
本
の
増
殖
欲

求
に
社
会
的
強
制
を
課
す
こ
と
は
、
今
日
も
男
女
と
も
に
と
っ
て
切

実
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
『
資
本
論
』
に
は
女
性
の
不
品
行
に
つ
い
て
の
指
摘
は
い

く
つ
も
あ
る
が
、
男
性
の
不
品
行
に
つ
い
て
は
批
判
が
な
い
。
近
親

相
姦
を
苦
に
自
殺
す
る
の
が
男
性
で
な
く
女
性
だ
と
い
う
点
に
つ
い

て
も
積
極
的
な
検
討
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
19
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
生
き

た
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
的
制
約
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い（

８
）。

（
８
）
長
年
と
も
に
く
ら
し
た
家
政
婦
の
ヘ
レ
ー
ネ
・
デ
ー
ム
ー
ト
と
の

あ
い
だ
に
子
ど
も
を
も
う
け
、
そ
の
子
を
認
知
せ
ず
遠
ざ
け
た
「
フ
レ

デ
ィ
問
題
」
を
め
ぐ
る
マ
ル
ク
ス
の
態
度
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
社

会
常
識
に
照
ら
し
て
も
批
判
を
免
れ
ら
れ
な
い
。
詳
し
く
は
大
村
泉
他

『
わ
が
父
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
─
─
マ
ル
ク
ス
伝
の
歴
史
を
変
え
た
フ

レ
デ
ィ
書
簡
』（
極
東
書
店
、
２
０
１
１
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

労
働
力
の
維
持
と
再
生
産
の
場

と
し
て
の
家
族

３
　
『
資
本
論
』
に
は
「
労
働
者
階
級
の
不
断
の
維
持
と
再
生
産
は
、

資
本
の
再
生
産
の
た
め
の
恒
常
的
条
件
で
あ
る
。
資
本
家
は
こ
の
条

件
の
実
現
を
、
安
心
し
て
労
働
者
の
自
己
維
持
本
能
と
生
殖
本
能
に

ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
る
」（
④
９
９
５
㌻
／
５
９
８
㌻
）
と
い
う

文
章
が
あ
る
。
か
つ
て
、
こ
の
一
節
を
も
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
「
家
族

の
分
析
」
を
放
棄
し
た
と
す
る
批
判
が
あ
っ
た（

９
）。

　

し
か
し
、
事
実
は
逆
で
、
こ
の
文
章
は
次
の
よ
う
な
そ
の
直
前
の

究
明
成
果
の
確
認
だ
っ
た
。

　
「
資
本
に
と
っ
て
も
っ
と
も
不
可
欠
な
生
産
手
段
で
あ
る
労
働
者

そ
の
も
の
の
生
産
お
よ
び
再
生
産
」
を
実
現
す
る
二
つ
の
本
能
の
発

露
に
は
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
個
人
的
消
費
の
最
低
限
の
保
障
が
必

要
で
、
そ
の
必
要
を
満
た
す
の
は
資
本
家
が
労
働
者
に
「
労
働
力
と

引
き
換
え
に
譲
渡
」
す
る
資
本
（
可
変
資
本
）
で
あ
る
。
こ
の
経
済

的
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
、
資
本
家
は
安
心
し
て
こ
れ
を
労
働

者
の
本
能
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
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ま
た
先
の
批
判
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
労
働
力
再
生
産
の
た
め
の
条

件
」
を
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
し
、
分
析
を
放
棄
し
て
い
る
と
い
う

も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
反
対
に
当
該
部
分
の
文
章
は
「
資
本
の
再
生

産
の
た
め
の
恒
常
的
条
件
」
で
あ
る
「
労
働
者
階
級
の
不
断
の
維
持

と
再
生
産
」
が
「
資
本
主
義
的
生
産
過
程
」
の
ど
の
よ
う
な
運
動
に

よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
か
を
正
面
か
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の
だ

っ
た
。
こ
の
解
明
の
重
要
性
は
、
労
働
者
の
貧
困
化
が
「
非
婚
」
と

少
子
化
─
─
生
殖
本
能
が
必
ず
し
も
労
働
者
階
級
の
再
生
産
に
つ

な
が
ら
な
い
─
─
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
現
代
日
本
の
現

実
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

　

な
お
、
労
資
関
係
が
労
働
現
場
で
完
結
す
る
の
で
な
く
、
労
働
者

家
族
を
も
丸
ご
と
経
済
的
支
配
の
下
に
お
く
こ
と
を
、
マ
ル
ク
ス
は

次
の
よ
う
に
辛し

ん

辣ら
つ

な
筆
致
で
ま
と
め
て
い
る
。

　
「
労
働
者
の
個
人
的
消
費
は
、
そ
れ
が
作
業
場
や
工
場
な
ど
の

内
部
で
行
な
わ
れ
よ
う
と
外
部
で
行
な
わ
れ
よ
う
と
、
労
働
過
程

の
内
部
で
行
な
わ
れ
よ
う
と
、
資
本
の
生
産
お
よ
び
再
生
産
の
一

契
機
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
機
械
の
掃
除
が
労
働
過
程
中

に
行
な
わ
れ
よ
う
と
そ
の
一
定
の
休
止
中
に
行
な
わ
れ
よ
う
と
、

資
本
の
生
産
お
よ
び
再
生
産
の
一
契
機
で
あ
る
の
と
ま
っ
た
く
同

じ
で
あ
る
」。

　
「
労
働
者
は
そ
の
個
人
的
消
費
を
自
分
自
身
の
た
め
に
行
な
う

の
で
あ
っ
て
、
資
本
家
の
た
め
に
喜
ん
で
行
な
う
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
事
態
に
な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
い
。
た
と
え
ば
、

役
畜
の
食
べ
る
も
の
は
役
畜
自
身
が
享
受
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、

役
畜
の
消
費
が
生
産
過
程
の
必
要
な
一
契
機
で
あ
る
こ
と
に
は
変

わ
り
は
な
い
」。

　
「
し
た
が
っ
て
社
会
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
労
働
者
階
級
は
直

接
的
な
労
働
過
程
の
外
部
で
も
、
死
ん
だ
労
働
用
具
と
同
じ
よ
う

に
資
本
の
付
属
物
で
あ
る
。
彼
ら
の
個
人
的
消
費
で
さ
え
も
、
あ

る
限
界
内
で
は
、
た
だ
資
本
の
再
生
産
過
程
の
一
契
機
で
し
か
な

い
」（
④
９
９
５
～
７
㌻
／
５
９
７
～
９
㌻
）。

　

妻
と
夫
、
子
と
親
に
よ
る
一
家
の
団だ

ん

欒ら
ん

も
、
社
会
的
・
客
観
的
に

は
、
資
本
に
必
要
な
明
日
の
労
働
力
と
未
来
の
労
働
力
を
生
産
す
る

行
為
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
家
事
労
働
は
女
に
よ
る
も

の
で
あ
れ
男
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
こ
れ
を
円
滑
に
す
す
め
る
た
め

の
労
働
と
な
る

）
（（
）（
（1
（

。

　
（
９
）
上
野
千
鶴
子
『
家
父
長
制
と
資
本
制
』
岩
波
書
店
、
１
９
９
０
年
、

20
㌻
。

（
10
）
家
事
労
働
に
は
男
女
と
も
に
直
接
そ
れ
に
対
応
す
る
「
支
払
い
」

が
な
い
が
、
家
事
労
働
に
支
出
さ
れ
る
労
働
力
の
形
成
に
必
要
な
費
用

は
、
労
働
者
の
場
合
、
本
人
あ
る
い
は
家
族
が
得
る
賃
金
に
よ
っ
て
賄

わ
れ
て
い
る
。

（
11
）
こ
の
他
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
『
資
本
論
』
へ
の
代
表
的
な
誤

読
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
成
人
男
性
が
家
族
全
員
を
養
う
の
に
必
要
な

賃
金
を
得
る
べ
き
と
す
る
「
男
性
家
族
賃
金
思
想
」
の
持
ち
主
だ
と
い

う
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
マ
ル
ク
ス
の
賃
金
論
は
、
賃

金
は
こ
う
あ
る
べ
し
と
い
う
規
範
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た

こ
の
議
論
は
「
機
械
は
、
労
働
者
家
族
の
全
成
員
を
労
働
市
場
に
投
げ

込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
の
労
働
力
の
価
値
を
彼
の
家
族
全
員
に
分
割

す
る
」（
③
４
１
７
）
と
い
う
労
働
力
価
値
の
分
割
論
に
目
の
届
か
ぬ

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
前
掲
・
石
川
「
マ
ル
ク
ス
『
資
本

論
』
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
角
」
を
参
照
の
こ
と
。

『
資
本
論
』は
ケ
ア
労
働
を
ど
う

と
ら
え
る
か

４
　

最
後
に
、
現
代
社
会
で
多
く
を
女
性
が
担
っ
て
い
る
ケ
ア
労
働

─
─
と
り
あ
え
ず
保
育
、
教
育
、
医
療
、
介
護
な
ど
、
人
の
発
達

や
生
活
を
支
え
る
た
め
の
労
働
と
し
て
お
く
─
─
を
と
ら
え
る

『
資
本
論
』
の
視
角
を
考
え
た
い
。

　

マ
ル
ク
ス
は
人
間
の
労
働
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
「
労
働
は
、
ま
ず
第
一
に
、
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
一
過

程
、
す
な
わ
ち
人
間
が
自
然
と
そ
の
物
質
代
謝
を
彼
自
身
の
行
為

に
よ
っ
て
媒
介
し
、
規
制
し
、
管
理
す
る
一
過
程
で
あ
る
」（
②

３
１
０
㌻
／
１
９
２
㌻
）。

　

こ
の
「
物
質
代
謝
」
に
は
、
自
然
か
ら
の
有
用
物
の
取
得
や
生
産

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
流
通
、
消
費
、
自
然
へ
の
返
還
（
廃
棄
）

な
ど
が
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
労
働
が
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に

関
連
し
て
マ
ル
ク
ス
は
家
事
労
働
を
「
家
庭
の
消
費
に
必
要
な
諸
労

働
」
と
書
い
て
い
る
。

　
「
労
働
者
家
族
の
全
成
員
」
が
「
資
本
の
直
接
的
支
配
」
に
編
入

さ
れ
た
こ
と
で
「
家
族
自
身
の
た
め
の
自
由
な
家
庭
内
労
働
」
が
縮

小
し
た
（
③
６
９
３
㌻
／
４
１
６
㌻
）。
よ
り
具
体
的
に
は
料
理
な

ど
「
資
本
が
消
費
の
た
め
に
必
要
な
家
族
労
働
を
…
…
奪
い
取
っ

た
」（
③
６
９
４
㌻
／
４
１
６
㌻
）。「
子
ど
も
の
世
話
や
授
乳
」
の

た
め
に
は
「
代
わ
り
の
人
を
雇
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
裁
縫
や

つ
ぎ
あ
て
な
ど
の
よ
う
な
家
庭
の
消
費
に
必
要
な
諸
労
働
は
、
既
成

商
品
の
購
入
に
よ
っ
て
補
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
家
事
労
働

の
支
出
の
減
少
に
は
、
貨
幣
支
出
の
増
大
が
対
応
す
る
」（
③
６
９

５
㌻
／
４
１
７
㌻
）。

　

見
ら
れ
る
よ
う
に
「
家
庭
内
労
働
」「
家
族
労
働
」「
家
事
労
働
」

が
こ
こ
で
は
消
費
の
た
め
に
必
要
な
労
働
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

子
ど
も
を
育
て
、
家
族
の
健
康
を
守
り
、
障
害
者
や
高
齢
者
の
介
護

を
行
う
ケ
ア
労
働
の
経
済
的
本
質
を
語
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ

は
食
糧
、
教
材
、
薬
な
ど
生
産
物
の
適
切
な
消
費
と
と
も
に
、
給

仕
、
教
育
、
医
療
、
介
護
な
ど
直
接
に
人
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と

を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。

　

ま
た
「
家
事
労
働
の
支
出
の
減
少
」
に
「
貨
幣
支
出
の
増
大
が
対

応
す
る
」
と
い
う
点
は
、
資
本
主
義
の
下
で
の
ケ
ア
労
働
が
、
家
族

に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
商
品
と
し
て
購
入
さ
れ
る
「
有
償
労
働
」
と

し
て
も
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ケ
ア
労
働
の
専
門
性
が
マ

ル
ク
ス
の
時
代
よ
り
は
る
か
に
高
度
に
な
っ
た
今
日
で
は
、
保
育
、

教
育
、
医
療
、
介
護
な
ど
多
く
が
購
入
の
対
象
と
な
り
、
ま
た
部
分

的
に
は
公
務
労
働
と
し
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
他

方
、
こ
う
し
た
両
者
の
関
連
は
、
ケ
ア
労
働
の
多
く
を
女
性
が
担
う

歴
史
的
背
景
と
も
な
っ
て
き
た
。

　

さ
ら
に
こ
の
労
働
は
労
働
力
を
維
持
し
、
再
生
産
す
る
労
働
と
も



〈大特集〉マルクス経済学のすすめ2023

68

な
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
が
労
働
力
ま
た
は
労
働
能
力
と
言
う
の
は
、
人
間

の
肉
体
、
生
き
た
人
格
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
て
、
彼
が
な
ん
ら

か
の
種
類
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
そ
の
た
び
ご
と
に
運
動
さ
せ

る
肉
体
的
お
よ
び
精
神
的
諸
能
力
の
総
体
の
こ
と
で
あ
る
」（
②

２
９
２
㌻
／
１
８
１
㌻
）。

　

適
切
な
個
人
的
消
費
に
必
要
な
労
働
は
、
家
族
に
よ
る
も
の
で
あ

れ
専
門
労
働
者
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
こ
の
労
働
力
を
そ
の
肉
体
や

人
格
の
う
ち
に
も
つ
人
間
そ
の
も
の
を
育
む
労
働
─
─
育
児
や
教

育
や
医
療
な
ど
─
─
で
あ
る
。
ま
た
現
役
労
働
者
へ
の
教
育
や
医

療
、
休
養
を
ふ
く
め
て
彼
ら
の
生
活
を
整
え
る
こ
と
は
、
そ
の
労
働

力
を
維
持
し
、
発
達
さ
せ
る
労
働
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
。

　

こ
れ
ら
の
労
働
と
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
、
維
持
さ
れ
る
労
働
力
の

「
生
産
費
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
『
資
本
論
』
に
先
立
つ
「
１
８

６
１
─
63
年
草
稿
」
に
次
の
文
章
が
あ
る
。

　
「
労
働
能
力
を
形
成
し
、
維
持
し
、
変
化
さ
せ
る
な
ど
の
、
要

す
る
に
、
そ
れ
に
特
殊
性
を
与
え
た
り
ま
た
は
そ
れ
を
維
持
す
る

だ
け
の
よ
う
な
、
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
購
入
、
し
た
が
っ
て
、
た
と
え

ば
『
産
業
的
に
必
要
』
で
あ
る
か
ま
た
は
有
用
で
あ
る
か
す
る
か

ぎ
り
で
の
教
師
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
や
、
健
康
を
維
持
し
、
し
た
が
っ

て
す
べ
て
の
価
値
の
源
泉
で
あ
る
労
働
能
力
そ
の
も
の
を
保
存
す

る
か
ぎ
り
で
の
医
師
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
な
ど
は
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て

『
人
が
買
う
こ
と
の
で
き
る
一
商
品
』
す
な
わ
ち
労
働
能
力
そ
の

も
の
を
生
み
だ
す
サ
ー
ヴ
ィ
ス
で
あ
り
、
こ
う
い
う
サ
ー
ヴ
ィ
ス

は
、
こ
の
労
働
能
力
の
生
産
費
ま
た
は
再
生
産
費
の
な
か
に
は
い

っ
て
行
く
」。

　
「
医
師
や
教
師
の
労
働
は
、
そ
れ
の
代
価
が
支
払
わ
れ
る
財
源

を
直
接
に
つ
く
り
だ
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と

は
い
っ
て
も
、
彼
ら
の
労
働
は
、
総
じ
て
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
つ
く

り
だ
す
財
源
の
生
産
費
の
な
か
に
、
す
な
わ
ち
労
働
能
力
の
生
産

費
の
な
か
に
、
は
い
っ
て
行
く）

（1
（

」。

　

見
ら
れ
る
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
医
師
や
教

師
の
労
働
を
、
労
働
力
の
生
産
費
に
「
は
い
っ
て
行
く
」
と
考
え
た
。

　

労
働
は
人
間
を
他
の
動
物
と
区
別
さ
せ
る
決
定
的
な
契
機
だ
が
、

そ
れ
に
不
可
欠
な
ケ
ア
労
働
を
現
代
日
本
の
よ
う
に
、
い
つ
ま
で
も

資
本
に
よ
る
安
づ
か
い
─
─
労
働
力
維
持
・
再
生
産
費
の
節
約
─
─

に
ま
か
せ
て
い
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
人
間
発
達
の
本
来
の
可
能

性
を
萎
縮
さ
せ
て
い
る
。

　

な
お
、
労
働
力
を
衰
え
さ
せ
た
高
齢
者
や
、
多
く
を
失
っ
た
傷
病

者
、
平
均
的
な
労
働
力
の
形
成
に
い
た
ら
な
い
障
害
者
等
へ
の
医
療

や
介
護
は
、
労
働
力
の
維
持
や
再
生
産
と
い
う
直
接
に
経
済
的
な
要

請
を
超
え
て
、
す
べ
て
の
人
が
人
と
し
て
の
尊
厳
を
尊
重
さ
れ
る
と

い
う
人
権
の
思
想
、
と
り
わ
け
社
会
権
の
思
想
や
、
お
も
に
マ
ル
ク

ス
以
後
に
発
展
し
た
社
会
保
障
の
制
度
に
導
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
人
権
思
想
の
実
現
を
具
体
的
に
担
う
労
働
と
い
う
こ
と
も
ケ
ア

労
働
の
重
要
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

（
12
）
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
草
稿
集
』
大
月
書
店
、
第
５
巻
１
９
３
㌻
。�


