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論説

菊
池
労
働
法
理
論
の
国
際
的
視
野

42　（4　●　2）　496

深
山
喜
　
一
　
郎

　
菊
池
先
生
の
突
然
の
御
逝
去
を
悼
み
、
そ
の
御
業
績
を
偲
ぶ
今
日
の
研
究
集
会
に
お
い
て
お
話
し
申
し
あ
げ
ま
す
こ
と
は
、
私
に
と
っ

て
誠
に
光
栄
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
，
同
時
に
そ
れ
は
大
変
重
荷
な
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
そ
の
責
を
果
た
す
こ
と
が
で
き

る
か
甚
だ
心
も
と
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
、
若
干
の
時
間
を
拝
借
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
は
じ
め
、
私
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
論
題
は
、
　
「
菊
池
先
生
と
フ
ラ
ン
ス
法
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
菊
池
先
生
の
御
業

績
は
御
承
知
の
よ
う
に
社
会
法
、
法
哲
学
、
法
社
会
学
そ
の
他
広
範
な
領
域
に
及
ん
で
お
り
ま
す
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
ま
た
、
フ
ラ

ン
ス
法
、
ド
イ
ツ
法
な
ど
西
欧
近
代
の
法
理
念
・
法
理
論
の
展
開
に
つ
い
て
の
深
い
御
造
詣
が
そ
の
基
盤
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ

が
私
の
場
合
、
菊
池
先
生
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
を
学
ん
だ
と
は
い
え
、
労
働
法
、
と
く
に
争
議
権
法
に
つ
い
て
だ
け
し
か
勉
強
し

て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
論
題
で
話
を
ま
と
め
る
自
信
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
御
案
内
の
よ
う
に
、
　
「
菊
池
労
働
法
の
国

際
的
視
野
」
と
い
う
題
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
り
ま
す
』
そ
し
て
こ
の
論
題
で
何
と
か
ま
と
め
て
み
よ
う
と
努
力
し
て
み
た
わ

け
で
す
が
、
さ
き
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
先
生
の
御
仕
事
を
支
え
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
法
思
想
に
つ
い
て
の
御
造
詣
の
広
さ
と
深



さ
は
、
　
到
底
私
な
ど
が
短
時
間
に
整
理
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
ヴ
ま
せ
ん
。
　
そ
こ
で
論
点
を
更
に
し
ぼ
り
ま
し
て
、
菊
池
先
生
の

労
働
法
理
論
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
理
念
と
で
も
申
し
ま
す
か
、
先
生
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
ま
し
た
理
念
と
し
て
の

「
社
会
的
正
義
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
国
際
的
背
景
、
基
盤
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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先
生
は
一
九
六
六
年
二
月
一
日
の
朝
日
新
聞
に
お
い
て
、
「
私
の
好
き
な
言
葉
」
と
し
て
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ
レ
ス
（
二
日
ピ
ひ
8
蜜
二
δ
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
Q
。
α
¢
1
下
り
＝
）
の
、
　
「
あ
さ
は
か
な
国
際
主
義
は
祖
国
を
離
れ
、
ゆ
た
か
な
国
際
主
義
は
祖
国
を
思
う
」
と
い
う
言
葉
と
並
べ
て
、
　
「
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
を
欲
せ
ば
、
正
義
を
培
え
」
と
い
う
言
葉
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
御
承
知
の
方
も
多
い
と
存
じ
ま
す
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
I

L
O
事
務
局
の
建
物
の
礎
石
の
下
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
羊
皮
紙
に
書
き
込
ま
れ
た
碑
銘
で
、
初
代
I
L
O
事
務
局
長
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ト
マ

（
〉
一
び
①
『
什
　
↓
び
O
§
ρ
ω
一
　
H
O
◎
刈
O
Q
－
H
㊤
ω
N
）
が
選
ん
だ
言
葉
だ
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　
そ
し
て
こ
の
言
葉
が
、
I
L
O
憲
章
前
文
冒
頭
の
、

「
世
界
の
永
続
す
る
平
和
は
、
社
会
正
義
を
基
礎
と
し
て
の
み
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
文
章
に
相
応
す
る
こ
と
も
ま
た
明
ら

か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
菊
池
先
生
は
こ
の
言
葉
を
大
正
＝
二
年
、
I
L
O
東
京
支
局
の
職
員
と
な
ら
れ
た
と
き
に
知
っ
た
と
書
い
て
お
ら

れ
ま
す
。

　
先
生
が
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
さ
れ
た
後
、
研
究
室
に
残
ら
れ
、
労
働
法
制
を
テ
ー
マ
と
し
て
選
ば
れ
ま
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
詳
し

く
は
存
じ
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
社
会
情
勢
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
ま
す
し
、
と
く
に
短
期
間
で
は
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
I
L
O
の
職
員
と
し
て
勤
務
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
先
生
の
そ
の
後
の
お
仕
事
に
大
変
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
先
生
の
労
働
法
理
論
に
最
も
直
接
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
は
、
こ
の
I
L
O
で
あ
り
、
I
L
O

の
考
え
方
で
あ
る
と
も
い
宜
る
の
で
あ
り
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
I
L
O
設
立
当
時
、
わ
が
国
で
は
ま
と
ま
っ
た
労
働
法
制
と
し
て
は
42（4・3） 497
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よ
う
や
く
大
正
五
年
に
施
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
工
場
法
が
あ
っ
た
く
ら
い
の
も
の
で
、
そ
の
後
の
わ
が
国
の
労
働
法
制
の
整
備
に
直
接
の

原
動
力
と
な
っ
た
も
の
は
I
L
O
条
約
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
今

日
で
も
な
お
そ
う
し
た
面
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
は
、
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
労
働
立
法
な
り
、
そ
の
改
正

が
I
L
O
条
約
と
直
接
的
に
関
連
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
事
情
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
当
時
、
わ
が
国
の
労
働
法
制
を
研
究
し
て

い
た
人
々
が
I
L
O
に
深
い
関
心
を
も
っ
た
の
は
当
然
で
あ
り
ま
す
が
、
と
く
に
菊
池
先
生
は
そ
の
理
論
体
系
の
中
で
I
L
O
を
中
心
と

す
る
国
際
労
働
法
の
占
め
る
地
位
を
重
視
、
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
先
生
が
最
初
に
労
働
法
の
概
説
を
試
み
ら
れ
た

の
は
昭
和
＝
年
の
岩
波
書
店
・
法
律
学
辞
典
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
同
辞
典
で
は
「
国
際
労
働
法
」
は
別
項
が
設
け
ら
れ
、
北
岡
寿

逸
氏
が
そ
れ
を
執
筆
さ
れ
た
た
め
、
先
生
の
「
労
働
法
」
の
項
で
は
そ
の
点
が
触
れ
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
先
生
に
と
っ
て

は
心
残
り
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
後
、
有
斐
閣
か
ら
出
さ
れ
ま
し
た
論
文
集
「
労
働
法
の
主
要
問
題
」
に
こ
の
「
労
働
法
」
の
項
を
収

録
さ
れ
ま
し
た
際
に
、
と
く
に
「
労
働
立
法
の
国
際
化
」
と
い
う
節
を
設
け
て
書
き
加
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
先
生
の
学
問
体

系
の
中
で
I
L
O
が
大
き
な
地
位
を
占
め
て
い
る
の
は
、
先
ほ
ど
も
触
れ
ま
し
た
よ
う
な
I
L
O
職
員
と
し
て
の
御
経
験
や
当
時
の
わ
が

国
の
労
働
法
制
に
対
す
る
I
L
O
の
影
響
力
、
指
導
性
か
ら
し
て
当
然
か
と
も
思
え
ま
す
が
、
何
よ
り
も
先
生
が
新
し
い
法
分
科
と
し
て

の
社
会
法
、
労
働
法
の
体
系
的
叙
述
！
こ
れ
が
先
生
の
い
わ
ば
一
生
の
課
題
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
一
に
あ
た
り
そ
の
指
導
理
念
と

し
て
、
こ
の
I
L
O
の
正
義
理
念
に
深
く
共
鳴
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
I
L
O
に
お
け
る
正

義
理
念
を
先
生
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
、
消
化
さ
れ
v
そ
の
理
論
体
系
の
中
で
展
開
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
私
な
り
の
整
理
を
し
た
い

と
存
じ
ま
す
。

三
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先
生
の
「
社
会
的
正
義
」
に
つ
い
て
の
一
番
ま
と
ま
っ
た
論
稿
は
、
　
「
社
会
的
正
義
に
つ
い
て
」
　
（
一
九
六
七
年
日
本
法
哲
学
会
年
報

・
『
正
義
の
現
代
的
意
義
』
所
収
）
と
い
う
論
文
で
、
こ
れ
は
後
に
先
生
が
七
〇
才
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
年
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
論
文
集

「
社
会
法
の
基
本
問
題
」
　
（
一
九
六
八
年
、
有
斐
閣
）
の
第
一
論
文
と
し
て
収
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
論
交
に
お
い
て
、
先
生
は
社

会
正
義
の
思
想
を
「
『
社
会
』
を
意
識
的
に
考
察
の
対
象
と
し
た
時
代
、
つ
ま
り
旧
制
度
か
ら
近
代
社
会
へ
転
換
す
る
一
八
世
紀
末
」
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
源
流
を
た
ど
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
と
く
に
一
八
世
紀
末
に
、
す
で
に
近
代
社
会
の
不
平
等
を
適
確
に
指
摘

し
、
そ
の
対
策
を
予
言
し
た
も
の
と
し
て
、
コ
ン
ド
ル
セ
の
遺
稿
「
人
間
精
神
の
進
歩
に
関
す
る
歴
史
的
展
望
の
素
描
」
．
に
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
。
次
い
で
近
代
“
資
本
主
義
社
会
の
階
級
性
が
次
第
に
露
わ
に
な
っ
て
く
る
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
社
会
主
義
思
想
を
軸

と
し
な
が
ら
社
会
的
正
義
理
念
の
展
開
を
概
観
し
、
そ
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
が
労
働
問
題
、
す
な
わ
ち
「
賃
金
奴
隷
と
称
さ
れ
た
労
働

状
態
か
ら
の
解
放
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
こ
で
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
自
由
・
平
等
が
自
己
法
則
性
を
も

っ
て
反
作
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
　
「
労
働
者
の
団
結
の
自
由
」
へ
と
変
容
し
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
労
働
状
態
の
改
善
こ
そ

が
、
ま
さ
し
く
「
社
会
的
正
義
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
歴
史
的
背

景
の
中
で
、
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
つ
い
に
I
L
O
憲
章
前
文
が
は
じ
め
て
公
式
文
書
の
中
に
、
　
「
社
会
的
正
義
」
と
い
う
言
葉
を

用
い
る
に
至
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
ま
ず
、
社
会
的
正
義
と
い
う
概
念
は
い
わ
ば
「
非
人
間
的
な
労
働
条
件
の
排
除
」
と
い
う
の
を

そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
I
L
O
前
文
の
中
で
は
こ
う
し
た
排
除
さ
る
べ
き
不
正
、
不
平
等
の
例
が
具
体
的
に
挙
げ
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
一
九
四
四
年
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
宣
言
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
よ
り
広
く
、
　
「
経
済
的
不
安
全

（
ぎ
ω
①
〇
二
二
受
）
の
排
除
」
と
い
う
概
念
に
ま
で
拡
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
も
と
よ
り
こ
の
こ
と

は
社
会
的
正
義
が
経
済
的
不
平
等
な
い
し
不
安
全
の
排
除
に
つ
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
I
L
O
の
レ
ポ
ー
ト
に

よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
　
「
同
時
に
こ
の
概
念
を
機
会
均
等
と
の
密
接
な
関
連
に
お
い
て
宣
明
し
つ
つ
、
ま
た
自
由
と
尊
厳
と
が
両
者
に
と
つ
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て
不
可
欠
の
随
伴
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
自
由
と
尊
厳
を
経
済
保
障
お
よ
び
機
会
均
等
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

民
主
主
義
諸
国
は
、
奴
隷
と
い
う
犠
牲
に
お
い
て
経
済
保
障
の
処
置
を
用
意
し
て
き
た
諸
国
か
ら
自
ら
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
」
と
述
べ

　
　
　
（
3
）

て
い
ま
す
。
菊
池
先
生
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
　
「
I
」
0
に
お
い
て
は
、
経
済
的
お
よ
び
財
政
的
性
質
を
も
つ
政
策
を
、
社
会
的
基
本
権
を

実
現
す
る
見
地
か
ら
判
断
し
て
是
認
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
『
経
済
』
に
対
す
る
『
人
間
』
の
、
　
『
社
会
』
の
優
位
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
し
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
そ
し
て
こ
こ
で
再
び
先
生
は
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ト
マ
の
　
「
『
社
会
的
』
は
『
経
済

的
』
に
打
ち
勝
つ
べ
き
で
あ
る
。
よ
り
ょ
く
正
義
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
は
前
者
は
後
者
を
規
制
し
か
つ
指
導
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う

言
葉
を
引
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
再
び
先
生
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
　
「
現
代
の
国
内
的
お
よ
び
国
際
的
経
済
問
題
を
適

正
に
処
理
す
る
理
念
と
し
て
の
経
済
的
正
義
は
、
広
い
意
味
の
社
会
的
正
義
の
内
に
含
ま
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
I
L
O
憲
章
前
文
は
こ
う
し
た
社
会
的
正
義
を
世
界
平
和
の
絶
対
的
条
件
と
し
て
と
ら
え
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
I
L
O

が
第
一
次
大
戦
の
講
和
条
約
た
る
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
従
っ
て
I
L
O
に
お
け
る
社
会
正
義
な
る
も
の
を
全
体
的
に
考
察
す
る
と
き
は
、
こ
の
点
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。
菊

池
先
生
も
こ
の
「
社
会
的
正
義
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
の
中
で
こ
の
問
題
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
今
日
の
報
告
で
は
こ
の
点
は

省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
次
に
、
こ
の
よ
う
な
社
会
正
義
の
理
念
が
実
定
法
上
、
ど
の
よ
う
な
形
で
現
わ
れ
る
か
の
問
題
に
移
り
た
い
と

存
じ
ま
す
。

　
菊
池
先
生
は
、
「
社
会
的
不
平
等
を
改
善
す
る
た
め
に
社
会
立
法
を
お
こ
な
う
の
は
社
会
的
正
義
の
達
成
を
目
的
と
す
る
こ
と
に
な
る
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
　
す
な
わ
ち
先
生
は
、
社
会
立
法
の
理
念
は
社
会
正
義
で
あ
り
、
　
そ
の
内
容
は
社
会
不
平
等
の
排
除
で
あ
る
、

と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
先
生
は
、
社
会
法
理
論
の
先
達
の
一
人
で
あ
る
ラ
ー
ド
ブ
ル
フ
の
、
　
「
個
人
主
義
法
に
お
い
て
は
平
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等
観
念
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
社
会
法
は
調
整
の
観
念
に
も
と
つ
く
も
の
、
従
っ
て
前
者
に
あ
っ
て
は
交
換
的
正
義
が
支
配

し
、
後
者
に
あ
っ
て
は
配
分
的
正
義
が
支
配
す
る
し
と
い
う
主
張
も
ま
た
、
社
会
法
の
理
念
が
社
会
正
義
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
、
先
生
は
右
の
「
配
分
的
正
義
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
「
社
会
的
正
義
」

と
呼
ぶ
の
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
。

・
こ
の
よ
う
に
社
会
法
の
理
念
が
社
会
正
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
　
そ
れ
は
又
、
　
社
会
法
の
領
域
を
定
め
る
指
導
理
念
で
も
あ
る
わ
け
で

す
。
従
っ
て
あ
る
種
の
不
平
等
が
社
会
的
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
不
正
と
し
て
除
去
す
る
法
が
作
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
す
べ
て
社
会
法
の
領
域
内
に
と
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
種
の
法
と
し
て
は
労
働
法
や
社
会
保
障
法
が
典
型
的
な
も
の
で

し
ょ
う
が
、
経
済
法
、
農
業
法
そ
の
他
、
広
く
経
済
的
弱
者
保
護
の
視
点
を
も
つ
法
制
は
何
れ
も
広
義
の
社
会
法
体
系
の
中
に
組
み
入
れ

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
先
に
挙
げ
ま
し
た
コ
ン
ド
ル
セ
の
「
人
間
精
神
進
歩
の
歴
史
」
1
い
わ
ゆ
る
「
世
紀
の
予
言
書
」

1
の
中
で
指
摘
し
た
第
三
の
不
平
等
と
し
て
の
「
教
育
の
不
平
等
」
の
排
除
に
関
連
す
る
限
度
で
は
、
教
育
法
あ
る
い
は
文
化
法
も
そ

の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
次
い
で
先
生
は
こ
の
よ
う
な
社
会
正
義
の
実
現
が
ま
さ
し
く
国
家
の
任
務
た
る
べ
き
こ
と
を
憲
法
上
明
言
し
て
い
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ

ン
ド
、
西
ド
イ
ツ
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
生
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
か
等
に

つ
い
て
も
考
察
を
進
め
ら
れ
た
上
で
、
最
後
に
正
義
の
現
代
的
意
義
を
要
約
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
部
分
は
私
が
下
手
な
紹
介

を
す
る
よ
り
、
そ
の
ま
ま
御
紹
介
す
る
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
　
「
社
会
的
正
義
を
労
働
問
題
の
改
善
の
た
め
の
理
念
と
し
て
み
る
場
合
、
国
際
連
盟
と
と
も
に
国
際
労
働
機
関
が
設
置
さ
れ
た
当
時

　
か
ら
国
際
連
合
の
関
連
機
関
と
な
っ
た
時
期
ま
で
の
二
十
五
年
間
に
、
そ
の
概
念
が
拡
大
し
た
。
そ
れ
は
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
宣
言
に

　
掲
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
経
済
財
政
と
関
連
を
も
つ
経
済
的
保
障
、
経
済
的
正
義
と
密
接
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
最
近
の
二
十
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論ヒ’説

年
間
に
、
r
新
た
な
技
術
革
新
時
代
に
応
ず
る
よ
う
に
そ
の
意
義
が
加
わ
っ
て
き
た
。
労
働
力
の
調
整
、
訓
練
や
技
術
革
新
に
よ
る
災
害

安
全
対
策
だ
け
で
な
く
、
社
会
保
障
を
含
む
経
済
計
画
の
目
標
と
し
て
社
会
的
正
義
を
か
か
げ
て
い
る
。

　
社
会
的
正
義
を
政
治
的
理
念
と
し
て
み
る
場
合
、
そ
れ
は
国
際
的
・
国
内
的
に
人
種
問
題
調
整
の
目
標
で
あ
る
。
特
に
最
近
は
い
わ

ゆ
る
南
北
問
題
に
対
し
て
、
開
発
途
上
の
諸
国
に
関
す
る
国
際
政
治
を
指
導
す
る
理
念
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
社
会
的
法
治
国
の
理
念
と
し
て
の
社
会
的
正
義
は
、
国
家
公
共
の
福
祉
と
基
本
権
的
自
由
と
の
調
整
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。

社
会
主
義
的
政
策
も
、
社
会
的
正
義
を
目
標
に
か
か
げ
て
お
り
、
共
産
主
義
国
の
経
済
計
画
も
社
会
の
富
を
増
大
し
て
勤
労
者
の
物
質

的
お
よ
び
文
化
的
水
準
を
不
断
に
向
上
さ
せ
、
社
会
保
障
を
実
現
す
る
点
で
は
こ
れ
と
異
質
で
は
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
差
異
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
国
際
的
諸
機
関
を
通
じ
て
世
界
の
将
来
の
発
展
の
た
め
社
会
進
歩
に
協
力
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
理
由
で
あ
る
。

．
社
会
的
正
義
を
法
的
理
念
と
し
て
み
る
場
合
、
そ
れ
は
社
会
立
法
の
目
標
で
あ
る
。
個
人
法
か
ら
社
会
法
へ
の
変
遷
に
お
い
て
社
会

法
を
支
配
す
る
の
は
配
分
の
正
義
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
社
会
的
正
義
と
い
う
め
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　
社
会
的
正
義
に
イ
ン
ス
パ
イ
ヤ
さ
れ
る
労
働
法
と
社
会
保
障
法
、
　
さ
ら
に
経
済
法
を
統
合
す
る
と
こ
ろ
忙
社
会
法
領
域
が
成
立
す

る
。　

法
の
執
行
に
お
い
て
裁
判
や
行
政
に
社
会
的
正
義
の
理
念
が
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
法
の
社
会
的
機
能
を
有
効
に
し
、
法
と
現

実
の
変
遷
と
の
離
隔
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
社
会
的
正
義
を
平
和
の
基
礎
と
す
る
の
は
、
国
際
間
の
対
抗
を
、
社
会
的
正
義
を
目
標
と
す
る
共
存
に
転
換
し
て
紛
争
を
防
止
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
は
各
国
民
の
力
、
権
威
、
偉
大
さ
を
、
社
会
的
福
祉
を
は
か
る
社
会
的
正
義
に
あ
る
と
し
て
、
武
力
に

よ
る
競
争
の
排
除
を
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
人
類
破
滅
を
予
想
さ
せ
る
戦
争
の
脅
威
に
対
し
、
知
的
・
精
神
的
交
流
と
理
解
に

よ
り
平
和
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
ユ
ネ
ス
コ
活
動
と
相
侯
っ
て
、
社
会
的
正
義
達
成
の
た
め
の
I
L
O
活
動
が
平
和
の
現
実
的
基
礎
を
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築
く
努
力
を
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
『
平
和
を
欲
す
れ
ば
正
義
を
培
え
』
《
ω
一
く
一
ω
冨
。
①
§
8
δ
ご
ω
葺
置
日
》
と
い
う
言
葉
に
対

し
て
、
　
『
正
義
（
法
）
を
行
な
わ
し
め
よ
、
よ
し
ん
ば
世
界
が
破
滅
す
る
と
も
』
《
国
讐
貯
ω
ひ
一
江
P
O
Φ
お
節
目
⊆
＆
自
ω
》
と
い
う
言

葉
で
は
、
決
し
て
正
義
と
法
の
支
配
の
威
信
を
高
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
結
語
は
『
社
会
的
正
義
（
社
会
法
）
を
行

な
わ
し
め
よ
、
し
か
ら
ば
世
界
は
破
滅
を
免
れ
る
で
あ
ろ
う
』
と
い
う
言
葉
に
な
る
。
そ
こ
に
こ
そ
正
義
の
現
代
的
意
義
を
み
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
で
き
る
と
思
ケ
の
で
あ
る
。
」

四

菊地労働法理論の国際的視野（深山）

　
以
上
の
よ
う
に
菊
池
先
生
に
お
い
て
は
、
社
会
的
正
義
と
は
単
に
労
働
法
の
指
導
理
念
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
現
代
国

家
i
そ
れ
も
資
本
主
義
国
家
だ
け
で
な
く
、
社
会
主
義
国
家
ま
で
含
め
て
一
の
目
標
、
政
策
理
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
、
し

か
も
そ
れ
こ
そ
が
人
類
の
破
滅
を
救
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
実
は
私
は
こ
こ
ま
で
拡
大
さ
れ
た
　
「
社
会
的
正

義
」
観
念
に
は
正
直
な
と
こ
ろ
、
つ
い
て
ゆ
け
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
先
生
の
こ
う
し
た
信
念
に
も
近
い
社
会
正
義
論

は
、
単
に
主
観
的
に
、
抽
象
的
に
観
念
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
近
代
初
頭
か
ら
の
人
権
思
想
の
発
展
、
ま
た
そ
れ
に
関
す
る
膨
大
な
学

説
、
理
論
、
論
争
の
研
究
の
上
に
立
ち
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
基
盤
に
成
立
し
た
諸
外
国
の
実
定
法
諸
制
度
に
よ
る
実
証
を
常
に
試
み
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
皆
さ
ん
の
よ
く
御
承
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
な
正
義
論
が
常
に
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ

そ
、
先
生
の
労
働
法
理
論
が
第
二
次
大
戦
と
い
う
あ
の
激
動
期
を
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
転
向
、
再
転
向

と
い
う
よ
う
な
大
き
な
揺
れ
を
み
せ
ず
、
今
日
で
も
な
お
わ
が
国
の
労
働
法
学
に
お
け
る
正
統
派
源
流
の
一
つ
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

て
い
る
所
以
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
例
え
ば
原
子
力
法
の
社
会
法
的
側
面
の
指
摘
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
今
日
ま

で
常
に
社
会
法
理
論
の
展
開
に
先
達
的
役
割
を
果
た
さ
れ
た
原
動
力
で
も
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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先
生
は
か
つ
て
、
あ
る
研
究
会
の
席
で
、
　
「
私
は
一
度
言
っ
た
主
張
は
仲
々
変
え
な
い
」
と
い
っ
た
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
こ
と

説　
　
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
頑
固
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
定
の
主
張
に
は
極
め
て
慎
重
、
周
到
な
準
備
が
あ
っ
た
、
と
い

論　
　
う
こ
と
と
共
に
、
一
つ
の
問
題
を
徹
底
的
に
追
及
す
る
と
い
う
先
生
の
学
問
的
姿
勢
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
は
じ
め

　
　
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
先
生
が
五
〇
年
余
の
労
働
法
、
社
会
法
研
究
の
旅
に
出
立
さ
れ
た
ば
か
り
の
時
に
出
会
わ
れ
ま
し
た
ジ
ャ
ン
．
．

　
　
ジ
ョ
レ
ス
の
言
葉
、
　
「
あ
さ
は
か
な
国
際
主
義
は
祖
国
を
離
れ
、
ゆ
た
か
な
国
際
主
義
は
祖
国
を
思
う
」
は
そ
の
ま
ま
先
生
の
学
問
方
法

　
　
を
貫
い
て
い
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
し
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ト
マ
の
「
平
和
を
回
せ
ば
正
義
を
培
え
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
菊
池
先
生
の
終
生

　
　
の
御
仕
事
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
正
義
」
に
ど
の
よ
う
な
中
身
を
与
え
る
か
で
あ
っ
た
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
は
じ
め
に
も
お
断
り
し
て
お
き
ま
し
た
よ
う
に
、
先
生
の
御
仕
事
を
要
約
・
紹
介
す
る
こ
と
、
ま
し
て
そ
れ
を
批
判
的
に
検
討
す
る
と

　
　
い
う
の
は
私
の
能
力
を
超
え
て
お
り
ま
し
た
。
以
上
の
よ
う
な
報
告
は
あ
る
い
は
泉
下
の
先
生
の
御
叱
責
を
こ
う
む
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

　
　
が
、
こ
れ
で
終
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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甲
げ
①
9
ρ
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o
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二
℃
創
①
℃
讐
巳
〇
二
ω
ヨ
Φ
《
H
9
∋
Φ
昌
①
》
菊
池
勇
夫
・
世
界
の
中
の
労
働
法
（
一
九
七
〇
、
一
粒
社
）

　
　
二
二
六
頁
参
照
。

（
2
）
《
ω
一
く
一
ω
冒
。
Φ
§
．
o
o
一
〇
ご
ω
葺
帥
①
日
》
菊
池
・
前
掲
書
同
量
。

（
3
）
高
橋
武
「
国
際
社
会
保
障
法
の
研
究
」
世
界
の
労
働
一
六
巻
八
号
五
八
頁
。
な
お
、
菊
池
勇
夫
・
社
会
法
の
基
本
問
題
　
一
四
頁
参
照
。

（
4
）
菊
池
・
社
会
法
の
基
本
問
題
二
六
一
二
七
頁
。

（
5
）
大
正
期
末
か
ら
昭
和
期
初
頭
に
か
け
て
よ
う
や
く
花
開
き
か
け
た
わ
が
国
の
労
働
法
学
は
日
中
戦
争
一
第
二
次
大
戦
と
い
う
戦
時
非
常
体
制
σ

　
　
中
で
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
間
、
多
く
の
労
働
法
研
究
者
が
或
は
学
問
的
逃
避
に
よ
り
、
或
は
総
力
戦
一
議
報
体
制
に
迎
合
す
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
保
身
を
図
っ
た
と
し
て
戦
後
、
厳
し
い
糾
弾
を
避
け
え
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
加
山
宗
二
「
日
本
労
働
法
学
界
－
多
、
の
過
去
と
現



在
」
法
律
文
化
三
巻
一
〇
一
一
二
合
併
号
（
昭
二
三
年
）
参
照
。
菊
池
教
授
の
場
合
も
こ
う
し
た
激
動
の
影
響
を
全
く
受
け
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
　
し
か
し
な
が
ら
そ
の
学
問
方
法
の
普
遍
性
は
少
な
く
と
も
他
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
大
幅
な
揺
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
な
お
、
教
授
は
、
前
掲
「
社
会
法
の
基
本
問
題
」
の
中
に
、
戦
時
中
の
論
稿
二
篇
を
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
著
者
は
戦
時
中
に
ど

の
よ
う
な
研
究
を
し
た
か
。
こ
の
質
問
を
回
避
し
な
い
た
め
」
で
あ
り
、
　
「
総
動
員
体
制
下
に
お
い
て
著
者
の
思
考
の
限
界
を
示
し
た
点
の
指

摘
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
教
授
の
自
ら
の
学
問
に
対
す
る
厳
し
さ
と
共
に
、
自
信
を
も
読
み
と
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

菊地労働法理論の国際的視野（深山）

42（4●11）505


