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法
人
論
と
い
う
独
自
の
切
り
口
で
、

ポ
ス
ト
産
業
資
本
主
義
下
の
会
社
の

あ
り
よ
う
を
語
っ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

『
会
社
は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
』

か
ら
2
年
。
本
書
は
そ
の
エ
ッ
セ
ン

ス
を
抽
出
し
て
深
め
つ
つ
、
ト
ピ
カ

ル
な
話
題
を
盛
り
込
ん
だ
姉
妹
編
に

あ
た
る
。

「
世
間
の
話
題
を
さ
ら
っ
た
『
会
社

の
買
収
問
題
』
と
い
う
視
点
か
ら
整

理
し
直
せ
ば
、
前
著
の
内
容
は
よ
り

理
解
し
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

最
大
の
執
筆
動
機
は
そ
の
点
に
あ
り

ま
す
。
同
時
に
現
場
の
経
営
者
と
対

話
を
重
ね
る
中
で
浮
上
し
た
テ
ー
マ
、

信
用
供
与
論
や
会
社
の
社
会
的
責
任

論
等
に
つ
い
て
も
そ
の
原
理
、
現
代

的
意
味
を
考
察
し
ま
し
た
」

本
書
の
一
番
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、

議
論
の
ベ
ー
ス
と
な
る
の
は
、
冒
頭

部
分
に
掲
げ
ら
れ
た
「
会
社
の
二
階

建
て
構
造
」
論
だ
。「
本
来
モ
ノ
で
し

か
な
い
会
社
が
、
法
律
上
ヒ
ト
と
し

て
扱
わ
れ
る
」
意
味
の
解
説
を
通
じ
、

会
社
と
は
何
か
、
そ
の
存
在
の
本
質

は
何
か
が
明
快
に
提
示
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
二
階
部
分
で
は
株
主

が
株
式
と
い
う
形
で
会
社
を
モ
ノ
と

し
て
所
有
し
、
一
階
部
分
で
は
会
社

が
ヒ
ト
と
し
て
会
社
資
産
を
所
有
す

る
。
こ
の
二
重
の
所
有
構
造
が
著
者

の
法
人
企
業
論
の
骨
格
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
著
者
は
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、「
経
営
と
は

何
か
」
へ
議
論
を
進
め
て
い
く
。
そ

こ
で
強
調
さ
れ
る
の
は
経
営
の
独
自

性
と
、
経
営
者
の
役
割
の
重
要
性
だ
。

「
モ
ノ
に
過
ぎ
な
い
会
社
が
ヒ
ト
と

し
て
振
る
舞
う
。
そ
こ
で
は
経
営
者

が
会
社
と
い
う
人
形
に
命
を
吹
き
込

む
人
形
遣
い
と
な
り
、
す
べ
て
を
信

任
さ
れ
た
後
見
人
の
よ
う
な
仕
事
を

し
ま
す
。
会
社
に
対
し
て
も
社
会
に

対
し
て
も
そ
の
責
任
は
重
大
で
す
。

す
な
わ
ち
経
営
者
は
株
主
の
代
行

者
で
は
な
く
、
第
一
義
的
に
ヒ
ト
と

し
て
の
会
社
に
、
忠
実
に
任
務
を
遂

行
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
存

在
な
の
で
す
」

こ
う
し
た
独
自
の
視
点
に
立
つ
著

者
か
ら
す
れ
ば
、
会
社
は
株
主
の
も

の
と
す
る
株
主
主
権
論
は
二
階
部
分

だ
け
を
見
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
会
社

の
本
質
に
対
す
る
無
理
解
が
そ
う
し

た
論
を
生
ん
だ
と
言
う
。

ラ
イ
ブ
ド
ア
に
よ
る
フ
ジ
テ
レ
ビ

買
収
騒
動
を
通
じ
て
多
く
の
人
々
が

も
っ
た
素
朴
な
疑
問
、「
会
社
は
お
金

で
買
え
る
の
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
も
、

そ
ん
な
思
考
の
延
長
線
上
か
ら
眺
め

る
と
理
解
し
や
す
く
な
る
。

「
お
金
を
出
せ
ば
、
株
券
、
す
な
わ
ち

モ
ノ
と
し
て
の
会
社
を
買
う
こ
と
は

で
き
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
組
織

と
し
て
の
会
社
、
そ
こ
で
働
く
人
を

買
う
こ
と
に
は
、
必
ず
し
も
な
り
ま

せ
ん
」

工
場
や
機
械
等
の
生
産
設
備
が
利

益
の
源
泉
だ
っ
た
産
業
資
本
主
義
の

時
代
と
比
較
す
る
と
、
ポ
ス
ト
産
業
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資
本
主
義
の
時
代
に
は
知
識
を
有
し
、

新
た
な
ア
イ
デ
ア
を
生
む
人
間
そ
の

も
の
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。
は
た

し
て
そ
こ
で
従
来
の
よ
う
な
企
業
買

収
手
法
が
ど
こ
ま
で
有
効
な
の
か
は

未
知
数
だ
。

お
金
の
価
値
が
下
が
り
、
ヒ
ト
の

価
値
が
上
が
る
現
代
を
、
著
者
は
資

本
主
義
の
大
き
な
転
機
と
と
ら
え
て

い
る
。
そ
ん
な
時
代
の
経
営
、
と
り

わ
け
金
融
の
役
割
と
資
金
調
達
の
あ

り
方
に
つ
い
て
も
本
書
は
多
く
の
示

唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

最
後
に
、
本
書
で
も
紙
幅
を
割
い

て
詳
述
さ
れ
て
い
る
企
業
の
社
会
的

責
任
論
に
つ
い
て
、「
会
社
の
二
階
建

て
構
造
論
」
を
唱
え
る
著
者
な
ら
で

は
の
見
解
を
紹
介
し
よ
う
。

「
生
身
の
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に

基
本
的
人
権
を
も
つ
存
在
と
見
な
さ

れ
ま
す
。
し
か
し
本
来
ヒ
ト
で
は
な

い
法
人
が
ヒ
ト
と
し
て
存
在
す
る
に

は
、
社
会
の
承
認
が
前
提
と
さ
れ
ま

す
。
逆
に
い
え
ば
、
社
会
に
存
在
す

る
価
値
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
会
社
は

会
社
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
す
。

よ
っ
て
会
社
が
広
い
意
味
で
の
社

会
的
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
、
経
営

の
副
次
的
課
題
で
は
な
く
、
も
っ
と

本
質
的
な
条
件
と
い
え
ま
す
。
そ
う

し
た
意
味
で
い
え
ば
、
会
社
は
社
会

の
も
の
な
ん
で
す
」

一
貫
し
て
法
人
論
の
原
理
か
ら
会

社
の
行
動
原
理
を
と
ら
え
る
著
者
の

面
目
躍
如
の
主
張
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

著 者 か ら の メ ッ セ ー ジ

法
人
企
業
の
し
く
み
は

二
階
建
て
構
造
で
理
解
で
き
る

ポ
ス
ト
産
業
資
本
主
義
時
代
の

企
業
経
営
の
原
理
と
は

社
会
的
責
任
を
果
た
す
の
は

企
業
に
と
っ
て
本
質
的
条
件
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『認められたい！』
著者／太田肇（日本経済新聞社　1400円税別）

個
人
を
生
か
す
た
め
に
組
織
は
ど

う
あ
る
べ
き
か
。
こ
の
テ
ー
マ
を
考

え
る
と
き
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
人

間
の
承
認
欲
求
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
き

さ
だ
。
人
事
制
度
の
構
築
に
あ
た
っ

て
も
、「
認
め
ら
れ
た
い
」
と
い
う
気

持
ち
を
い
か
に
う
ま
く
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
す
る
か
が
重
要
な
カ
ギ
に
な
る
。

成
果
主
義
は
、
金
銭
的
報
酬
で
動

機
付
け
ら
れ
る
人
間
像
を
前
提
に
し

て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
事
実

上
、
多
く
の
報
酬
を
得
る
こ
と
が
唯

一
の
承
認
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
。
よ

ほ
ど
適
切
な
評
価
が
な
さ
れ
な
け
れ

ば
、
本
人
に
も
周
囲
に
も
誤
っ
た
シ

グ
ナ
ル
が
送
ら
れ
、
や
る
気
を
そ
ぐ

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
成
果
主
義

の
失
敗
の
大
き
な
原
因
は
こ
の
点
に

あ
る
と
考
え
る
。

経
済
成
長
期
を
終
え
成
熟
社
会
化

が
進
む
日
本
で
は
、
人
は
お
金
だ
け

で
は
動
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
む
し

ろ
そ
の
背
景
に
あ
る
承
認
欲
求
そ
の

も
の
に
焦
点
を
当
て
た
モ
チ
ベ
ー
ト

方
法
が
効
果
的
な
の
だ
。

具
体
的
戦
略
と
し
て
は
、
働
く
個

人
の
評
価
の
場
を
組
織
の
中
か
ら
外

へ
広
げ
、
顧
客
や
取
引
先
等
、「
世
間

の
評
価
」
を
う
ま
く
活
用
す
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
組
織
内
の
地
位
や

金
銭
的
報
酬
は
ゼ
ロ
サ
ム
ゲ
ー
ム
と

な
る
た
め
全
員
に
分
配
す
る
こ
と
が

難
し
い
が
、「
世
間
の
評
価
」
と
い
う

外
部
の
資
源
は
無
限
に
利
用
で
き
る
。

こ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
機
能
さ

せ
る
に
は
、
仕
事
の
裁
量
と
権
限
を

明
示
的
に
個
人
に
委
譲
し
、
同
時
に

個
人
の
名
前
を
出
し
て
仕
事
を
さ
せ

る
こ
と
が
必
要
だ
。
働
く
個
人
の
立

場
か
ら
す
れ
ば
、「
自
分
が
実
力
を
発

揮
し
、
い
い
仕
事
を
し
た
こ
と
で
、

世
間
の
評
価
が
自
分
に
か
え
っ
て
く

る
」
と
い
う
道
筋
が
見
え
る
こ
と
で
、

が
ぜ
ん
や
る
気
が
出
て
く
る
。
組
織

は
そ
ん
な
個
人
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ

と
な
り
、
評
価
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

等
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
サ

ポ
ー
ト
役
を
果
た
せ
ば
よ
い
。

個
人
の
独
立
性
が
高
い
職
場
ほ
ど
、

ワ
ー
カ
ー
同
士
に
も
相
互
承
認
、
リ

ス
ペ
ク
ト
し
あ
う
関
係
が
生
ま
れ
、

業
績
も
上
が
る
と
い
う
好
循
環
が
生

ま
れ
る
。
と
り
わ
け
承
認
欲
求
に
敏

感
な
日
本
人
の
特
性
を
考
え
れ
ば
、

こ
の
あ
た
り
に
ハ
ッ
ピ
ー
な
組
織
づ

く
り
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
。
（
太
田
談
）

『職業外伝』
著者／秋山真志（ポプラ社　1500円税別）

本
書
は
、
飴
細
工
師
、
俗
曲
師
、

銭
湯
絵
師
な
ど
、
滅
び
ゆ
く
日
本
の

伝
統
職
に
従
事
す
る
12
人
を
訪
ね
、

仕
事
人
と
し
て
の
肖
像
を
描
き
だ
し

た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
職
業
の
歴
史
的
淵
源
を
盛
り

込
み
な
が
ら
、
紆
余
曲
折
の
人
間
ド

ラ
マ
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。

取
材
執
筆
を
通
じ
て
考
え
さ
せ
ら

れ
た
の
は
、
天
職
と
は
何
か
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。
本
書
に
登
場
す
る
職

業
人
の
多
く
は
、
迷
走
や
放
浪
の
末
、

ま
る
で
神
に
呼
び
か
け
ら
れ
、
魅
入

ら
れ
た
か
し
て
一
生
の
仕
事
に
出
会

っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
職
業
が
生
き

方
を
規
定
す
る
の
か
、
生
き
方
が
職

業
を
決
め
る
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ

彼
ら
彼
女
ら
の
「
そ
う
で
し
か
あ
り

え
な
か
っ
た
」
人
生
で
は
、
両
者
が

渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
何
か
に

突
き
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
生
き
て
き

た
人
間
の
魅
力
は
、
独
特
の
光
を
放

つ
。昨

今
、
フ
リ
ー
タ
ー
や
ニ
ー
ト
が

増
え
て
い
る
と
い
う
。
何
の
た
め
に

働
く
の
か
夢
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

も
て
な
い
若
者
、
自
分
に
合
っ
た
仕

事
と
は
何
か
と
悩
み
迷
う
若
者
に
も

ぜ
ひ
本
書
を
読
ん
で
ほ
し
い
。

ま
ず
言
え
る
の
は
、
会
社
勤
め
だ

け
が
人
生
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
う
し
た
ル
ー
ト
か
ら
外
れ
た
と
し

て
も
、
身
を
立
て
生
き
て
い
く
道
は

さ
ま
ざ
ま
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て

ほ
し
い
。

同
時
に
、
い
か
に
好
き
な
仕
事
で

あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
た
ど
り
つ
き
道

を
歩
み
続
け
る
に
は
大
変
な
努
力
が

必
要
だ
と
い
う
こ
と
も
伝
え
た
い
。

人
生
は
職
業
生
活
の
苦
闘
か
ら
練
り

上
げ
ら
れ
る
。
自
信
や
充
実
感
は
そ

の
中
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。

本
書
に
託
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
は
、
日
本
の
伝
統
に
自
信

と
誇
り
を
も
ち
、
そ
の
固
有
の
価
値

を
も
う
一
度
見
直
そ
う
と
い
う
こ
と

だ
。
日
本
人
は
、
先
祖
代
々
受
け
継

い
で
き
た
固
有
の
す
ば
ら
し
い
文
化
、

生
活
様
式
を
も
つ
。
本
書
で
取
り
上

げ
た
職
業
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
に
深

く
根
ざ
し
た
技
芸
に
関
わ
る
も
の
ば

か
り
で
あ
る
。

前
記
し
た
よ
う
な
職
業
選
択
に
迷

う
若
者
た
ち
の
中
に
も
、
こ
う
し
た

世
界
で
な
ら
い
き
い
き
と
自
分
の
持

ち
味
を
発
揮
で
き
る
人
材
が
埋
も
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
（
秋
山
談
）

「
世
間
の
評
価
」を
活
用
し

承
認
欲
求
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

秋山真志
あきやま・まさし
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滅
び
ゆ
く
日
本
の
伝
統
職
に

従
事
す
る
12
人
の
肖
像




