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三
田
學
會
雑
.誌
第
四
十
八
卷
第
十
二
號

代
用
の
彈
カ
性
を
無
差
別i

に
.つ
い
て
論
じ
ダ
グ
ラ
スil
l
Mと
の
關
係
を
.述 

ベ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
等
の
生
產
理
論
か
ら
f

函
数
が
導
か
れ
る
が
、
生 

產
函
數
の
場
合
に
は
勞
働
と
原
料
の
如
き
補
完
關
係
が
屢
々
存
在
す
る
た
め
、 

原
料
と
の
一
定
比
率
を
越
え
て
勞
働
が
增
加
す
る
場
合
に
は
限
界
生
產
カ
均
等 

の
法
則
は
妥
當
し
な
い
。
か
か
る
場
合
に
は
ヮ
ル
ラ
ス
、
パ
レ
I
ト
等
は
生
產 

係
數
を
用
い
て
生
產
者
均
衡
を
說
明
し
た
が
、
こ
の
方
法
は
几
で
の
生
產
要
素 

間
に
代
替
關
係
が
な
い
場
合
に
だ
け
し
か
使
用
で
き
な
い
。
こ
れ
を
克
服
し
て 

特
殊
の
場
合
に
お
け
る
理
論
を
も
包
磺
し
た
限
界
生
產
力
説
を
樹
立
し
た
め
は 

サ
ム
ェ
ル
'ソ
ン
で
あ
る
。
各
企
業
が
生
產
要
素
の
饋
格
を
所
與
と
し
て
行
動
す 

る
場
合
に
は
1

戤
の
存
在
は
均
衡
の
決
定
に
影
響
を
興
え
な
い
け
れ
ど
も
、
 

生
產
要
素
の
需
要
と
供
給
の
關
係
に
ょ
つ
て
價
格
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
特 

異
點
の
存
在
は
價
格
を
不
決
定
な
ら
し
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
五
章
線
型
計 

諶
で
は
こ
の
理
論
が
短
期
分
析
に
妥
當
す
る
こ
と
か
ら
出
發
す
る
。
企
業
規
模 

が
固
定
し
、
經
營
资
本
と
流
動
資
本
だ
け
が
可
變
的
で
あ
る
場
合
に
は

> 

㈠企 

業
が
支
配
し
得
る
凡
て
の
生
產
要
素
を
凡
て
の
可
能
な
割
合
で
組
合
わ
せ
る
生 

產
函
數
を
設
定
し
、㈡
一
定
の
生
產
量
又
は
賣
上
金
額
に
對
，し
費
用
を
最
小
な 

ら
し
め
る
機
に
各
種
の
生
產
婴
素
の
使
用
量
を
決
定
し
、
闫
企
業
刹
潤
を
最
大 

な
ら
し
め
る
樣
に
生
產
量
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
從
來
の
限
界 

分
析
と
は
異
な
る
も
の
で
戰
後
に
お
い
て
ク
ー
プ
マ
ン
ス
や
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
に 

ょ
つ
て
發
展
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
五
章
は
こ
の
理
論
の
數
學
的
表 

現
に
當
て
ら
れ
て
い
る
。

第
六
章
交
換
の
均
衡
と
そ
の
變
動
に
お
い
て
は
、
商
由
競
爭
の
定
義
が
下
さ

. 

れ
、
こ
の
條
件F
に
お
け
る
均
衡
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
價
格
と
平
均 

生
產
費
と
限
界
生
產
費
の
三
渚
は
一
致
し
餘
剩
fi
j
ii
は
消
滅
す
る
。
次
に
ク
ー

四

八

(

九
五
ニ)

.

ル
ノ
I
流
の
獨
占
理
論
か
％
ラ
ー
ナ
ー
の
獨
占
度
理
論
へ
の
發
展
が
說
明
さ 

れ
、
第
三
節
で
不
完
全
競
爭
と
搦
占
が
、
第
四
節
で
は
均
衡
の
安
定
性
が
取
扱
わ 

れ
、

「

御
蛛
の
巢
の
理
論」

も
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
る
。第
五
節
で
は
最
近
ノ
イ
マ
ン 

と
モ
ル
ゲ
ン
ス
テ
ル
ン
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た

「

ゲ
ー
ム
の
理
論」

が
問
題
と 

さ
れ
る
。
交
換
或
い
は
分
配
の
問
題
に
お
い
て
は
互
に
相
手
の
態
度
が

i

と 

な
る
わ
け
で
、
從
來
の
胲
の
單
純
な
利
调
極
大
或
い
は
費
用
極
小
の
原
理
の
み 

で
は
問
題
を
十
分
に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
交
換
當
事
諸
は
互
に
相
手 

の
取
得
分
を
最
小
に
し
よ
う
と
し
な
が
ら
自
分
の
取
得
分
を
最
大
に
し
よ
う
と 

努
力
す
る
。
こ
れ
が
ミ
_
マ
ッ
ク
ス
の
理
論
で
あ
る
。
更
に
交
換
當
事
者
が
三 

人
の
場
合
に
は
何
れ
か
の
二
人
が
組
ん
で
第
三
者
の
取
得
分
を
最
小
に
し
よ
う 

と
努
力
す
る
場
合
が
擧
げ
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
を
解
淡
す
る
に
は
位
相
數
學
、集 

合
論
、
確
率
論
、線
型
代
數
學
等
の
近
代
數
學
を
必
要
と
す
る
。
第
七
韋
投
資
と 

所
得
で
は
宪
ず
ケ
イ
ン
ズ
のW
双
需
要
の
原
理
が
紹
介
さ
れ
、
投
資
誘
因
流
動 

性
選
擇
か
ら
投
資
乘
數
の
理
論
が
導
か
れ
る
。
更
に

「
H

コ
ノ 
メ
ト
リ
力」

誌
上 

で
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
が
展
開
し
た
ケ
イ
ン
ズ
模
趣
の
修
IE
が
行
わ
れ
る
。
第
八
章 

實
物
體
系
と
貨
幣
體
系
で
は
、
セ
イ
の
法
則
と
！

E

次
性
公
準
か
ら
出
發
し
フ
ィ 

ッ
シ
ャ
!
の
貨
幣
數
量
說
に
及
び
パ
テ
ィ
ン
キ
ン
論
爭
に
お
け
る
^
幣
ヴH

丨 

ル
觀
に
言
及
し
、
ク
ラ
イ
ン
が

「

ケ
イ
ン
ズ
革
命」

で
展
開
し
た
ケ
イ
ン
ズ
體 

系
か
ら
貨
幣
量
を
可
變
的
と
し
た
場
合
の
模
型
導
出
の
可
能
性
が
説
か
れ
る
。

‘
第
九
章
動
學
分
析
の
基
礎
で
は
、

r

景
氣
循
環
論」

に
お
い
て
ヒ
ッ
ク
ス
が
論 

じ
允
加
連
度
の
原
理
が
紹
介
さ
れ
誘
發
投
資
の
收
激
と
發
散
の
解
が
與
え
ら
れ 

る
。
そ
の
後
に
乘
數
と
加
速
度
の
相
互
關
係
が
興
え
ら
れ
非
線
型
動
學
體
系
や 

フ
リ
ッ
シ
ュ
、
カ
レ
ッ
キ
I

等
の
©

理̂
論
に
及
ぶ
。
最
後
の
第
十
韋
成
長
率 

と
景
氣
變
動
で
は
均
衡
成
長
率
の
概
念
を
與
え
乘
數
の
理
論
を
基
礎
と
す
る
均

衡
成
長
率
が
導
か
れ
る
が
、
デ
ュI
セ
ン
べ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
短
期
的
に
は
限 

界
1

胜
向
は
遞
減
す
る
が
、
長
期
的
に
は
生
活
水
準
の
向
上
と
共
に
消
費
性 

向
は
安
定
妒
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
.に
起
る
成
長
^
の
低
下
を
初 

う
の
が
人
口
の
增
加
と
發
明
で
あ
る
。
發
明
に
よ
つ
て
資
本
の
限
界
生
產
力
が 

高
ま
り
成
長
率
を
引
上
げ
る
。
不
完
全
雇
用
下
で
は
投
資
と
貯
蓄
性
向
と
が
所 

得
水
準
を
決
定
し
た
が
、
發
展
す
る
經
濟
で
は
資
本
の
限
界
生
產
力
と
貯
蓄
性 

向
が
成
長
率
を
決
定
す
る
。
更
に
こ
れ
を
資
本
の
構
造
に
結
び
つ
け
る
た
め
マ 

ル
ク
ス
の
再
生
產
表
式
が
援
用
さ
れ
る
。
最
後
に
ヒ
ッ
ク
ス
の
景
氣

11
_
と
成 

長
率
の
關
係
、

ハ

ロ

ッ

ド

の

とf

の
關
係
が
論
ぜ
ら
れ
る
。

以
上
が
十
章一j

八
八
頁
に
及
ぶ
本
書
の
概
要
で
あ
る
。
本
書
は
特
に
新
理
論 

を
導
き
出
す
と
茇
う
よ
り
も
現
代
に
お
け
る
數
理
經
濟
學
の
各
種
の
§

を
網 

羅
的
に
說
明
し
た
點.に
特
色
力
あ
り
、
そ
の
敍5{
:
も
平
晶
で
あ
り
、
，敎
養
過
程. 

を
終
え
て
專
r,
f1
過
程
に
移
ろ
う
と
す
る
學
生
諸
君の
好

參

.#
_
で
あ
る
と
云
う 

こ
と
が
で
き
よ
う
。(

日
本
評
論
新
社
四
八
〇
圆)

(

鈴

木

.諒

1)

F
•
ベ
ー

レ
ン
ス
著

石津英雄譯

『

近
代
經
濟
學Q

生
誕』

.

.

. 

ゴッセンへの批判

一

.

今
闾
、
耑
波
書
店
の「

時
代
の
.窓」

叢
書
創
刊
に
當
り
、
そ
の
一
册
と
し 

て
^
^
の
經
濟
學
溝
フ
リ
ッ
ッ

•

ベー

レ
ン
ス
のH

e
r
m
a
i
m

ffieinrich

書

評

及

び

轺

介
.
：

'

G
o
s
s
e
n

 oder D
i
e

 G
e
b
u
r
t

 

derYviss
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
e
h
e
n

 Apolo* 

g
e
t
i
k
<

皆
wwapitalismus, 1949.

が
譯
出
さ
れ
た
。
卷
末
に
附
さ

」

れ
た

r

譯
者
あ
と
が
き」

に
よ
つ
■て
、
そ
の
内
容
は
よ
く
簡
潔
に
紹
介
さ
れ
て
い 

る
。
.

X 

X 

X 

X 

著
者
は
主
觀
價
値
經
濟
理
論
を
も
つて
、
帝
國
主
義
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ 

ァ
.
ィ
デ
オ
ロ
ギ
I
の
.I

部
分
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
從
つ
て
マ
ル
ク
ス
主
義 

的
政
治
經
濟
學
に
よ
る
そ
の
批
判
は
、
'帝
國
主
義
そ
の
も
の
の
理
論
的
把
握
を 

擴
大
發
展
さ
せ
る
C
と
と
と
も
に
、
そ
の
鬪
爭
の
重
要
な
課
題
とな
る
も
の
で 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從
つ
て
彼
の
ゴ
ッ
セ
ン
批
判
の
目
的
は

r

む
し
ろ
限
界 

効
用
理
論
と
近
代
經
濟
學
的
機
能.主
義
の
體
罙
立
つ
.た
敍
述
と
批
判
の
形
で
充 

分
に
發
展」

さ
せ
る
た
め
の
、

.,
一
 

つ
の
準
備
工
作
た
らし
め
る
と
こ
ろ
に
あ 

る
。彼

の
論
點
は
、
第
一
に
ゴ
ッ
セ
ン
の
.著
作
抓
發
表
さ
れ
て
一
一
十
年
後
に
再
發 

見
さ
れ
たこ
.と

に
.数
す
る
社
鲁
的
背
景
を
明
か
に.す
る
こ
と
、
.
第
二
に
そ
れ
が 

十
九
世
紀
.の
最
後
の
三
十
年
間
と
い
ぅ
時
期
に
一
つ
の
體
系
に
売
結
し
た
理 

由
、
殊
に
そ
の
必
要
條
件
と
し
て
の
物
的
諸
條
件
の
成
熟
の
み
な
ら
ず
、
そ
の 

充
分
條
件
と
し
て
の
思
想
史
的
背
景
あ
る
い
は

「

ィ
デ
オ
ロ
ギ
I
の
傳
統」

を 

明
か
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三•に
ゴ
ッ
セ
ン
の
理
論
が
個
人
主
義
的
、
形
式 

主
義
的
體
系
の
典
型
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
お
か
れ
る
。政
治
的
、 

經
濟
的
自
由
を
主
張
す
る
ブ
ル
ジ3
ア

.
デ
モ
ク
ラ
シ
1

の
，
、
エ

張

は

、

そ
の
背 

後
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
の
社
會
主
義
的
耍
求
--
0
'截
在
が
意
識
さ
れ
た
時
に
半
途
に 

放
棄
さ
れ
、
封
建
勢
力
と
のi

が
成
立
す
る
と
と
も
に
社
會
主
義
に
對
す
る 

資
本
主
義
の
科
學
的
辯
護
論
の
必
要
が
意
識
さ
れ
た
。

マ
.ル
ク
ス
は
、
そ
れ
が

四

九

(

九
五
三
：
}



三
田
學
會
雜
戠
•
第
四
十
八
卷
第
十
二
號

.

r

資
本
の
純
粹
な
®

論
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
と
き
以
來
、
.も
は
や
不 

問
に
it
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
勞
働
者
階
級
の
要
求
と
政
治
經
濟
學
と
の
間 

の
和
解
を
求
め
る
か
の
い
ず
れ
か

」

で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も

「

ド 

ィ
ツ
人
は
依
然
と
し
て
單
な
る
生
徒
で
あ
り
、
.盲
從
者
で
あ
り
、
追
隨
者
で
あ 

り
、
外
國
の
卸
賣
商
館
の
小
さ.い
行
商
人
で
あ
っ
た

」

と
述
べ
て
い
る
。
し
か 

し
.こ
の
こ
と
の
書
か
れ
た
二
十
年
前
に
、
ド
ィ
ツ
人
は
ゴ
ッ
セ
ン
に
よ
つ

て
、

. 

新
た
な
資
本
主
義
の
辯
識
論
に
お
い
て
一
人
の
敎
師
を
持
っ
て
い
.た
の
で
あ 

る
。「

經
濟
的
な
革
命
に
お
い
て
古
い̂
員
^

_係
は
、
解
體
さ
れ
排
除
さ 

れ
、
そ
し
て
資
本
主_
的
坐
產
諸
關
係
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
た
。
封
建
的 

な
經
濟
と
i

商
品
生
產
と
に
取
つ
て
れ
っ
て
、
動
的
な
性
格
と
不
安
と
を
伴 

っ
た
資
本
主
義
經
濟.に
足
を
ふ
み
い
れ
た
。
.こ
の
動
的
な
挫
格
と
不
安
と
は 

I

そ
れ
ら
は
體
制
に
內
在
す
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
體
制
に
と
つ
て
過

. 

渡
的
な
も
の
な
の
か
？

」

こ
の
®

に
苦
慮
し
た
後
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
治
經
濟 

學
は
、
終
に
資
本
主
義
の
動
的
性
格
と
不
安
と
を
、
そ
の
體
系
か
ら
捨
て
赵
つ 

て
し
ま
つ
た
。
'

「

そ
し
て
ゴ
ッ
セ
ン
そ
の
人
こ
ぞ
は
、
こ
れ
を
な
し
た
最
初
の 

渚
で
あ
っ
た
の
だ」

。

X

 

X 

X

 

X

在
來
の
論
渚
は
ゴ
ッ
セ
ン
の
業
績
を
彼.の
純
粹
な
抽
象
的
思
考
力
に
歸
し
、
 

そ
れ
が
永
く
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
表
現
の
不
手
際
と
歴
史
的
偶
然
と
.に
よ 

る
も
の
と
し
た
。
し
か
し
か
か
る
洞
見
は
ま
さ
に
社
會
的
必
要
に
よ
つ
て
生
じ 

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
び
と
が
そ
の
階
級
と
矛
盾
に
陷
る
こ
と
な
く
理
論 

.を
追
求
す
る
た
め
に
、
危
險
な
諸
結
論
を
囘
避
し
、
理
論
的
硏
究
の
獨
立
性
を 

確
保
し
よ
ぅ
と
欲
し
た
か
ち
に
他
な
らな
い
。
'そ
れ
は
資
本
主
義
的
生
產
樣
式 

の
諸
^

と̂
共
に
あ
る
社
會
的
現
實
を
、
從
つ
て
ま
た
そ
の
生
產
樣
式
の
も
つ

:

:
 

五Q

 

(

九
五
四)

，諸

法

則

を

&

象
と
す
る
も
の
で
ば
な
く
、
殊
に
一
般
均
衡
理
論
が
パ
レ
ー
ト
に 

よ
.っ
て
そ
の
因
果
論
的
構
成
を
斷
念
し
た
後
に
は
、
事
實
の
諸
狀
態
の
單
な
る 

.確
認
と
敍
述
と
に
滿
足
す
る
も
の
と
な
つ
た
。
シ
ュ
タ
ツ
ヵ
ー
べ
ル
ダ
に
よ
れ 

ば
、
邂
濟
と
は「

財
を
基
礎
と
せ
る
人
間
的
欲
望
の
計
靈
的
充
足
に
對
す
る
組 

織
及
び
措
置
の
總
體

」

.で
あ
り
、
そ
の
計
畫
の
基
本
型
は
、
限
界
効
用
均
等
の 

法
則
と
、
限
界
生
產
力
に
よ
る
！
產
諸
耍
素
の
配
分
法
則
に
よ
っ

て
現
さ
れ 

る
。
こ
れ
は
社
會
主
義
國
家
に
お
い
て
も
^
通
經
濟
的
國
家
に
お
け
る
と
何
等 

變
る
.と
こ
ろ
は
な
い
。
こ.の
よ
う
な
場
合
、
理
論
は

「

純
粹
な
麗
解
決
の
機， 

城」

.で
あ
り
、
そ
の
普
邊
妥
當
的
な
法
則
體
系
は
、
社
會
の
制
度
的
、
法
律
的 

組
織
め
變
化
に
よ.っ
て
唯
そ
の
具
體
的
な
現
れ
方
が
修
正
さ
れ
る
に
止
り
、
從 

っ
て
か
か
る
ft
系
は
、
社
會
體
制
、
法
律
秩
序
の
變
更
が
、
い
か
な
る
經
濟
的 

効
果
を
脔
す
か
を
豫
測
す
る
こ
と
に
よ
り
、
經
濟
政
策
、
社
會
政
策
を
經
濟
學 

的
に
基
礎
付
け
る
も
の
と
も
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
ー
般
體
系
の
芷
し
さ 

の
檢
證
は
、
事
實
に
お
.け
る
實
證
と
妥
當
範
圍
の
大
さ
に
よ
つ
て
與
え
ら
れ
る 

と
さ
れ
る
が
、
し
か
し

「

人
間
の
思
考
を
對
象
的
規
實
に
近
づ
け
る
か
ど
う
か 

は
、
理
論
の
問
題
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
實
踐
的

s
i

で
あ
る」

。
こ
の
實
踐
. 

.の
點
に
お
い
て
、
か
か
る
體
系
の
反
動
的
性
格
が
表
面
化
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で「

經
濟
的
基
礎
と
ィ
デ
オ
ロ
ギ

ー

的
上
部
i

と
の
間
に
は
、
一
 

方
的
な
因
果
關
係.で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
種
の
相
互
作
用
が
存
在
す
る」

。
こ 

の
經
濟
的
基
礎
と
ィ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
上
部
機
造
と
の
間
に
あ
る
具
體
的
な
媒
介 

項
を
提
示
す
るこ
と
も
ま
た
、
枇
判
の
重
要
な_

で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に 

は
、
ゴ
ッ
セ
ン
の
學
問
的
個
性
が
成
熟
し
て
い
っ
た
期
間
の
客
觀
的
に
與
え
ら 

れ
た
社
會
的
政
治
的
諸
關
係
と
と
も
に
、
彼
の
®

的̂
な
生
活
環
境
に
關
す
る
，
 

生
涯
の
資
料
も
ま
た
充
分
檢
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
兩
者
併
せ
て
、
籾
め

て
^
^
1と
歷
史
的
現
實
と
の
間
ひ
生
き
生
き
と
し
た
存
在
の
綠
び
ク
き
の
過
程 

も
ま
た
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
要
す
る
に
現
實
觀
察
の
個
人 

.誤
差
の
®

で
あ
り
、
こ
こ
で
は
あ
る
程
度
以
上
深
入
り
す
る
こ
と
は
不
必
要 

で
あ
る
。
要
す
る
に
そ
れ
は
、
資
本
主_
に
對
す
る
斜
學
的
辯
護
論
の
一
輪
の 

早
唆
き
の
花
で
あ
り
、

一
度
は
朽
ち
な
が
ら
も
や
が
て
再
び
一
層
に
ぎ
に
ぎ
し 

く
開
き
出
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

X

 

X

 

X 

X

.

ゴ
ッ
セ
ン
理
論
に
對
す
る
評
價
點
は
、
第

一

に
い
か
な
る
質
量
的
な
生
產
要 

素
の
結
合
に
も
必
要
な
勞
働
過
程
の
分
析
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
及
び
第
一

一

に 

在
來
の
勞
働
價
値
說
渚
が
與
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
あ
え
て
許
容
し
て
き
た
需 

耍
分
析
と
し
て
の
欲
望
の
分̂

卽
ち
購
買
者
侧
か
ら
の
市
場
^
^
を
試
み
た 

こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
前
渚
に
っ
い
て
は
、
そ
れ
が
憤
値
增
殖
過
程
と

. 

し
て
の
分
析
を
ぬ
き
に
し
た
、
い
わ
ば
人
間
對
自
然
の
質
料
轉
換
と
し
て
の
、
 

自
然
的
な
人
間
勞
働
力
と
自
然
的
資
源
と
の
技
術
的
結
合
に
關
す
る
分
析
の
み 

に
止
ま
つ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
後
審
に
つ
い
て
は
' 
需
要
の
分
析
と
い
え
ど
も 

.社
會
的
生
產
の
總
過
程
をと
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
初
め
て
可
能と
な
り
、

從
っ
て
需
要
法
則
と
い
え
ど
も
ひ
と
っ
の.社
會
法
則
で
あ
っ
て
、
論
理
的
、
抽 

象
的
■類
趣
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
ど
い
う
批
判
が
加
え
ら
れ
る
P「

資
本
、̂g

で 

.は
、
生
產
過
程
が
勞
働
過
程
と
價
値
增
殖
過
程
と
の
統

一

で
あ
る
よ
う
.に
、
消 

费
過
程
も
ま
た
證
過
程
と
實
現
過
程
と
の
統
一
で
あ
る

」

0從
っ
て
商
品
に
體 

.現
せ
る
償
値
が
實
現
さ
れ
て
、
初
め
て
家
計
ま
た
は
企
^
に
お
け
る
商
品
の̂
 

人
的
乃
至
生
產
的■

も
ま
た
可
能
と
な
る
。
し
か
る‘に
限
界
効
用
理
論
は
、

抓
立
，的
人
間
の
合
理
的
な
經
濟
生
活
の
理
瀨
型
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
。
勿
論 

そ
の
孤
立
的
人
間
は
集
國
の平
均
的
傾
向
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ

-
評

'及

ぴ

鞀

介
.

て
お
り
I
ま
た
そ
れ
が
佩
人
、朴
理
學
的
方
向
に
尚
う
と
し
て
^,
そ
れ
が
規
費 

の
人
間
行
爲
に
對
す
る
自
然
科
學
的
硏
究
に
裏
附
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
形 

式
性
を
免
れ
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
因
果
論
の
形
態 

を
取
る
限
り
、
そ
れ
が
交
換
の
行
き
っ
く
先
の
諸
條
件
を
記
述
す
る
爲
に
、
交 

換
關
係
そ
の
も
の
の
成
立
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
循
環
論
の
そ
し
り
を
兔 

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
對
し
て
マ
ル
ク
ス
理
論
に
お
い
て
需
要
の
原 

則
を
規
制
す
る
も
の
は
、
諸
階
級
相
互
間
の
關
係
、
經
濟
的
位
置
で
あ
り
、
具 

體
的
に
は
^
員
に
對
す
る
總
剩
餘fM
M.
の
此
率
、
及
び
剩
餘
«
値
が
分
裂
す
る 

種
々
の
部
分
の
比
率
で
あ
る
。
郎
ち
債
値
法
則
は
生
產
價
格
を
規
制
し
、
そ
し 

て
市
場
價
格
が
こ
れ
を
中
心
に
變
動
す
る
の
は
社
會
的
欲
望
に
双
を
す
る
の
で 

あ
る
が
、
こ
の
欲
望
の
規
定
は
ま
っ
た
く
彈
カ
的
で
あ
り
動
搖
的
で

.あ
る
。
し 

か
も
か
か
る
彈
カ
性
は
市
場
で
代
表
さ
れ
た
欲
望
と
現
實
の
社
會
的
欲
望
と
の 

差
、
卽
ち
有
効
需
要
と
潜
在
需
要
と
の
差
に
依
存
し
、
從
っ
て
こ
れ
は
個
人
心 

理
の
®

で
は
な
く
し
て
、

一
定
階
級
の
も
っ
社
會
的
欲
望
と
、
そ
れ
に
分
配 

さ
れ
る
價
分
と
の
關
係
によ
る
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
れ
ら
の
諸
問
題 

を
理
解
す
る
に
は「

資
本
制
的
生
產
過
程
の
總
姿
容
へ
の
洞
見

」

が
必
要
な
の

で
あ
る
。
 

ぃ

X 

X 

X 

X 

以
上
が
筆
者
の
謂
み
取
り
え
た
限
り
で
の
本
書
の
要
約
で
あ
る
が
、
そ
こ
.に 

は
な
お
若
干
の
疑
問
點
が
殘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一

般
に
近
代
經 

■濟
學
の
扱
う
對
象
が
、
，多
少
と
も
そ
の
社
會
的
諸
關
係
か
ら
獨
立
に
取
り
出
さ 

れ
た
人
間
に
よ
っ
，て
造
り
出
さ
れ
る
合
理
的
'な
經
濟
生
活
の
理
想
型
で
あ
り
、 

從
っ
て
そ
の
内
容
は
_、
，.現
實
を
か
よ
う
な
理
想
型
に
接
近
さ
せ
る
こ
と
に
よ 

り
、
資
本
主
義
社
會
の
維
持
、.確
保
を
計
ろ
う
と
す
る
技
術
的
手
段
.の
體
系
で

>

.

.

五】
(

九
五
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:
三
田
學
會
雑
誌
第
四
十
八
卷
第
十
二
號

あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
一
面
に
お
い
て
形
式
的
無
內
容 

性
を
露
呈
す
る
に
し
て
も
、
他
面
な
お
規
狀
維
持
の
武
器
と
し
て
技
術
的
實
踐

. 

性
を
も
ち
う
る.の
は
凝
で
あ
る
か
。
例
え
ば
彼
は
ヶ
ィ
ン
ズ
體
系
‘の
基
本
的 

部
分
が
軍
な
る
マ
ル
ク
ス
の
劉
窃.に
す
ぎ
ぬ
と
主
張
す
る
が' 
そ
の
說
明
は
未 

だ
人
を
究
分
納
得
さ
せ
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。
ま
た
因
果
體
系
に
お
け
る 

循
環
論
の
®

も
、
同
時
決
定
の
均
衡
理
論
に
お
い
て
は
一
定
の
與
件
を
動
因 

と
し
て
規
定
す
る
場
合
に
は
一
應
囘ii
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
•孤
立
的
人
間 

の
經
濟
合
理
的
理
想
型
も
、
個
人
心
理
の
集
画
的
分
析
に
よ
る
自
然
科
學
的
法 

則
性
に
裏
附
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
部
分
的
に
も
せ
よ
實
體
的
內
容
を
獲
得 

す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
1

は
か
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ 

た
類
型
の
檢
射
が
、
必
ず
敗
策
的
實
踐
に
よ
ら
ざ
る
を
え
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
に 

あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
直
接
階
級
闘
爭
の
場
に
お
い
て
自
己
の
階
級
に
反
逆
す 

る
實
踐
に
身
を
投
ず
る
以
前
に
、
人
は
旣
に
そ
の
誠
實
な
科
學
的
認
識
の
過
程 

に
お
い
て
自
己
の
物
的
立
脚
點
と
の
矛
盾
に
お
ち
い
ら
ざ
る
を
え
ぬ
場
合
の
あ 

り
う
る
こ
と
は
、
ベ■ 

Iレ
シ
ス
も
ま
た
認
め
て
い
る
。
勿
論
こ
の
よ
う
な
モ
デ 

ル
は
、「

資
本
制
的
生
產
過
程
の
總
姿
容

」

を
一
擧
に
洞
見
せ
し
め
る
に
は
不

」 

充
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
近
代
經
濟
學
理
論
の
主
要
な
課
題
と
す
る
と
こ
ろ 

は
、.本
質
的
な
社
會
法
則
を
必
ず
し
も
洞
見
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
し
か
も
か 

か
る
豸
_
を
„

1せ
し
め
る
た
め
の^
機
と
し
て
だ
0 ;
す
る
經
濟
主
體
の
働 

き
、
及
び
そ
の「

個
人
誤
差」

に
關
す
る
分
析
で
あ
る
。
例
え
ば
市
場
に
お
け 

る
總
欲
望
の
彈
カ
性
は
、
钳
に
社
會
的
總
欲
望
と
價
値
の
分
配
週
程
に
よ
っ
て 

制
約
さ
れ
た
欲
望
と
の
關
係
の
み
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と 

は
、
需
要
函
數
の
分
析
に
よ
っ
て
も
證
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
擴
大 

再
生
產
の
圖
式
に
お
け
る
蓄
積
率
や1

量
に
つ
い
て
も
、
等
し
く
あ
て
は
ま

五
ニ 

C

九
五
六)

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
ぅ
。
そ
し
て
こ
れ
ら
す
ベ
て
の
こ
と
は
、

マ
ル
ク
ス
理
論
に 

ょ
る
近
_

濟
學
批
判
が
單
な
る
そ
の
反
動
性
の
ば
く
ろ
に
止
ま
る
も
の
で
は 

な

く

、

そ

の

内

に

含

ま

れ

て

い

？.
-
す

べ

て

の

實

體

的

內

容

を

殘

る

こ

と

な

く

自 

己
の
武
器
に
ま
で
轉
化
せ
し
め
る
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
物
語 

る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(

岩
波
書
店
刊
•
昭
和
三
0
年
五
月
.
一
八o

圓). 

(

一
九
五
五
•
八

.
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中

鉢

正美
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エ
ル
ス
ナ
ー
著

干
葉
秀
雄
譯

_

『

經濟恐
慌

』

I

ナ
チ
ス
政
權
崩
壊
と
と
も
に
歸
國
し
、
現
在
、
ド
イ
ツ
社
會
統
一
黨
$

委 

員
鲁
政
i

員
、
同
中
央
委
員
會
附
屬
社
會
科
學
硏
究
所
經
濟
學
教
授
、
同
理 

論
機
關
紙「

ア
イ
ン
ハ
イ
ト」

誌
の
主
幹
と
し

て

黨
內
で
重
き
を
占
め
、
指
導 

的
な
活
動
を
な
して
い
る
著
者
は
、本
書『

經
濟
恐
慌』(Die Wirtschafts

丨 

arisen, Ers-tQr w
a
r
d
;

 D
i
e

 Kr
i
s
e
n

 i
m

 vormonopolis

ct-ischen 

Kapitalismus, 

Dietz verla

oq, 

Berlin, 1
9
5
s

 

に
ょ
つ
て
、
亂
ォ
民 

賞
を
與
え
ら
れ
て
い
る
。
 

'

本
書
は
、
原
書
の
副
題
で
明
ら.か
な
ょ
ぅ
に
、
獨
占
資
本
主
義
に
至
る
前
の 

恐
慌
を
直
接
の
對
象
と
し
た
も
の
で
、
ニ
篇
か
ら
な
り
、
第

一

篇

(

マ
ル
ク
ス 

主
義
の
恐
慌
理
論)

に
お
い
て
恐
慌
生
起
の
理
論
的
考
察
を
行
い
、
第
二
篇

C
i

九
世
紀
末
葉
に
い
た
る
經
濟
恐
慌
の
歴
史
の
概
要

)

に
お
い
て
、
恐
慌
の 

具
體
的
な
現
象
形
態
を
分
析
し
て
そ
の
實
■
的
な
裏
附
け
を
す
る
と
い
う
方
法 

論
が
と
ら
れ
て
い
るこ
と
が
一
見
し
て
看
取
せ
ら
れる
。
譯
者
が
、「

そ
の
理 

論
と
歷
史J

と
副
題
を
っ
け
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
內
容
.の
篇
別
構
成
に
由
來
す 

る
も
の
で
あ
り
、
適
切
な
副
題
と
い
え
ょ
う
。

従
っ
て
、
本
欝
の
理
論
的
骨
子
は
第
一
篇
、
と
く
に
第
一
一
章

(

恐
慌
の
可
能 

性〕

と
第
三
章(

恐
慌
の
必
然
性)

に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
一̂
m 
ニ
章 

と
第
三
章
に
、
第
二
篇
の
第
五
章

(

產
業
資
本
：主
義
以
前
の
恐
慌

)

と
第
六
章 

(

一
九
世
紀
の
週
期
的
恐
慌

)

が
そ
れ
ぞ
れ
_

_せ
し

め

ら

れ

て

い

る

，
ょ

う

で 

あ
る
。

ニ

第
一
篇
第一

章
に
お
い
て
は
、.r

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
景
氣
硏
究
が
恐
慌
を
說
明 

す
る
力
の
な
い
こ
と

」
(

一
ニ
頁)

を
明
ら
か
に
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
景
氣
硏 

究
の
破
綻
を
指
摘
し
っ
っ
、「

し
か
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
國
民
經
濟
學
の
破
綻
は 

經
濟
科
學一

般
の
破
綻
で
は
な」

く
、「

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
科
學
で
あ
る 

マ
ル
ク
ス
生
義
は
、
經
濟
恐
慌
の.

®
に
っ
い
て
も
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
、
 

こ
れ
を
船
決
-(
-
.た」

(

一
四
頁)

と
强
調
す
る
。
そ
し
て
、「

マ
ル
ク
ス
は
恐 

慌
に
っ
い
て
の
彼
の
見
解
を
包
栝
的
に敍
述
し
た
も
の
を
残
す
こ
と
が
で
き
な 

か
っ
た
の
だ
か
ら
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
恐
條
理
論
と
’い
う
も
の
は
な
い

」

と
す 

る
.見
解
に
對
し
て
、「

わ
れ
わ
れ
は『

資
本
論』

三
卷
の
な
か
に
、『

剩
餘
價 

値
學
說
史』

の
な
か
に
、
ま
た
、
そ
の
他
の‘マ
ル
ク
ス
の
著
作
の
な
か
に
、
完 

成
さ
れ
た
恐
慌
理
論
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
恐
慌
理 

論
は
、
恐
慌
の
可
能
性
、
必
然
性
お
ょ
び
週
期
性
を
說
明
す
る
の
に
十
分
な
も

喾

評

及

び

紹

介
.

.

の
で
あ
り
、
同
時
に
、
い
か
に
し
て
恐
慌
を
克
服
し
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き 

る
か
と
い
う
こ
と
を
も
示
し
て
い
る

」
(

同
上)
と
力
説
し
、
更

に「

わ

れ

わ
 

れ
に
は
こ
の
理
論
を
總
括
し
、
こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
以
後
の
經
濟
的
發
展
に
適
用 

し
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
に
照
應
す
る
諸
結
論
を
ひ
き
だ
す
と
い
う
任
務
だ
け
が
課 

さ
れ
て
い
る」

(

同
上)

と
介
し
て
、
恐
慌
論
の
課
題
と
、
今
後
の
恐
慌
論
硏 

究
家
の
任
務
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
宇
野
弘
藏
氏
と
久
留 

間
鮫
造
氏
と
の
間
に
行
わ
れ
た
、
い
わ'ゆ
る「

『

資
本
論』

の
編
別
構
成
よ
り 

み
た
る『

個
有
の
恐
慌
論』

」

論
爭
を
は
じ
め
と
し
て
、
恐
慌
論
硏
究
の
方
法 

.論
的
前
進
の
た
め
に
示
唆
を
與
え
て
い
る
も
.の
と
い
え
よ
う
。

:
本
書
の
理
論
的
骨
子.の
一
部
を
な
す
第
一
！

I

第
二
章
に
お
い
て
は
、「

恐
慌 

の
一
般
的
可
能
性
は
、
す
で
に
、
單
純
な
商
品
生
產
の
諸
矛
盾
か
ら
生
ず
る

」 

(

一
五
頁)

と
な
し
て
、
單
純
商
品
生
產
社
會
の
基
本
的
矛
盾
を

「

社
會
的
分 

業
と
私
的
生
產
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾

」
(

同
上)

と

規
定
す
る
。
-か
く
て「

商 

品
め
姿
態
交
換
の
う
ち
に
、
恐
慌
の
最
初
の
袖
象
的
な
可
能
性

」
(

一
九
®
 

.を

「

支
拂
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
、
恐
慌
の
¥

一

 
の
；

g
^

的
可
能
性」 

(

ニ
三
頁)

を
、
更

に「

II
罾
的
生
罾
砠
程
と
流
通
過
程
と
の
分
離

」

の
う
ち 

に
、「

恐
慌
の
抽
象
的
可
能
性
の
い
っ
そ
う
進
ん
だ
發
展

」
(

ニ
八
頁)

を
見 

出
す
。

エ
ル
ス
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、

「

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
條
件
は
、
恐
慌
が
現 

に
存
在
す
る
た
め
に
は
缺
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
恐 

慌
の
必
然
性
を
說
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

」
(

ニ
九
頁)

。
篕
し
、
第
二
章
で 

のr

硏
究
對
象
で
あ
っ
た
舉
純
な
商
品
經
濟
は
小
經
營
に
も
と
づ
い
て

」
(

三 

一.頁)

.お
り
、「

し
た
が
っ
て
、
こ
の
生
產
方
法
す
な
わ
ち
單
純
な
商
品
經
濟 

に
お
い
て
は
、
生
產
方
法
と
領
有
方
法
と
の
あ
い
だ
に
は
な
ん
ら
矛
盾
は
存
在 

し
な
い」

(

三
三
頁)

か
ら
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は

「

雨
者
は
と

_
五

三

(

九
五
七)


