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こ
の
場
合
は
ピ
グ
I
が

「

厚
生
経
済
学」

に
お
い
て
い
ぅ
故
的
限
界
生
産
費
上
社
会
时
限
界
生
產
費
の
離
反
と
全
く
同 

•
.じ
で
.あ
る
,0
ピ
ダ
|
も
こ
の
場
合
、：'国
寒
干
渉
が
必
要
で
あ
る
.と
い
ぅ
0
.
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照
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所
得
分
配
に
関
寸
る
フ
リ
丨
ド
マ
ン
の
考
え
方
は
#

本
主
義
と
自
由』

の
第
十
章「

所
得
の
分
配j 
.に
お 

へ

い

て

詳

述

さ

れ

て

い

る

が

、

こ

こ

で

は

結

論

的

奪

だ

け

を

紹

介

し

た

。
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'

'
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'

- 

(

注
36)
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'
.フ
リ
ー
ド
マ
ン
は『

資
本
主
韻
と
自
由』

の
第
三
章「

貨
幣
の
統
制」

に
お
い
て
、：
こ
の
±.
.ぅ
な
提
案
を
試
み
，て
い
る
。
.
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芷
義
者
同
盟
成
立
の
歴
史
的
意
義(

そ
0
^

.
ン——

黎
明
期
に
.お
け
ゐ
ド
イ
ツ
労
：働
運
動
の
国
際
的
性
格
に
.か
ん
す
る
.

.

考
察
-

飯

田

鼎

一
、

一
八
三
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
労
働
者
階
顧
の
性
格——

手
工
業
ブ
ロ

レ

タ

リ

.ァ

ー

ト
 

ニ
、
パ
：リ
に
お
け
る「

人
民
紙
会」

の
成
立
.

•'
:

三
、-手
工

.
業

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

の

共
産
主
義
の
萌
芽
へ
ま
S

ン

十
九
世
紀
初
頭
の
ョ
ー
口
ッ
パ
の
労
働
者
は
、
■多
く
そ
の
技
術
と
熟
練
を
練
磨
す
る
た
め
、

ョ
ー
ロ
.ッ
.パ
各
地
を
遍
歴
す
る
こ
と
が
慣
習
的
に

,

.

(

1)

.

 

*

 

.

行
わ
.れ
て
い
.た
。
や
ギ「

リ
ス
.の
.よ
ぅ
な
.島
国
；で
.さ
.え
、.
こ
..の
i
.ぅ
な
い
.わ
.ゆ
.，る」

「

ト
.ラ
ン
、ピ
.ン

グ

C*tramping

v3..

は
”：
.十
八
世
紀
以
来
、
支
配 

• 

(

2) 

.

 

'

 

,
的
な
現
象
と
な
り
、
そ
れ
が
職
能
別
組
合
形
成
の
重
要
な
モ
メ
ン
K
と
な
つ
た
こ
と
.は
よ
く
知
ら
れ
てい

. ：

る
。，

ョ
ー
口
ッ
パ
.大
陸
に
お
い
.て
も
労

働
者
の
技
倆
鍛
鍊
の
：た
_め
の
渡
り
歩
き
は
、.

「

'
.
.
た
と
え
ば
十
九
世
紀
初
頭
：の
ド
ィ
ッ
の
労
働
者
の
場
合
は
:,
フ
ラ
ン
'
:ス
お
よ
び
.ス
.ィ
ス
な
ど
に
遊
ん

.

.

. 

：
，
.

だ
の
'で
あ
'つ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、；
3:
'
丨」

ロ
ッ
。ハ
：の
。ァ
.ロ
レ
タ
リ
ァ
：；丨
ト
.は
、
最
初
か
ら
国
際
^

.

.

. 

♦ 

.
: 

.

あ
つ
だ
。
-'
'し
か
し
な
が
ら
こ
の
場
合
の「

労
働
者」

と
：.は
、
-近
代
的
な
X
場
労
働
者
：
い
わ
ゆ
る
：工
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
を
指
す
も
の
で
は
な 

:

'
正
義
者
同
盟
成
立
の
歴
史
的
意
義(

そ
の 
一)
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:

H
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く
、
多
分
に
前
近
代
的
な
職
人
的
意
識
を
も
ち
な
が
ら
、
実
際
に
は
自
己
の
労
働
力
以
外
に
売
る
べ
き
何
物
も
も
た
な
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
に 

ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
前
近
代
的
な
性
格
と
近
代
的
な
そ
れ
と
の
混
淆
的
な
存
在
、
も
し
く
は
前
者
か
ら
後
者
へ
の
過
渡
的
な
形
態
で
あ
っ
た
こ
■'

と
は
注
意
さ
れ
.な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
、す
な
わ
ち「

手
工
業
職
人」

：C,die 

.

p

n

d

w

l

l

e

l

と
^
ば
れ
.た
こ
れ
ら
の
労
働
者
は
、
あ
く
ま
で

• 

.
•
•
•
•
.

.

.
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•
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-
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.
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-

I

ィ
S

本
I

の
発
展
が
I

出
し
た
特
殊
書
働
者
の
8

2

ッ
労
働
運
動
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
：、
わ
れ
わ
れ
は
、
'
ど

-^
し
て
も
こ
.の
.「

手
工
業
職
人J. 

.い.て
分
析
レ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

.

.
-
.
.
_.
■
:

v 
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■
一
 

-

■
.
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■
'
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■

-
-

-

.
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■
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=
.
.
'
:
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:

,

.

.

フ
リ
I
ド
リ
：ッ
ヒ
•
エ
ン
ダ
ル
ス
は
、
ィ
ギ
リ
ス
の
チ
：.ャ
ー
テ
ィ
ヘ
ス
ト
の
新
聞
:-
,ノ
.

—

ザ
ン•

：

ズ
ダ
.丨」

.の
ー
八
四
五
年
ー
〇
月
一
S
.日
付
、

'
 

第
四
一
五
号
に
お
い
て
、
.
そ
の
編
集
者
フ
ァ
ー
.ガ
.
.ス
.
•
オ
コ
ン
.
ナ
ー
に

あ
て
て
、

一
八
世
紀
の
ド
ィ
ッ
人
民
の
状
態
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に 

.書
い
て
い
る
。

'

.

■:
'.

■:
':

パ

.

'.
-
■
. 

,■■
■.
. 

.
 

■ 

.

..

. 

:
: 

-

-

:

「

王
、
大
司
教
、
ま
た
は
諸
公
の
治
下
に
あ
っ
^'
'、
ひ
.と
り
だ
ち
で
き
な
い
貴
族
も
ま
允
、

つ
ね
に
人
民
を
犬
畜
生
以
下
に
取
り
扱
い
、

自
分 

の
農
奴
I

当
時
の
ド
ィ
ッ
で
は
ど
こ
で
も
農
奴
制
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た——

の
.労
働
か
ら
、：

で
き
る
か
ぎ
り
の
金
を
し
ぼ
り
あ
げ
.て
い 

た
.
:'
と
く
.に
自
由
を
強
調
さ
れ
て
い
.た
.諸
莉
市
で
.
-%
、
.
.自
由
の
し
る
し
.は
少
し
も
み
.ら
れ
な
か
っ
■た
。.
.
.
と
.い

う

の

，
は

、

，こ

.こ
で
は
、
.市
長
f
自

選
の
市
会
や
役
所
が
、
何
世
紀
も
の
あ
い
だ
に
、
.帝
&-
と
同
じ
く
世
襲
化
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
皇
帝
よ
り
び
ど
い
専
横
さ
で
支
配
し
て
い
ヒ

■
 

. 

.

.

.

.

.
 

- 

■ 

‘

.

■

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
都
市
小
ブ
ル
.ジ
ョ
ア
ジ
ー
、
貴
族
の
悪
虐
行
為
に
な
ら
び
う
る
も
.の
は
な
，に
も
な
い
。
実
際
も
し
当
時
を
知
る
多

く
 

の
人
々
が
い
ま
も
そ
れ
を
.お
ぼ
え
て
い
る
の
で
.̂
:
か
っ
た
ら
、
ま
た
も
し
そ
れ
を
証
明
す
る
無
数
の
証
拠
が
な
か
っ
た
ら
、
五
〇
年
前
の
ド
ィ 

ッ
の
状
態
が
こ
ん
-^
た
っ
た
と
は
と
て
も
信
^
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
人
民
七
き
た
ら
！

A'
K '
は
こ
う
ハ
，う
状
1
に
\1
い
し
て
な 

ん
と
い
っ
た
か
？

被
ら
ば
何
を
や
っ
た
か
？

ま
ず
中
間
階
級
、.
守
銭
奴
0
ブ
ル
ジ
'3
ア
は
、
こ
の
う
ち
つ
づ
く
混
乱
状
態
の
な
か
に
、
富 

の
源
泉
を
見
い
だ
し
た
の
.だ
。
彼
ら
は
ど
さ
く
さ
ま
ぎ
れ
の
時
こ
そ
い
ち
ば
ん
も
う
か
る
こ
と
を
知
つ
て
い
た
。
皮
ら
は
抑
圧
さ
れ
侮
辱
さ
れ

4
の
を
：̂

ん
し
たV

:

自
分
の
敵
に
た
い
し
て
、
彼
ら
ら
し
い
し
か
.え
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
.

ざ
む
く
こ
と
に
よ
.:°
て
そ
の
被
害
の
し
か
わ
レ
ト
レ
た
。
も
し
入
民
と
手
を
に
ぎ
っ
た
ら
、
彼
ら
は
、
'.
ィ

ギ

リX

の
中
間
階
級
が
一
六
四 

〇
年
か
ら4

六
八
>\
年
の
あ
い
だ
に
部
分
的
に
や
っ
た
よ
ぅ
に
、
ハ
ふ
る
い
支
配
体
制
を
く
つ
が
え
し
て
帝
国
を
再
建
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
も 

I
れ
な
い
。
し
か
し
彼
ら
に
は
で
I

か
っ
た
。
.'
,ド
ッ
の
中
間
階
級
は
そ 

つ

ふ

墓

意

し

な

.か
っ
た
。
：彼
ら
は
：ド
ィ
ッ
が
と
や
し

-'
^

め
以
外
の
な
に
も
の
で
も
^
い

と

と

め
の
な
か
が
居
心
地
が
よ
か
っ
た
。
，彼
ら
自
身
が
く
そ
に
ほ
が
な
ら
ず
、
.自
分
の
ま
わ
り
；の
ぐ
そ
，で
ぬ
く
ぬ
く
と
暮
し
て
い
た
.り
だ
か
ら
。
そ 

れ
.に
勤
労
人
民
は
ァ
農
民
を
の
ぞ
け
ば
、
い
ま
よ
ヶ
も
暮
.し
が
悪
か
？
た
.わ
け
.で
は
な
が
へ
っ
.た
。：

)

.
'た
だ
美
民
だ
げ
は
、，
t

い
て
い
農
奴
で
ぃ：

都 

市
：の
た
ず
け
が
な
け
|

何
も
：で
含
ず
、，
い
|

:
に
お
し
つ
ぶ
そ
ぅ
ど
し
て
い
た
：の
だ
っ
た
。

..

..

■
..
.

 

.

.

.

•

 

.

.

■

:

 

..

.

:

以
土
ガ
:'
'
'
'
:
前
世
紀
末
ご
ろ
の
；̂

ィ
タ
の
状
態
で
あ
?
た
。
.:
/
.そ
れ
は
、：
す
み
か
ら
す
み 

生
け
る
.力
た
f

で
.あ
：っ
：

た
.。.，

安
ん
■

い
ら
れ
る
為 

.農
業
は
ほ
と
ん
名
無
：
 

に
ひ
.と
じ
い
状
態
に
陥
っ
；て
；い
た
';
°
:農
民
や
商
人
や
遭
造
業

族
や
諸
么
は
：そ
の
晨
に
苛
歛
誅
求
を
お
，こ
な
：っ
^
い
た
に
-%
:
か
か
本
ら
ず
、
：増
大
す
る
艾
豈

か
っ
た

が

い
っ
さ
い
が
ま
ち
が
っ
て
い
た
：
そ
し
て
全
般
的
な
；不
安
が
匿
冲
を
お
：お
っ「

て
い
た
。
' 教

育

も

お

こ

な

わ

れ

ず

、
，
人

心

贬

作

の

手

段 

%
講
じ
ら
れ
ず

.

出
版
の
自
由
な
く
，，
ノ
ム
共
精
神'^
X

修
国
と
の
広
範
な
通
商
す
ら
な
く
、

.
-

―

-
い
や
し
さ
ど
利
已
心
|

全
人
民
に
浸
透 

す
る
い
や
し
く
、
ず
る
く
、
あ
さ
ま
し
い
小
商
人
根
性
の
ほ
か
は
、
な
に
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
が
朽
ち
は
て
、
た
お
れ
か
か
り
、

. 

.急
速
に
，
滅

亡

に

む

か

っ

て

I

っ
た

。

好
転
の
の
ぞ
み
は
み
' €

ん
も
な
く
、
死
ん
だ
諸
制
度
の
く
さ
，り
き
っ
，た
死
体
を
は
こ
び
さ
る
だ
け
の
カ
さ 

え
国
民
の
な
か
に
は
な
か
っ
た
の
で
あS

)
。」

.

.

正
義
者
同
盟
成
立
の
歴
史
的
意
義(

そ
の
一) 

, 
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.:
以
土
、';
.
-

'

^

\

-マ
の
：状
態
疼
か
ん
中
る
モ
'/

ゲ
\

ル
：ス
.

0

戈
章
を
長
々
と
引
用
し
た
の
は
、

1

八
四
五
年
と
：い
う
時
点
：に
お
い
て
、
資
本
主
義
の
祖 

_

:

そ
し
ズ
労
働
運
動
の
古
*

的
発
祥
地
+

ギ
リ
ネ
に
は
労
働
者
の
革
命
的
運
動
H

チ
ヤ(

丨
テ
.
イ
ズ
.

ム
，が
吹
き
荒
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
、
そ
し 

.

て
フ
ラ
ン
：ス
：で
は
1
;

八
1
ー：1
0

年
0

革
命
後
、:'
-
-ボ
：ル.
ジ
ョ
7

ジ
|

の
政
治
的
勢
力
が
次
第
に
強
く
な
り
つ
，つ
お
る
と
い
う
条
件
の
な
か
で
書
か
れ
た 

4

の
：で
あ
り
ぐ
従
:0

て
*

の
.
：
；ー
；
文

の

な

か

1

は
，
ァ

:的
な
残
律
の
拭
.い
.が
た
い
痕
跡
：に
た
い
す
る
や
る
ぜ
な
.い
忿
*
と
豪
う
3)

；
卑

屈

な

ド

イ

ツ

：
，
ネ

と
慨
嘆
が
、

V

表

と

I

き
f

吐
露
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る，

m

 

.
‘

-

;■
:

■

:

ち
て
パ
V

.■'
':

物

.

.

そ
し
て
実
に
と
の
.よ
汰
な
背
景
の
.も
七
で
ド
イ
ツ
の
労
働
運
動
も
は
0
め
ら
：れ

た

と

：，す

れ

ば

、

-

そX
i

ぬ
は
、：
何
程
か
そ
の
：運
動
に
ド
イ
ツ
に
特 

:

異
な
諸
特
徴
が
投
影
さ
れ
た
-
と
.は
：当
然
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
I
そ
れ
ば
お
よ
そ
、：
ド
イ
ツ
の
：プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
：丨
ト
の
創
出
過
程

- 

: 

ノ
 

- 

- 

.

•
 

.

.

. 

.

.

.

.

.

. 

.
 

„

に
か
.か
わ

る

問

題

で

：あ
：る
？

再

び

：テ
ン
ゲ
ル
ス

.の
表
現
を
か
り
る
な
.ら
ば
、
'一.：木
 

の
ス 

タ
ト
：ゥ
ス
•
ク
オ
.

」

'の
中
で
、
:'
つ
ぎ
の
.よ
ラ
に
.の
^
 ̂

;

:

:「

さ
て
、：無
産
.の
、4

:

般
に
労
働
し
.て
い
：な
階
級
は
ど
す

■ 

.
 

•
 

, 

, 

■

.
 

. 

■ 

■-

:

る
だ
ろ
う
。
名
し
あ
た
兮
、
：:-
こ
で
は
、
そ
の
分
散
性
.を
指
摘
1>
セ
お
け
ば
よ
い
,.
0
作
男
、
日
雇
労
働
者
：
手
工
業
の
職
人
、H

:

場
労
働
者
お 

よ
び
ル
.ン
：ぺ
：ン
‘
^
.ロ
1/
ネ
^

■
に
、
，
彼
ら
が
：ち
ら
ば
っ
て
い
^
こ
と
に
関
係
が
あ
る
の
：だ
が
、
:'
-す
で
に
そ
め
.こ
も
の
た
：め
に
：、
..
彼
ら
は
た
が
.い
に
そ
の
利
害
の
共
通
性
に
つ
い 

て
理
解
し
あ
い
' 
意
志
を
疎
通
さ
.せ
あ
.っ'て
、

--
.
:つ
の
階
級
へ
i
結
集

三
0
年
戦
爭
以
来
、:'
'
ド
イ
ツ
は
.フ
ラ
次
ス
_お
よ
び
.ロ
：シ
ア
.の
政
治
的
干
渉
：の
も
と
に
分
裂
さ
.せ

ら

れ

、
.
：
ー

 

<〇
ー
：ー

一

年

の

帝

国

代

表

主

要

決

議

に

.

.

.

.

.
 

.

.

.

.

.

.

.

.

•

よ
っ
て
神
聖
ロ

丨
：
マ
帝
国
：の

苒

建

め

も

^

に
：そ
、
の

矛

盾

は

深

め

ら

れ

、
：；
そ
：し

'て
最
後
に
：ド

イ

ツ

は

：

ゥ

イ

ー

ヴ

会

讓

：で

あ

ら

た

^

呈

.— 

• 

.

.

.

.

. 

. 

. 

. 

. 

■ 

. 

'
. 

- 

. 

• 

.

.

.

.

.

.

-

ア
に
よ
つ
て
、
つ
ぎ
に
は
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
と
に
よ
っ
て
、
二
百
以
上
の
、
' 大
小
.の
特
別
な
地
片
を
有
す
る
三
六
の
.国

家

.に

分

割

さ

せ

ら

れ

こ

う
'し

.，

.

こ

う

：し

た

国

家

的

な

分

裂

I

劇
の
.影
響
が
ま
ず
初
期
の
労
働
運
動
I

影
さ
れ
て
；い
るこ

：.

と

は

：'
フ

^

み
ら
れ
な
い
と

こ

ろ

，
で

あ

ろ

う

。
.
；

政
治
的
な
諸
麗
と
資
本
主
義
の
成
熟
の
段
階
に
お
け
る
き

わ

だ

：.
っ

た

差

異

の

た

め

に

、
.ィ

ギ

リ

ス

、.

フ

ラ

ン
 

ス
お
よ
び
.
ト
ィ
ツ
に
お
け
名
労
働
運
動
の
歴
史
は
ノ
'
.図
式
的
に
■均
等
.に量

.
：

も

た

も
の
：と
考
え
ら
れ
る
'ベ'き

で

は
な
く
し
て
、、
.
各

国

に

お
才
る
労 

働
運
動
の
成
立
お
よ
び
震
に
み
ら
れ
る
確
実
な
特
殊
性
は
、.

1

部
は
、
プ
ロ
レ
タ

リ

ア

丨

ト

の
階
級
意
識
お
よ
び
組

織

の

震

に

、

運

動

の

ひ

 

ろ

さ
に
、
反
対
陣
営
内
部
I

け
る
立
場
お
よ
び
政
f

な
綱
領Q

な
か
に
、,
い

卷

る
V

い
I

I

ら

学
 

リ
ス
の
^

レ

タ

リ

ア

丨

ト

.
は
、
国

露

な

。フ
ロ

レ

タ

リ

ア

1
ト

^

ゎ
し
，
し

ま

' ^
フ
ラ
ン
ス
に
お
し
て
，は

ー

八

三

0
年
の
七
月
革
命
以
後
、
プ
ロ
レ
'タ
リ
ア
I
ト
は
い
ち
じ
る
し
.い
階
級
的
成
熟
を
み

せ

、

一
 

八
三
〇
年
力
ら
三
四
年
に
か
け
て
の
靠
的
な
昂
揚
を
象
徴
す
る
リ
ヨ
ン
に
お
け
る
蜂
起
に
お
い
て
、
.武
装
し
た
：フ
ラ
ン
ス
■の
労
働
者
が
十
晶 

'
に
わ
た
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
.第
三
の
都
会
を
支
配
し
、
政
府
の
優
勢
な
軍
隊
に
.英
雄
的
に
挺
抗
し
た
と
い
う
唐
は
、
.
フ
ー
フ
ン
.ス
ミ
な
ら
ず
国
際 

が

，

フ

ロ
タ

丨

ア

丨

H

識
を
た
か
め
る
の
に
大
き
く
貪
献
し
.た
。
し
か
し
ドv

ツ
に
お
い
て
は
、
を
き
に
エ
.ン
ゲ
ル
ス
が
鋭
く
指
摘
し
た 

よ
う
な
資
產
義
に
お
け
る
资
進
性
の
結
果
と
し
て
の
ブ
ル
ジ
'ョ
ア
ジ
丨
の
脆
弱
性
、
^

リ
ア
丨
ト
の
局
地
的
偏
在
さ
び
分
散
化
に
：と

I

う
f

的
未
成
熟
な
：ど

の

た

髮

：
ィ

で

ン

ス

と

は

異

な

り

、

厥
f

せ
る
た
め
の
槓
杆
I

けV

い
た
，
ハ
つ
f

掲
げ
る
表
は
J

 

ィ

ギ

リ 

ス
V

ラ
ン
：ス
お
よ
び
5

リ
ヵ
合
衆
国
の
■

国
f

け
る
人
尸

る

- ^
較

歲

則

表

.で
、

.
ユ

ル

ゲ

ン

，

，
ク.チ
.シ

'ス
：
キ

ー

の

作

成

に

よ

る

も

の

で

あ

^

• •

と
れ
I

表
を
.み
て
も
明
ら
か
炎
よ
う
.に
、

こ
の
時
期
や
ド
ィ
ツ
は
ノ

合

 

鉱
業
生
産
1

ィ
.

キ
リ
ス
の
わ
ず
か
多
一
〇
分
の
.

ー
：
：
、
'
:
右

炭

の

生

1

里
藤
い
て
よ
う
ゃ
く
フ
.ラ
ン
ー
ス
に
優
り
、
就
鉄
生
産
で
は
.ア
メ
リ
ヵ
：合
衆
国
に
は
る
か
に
劣 

'

正
義
者
同
盟
成
立
藍
史
的
葸
義(

そ
の
一)

:

三
五
，(

三
九
七)

f

,
i
.
.
I
f 

s

l

l

f
 

I

謙

^

^

®

!議

^

®

^

*

:



)

て
. 

'
マ
：
こ
：
ュ
ラ
ア
ク
：チ

：

コ
：ア

勞

働

者

が

、

)

手
工
業
者
と
本
質
的
に
は
変
ら
な
い
方
法
で
生
産
を
^
づ
け
’
生
産
の
基
礎
が
手
の
熟
練
，
f
 Hand-

I

r

^

s

c

l

l

存
し
て
替

限
り
.で
は
、ノ
資
本
家
的
な
搾
取
H
階

靜

係

ば

.露

骨

鑛

：■

ぁ
ら
わ
れ
な
：か
.妥

I

 ,

一
 

般

に

，
：マ
ニ 

コ；
フ
ァ
ク
.チ
.ュ
ア
の
.発

禮

领

立

勢

生

產

者

艺

て

め

至

業

诸

を

驚

ネ

し

:/
'::'彼
ら
ー
の
生
活
を
根
底
か
：ら

破

壊

，

3
、
：.
.手

エ

業

親

方

ぉ

_よ

び

手

エ 

.
業

職

人

の急
速
な
.窮
乏

化

を

通

じ

て

の

み

.実

現

さ

れ

る
。へ.

I
よ
う
に
し
て
一
八
三
〇
年
前
か
ら
ド
多

^

に
手
工
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー

ト

(das Handwerksproletariat)

.が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
ま
す
ま.れ

多

く

の

親

を
、

h
つ
て
の
よ
う
に':
'

名
目 

的

に

も

匆

立

め

：商

品

生

適

者

と

し

，
て

も

と

ど

.ま

.り

え

な

く
^
々
^
論

:^
和

問

藍

，
に

雇

用

さ

れ

る

；
家

内

勞

働

者

と

な̂

 ̂

た
• 

製

-.
f

a
へ
一
把
賊::
*
>者

.
•象
—
舞

^
府
遭
飾
家
、
^

前

師

ヴ

家
本
業
者
禮

の
経
■

'

■

的

変

廳

■
程
の
中
で
、
資
本
家
的
な
霧
働
関
係
に
ま
き
こ
ま
れ
て
い
つ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
1'
-

。
へ.
3 

.
ア
の
発
展
：と
と
れ
^
端

な
う
資
本
に
よ
る
独
立
小
生
產
者
か
ら
の
収
奪
，
従

つ
モ
そ
の
窮
乏
化
の
過
程
、
そ
れ
.は
実
に
、
エ
場
制
エ
業
へ
の
移 

:行
に

；と

？.て
'不

可

藤

-
し
て
ま
た
不
可
1

段

隞

唐

^

ま
た
そ
の
た
め
に
こ
ぞ
来
■

き
空
業
に
そ
な
えV

务
く
の
熟
練
労
働
者
を
必

要
と
.

I
る

を

泰

い

霉

ぁ

凑

，
ア
苧

(

つ
く
り
出
す
の
で
.は
.あ
る
：が
'
前
者
I

勢
I

影
響
I

つ
そ
後
者
：の
：数
_
證

置

練
が
マ
'-
チ
フ
ァ
:^
チ
ェ
ア
の
基
礎
で
ぁ
抓
-
そ
■

-

の
上
う
な
を
業
熟
練

 ̂

初
期
の
ド
ィ
ッ
労
働
運
動
の
担 

(

V
手

力

ぁ

ら

.わ

れ

た

筹

政
治
的
な
諸
条
件
が
欠
け
て
い
た
'。
そ

の

兮

な

■

は
当
時
'

"
■
ィ
ギ
リ
ス
に
の
み
奮
し
え
た
_

労
働
■

は
ま
さ
し
く
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
上
つ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
つ
.ぎ
.の
よ
う
な
特
徵
を
も
'つ
労
働
者
層
に
.よ
つ
て
担
わ
れ
る
こ
と
に 

お
V
て
イ
ギ
リ
ス
の
労
傲
運
動
と
も
フ
ラ
ン
'.ス
.の
労
働
運
動
と
も
異
な
る
性
格
が
刻
み
'こ
ま
れ
た
：と

、，
う
べ
き
で
あ
る
。

^

H
 

す
な
わ
ち
。フ
ロ
レ
.タ
リ
ア
化
さ
れ
た
手

H

業

膦

人
f
 

H
a
a
- 

正
幾
者
同
盟
成
立
の
雁
史
的
意
義

(

そ
の一.) 

三

七(

ーー.
|し
1)

年 ドイツ イギリス .フラ':ンス. アメリカ
合 衆 国

1800 36 67 31 17
1820 38 74 . 3 3 23
1840 57 114 66 41.

く第1 表〉• 人丨:1,1 8 0 0〜1840 (取位100方人)
■1 . . . .  • • ■ ' . . . . . . . .

. . .年 '' ドィッ イギリス フランス
アメ »；力
合 衆 国

1800 23 16 27 5
1820 27 21 30 10
1840 33 ; 27 34 17 /

く第2 表〉 鉱 業 生 産  

(但し貴金属を除ぐ，単位 100万ボンド)
年 K ィッ イギリス フラシス

■ ■ .に：：

アメリカ
合 衆 国

18Q1〜 1820 
1孕21〜 1840

12 
23 :

123
204

13
27

4
7

く第3 表〉 製造業生産 (単位 100方ポンド) ’
年.:：:， ドィッ ィギリス フランス

アメリ力
合 衆 国

1800 60 230 190 25
1820 85 290 : 220 55
1840 150 387 264 96

〈第 4 表〉 石炭生産（単位 1 0 0 0トン)
ブ';年 ： ドィッ イギリス ブランス アメ '；力 j

合 衆 国

1800 300 10100 800 -1820 . 1500 12500 1100
21840 ;3400 ; 30000 30Q0 2100

く第5 表〉 銑鉄生産（単位は1 0 0 0トン)
年 ドィッ ィギリス フランス

アメリカ
合 衆 国

1800 40 、190 60 40
1810 45 ◎ 250 ? 55
1820 90 ノ 370 140 110
1830 120 680 225 180 ,
1840 190 1390 400 290

7 く第6 表〉 外国貿易 (単位は100万ポンド)

(

三
九
八)

り
、：：
そ
し
て
外
国
贸
易
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
ニ
.
分
の
.
-M

と
い
う
、
:v'全
体
と
し
て
の
経
済
的
発
展
は
、.
7

へ
メ
リ
ヵ
合
衆
国
を
除
く
三
国
中
最
下
位
に
あ

.

.

.

.

.

. 

■ 

一.

.

.

.

.

.

:

.

.

.

. 

-

づ
;
>-
o
''.
'
:
.
■
.
.
.
.

 

'
.
.
ハ
.
.
:
-
1.
;
:
'
.
: 

.

.1
'
.
:
: 

i-广
-

.

.

デ

.'
:

.' 
::■
:
.■'
 

;

ン

• 

. 

:
.

• 

' 
.

:

 

:

.

一
八
〇
〇
年
か
ら
ー
；八」

0

年
に
か
；け
て
、
：農
業
人
ロ
は
全
体
の
五
分
办
：四
に
達
し
，
_-
:
:八
四
八
年
当
時
ょ
う
や
く
三
分
の
一1

に
減
少
し
た
と

. 

.

.

. 

(
10
.

) 

■

い
：う
の
で
あ
る
か
ら
、
ド
イ
ッ
は
ま
だ
農
業
国
ど
：じ
て
；の
色
彩
の
濃
い
国
で
：あ
：

.?
た
。
:;
'
い
う
ま
で
も
な
く
、

ラ
イ
ン.
プ
ロ
イ
セ
ン
に
は
、
す
で

.

.

.

.

.

.

. 

*
 

.......

へ

ン

に
三
月
革
命
以
前
に
近
代
的
市
民
社
会
が
形
成
さ
れ
パ
繊
維
產
業
を
中
心
と
す
る
軽
エ
業
^

^

械
へ
金
属
エ
業
が
発
展
し
て
い
た
が
’…

し
か
し
、

.

.

.

.

.

.
 

-

概
し
て
一
八
四
八
年
以
前
の
ド
イ
ッ
の
工
業
は
、
.

エ
場
制
手
エ
業
=

マ
ー「

ユ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
の
段
階
を
充
分
に
克
服
し
て
い
な
か
：つ
た
の
で
あ
つ



!,
>

.

. ' 

.

. 

. 

• 

u

i

A

(

四
〇
0)

ゾ
㈡

：放
浪
生
活
の
経
験
は
.'「

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
意
識
の
.発
展
を
促
進
す
る
タ
へ
：

；
-

;

'

'

:

&
治
的
に
意
識
の
‘高
い
分
子
は
、
労
働
者
の
少
数
部
分
を
し
め
て
い
る
に
中
ぎ
な
い
'0
'

,

 

: 

V
.
;

'■
■エ
場
プ
户
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
は
な
く
、-
手
工
業
職
人
で
あ
り
、
む
し
ち
ル
シ
■ペ
ン
：r

プ
ロ
レ
：タ
リ
ア
に
近
か
っ
た
ゥ
イ
ル
へ
ル
ム
•
ゥ
ァ
イ
ト 

W
ン
.ダ
が
獲
得
し
.
た
ド
イ
ッ
労
働
運
動
に
お
け
る
高
い
地
位
は
、.
何
ょ
り
.も

、
.:
:
そ

の

特

殊

性

の
探
求
に
ょ

っ

て

の

み

、
正

し

く

評

価

し
ぅ

る

も

の

で

.あ

ろ

う

。

：

.

. 

-

:

.
■■
'

.

 

.

:

: 

_

'

. 

• 

. 

.

.

. 

- 

. 

-

(

A

 

r

ト

ラ

ン

ビ

ゾ

ダ

」

に

か

々

す

る

：研

究

と

じ

て

は

ホ

ッ

ブ

ス

バ

ゥ

ム

の

0
ぎ

の

論

文

が

有

益

で

あ

る

。
肖

J
.

 

H
o
b
s
b
a
i
,

 

T
r
a
m
p
i
n
g

 

A
r
t
i
s
a
n
.

v

 

n
o
m
i
c

 

H
i
s
t
o
r
y

 

R
e
v
i
e
w
,

 

v
o
l
.
m
,

 

?

 3
,
1
9
5
7
.
)

:•
:

 

;

(
<
N
)

ト
ラ
ン
ピ
ン
ク
に
つ

レ

て

は

労

働

信

動

史

に

か

ん

す

る

大

抵

の

研

究

書

が

ふ

-̂
て

い

3

w

.

p

g

s

n

g

;
 

H
i
s
t
o
r
y

 

o
f

 

B
r
i
t
i
s
h

 

T
r
a
d
e

 

U
n
i
o
n
i
s
m
,

 

1
9
6
3
,

 

L
o
n
d
o
n
.

 

J
e
f
f
e
r
y
s
;

 

S
t
o
r
y

 

o
f

 

E
n
g
i
n
e
e
r
s
,

 

1
9
4
5
,

 

L
o
n
d
o
n
.

 

K

 

J
.

 

J
F
y
r
t
h

 

a
n
d
.

 

H
.

 

§
i
n
s
;

 

F
o
u
n
d
r
y

 

W
o
r
k
e
r
s
,

 

1
9
5
9
.

 

K
i
d
d
e
r
;

 

T
h
e

 

O
l
d

 

T
r
a
d
s

 

U
n
i
o
n
s
,

 

1
9
3
1
.

な

ど

を

参

照

、：

'
と

く

に

後

者

ぱ

興

味

深

い

。

)

：

最

近

わ

が

国

て

は

企

業

別

組

合

Q
K

：

検

討

を

め

ぐ

る

研

究

が

盛

ん

せ

ぁ

り

、

こ

れ

に

関

速

し

て

こ

の

問

題

に

関

心

が

も

た

れ

つ

つ

ぁ

る

。

例

え

ば

讓

雄

氏
 

.「

十

九

世

紀

に

お

.け

る

イ

ギ

リ

ス

労

働

組

合

の

t
r
a
m
p
i
n
g

 

s
y
s
t
e
m

 

.に

つ

い

て

」

、

経

済

科

学

卯

の

2

、

(

名

古

屋

大

学

経

済

学

会

)

ー

九

五

1

年

。

(

3) 

M
a
r
x

 

&
wngeis Werke, Bd. 2. 

SS. 565 〜
566. 

(Institut 

fiir 

M
a
r

b.-smus.Leninis

召us.beim Z
K

 dmr SED, 

T>ietz Verlag 

Berlin, 

:

1957 ，)'

邦
訳
、
大
月
版「

マ
ル
ク
ス
.

•

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集」

.第
二
卷
五
九
一ー

五
九
ニ
.頁
。
 

..

(

4

)

 

E
b
e
n
d
a
,

 

B
d
.

 

4
,

 s. 

4
9
.

邦
訳
第
四
卷
四
七
頁
。
 

-

(

5

)

エ

ン

ゲ

ル

ス

「

歴

史

に

お

け

る

強

カ

の

役

割

」

大

月

版

「

マ
：ル

ク

ス

ン

エ

ン

ゲ

ル

ス

選

集

」

第

十

六

卷

、

/

三

^

匕

頁

。

(

7
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i
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d
e
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G
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s
c
h
i
c
h
t
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i
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A
u
s
g
e
w
i
h
l
t
e

 

W
e
r
k
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i
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z
w
e
i

 

B
M
e
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B
e
r
l
i
n
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)

 

J
l
e
n

 

K
u
c
f

 s
k
i
;

 

D
i
e

 

G
e
s
c
h
i
c
h
t
e

 

d
e
r

 

U
g
e

 

d
e
r

 

A
r
b
e
i
t
e
r

 

u
n
t
e
r

 

d
e
n

 

K
a
p
i
t
a
l
i
s
m
u
s
,

 

T
e
i
l

 

L

 

D
i
e

 

G
e
s
c
h
i
c
h
t̂

 

d
e
r

 

L
a
g
e

 

d
e
r

 

A
r
b
e
i
t
e
r

 

m

 

D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d

 

v
o
n

 

1
7
S
9

 

b
i
s
_

 

G
e
g
e
n
w
a
r
t
,

 

D
a
r
s
t
e
l
l
l

 

d
e
r

 

L
a
g
e

 

d
e
r

 

A
r
b
e
i
t
e
r

 

i
n

 
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d

 

v
o
n

 

1
7
8
9

 

b
i
s

 

1
8
4
9
,

 

.
1
9
6
1
,

 

B
e
r
l
i
n
,

s
s
.a>
9—

9
1
.

(

9) 

Kowalski; 

Ebenda, s. 

29.

(

10)

ゾ
ン
バ
ル
ト
は
、
十
九
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ッ
経
済
に
っ
い
て
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。「

か
っ
て
一
八
三
〇
年
の
終
り
に
、
商
品
と
し
て
ド
イ
ッ
が 

外
国
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
産
業
、
た
と
え
ば
、
綿
織
物
、
毛
織
物
、
リ
ン
ネ
ル
お
よ
び
絹
織
物…

…

木
材
. 

小
間
物
お
よ
び
陶
器
産
業
等
の
製
品
で
あ
っ
た
。，
そ
れ
ら
は
本
質
的
に
は
、‘
そ
れ
ら
の
原
料
は
ド
イ
ッ
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
生
産
物
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ 

ら
の
場
合
に
は
、
技
術
的
な
変
^
が
、
そ
の
価
格
に
本
質
的
に
影
響
を
あ
た
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
商
品
の
製
造
の
場
合
に
は
、
進
歩
し 

た
国
々
と
比
較
し
て
、
そ
の
当
時
の
ド
イ
ッ
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
安
い
労
働
賃
金
が
、
ド
イ
ッ
の
産
業
に
決
定
的
に
有
利
に
作
用
し
た
の
で
あ
る」
。

低
賃
金
の
国
、
農
業
国
ド
イ
ッ
の
状
態
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
さ
ら
に
結
論
的
に
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。「

ま
ず
第
一
に
、
ド
イ
ッ
は
、
そ
の
土
地
か
ら
み 

ず
か
ら
消
費
す
る
よ
り
も
多
く
，の
生
産
物(

食
料
品
お
よ
び
原
料)

を
取
得
す
る
0
第
二
に
ド
イ
ッ
は
も
っ
と
も
重
要
な
産
業
部
門
の
ニ
っ(

紡
糸
お
よ
び
鉄

.
の
取
得)

の
点
で
外
国
に
依
存
し
て
い
る
。
結
論
的
に
わ
た
く
し
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
に
ふ
れ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
つ
ま
り
、
農
業
人
口
が
..：
：
、
非
常 

に
多
く
の
部
分(einen so starken B

r
u
c
h
t
e
B

を
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
一
八
三
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
を
考
え
た
と
き
に
、
外
国
に
た
い
す
る
そ
の
立
場
と 

い
う
%•
の
は
、『

農
業
国』

r
A
g
r
a
r
s
t
a
a
t

VJ
と
し
て
特
徴
づ
け
ざ
る
を
え
な
い」

(
w
e
m
e
r

 

Sombart; 

D
i
e

.Oeutsche 

Volkswirtschaft 

im 

19, 

Jahrhundert und i
m A

n
f
a
n
g

 des 20. 

Jahrhund

fl>rts, w
i
n
®

K

^
CJ
:プ sn

g

P-
8i
rt
>
Î
^
o-
目
Jo:
^
o§
3

J«>Stuttgart, 

1954, ss. 

4
1
1
4
3
.)

(

11) 

Marx/Engels, 

Werke, 
Bd. 

7, S. 

116.

邦
訳 

一
'一
ニ
頁
。「

第
二
に
ラ
イ
ン
プ
ロ
イ
セ
ン
は
-

——

そ
し
て
、

こ
の
点
が
ラ
イ
ン
左
岸
の
他
の
-諸
地
方 

に
比
べ
て
、
ラ
イ
ン
プ
ロ
十
セ
ン
が
ま
さ
っ
て
い
る
主
な
点
で
あ
る——

全
ド
イ
ツ
で
も
っ
と
も
発
展
し
た
、
•も
っ
と
も
多
様
な
工
業
を
も
っ
て
い
る
。
ァ
I 

ヘ
ン
、
ヶ
ル
ン
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
の
三
県
に
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
工
業
部
門
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
、
木
綿
、
：羊
毛
、
絹
を
加

、

H

す
る
あ
ら
ゆ
る

.各
種
工
業
、
お
よ
び
そ
れ
に
依
存
す
る
漂
白
、
捺
染
、
染
色
の
諸
部
門
や
、
鋳
鉄
業
、
機
械
工
業
さ
ら
に
鉱
業
、
兵
器
鍛
工
場
、
そ
の
他
の
金
属
工
業
が
、
数 

平
方
マ
イ
ル
の
地
域
に
集
中
さ
れ
て
い
て
、
ド
イ
ッ
で
は
こ
れ
ま
で
み
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
稠
密
な
人
口
が
こ
れ
に
従
事
し
て
い
る」

。
.

(

12)
「

さ
ら
に
、
資
本
主
義
的
家
内
労
働
は
、
不
可
避
的
に
、.
.き
わ
め
て
非
衛
生
的
な
作
業
環
境
と
む
す
び
つ
い
て
い
る
。
働
き
手
の
ま
っ
た
く
の
貧
窮
、
な

:
ん
ら
が
の
規
則
で
労
働
条
件
を
規
制
す
る
こ
と
の
ま
っ
た
く
の
不
可
能
、寝
泊
り
の
場
所
と
作
業
の
.場
所
と
の
合
体——

こ
う
い
っ
.た
こ
と
が
、家
で
仕
事
を
し

‘
て
い
る
労
働
者
の
住
居
を
、
衛
生
上
の
だ
ら
し
な
さ
や
職
業
病
の
根
源
地
に
か
え
る
条
件
で
あ
る
。
大
き
な
企
業
経
営
で
は
、
こ
う
い
う
現
象
に
た
い
す
る
闘 

争
が
ま
だ
可
能
で
あ
る
が
、
家
内
労
働
は
、
ょ」

.の

点
で

，
一
も

.っ
と
も
.

『

自
*■
•
な』

、形
の
資
本
主
義
的
搾
取
’で
あ
る」

V• 

t
、
レ
ー
ニ
ン

「

ロ
シ
ァ
に
ぉ
け 

■る
資
本
主
義
.の
発
展
.1
-
大
月
版
.「

レ
ー
ニ
.ン
全
集
.；

」

第
三
巻
...
四
六
一
頁
。
.
 

'

(

13) 

'

「

マ
-
ュ
フ
ァ
ク
チ
.ュ
ァ
か
ら
エ
«
へ
の
罾
む
は
、
双
せ
紀
か
か
0
て
獲
#
.さ
.れ
た
職
人
の
手
エ
的
技
巧
を
く
っ
が
え
.す
完
全
な
技
術
的
変
革
を
罾
示
す 

る
。
そ
し
て
こ
の
技
術
的
変
革
の
あ
と
に
は
、
社
会
的
生
産
関
係
の
き
わ
め
：て
急
激
な
破
碎
、
生
産
に
参
加
す
石
人
々
の
種
々
の
.群
の
あ
い
だ
の
決
定
的
な
分

正
義
者
同
盟
成
立
：の
歴
史
的
意
義(

そ
の 

一)

'

三

九(

四
〇
一)



裂
、
伝
統
と
の
完
全
な
断
絶
、'資
本
主
義
の
す
べ
て
の
暗
黒
面
の
尖
鋭
化
と
拡
大
、
.そ
れ
と
と
も
に
.資
本
主
義
に
よ
る
労
働
の
大
規
模
な
社
会
化
が
、

不
可
避 

'
的
に
進
行
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
機
械
制
大
工
業
と
は
、
$

主
義
の
最
後
の
.言
葉
で
あ
ヶ
、;.
.そ
の
消
極
的
な
、''
.ま
た『

稹
極
的
_な
諸
契
機』

の
最
後
の
言
葉 

.
で
あ
る(

レ
I

-
ン
、
前
掲
書
四
七
三
頁
^

-

(

14) 

K. H
^
r
x
;
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389) 
■邦
訳
、
岩
波
文
庫
版
向
坂
逸
郎
訳「

資
本
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第
一
卷
第
三
分
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■

1
.
Qニ
頁
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.

.

.

.
,
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15) 

F. Engels;: Revolution 

若d Konterrevolution in Deutschland, 

(
M
a
r
x
/
E
i
l
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S
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邦
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'

一
八
三
〇
年
代
に
お
け
る
ド
イ
ゾ
の
.自
由
主
義
運
動
は
、
小
国
の
憲
法
制
定
運
動
の
な
：'か
に
そ
の
主
流
が
み
ら
れ
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
、
ゥ
ュ
ル 

.

. 

: 

.(1

.

)

テ
ン
.ブ
ル
ク
、
バ
;1
ア
ン
お
.‘よ
び
.ハ
.ノ
~
、パ
.
.1

な
:>
:
'に
お
'け
る
そ
：れ
で
あ
っ
.て
、
フ
ラ
ン
ス
七
1
0
:
:
革
命
の
影
響
を
強
く
う
け
た
も
い
え
よ
う
。

そ
れ
と
同
時
に
ド
イ
ツ
統
一
を
要
求
す
る
国
民
運
動
、.
.
革
命
的
な
動
き
は
'

ド
レ
ス
デ
ン
、
，ラ
そ
プ
ツ
イ
ヒ
、.ブ
ラ
ゥ
ン
シ
ュ
ゥ
ァ
イ
ク
、
ヵ
ツ
セ

ル
.お
よ
びv

ツ
.テ
ィ
シ
ゲ
シ
に
お
.い
てr

八
三
〇
年
か
ら
三
一
年
の
間
に
か
け
て
も
っ
と
も
は
げ
し
く
わ
き
上
り
、
と
く
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
独
立
の

闘
争
に
た
い
す
る
支
援
デ
モ
の
拡
大
と
と
も
に
、
祖
国
協
会(Vaterlandviin)、

出
版
協
会(pressverein)

、
.
ハ
ン
バ
ツ
ハ
の
祭

(Hambacher

F
e
s
t
)

な
ど
の
民
主
的
な
人
民
の
集
会
が
催
さ
れ
た
。

へ
ツ
セ
ン
.に
お
け
る
農
民
の
.叛g

l

一
 

八
三
三
年
四
月
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
人
民
の
丈

げ
し
い
覚
醒
な
ど
に
象
徵
さ
れ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
人
民
の
民
主
的
な
要
求
は
歴
史
上
比
類
な
い
ほ
ど
に
た
か
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
封
建
的
•

反
動
的
な
支
配
階
級
の
こ
れ
に
た
い
.す
る
憎
悪
も
'は
げ
し
く
、
：：警
察
力
を
.も
っ
て
お
し
つ
ぶ
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

コ
ヮ
ル
ス
キ
ー
に
よ
外

ば
、

一

八1

一
一
八
年
ま
で
に
、
ニ
三
の
.
連
邦
囯
で
、
' 

一
八
〇
〇
人
が
革
命
的
陰
謀
を
も
っ
て
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
と
い
わ
^

そ
の
な
か
に
は
非
常

.
-
- 

.

.

.

.

-

 

. 

■ 
,

.

に
多
く
の
手
エ
業
職
火
が
い
た
。
こ
う
し
た
酷
烈
な
弾
庄
の
結
果
は
、
陰
惨
な
祖
国
を
逃
れ
：て
フ
ラ
ン
ス
に
集
ま
り
、
パ
リ
は
一
時
ド
イ
ツ
革
命 

運
動
の
中
心
地
と
な
っ
た
。
当
時
、
パ
リ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
の
数
は
、

ロ
レ
ン
ツ
•
フ
ォ
ン
.•

シ
ュ
タ
イ
ン

F
O
J
.
I 

i
 

s
t
e
i
n
)

に
よ
れ
ば

七
〇
、
〇
〇
〇
人
、

エ
グ
エ
ル
ベ
ッ
ク
9

!
旁
&

、
グ
ッ
ツ
コ
ゥ

o
a.
N
k
l .

お
よ
び
ル
丨
ゲ

(
R
u
g
e
)

に
よ
れ
は
八
〇
、
〇
〇
o
人
か
ら
八 

五
、
〇
〇
〇
人
に
達
し
だ
と
い
わ
れ
)̂
6)

。
い
ず
れ
に
し
て
も
.相
当
数
の
職
人
が
居
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
'
し
か
も
仕
立
エ
が
非
常
に
多
か
っ
た 

こ
と

は

注

目

す

ベ

き
で
あ
る(

°.
7)

指
物

師
、

.

仕
立
職
人
、.
パ
：ン
f

職
入

、

ビ

レ

ル
製
造
職
人
な
ど
を
合
わ
せ
る
.な
ら
ば
、
約
一
〇
〇
、〇
〇
〇
人 

に
も
達
し
た
か
も
し
れ
な
い
。,

ゾ

'

■
‘ 

.
'

一、
八
三
五
年
、
ス
イ
ス
の「

青
年
ド
イ
ッ
委
員
会」

が
、
三
〇
、〇
〇
〇
人
も
の
.ド
イ
ッ
人
お
よ
'び
ド
イ
ッ
人
労
働
者
の
住
む
パ
リ
と
の
接 

触

を

要

求

し

た

。

当

時

、
：
：
。
ハ

リ

に

滞

在

し

た

亡

命

者

、
'ダ

ス

タ

!

フ
 

'
 

エ
.

I

ル

ハ
ル

ト

(Gustav E
h
r
h
a
r
d
t
)

は
、
'
.
そ

こ

に

生

活

し

て

い

る

手

工 

業
職
人
の
数
に
お
ど
ろ
き
、「

数
千
の
、

一
部
は
非
常
に
教
養
の
，あ
る
勇
敢
な
人
々」

と
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
少
く
見
積
っ
て
、
五
〇
、
〇
〇
〇 

人
の
ド
イ
ッ
人
が
い
.た
と
す
れ
ば
、
そ
の
う
ち
少
く
と
%-
ニ
五
、
〇
〇
0
人
か
ら
三
〇
、
〇
〇
〇
人
は
指
物
師
、
仕
立
職
お
よ
び
靴
屋
で
あ
っ
た
と 

.
思
わ
、
る
。
ド
イ
ツ
人
民
協
会(der Deutsche volksverein)

は
、
こ
の
よ
う
な
扰
勢
の
も
と
で
、
ド
イ
ツ
統
一
と
自
由
の
た
め
.の
闘
い
を
目
的 

と
し
て
結
成
さ
れ
た
団
体
で
、
そ
の
目
的
は
本
来
政
治
的
亡
命
者
に
た
い
す
る
財
政
上
の
援
助
と
い
う
消
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
従
っ
て
そ
れ 

は
ゆ
る
い
組
織
で
あ
り
、
月
一
回
程

度

会
員
が
集
ま
り
、
亡
命
者
の
扶
助
の
問
題
を
中
心
に
議
論
を
し
た
り
、.
.会
長

：や

会

計

掛

な

ど

を

選

ん

だ

.。 

会
員
は
五
〇
〇
名
か
ら
六
〇
〇
名
程
度
お
り
、

政
治
的
な
追
求
の
は
げ
し
か
っ
た
時
代
に
は
ー
〇
〇
人
を
：こ
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ 

る
。.
.手

エ

業

職

人

が

そ

の

高

、
比

率

4
し

め

て

レ

.
た

ル
イ,

フ
ィ
リ
ッ
プ
の
政
府
は
、
七
月
革
命
以
後
の
大
衆
の
革
命
的
傾
向
を
お
そ
れ
で
、‘
こ
れ
を
黙
認
す
る
態
度
を
と
っ
た
。
七
月
王
朝
は
大 

.

衆
運
動
の
指
導
者
そ
の
も
.の
お
よ
び
目
的
奮
_
の
欠
如
、
あ
る
い
は
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
ら
の
術
策
に
よ
づ
て
辛
う
じ
て
長
ら
え
て

>

た
に
す
ぎ
な 

か
.っ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
入
民
條
会
に
お
け
る
政
治
的
発
展
の
も
っ
と
も
明
ら
か
な
源
泉
は
、
：
一
•八
三
三
年
、
パ
リ
で
で
：た
ち
ら
し
で
あ
っ
た
。
 

そ
れ
は
、
'総
会
の
決
議
の
の
ち
ニ
、
〇
〇
〇
部
が
印
刷
さ
れ
、
、五
.〇
0
部
は
。ハ
リ
在
住
の
ド
イ
ッ
人
労
働
者
に
、
あ
と
は
ド
イ
.ッ
に
お
く
ら
れ
た
。
 

一
八
三
三
年
夏
、
南
ド
イ
ツ
の
自
由
主
義
者
が
ド
イ
ッ
人
民
協
会
の
性
格
を
規
定
し
た
最
初
の
。ハ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
肯
論
の
自
由
上
立
憲
的
王
朝 

正
義
者
同
盟
成
立
の
.歴
史
的
意
義C

そ
の一

) 

四一

.(

四
〇
三)
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✓
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'

に
{
7全
に
満
^
す
る
と
1

う
フ
ル
、ゾ
ョ
ア
的
な
主
張
に
-.
1

0

て
貧
か
れ
、'
'労
働
者
の
具
体
的
な
要
求
に
ふ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ハ
ノ 

I
バ
I
の
テ
才
ド
ー
ル
•
シ
ュ
ス
タ
ー(

ば
l
o
r Schuster)

'.',

と
ケ
ル
ン
の
ヤ
コ
ブ

•
ヴH

、不1

ア
斤)

(
^
I
v
e
n
e
d
e
y
}

と
は
、
ー
\
三
0 

.
年
代
の
ド
イ
ッ
の
政
治
的
団
体
の
中
で
小
市
民
的
傾
向
f

つ
丼
和
派
を
代
表
し
、
自
由
主
義
者
の
イ
デ
.オ
幕
丨
的
支
配
に
反
対
し
た
。
労
働 

者
临
級
と
し
て
の
手
エ
業
職
人
は
こ
の
自
由
主
義
派
と
共
和
派
と
の
対
立
の
中
で
、
小
市
民
的
な
共
和
派
を
支
持
し
た
の
み
な
ら
ず
、
集
会
の 

動
向
を
支
配
し
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
す
で
に
手
工
業
職
人
は
正
面
に
で
て
、
ド
イ
ッ
人
民
協
会
に
お
い
て
指
導
的
な
役
割
を
果
す
に
至
っ
た
の
. 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
テ
オ
ド
ー
ル
：
ゾ
ュ
ス
タ
ー
に
つ
い
で
、
マ
イ
ン
ッ
出
身
の
仕
立
エ
ョ
ハ
ン

•
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ

I (Johann s
c
h
u
w
h
e
r
)、 

機
械
工
ノ
イ
パ
ー(Neuber)、
右
版
刷
師
ム
ス
力 

一
一(urban Muschani)、

ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
5
出
身
の
植
字
エ
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ド

Q
C
S
I 

l
i
d
t
)

に
よ
る

「

五
人
委
員
会」

が
.結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
■か
く
し
て
ド
イ
ッ
国
民
協
含
お
け
る
最
初
の
產
模
な
協
定
は
、
副
議
長
ム 

ス
ヵ
ニ
が
指
導
し
た
一
八
三
三
年
一
一
月 

一
二
日
の
大
会
と
な
っ
て
結
実
し
■た
。
.
：

常
任
会
計
掛
ノ
イ
バ
ー
は
、
ド
イ
ッ
と
の
連
絡
に
つ
い
て
報
告
し
た
が
、
彼
は
最
後
に
協
会
が
明
確
な
政
治
的
相
貌
を
保
持
す
る
よ
う
に
、..基 

本
的
な
態
度
の
声
明
を
出
す
こ
と
を
訴
え
た
。
出
席
し
た
会
員
の
大
部
分
、
と
く
に
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ム
ス
力
-一
は
、

フ
ラ
ン
ス
^
命
の 

人
ぁ
的
権
#|
の
宣
言
を
も
り
こ
む
と
.と
を
強
く
主
張
し
た
。
七
月
革
命
に
た
い
す
る
闘
争
の
反
対
派
に
イ
デ
.オ
ロ
ギ
ー
的
基
礎
を
あ
た
え
る
た 

め
の
闘
争
と
し
て
、「

人
間
の
権
利
協
会」

(socig des droits de r
h
o
i
e
)

の
新
委
員
会
ば
ロ
べ
：ス
ピ
エ
ー
ル
の
言
葉
で
、

人
間
の
権
利
お
よ 

び
市
民
の
権
矛
を
公
け
に
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
r

ト
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

I
は
、
.す
.で
に
潜
在
的
な
市
屢
争
の
間
に
立
っ
て 

い
た
し
、
そ
の
こ
と
は
す
で
に
お
こ
っ
て
い
た
リ
ョ
ン
に
お
け
る
二
つ
の
建
が
示
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
勢
の
中
で
、
ド
イ
ッ
国
民
協
会
内 

部
の
矛
盾
は
、
平
和
的
な
方
法
で
の
現
存
の
私
有
財
産
制
度
の
財
産
権
の
擁
護
、

そ
の
限
り
で
の
讓
級
の
運
命
の
改
善
、

た
と
え
ば
救
貧
税 

や
、
富
の
余
剰
の
一
部
が
、
飢
餓
と
窮
乏
.化
に
悩
む
失
業
者
を
守
る
だ
め
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に

、

協
会
の
規
約
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る 

小
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
共
和
主
義
と
、「

人
間
の
権
利
協
会」

に
み
ら
れ
るM

フ
ゾ
ス
革
命
の
平
等
の
精
神
を
徹
底
的
に
お
し
す
す
め
よ
う
と
す
る
手
工

業
職
人
の
勢
カ
と
の
は
げ
し
い
対
立
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
か
く
し
て
自
由
主
義
派
と
共
和
派
と
の
間
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
は
終
結
し
た
。

プ
P

レ
タ
リ
ア
化
し
た
手
工
業
職
人
は
、.
い
ま
や
階
級
対
立
の
き
び
し
い
現
実
に
目
ざ
め
’
機
械
破
壊
や
外
国
人
労
働
者
の
甶
眼
视
と
い
う
原 

始
的
な
階
級
闘
争
の
方
法
を
克
服
し
つ
つ
あ
っ
た
。
多
く
の
労
働
者_

と̂
い
っ
て
も
指
物
師
、
.
.印
刷
工
、
.
植
字
エ
、
仕
立
エ
、
靴
エ
.の
よ
う
な 

手
工
業
職
人
で
あ
り
、
近
代
的
な
工
場
労
働
者
で
は
な
か
っ
た
が——

の
間
に
は
次
第
に
組
織
化
が
進
み
、

一
八
三
三
年
に
は
、
五
ニ
•二
人
の
労 

働
者
が
、
団
結
禁
止
法
を
犯
し
た
と
い
う
の
で
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
，ほ
ど
で
あ
っ
た
.0

一
八
三
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
を
お
そ
っ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
の
波
は
、

ー
八
三
三
年
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
五
、
〇
〇
〇
人
の
大
エ
、
六
、
〇
〇
〇
人 

の
靴
エ
、
八
〇
、
〇
〇
〇
人
の
仕
立
エ
を
し
て
そ
の
仕
事
を
拋
棄
さ
せ
た
：。
約
三
：〇
〇
名
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た
仕
立
屋
が
逮
捕
さ
れ
、
バ 

リ
ヶ
.丨
ド
の
前
で
開
か
れ
た
大
集
会
で
は
、、
労
働
者
は
武
力
闘
争
の
準
備
を
し
、
ま
た
一
八
一
一
一
三
年 

一o

月
ニ
〇
日
か
'ら
ニ
八
日
ま
で
の
数
日 

間
、
ア
マ
ン
デ
ィ
二
の
バ
リ
ヶ
ー
ド
の
前
で
は
、

一
、
ニ
〇
〇
名
か
ら
一
、
五
〇
〇
名
の
宝
石
職
人
が
、
ま
た
別
の
日
に
は
一
一
一、
〇
〇
〇
人
の
仕
立 

職
人
が
メ
イ
ン
ヌ
の
バ
リ
ヶ
ー
ド
の
周
辺
に
集
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
.：の
当
時
の
フ
ラ
シ
ス
の
労
働
者
は
空
想
的
社
会
主
義
者
ジ
ユ
ー
ル•

ル 

ル
ー

(
J
u
l
e
s

 

L
e
r
o
u
x
)

の
影
響
の
も
と
に
、
生
産
協
同
組
合
の
建
設
に
よ
る
資
本
家
的
搾
取
の
根
絶
の
構
想
を
抱
く
と
い
う
段
階
で
あ
り
、
科
学 

的
社
会
主
義
の
前
段
階
に
あ

っ
た
。
銀
行
家
の
独
裁
的
あ
配
の
打
倒
の
た
め
に
フ
.ラ
ン
ス
の
労
働
運
動
の
革
命
的
昂
揚
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
若 

い
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
主
義
者
は
、
労
働
者
の
政
治
的
経
済
的
_

争
を
支
持
し
た
。「

人
間
の
権
刹
協
会」

は
、

一：
八
三
三
年
一
.
〇
月
' 

労
働
者
の 

同
業
.組
合
と
と
も
に
活
躍
す
る
宣
伝
団
体
を
建
設
す
る
と
と
も
に
、
共
和
的
な
新
聞
は
、
労
働
者
の
請
願
を
公
表
し
、

ス
ト
ラ
イ
キ
中
の
'労
働
者 

の
逮
捕
に
抗
議
し
た
.0「

人
間Q

権
利
協
会j

と
と
も
に
い
ま
や
パ
リ
に
お
け
る
二
七
〇
の
支
部
と1

一一'、〇
0

〇
人
の
会
員
を
も
ち
、
フ
ラ
ン
ス
全 

土
に
六
、
〇
〇
〇
人
の
会
員
を
も
つ
政
治
的
闘
争
を
経
験
し
た
組
織
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

，

:

，
:

.

.

.パ
リ
に
お
け
る

'
ド
イ
ッ
の
手
工
業
職
人
は
、

フ
ラ
ン
ス
：の
労
働
者
と
共
闘
し
て
、「

人
間
，の
.
権
利
協
会」

，
を
模
範
と
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
。

. 

外
交
的
に
用
心
深
く
行
動
し
て
い
た
ド
イ
ッ
の
亡
命
者
は
、
労
働
者
の
急
進
的
行
動
の
'
た
め
に
、.
フ
：ラ
V

X

の
官
憲
に
黙
認
さ
れ
て
い
た
人
民
協 

正
義
者
同
盟
成
立
の
歴
史
的
意
義(

そ
の
ニ )
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四
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会
が
ま
合
法
化
さ
れ
る
の
.を
何
よ
り
も
お
そ
れ
た
0
.こ
.こ
に
人
民
協
会
内
部
に
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
.ァ
的
:|
|
.共
和
主
義
的
な
亡
命
者
と
フ
ラ
ン
.ス
労
働 

者
の
.は
.げ
し
い
階
級
闘
争
に
よ
づ
て
、'.い
や
が
上
.
に
も
熱
狂
的
に
.さ
せ
ら
れ
、階
級
意
識
に
目
ざ
め
た
手
工
業
職
人
と
め
間
の
矛
_
が
激
化
せ
ざ
る 

，を
え
な
か
っ
た
.理
由
が
あ
る
-:
0
手
.エ
業
職
人
た
.ち
'に
岑
て
は
祖
国
ド
ィ
ツ

.の
：労
働
者
に
、
七
月
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
労
働
者
の
闘
争
の

模
康
、
 

そ
し
て
そ
れ
へ
の
彼
ら
の
直
接
的
参
加
を
訴
え
る
こ
.と
が
焦
眉
の
急
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
く
れ
た
ド
ィ
ツ
の
労
働
者
に
ん
間
社
会
に
お
ナ 

.る
階
級
的
差
別
や
資
本
家
的
搾
取
の
現
実
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
重
要
で
、：

〕y

そ
の
ほ
か
の
こ
と
は
ど
う
で
も

よ

か
っ
だ
。
祖
国
ド
ず
ツ
の
労
働
者
に 

r
え
る
た
め
.の
\
ゾ
フ
レ
ツ
ト
の
.草
稿
を
め
ぐ
る
は
げ
し
，い
論
争
の
中
で
、
：手
.エ
業
労
働
者
は
、.
フ
ラ
ン
ス
政
府
，に
よ
る
弾
庄
の
手
が
、
共
和
主 

義
的
な
団
体
に
も
の
び
る
こ
'と
を
.お
そ
れ
、
.こ
れ
ら
の
ビ
ラ
に
よ
る
宣
伝
の
完
全
な
中
止
を
提
議
し
た
共
和
派
と
の
讓
論
に
お
い
て
も
、
自
説
を 

主
張
し
て
：ゆ
ず
.ら
な
か
，っ
た
。
.
一
八
三
三
年
一
一
月
，
最
初
の
ビ
ラ
が
、
翌
年
一
月
S

一
の
ビ
ラ
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。：
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ

.に
そ
の
ビ
ラ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

'‘
，

‘ 

• 

.. 

.

「

©

一
八
三
.
三
年
：一
.一：月
の
ド
ィ
ツ
人
民
協
舍
の
ビ
ラ
：

.

'

.

.

:

.

'

:

v

 

.

.，
兄
弟
ぉ
.
よ
.び
.友
人
諸
君
.
！

.
'

ノ
誰
ヵ
ガ
あ
な
た
の
と
-
ろ
^
来
て
ノ
-つ
ぎ
の
ハ
よ
う
^
話
す
な
ら
ば
こ
フ
友
よ
'
■
き
.け
。
.

わ
た
し
は
労
働
す
る
の
に
何
め
喜
び
も
な
い
.。
だ
が
わ
た
し
と
て
も
、
う
ま
い
も
の
を
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
し
た
い
.し

、
：
快

^
；
な

住

罟

に

住

み
 

た
い
し
、：
流
行
の
着
物
を
き
て
、：
演
劇
、
音
楽
会
•や
舞
踏
会
に
も

ゆ
き
た
い
と
思
う
。
_

_
し
が
1

あ
な
た
方
は
立
派
な
^

^
も
ち
、
謙
遜
で 

あ
り
、.
.
寒
さ
や
飢
え
.か
ら
ま
ぬ
が
れ
、
.
し
か
も
あ
な
た
方
は
、

一
週
間
に
一
度
、
.ニ
ク
.̂

ィ
ツ
エ
ル
銅
貨
：で
買
え
る
半
リ
ツ
タ
丨
の
酒
を
飲
ん 

で
み
ず
か
ら
楽
し
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
幸
福
す
ぎ
る
ほ
ど
幸
福
で
あ
る
と
思

う

。

あ

な

た

方

は

.、

自

分

で

働
き
.、

あ
な
た
方
の
利
益
を
自
分 

で
手
に
：い
れ
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
か
？

あ
な
た
方
は
、
み
ず
か
ら
主
入
公
と
称
し
、
食
卓
で
、
あ
な
た
の
健
康
を
祝
し
て
、
，
シ
ャ
ン
。へ
I 

ン
を
飲
み
、
勝
手
に
規
則
を
き
め
、
あ
な
た
方
の
名
前
に
お
い
て(

但
し
そ
れ
ば
私
に
も
有
利
に
，な
る
よ
う
に)

、
戦
争
を
遂
行
し
、

外
国
と

談
判
す
べ
き
な
の
で
す
。
ま
た
ち
な
た
方
が
、
.礼
儀
正
し
く
膜
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
あ
.な
た
方
は
、
わ
た
し
の
城
、
庭
園
、
馬
車
、
馬
、
 

従
者
た
ち
に
驚
嘆
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
方
が
も
し
偷
快
に
時
を
過
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、，
あ
な
た
方
に
、
毎
年
、
 

競
馬
や
花
火
を
お
ご
っ
て
や
っ
て
も
い
い
で
す
よ
I

。
し
か
し
よ
く
お
わ
か
り
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
あ
な
た
方
の
お
金
で
で 

す
。
従
っ
て
も
し
、
誰
か
が
こ
の
よ
う
に
あ
な
た
方
に
話
し
が
け
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
方
は
、
彼
を
馬
鹿
者
と
嘲
笑
す
る
で
し
ょ
う
し
、
も
し 

彼
が
暴
力
を
用
い
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
背
中
を
強
く
う
つ
.'で
し
ょ
う

.

人
間
が
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
す
べ
て
、
労
働
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
す
。(

、
、
、
、
部
分
は
原
文
ィ
タ
リ
ッ
ク)

穀
物
が
成
育
す
る 

た
め
に
は
、
田
畑
.は
耕
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
穀
物
が
粉
に
な
る
た
め
に
は
、
人
が
そ
れ
を
粉
に
ひ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
粉
が 

パ
ン
に
な
る
た

.め
に
は
、
人
が
そ
れ
を
ね
っ
て
焼
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
神
様
の
お
ぼ
し
め
し
か
ら
も
、
法
律
上
か
ら
も
、
穀
物
、
粉
そ 

し
て
パ
ン
は
誰
の
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
.種
子
を
播
き
、
と
り
い
れ
を
し
た
農
民
、
粉
に
，ひ
い
た
粉
屋
、
そ
れ
を
。ハ
ン
に
し
た
パ
ン
屋
の
も 

の
な
の
で
^-
1
。」

.
以
上
に
引
用
し
た
ビ
ラ
の
内
容
は
、
文
章
こ
そ
い
わ
ゆ
る
美
文
で
は
な
い
と
し
て
も
、
手
工
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
手
に
よ
っ
て
苦
心
の
末
書
か
れ 

た
跡
が
感
じ
ら
れ
る
。「

人
間
が
必
要
と
す
る
と
こ
.ろ
の
も
の
-は
す
べ
て
、
労
働
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る」

と
い
う
思
想
は
、

労
働
価
値
説
の
も
っ 

と
も
素
朴
な
表
現
と
し
て
彼
ら
の
実
感
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
天
賦
•
人
権
の
思
想
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
貫
流
し
て
い
る
。
た
と
え
ば 

「

い
か
に
立
派
な
人
で
あ
っ
て
も
、
労
働
に
か
っ
て
、
そ
の
パ
ン
を
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
食
う
こ
と
は
で
き
な
いJ

と
い
う
よ
う
に
、
ジ
ャ
ン

. 

ジ
ャ
ッ
ク
•
ル
ソ
ー
の「

人
間
不
平
等
起
源
論」

の
影
響
な
ど
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ビ
ラ
は
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
訴
え
つ
づ
け
る
。
 

「

い
ま
や
あ
な
た
方
は
、
労
働
者
は
至
る
と
こ
ろ
で
幸
福
に
暮
し
、
欠
乏
や
貧
困
は
怠
け
者
の
た
め
に
と
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
べ
き

で
は
な
い
か
？

と
こ
ろ
が
こ
れ
と
全
く
反
対
の
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
も
貧
し
く
、
し
か
も
も
っ
と
も
不
幸
な

. 

-

人
々
と
は
1
大
抵
の
、
そ
し
て
も
っ
と
も
つ
ら
い
仕
事
を
や
っ
て
い
る
人
々
、
つ
ま
り
手
工
業
労
働
考
工
場
労
働
者
お
よ
び
農
民
で
あ
る
。
 

正
義
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意
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一)
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四
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四
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■ 

四
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〇
八) 

し
ヵ
も
大
変
ぜ
..い
た
く
に
生
き
ぃ
て
.い
る
人
々
.こ
そ
怠
け
者
な
の
だ
ー
丨
。」

：'

そ
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
痛
烈
な
文
句
を
も
っ
て
結
ん
で
い
る
の
は
面
白
い
0

「

そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
'る
"
わ
れ
わ
れ
は
、
：.あ
な
た
方
に
答
え
よ
..う
。
怠
け
者
た
ち
は
、
あ
な
た
方
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
、
 

彼
ら
自
身
の
た
め
に
あ
な
た
方
を
働
が
せ
、
ぞ
し
て
さ
ら
に
、
彼
ら
が
あ
な
た
方
に
好
意
と
慈
悲
を
示
す
一
方
、
彼
ら
の
享
楽
の
た
め
に
、
あ 

な
た
方
め
：.汗
を
流
さ
せ
る
の
を
信
じ
さ
せ
て
お
こ
う
と
す
る
秘
密
を
発
見
し
た
：の
，だ
と
。：

こ
の
秘
密
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
も
う
一 

度
よ
く
考
え
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
も
し
あ
な
た
方
に
、
そ
の
謎
が
と
：け
そ
う
に
も
な
い
：と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
つ
ぎ
に
出
す『

ち
ら
し』

を 

ま
っ
て
下
さ
い
。
そ
の
な
が
で
わ
れ
わ
れ
は
あ
な
た
方
に
解
答
を
あ
た
え
ま
し
ょ
う
。

.

一
八
三
三
年
一
一
月
パ
リ
に
お
い
て
、

：

、

... 

.
 

■

ド
イ
ツ
人
民
協
会
卜

わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
に
、
第
一
の
ち
ら
し
に
お
い
て
約
束
し
た
問
題
の
解
答
を
、
第
二
の
ち
ら
し
の
な
.か
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ

に
 

は
何
よ
り
も
資
本
家
的
な
搾
屢
構
を
產
に
分
析
す
る
と
と
も
に
、
■こ
れ
に
た
い
す
る
手
工
議
人
の
_
争
の
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
の 

で
あ
っ
て
、
手
工
業
職
人
の
共
産
主
義(

H
a
n
d
w
e
r
k
s
b
u
r
s
c
h
e
n
-
k
o
m
n
m
n
i
s
l
)

の
思
想
が
萌
芽
的
に
あ

ら

わ

れ

て

い

る

の

を

み

る

こ

と

、；̂

で

き 

る
.で
あ
ろ
う
。

、 

.

.

.

.

.

.

(

1)
「

一
八
三
〇
年
か
ら

一
八
三
四
年
ま
で
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
由
主
義
的
活
動
の
新
し
く
は
げ
し
い
性
板
は
、
い
ま
や
す
で
^
中
間
階
級
が
み
ず
か
ら
問
題 

を
と
り
あ
げ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
し
か
し
ド
イ
ツ
は
多
数
の
諸
邦
に
わ
が
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
関
税
率
を
も
っ
て
い
る 

た
め
こ
れ
ら
の
運
蔚
に
は
矛
害
の
ー

致
が
存
在
し
な
か
.っ
た
。
ド
イ
ツ
の
中
間
階
級
が
政
治
的
に
自
由
に
な
る
こ
と
を
欲
し
た
の
は
、
公
事
を
彼
ら
の
利
益 

に
合
致
す
る
よ
う
に
処
理
す
る
た
め
で
は
な
く
て
、
ブ
ラ
ン
ス
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
に
く
ら
べ
て
自
分
.た
ち
の
奴
隸
的
な
地
位
を
は
ず
か
し
く
思
っ
た
か
ら
で
あ 

っ
た
。
彼
ら
の
運
動
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
で
ば
自
山
主
義
办
成
功
を
保
証
し
た
実
質
的
な
基
礎
が
欠
け
て
い
た
。
彼
ら
が
問
題
に
し
た
利
益
と
：

H
、 

実
際
的
と
い
う
よ
り
は
、
は
る
か
に
理
論
的
な
も
の
で
あ
っ
た…

…

。
 

'

と
こ
ろ
が
.ド
イ
ッ
.の
中
間
階
級
は
、
既
述
の
と
お
り
、
け
ち
く
さ
い
仕
事
を
や
っ
て
い
る
人
間
で
あ
る
か
ら
、
た
ん
な
る
熱
情
'家
^

—

.「

出
版
の
自
由」

、
 

「

陪
審
裁
判」

、
：

「

人
民
の
た
.め
の
憲
法
に
よ
る
保
障」

、「

人
民
の
権
利」

、.「

大
衆
的
代
議
制」

等
々
の
讃
美
者
に
す
ぎ
ず
、
彼
ら
は
こ
れ
ら
を
手
段
で
は
な 

く
、
目
的
と
考
え
た
の
'で
.あ
っ
た
。：
彼
ら
は
影
を
実
体
と
ざ
ち
が
え
た
.0
'従
っ
て
な
に
も
獲
得
し
な
か
っ
た
。
.し
か
し
、

こ
の
中
間
階
級
の
.連
動
も

、

数
十 

の
革
命
を
も
た
ら
す
に
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
一
一
、

三
の
革
命
は
な
ん
と
か
成
功
し
た
。
す
な
わ
ち
、
数
多
く
の
大
衆
的
集<11、

.

多
数
の
論
議
や
新
聞 

上
の
宣
伝
、
さ
ら
に
学
坐
や
労
働
者
や
農
民
の
間
で
の
民
主
主
義
運
動
の
ご
く
か
す
か
な
は
じ
ま
り
が
そ
れ
で
あ
る」

(

傍
点
筆
者
。Marx/Engels Werke, 

Bd. 

2. SS. 

500
2
1
500
3
,.邦
訳
六
〇
七
丄
ハ
〇
八
頁
。) 

•

「

他
の
都
市
と
同
じ
よ
う
に
、

ハ
ノ
ー
バ
ー
に
お
い
て
も
運
動
は
他
の
若
干
の
都
市
に
も
移
っ
て
い
っ
た
。
ダ
ス
タ
ー
フ
•
シH

ト
ゥ
ー
フ
工(

G
u
s
t
a
v

 

w
t
i
i
v
e
)

は
、

つ
ぎ
の
.よ
う
に
描
写
し
て
い
る
.。「

一
八
三
一
年
の
一
月
、
オ
ス
タ
ー
ロ
ー
デ
で
で
も
、丨
ゲ
.ッ
テ
イ
ン
ゲ
ン
に
お
い
て
も
、
暴
力
行
為
が
お
こ
な 

わ
れ
た
。
他
の
都
市
に
.お
い
て
も
容
易
な
ら
ぬ
怒
り
が
支
配
的
と
な
：っ
た
。
根
本
盼
な
変
化
が
^-
け
ら
れ
な
い
と
い
う
確
信(

&

6 t
r
b
e
r
z
e
m
g

 

v
o
n

 

d
e
r

 

N
o
t
w
e
n
d
i
g
k
e
i
t

 

t
i
e
f
g
r
e
i
f
e
n
d
e
r

 

A
n
d
e
n
m
g
e
n
)

が
ー
般
的
と
な
っ
た
，(

J
^:
J
.
g<l
>

y

wcl

8
y
n
s
k
i
; 

D
i
e

o
fl
>
g
B̂:
o
h
t
e 

d
e
r

 

L
a
g
e

^
” 

自
け
玲 

A
a
p
i
t
a
h
s
m
u
s
,
H
e
i
l
.1
. 

.Die 

G
e
s
c
h
i
c
h
t
e

 ..der 

JLage,. d
e
r

 

A
r
b
e
i
t
e
r

 

i
n

 

.
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d

 

.

.

.
v
o.
n 

1
7
8CO
N
PJ
J
. G

e
g
e
n
w
a
i
r
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
.

 

d
e
r

 

.
L
a
g
e

^
l-
J
 

A
r
b
e
i
t
e
r

 

i
n

 

D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d

 

v
o
n

 1789

 

b
i
s 

1849
, 

s. I, s. 

139
. )

(

2)

一
 

八
三
ニ
年
四
月
お
よ
び
五
月
に
、：
自
由
主
義
的
反
対
派
の
急
進
勢
カ
と
温
健
派
と
の
間
に
新
し
い
綱
領
を
め
ぐ
っ
て
妥
協
が
.な
り
た
っ
た
と
き
、
ゥ
イ 

ル
.ト

(
J
.

p

A. ..wirth.)

と
ズ
..イ
I

ベ
ン
.。フ
.フ
.ァ
イ
フ
ァ
I 

(J.. 

siebenpfeKer). 

■に
.よ
っ
' 
て
.
'パ
.丨
ル
ト
の
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト

.(Neustadt 

a
.

、d
. 

H
a
a
r
d
t
)

に
ぁ
る
ハ
ン
バ
ッ
ハ
城
へ
、
ド
イ
ッ
の
各
地
か
ら
の
大
示
威
運
動
を
お
こ
す
と
い
う
計
画
が
た
て
ら
.れ
た
。
：
こ
の
町
の

一
一

一
二
人
の
市
民
が
署
名
を 

し
た「

平
和
的
な
会
議
の
た
め
に
、
大
き
な
利
益
の
た
め
の
断
乎
た
る
兄
弟
の
契
り
の
た
め
に」

(，，zu 

friedlicher 

Besprechung, 

zu 

e
n
t
s
c
h
l
o
m
e
r

 

V
e
r
b
r
i
i
d
e
n
m
g

 

fiir 

die 

grossen 

Interessens)

五
月
ニ
七
日
に
ハ
ン
バ
ッ
ハ
に
集
ま
^:
う
と
い
う
、
あ
ら
ゆ
る
ド
イ
ッ
の
男
女
に
た
い
す
る
呼
び
か
け 

を
、'
ズ
イ

ー

べ

シ
ブ
フ
ァ
.イ
フ
ァ
ー
が
起
草
レ
た
。
.こ
の
よ
び
.か
け
は
、
あ
：ら
ゆ
る
ド
イ
ッ
の
，愛
国
者
に
む
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
内
外
の
権
力
を
振
り
お
と 

す
た
め
、
法
的
な
自
由
と
ド
イ
ッ
国
民
の
尊
厳
を
獲
ち
と
る
た
め
の
闘
争
を
よ
び
か
げ
た
の
で
あ
る
。
' r

八
三
ニ
年
五
月
八
日
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
政
府
が
、
こ
 

の
計
画
さ
れ
た
祭
典
の
禁
止
令
を
発
し
た
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
外
国
人
に
、
パ
ン
パ
ッ
ハ
お
よ
び
そ
.の
周
辺
に
滞
在
す
る
と
.と
を
禁
じ
た
と
き
、
フ
ァ
ル 

ッ

o

ア
イ
ン
河
左
岸
.の
州)

で
は
、
抗
議
.の
波
が
た
か
ま
り
、
そ
の
た
め
に
政
府
は
、
そ
の
禁
止
令
を
撤
回
.せ
ざ
る
を
え
な
.か
っ
た
の
で
あ
る
。
■日
毎
に
愛 

国
的
な
激
情
が
増
大
し
、
こ
の
祖
国
の
祭
典
へ
の
参
加
の
た
め
の
：準
備
が
、
す
で
に
五
月
二
七
日
以
前
に
南
部
お
よ
び
南
西
ド
イ
ッ
の
全
生
活
を
決
定
し
た
。
 

五
月
ニ
，五
日
の
ハ
イ
デ
ル
べ
'ル
タ
か
ら
の
新
聞
の
報
道
は
、
全
体
的
な
運
動
に
つ
い
.て
語
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
多
く
の
ド
イ
ッ
の
地
域
か
ら
の
大
衆
の
合
流 

に
つ 

V 
て
招
写
し
て 

t 
る

(
K
a
r
l
o
b
e
r
m
a
l
m
;

 

Deutschland v
on 

1815 
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18宓
，
V
o
n

 der Griindung des D
e
u
t
s
c
r
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 B
undes bis zur biirgerlich- 

demokratischen Revolution, 

Berlin, 

1961,,. SIS.
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^

つ
.ぎ
..の
よ
う
に
.の
べ
て
.い
る
.。

「

つ
ぎ_

の
よ
う
.な
と
と
を
予
見
す
る
こ

.と
は
..容
易
で
あ
る
。.
.つ
.ま
り
、
■共 

:
和
制
と
い
^
構
想
は
、
：今D

2
V

多
く
め
ド
イ
^
人
が
考
え
て
.い
る
よ
.う
に
、
：決
し
.て
ー)

時
の
出
来
ご
^ ̂

ヮ
イ
ク 

や
グ
：ロ
ツ
セ
7
シ
ユ
I

ラー

キ
サ
ボ
.イ
か
ら
ぎ
た
ウ
イ)

ル

ト

博

士

や

オ

イ

:!
■
■
■
ベン
氏
、
；'シ>

 —

プ
ー
や
ゲ

オ

ル

タ

.
フ
ア
イ
ン

氏
を
、-.
:

人
は
逮
捕
す
る
こ
と
が
で 

き
る
し
、
.ま
た
そ
5
す
る
で
あ
ろ
う
。
光
¥
彼
ら
の
思
想
と
い
}
も
0;
は
、
自
由
に
.の
ご
ら
て
い
.る
し
、
あ
た
f
も
鳥
の
よ
う
に
空
中
を

I

と
び
ま
わ
る
で
あ
ろ 

う
。
鳥
の
よ
う
に
、
.：そ
れ
は
ドv

ツ
：の
"懈
の
梢
に
巣
く
う
で
あ
ろ
う
，
そ
し
て
お
そ
ら
.く
は
半
世
紀
も
.雾

い

：
間

、
：
乂

そ

れ
.に
つ
い
：て
何
も
み
す
ま」J 

.
何
も
き
か
な
し
で
^
ろ
う
た
が
.つ
V

に
あ
る
美
し
い
夏
の
朝
、：神
の
使
い
の
驚
に
も
似
て
大
き
く
な
り
、
爪
に
ひ
ら
め
き
を
も
ち
、
公
け
の
市51E

に
姿
を
ち 

ら
わ
す
で
あ
ろ
う
。.
だ
が
、
半
世
紀
も
し
ぐ
は
ま
る
一
世
紀
で
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
か
。
人
民
に
は
充
分
な
時
間
^
-あ
る
。
そ
れ
は
永
遠
で
あ
る
。
王
だ
け
が 

死
ぬ
の
だ(Heinrich Heine; 

W
e
r
k
e
,

g:
. 6, s. 230 f. zitiert aus Jiirgen Kuczynskfs ,,Die Geschichte der L

a
g
e
-…

••な Bd. I, s. 

113,) 

(

3)
：

ー
 

八
ヨ
〇
年
の
秋
に
は
.上
へ
ツ
セ
'ン
の
..農
民
達
は
，起
.ち
上
り
、.
.か
た
ま
っ
て
国
中
を
放
浪
し
、
あ
る
所
で
は
税
関
を
掠
奪
し
V 
.

お
る
所
で
は
郡
長
の
家
に 

放
火
し
た
り
し
た
。
与
の
時
に
当
0
て
ド
ゥ
ー
テ
ィ
ー
ル
は
、；
国
会
に
.お
.け
る
被
の
敗
北
に
よ
っ
て
不
安
に
.：さ
ぜ
：ぢ
れ
た
宮
廷
に
乾
け
る
彼
の
信
用
を
恢
復
し 

よ
う
と
機
会
を
窺
っ
た
。
彼
は
大
公
の
舎
弟
を
勇
敢
な
る
軍
隊
の
首
領
と
な
し
た
。
こ
の
英
雄
は
ゼ
i
ア
ル
村
の
竜
騎
隊
を
し
て
武
装
し
て
い
な
い
農
^
の
集 

団
の
間
に
予
め
何
の
勧
告
も
な
し
に
.：
切
り
こ
ま
せ
て
分
散
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。〔Franz Mehring; Geschichte der Deutschen Sozial 

demokratie,

s
. I, 

s..77....(Gesalmnelte.schriften,..Band.I.)〕
'.'.

4)

.：
一
八
三
三
年
か
ら
二
八
三
四
年
に
か
け
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
尽
合

日
曜
日
に
彼
ら
；は
大
群
を
な
し
て
近
所
の
ク
丨
ル
へ
ツ
セ

ン
の
村
へ
出
か
け
て
、
集
会
を
催
_
:
>、
ビ
ラ
を
ま
い
た
0

一
 

八
三
四
年
の
は
じ
め
フ
ラ
ン
ク
フ

レ 

ト
周
.辺
の
手
工
業
職
人
の
間
に
ひ
ろ
ま
っ
た
•秘
密
.に
印
刷
さ
.
れ
た
革
命
的
な
.文
書
の
う
ち
、

ハ
イ
ン
.リ
ツ
ヒ
r

ハ
イ
ネ
の『

フ
ラ
ン
ズ
の
状
態

』

へ
の
序
文
e 

『

農
民
の
対
話
集』

は

特
^
.办
重
要
性
を
.も
っ
て

-̂

り
、
非
常
に
好
評
を
博
し
た
.。s

bermannebendort, 

s.. 

l
o
p
.

)
(

5) 

w
e
i
r

 Kowalski; 

ebendort, S. 

38.

(

6) 

'
 Kowalski ;ん

1>611<30

3-,.

於
.3

8
.

.

.

.

.

(

7

)
「

ト
イ
ツ
の
裁
縫
師
た
ち
は
ス
イ
ス
に
、ロ
ン
ド
ン
に
、
パ
リ
に
、
至
る
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
。
パ
リ
で
は
、ド
イ
ツ
語
が
、こ
の
職
業
の
と
お
り
言
葉
に 

な
っ
て
ぃ
た
く
ら
ぃ
で
、.
わ
た
く
し
は
、一.

八
四
六
年
に
パ
リ
で
、
ド
ロ
ン
ト
ハ
イ
ム
か
ら
、
直
接
齡
路
を
フ
ラ
ン
ス
へ
き
た
一
人
の
ノ
ル
ウ
エ

イ
人
の
裁
逄 

師
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
が
、
彼
は
'
十
八
ヶ
月
間
に
、
ほ
と
ん
ど一

語
も
フ
ラ
ン
ス
語
を
お
ぽ
え
な
か
っ
た
の
に
、
ド
イ
ツ
語
は
立
派
に
お
ぼ
え
た
I-
.
 

(F. 

Engels; 

Z
u
r

 Geschichte des Bundes 
^

 Kommunisten, 

Marx/Engels Werke, 

s
. 21

,
s. 

2
0
9
.

邦
訳
、
大
月
饭「

マ
ル
ク
ス

•

.亡
ン
ド
レ
ス

：

選
集」

第
二
巻
四
三
ニ
ー
四
三
三
頁
。) 

-

ノ

(

8)

 

Kowalski; 

ebendort, S. 

39.

(

9) 

Ebendort, s. 39.

(

10) 

Ebendort, s. .42.

(

n)

.

こ
の
最
初
に
で
た「

ち
ら
し」

に
つ
い
て
は
、

n

ヮ
ル
ス
キ
丨
は
何
も
ふ
れ
て
い
な
い
が
、ド
イ
ツ
人
民
協
含
初
期
の
活
動
に
つ
い
て
知
る
た
め
に
は
、
 

是
非
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
史
料
と
し
て
、
こ
の
書
の
巻
末
に
が
か
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
。

(

12)

こ
ん
な
わ
け
で
ヤ
コ
フ
ス
•
ヴ
ネ
デ
ィj

派
の
よ
ぅ
な
い
ち
ば
ん
の
‘ろ
ま
な
連
中
だ
け
が
い
の
こ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
と
の
同
盟
は
、
す
っ
か
り
眠
り

こ
ん
で
し
ま
っ
た(Engels; 

Z
u
r

 Geschichte des Bundes der Kommunisten, 

ebendort, Bd. 

2
1
,
s. 

207.)

13) 

Kowalski; 

ebendort, 

S. 

4
9

.

.'

(

14)

ピH

丨

ル
.
ル
ル
ー
は
、
，産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
：丨
が
ま
だ
、：
資
本
主
義
制
度
で
の
圧
倒
的
優
越
性
を
獲
得
し
て
い
：な
か
っ
た
.時
期
に
生
活
し
て
い

た

の
 

■で
階
級
段
促
を
分
浙
す
る
に
さ
い
し
て
生
産
..の
見
地
を
固
守
す
.る
こ
と
が
で
き
な
か
づ
た
。
彼
は
サ
シ
•
グ

モ
，ツ
主
義
者
た
ち
と
同
様
に
、
'
土
地
所
有
者
に 

た
い
し
て
、
企
業
主
と
そ
の
労
働
者
と
.を
対
立
さ
せ
つ
づ
付
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
、
.生
産
要
具
を
持
っ
て
い
る
か
持
っ
て
い
な
い
か
に
よ
っ
て
、
階
級
を
区 

別
し
な
い
で
、
占
有
し
て
い
る
国
民
的
富
の持
分
に
よ
.っ■'て
区
別
し
た
。.
つ
い
で
彼
は
、
寫
の
消
费
の
観
点
に
立
.つ
こ
と
に
よ
っ

.て
、
階
級
関
职
を
分
诉
し
て 

ゆ
く
。
.
'

(

•1
5

「

ル

イ
..

フ
ィ
リ
ツ
プ
の
治
下
で
フ

.ラ

.ン
，ス
'^
1

配
七
.た
名
は
、
.フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
一
で
な
く
て
.、

そ
の
ブ
か
於
で
あ
り
、
銀
行
家
、
取
引
所 

主

鉄

道

王

炭

鉱

•
鉄
鉱
*
森
林
の
所
有
者
、
彼
ら
と
結
ぶ
一
部
の
地
主
—

い
わ
ゆ
る
金
胁
貴
族
.で
あ
：
っ
た
。

こ
れ
が
王
座
に
つ
い
て
、
.
両
院
で
法
律
を 

口
授
し
、.
内
閣
か
ら
タ
バ
コ
専
売
局
に
い
た
る
ま
で
の
官
職
を
授
け
た
。」

(Marx/Engels w
^
r
k
e
,

 

Bd. 

7, S
.
1
2.

邦
訳
九
頁)

。

(

16) 

Kowalski; 

ebendort, 

Quellenanhang, 

S. 
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さ
き
に
力
.力
げ
た
一
八
.一'一
，一

三

年

一
.ー.月
の
ち
ら
し
.に
.は
.
'
.
.

「

手
エ
業
職
人
の
.共
産
主
義」

.(

茫
1
1
<疼̂
^.
げ1
1
:
|
:
3
0
1
1
6
1
1
-
1
^
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

苜
8)

/
の
.思
想
の
断 

片
を
ぅ
.か
が
ぅ
こ
と
が
で
t

の
で
あ
る
が
、
'
'こ
.れ
こ
そ
や
が
て
、「

ド
イ
ツ
が
生
ん
'

_
凡
.に
し
.て
輝
か
.し
い
空
想
的
社
.会
^̂
ィ
ル
へ
ル

 

:

ム
、
•
一

 

ゥ
ァ
イ
ト

リ
.
ン
グ(

n

 

)

，.
の
思
想
を
生
..み
出
す
の
で
知
る
。：
：彼
ら
は
、.
'資
本
主
義
の
発
展
が
職
人
た
ち
を
.し
て
独
立
の
親
方 

も
し
く
は
エ
場
主
た
る
こ
と
を
絶
望
的
な
ら
し
必
た
こ
ど
を
体
験
的
に
認
識
し
'つ
つ
%'
'
'、
な
お
小
生
產
者
意
識
が
ら
ぬ
け
で
る
こ
ど
が
で
き
な
か 

正
&
者
同
盟
成
立
の
歴
史
的
^

^(

そ
の
ー) 

• 

四
*
L (

°9
一
一)



五
〇
.(

四

三)
っ
た
の
で
あ

る
。.
第
ニ
の
ち
ら
|>
の
内
容
は
、
そ
の
事
実
を
も
づ
ど
も
よ
ぐ
物
語
っ
て
い
る
。
：

 

一
A
三
三
年
の
ち
ら
し
の
末
尾
に
な
げ
か
け
た
問 

題
に
た
い
し
て
、
翌
ー
八
三
四
年
一
月
の「

ド
ィ
ッ
人
民
協
会
の
ち
ら
し」

に
.は
.
.つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
.い
^

.

;「

大
昔
、
貧
乏
人
も
金
持
も
、
そ
し
て
ま
た
怠
け
者
も
い
な
い
時
代
が
.あ
り
ま
し
た
。

す
べ
て
の
.人
は
、
そ
こ
で
は
自
分
の
手
の
労
働
に
よ 

っ
て
幸
福
.に
暮
し
て
お
り
満
足
し
て
い
ま
し
た
，。
雹
が
降
っ
た
た
：め
に
収
穫
が
敗
目
に
な
っ
た
り
、
猛
獣
に
よ
.っ
て
家
畜
が
く
い
つ
く
さ
れ
た 

り
、
あ
る
い
は
、
病
気
の
た
め
に
、
も
し
く
は
罪
の
な
い
不
幸
な
こ
と
に
見
舞
わ
れ
た
り
し
た
人
に
は
、
友
好
的
に
分
ち
合
っ
た
の
で
す
。
そ 

の
当
時
に
，は
賦
役
を
課
す
る
領
主
も
十
分
の
一
税
を
と
り
た
て
る
領
主
も
い
な
か
っ
た
し
、
無
慈
悲
な
工
場
主
や
手
工
業
親
方
も
い
な
か
っ
た 

…
…

。
そ
の
当
時
は
、
.働
く
こ
之
と
幸
福
.之
が
、
あ
ま
ね
く
ゆ
き
わ
た
っ
て
お
り
、
.真
の
平
等
と
同
胞
愛
の
き
ず
な
が
、
す
べ
て
の
人
間
を
と 

り
ま
い
て
い
た
-の
で
す
。J:

.

 

.

'

パ
-
:
ゾ 

:
.
.
.
'
'
.
,

'■
,

原
始
共
産
体
へ
の
讃
美
、
あ
ら
ゆ
る
空
想
的
社
会
主
.義
に
特
有
な
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
が
、

こ
こ
で
も
色
こ
く
.に
じ
み
出
て
い
る
。
そ
し
て
つ
ぎ 

の
よ
う
に
つ
つ
け
る
。

「

し
か
し
.な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
美
し
い
状
態
は
長
く
は
づ
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
故
な
^
-ば
、
非
常
に
巧
妙
な
手
段
と
策
略
に
よ
っ
て
、

自
分
の
同
胞
よ
り
4,
多
く
の
も
の
を
獲
得
す
る
こ
と
を
知
っ
た
人
々
が
い
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
彼
ら
が
あ
つ
め
た
貯
え
を
あ
て

, 

:

.■

. 

;

に
し
て
、
怠
惰
に
お
ち
い
り
、
.怠
惰
は
ま
た
、
彼
ら
を
悪
徳
と
.貧
困
に
み
ち
び
い
て
ゆ
ぐ
。.
.そ
の
結
果
彼
ら
は
，.
善
.良
な
人
々
が
は
げ
し
い
労

働
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
と
こ
.ろ
め

，
も

の

を

、

強

盗

に

：

H
,

っ
て
と
ヴ
あ
げ
よ
う
と
し
.て
団
結
ず
る
と
.い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な

強
盗
団
は
国
中
を
彷
徨
し
、
も
っ
と
も
す
ば
ら
し
い
財
貨
を
略
奪
し
、
そ
の
所
有
者
を
屈
服
さ
せ
ま
し
た
。
そ
し
.て
彼
ら
を
奴
隸
あ
る
い
は
農

奴

(Leibeigeneaer Fronknechte)

と
し
て
彼
ら
が
か
つ
て
ば
、
自
由
な
そ
し
て
正
当
な
所
有
者
と
し
て
自
由
に
支
配
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
、

働
き
つ
づ
け
る
よ
う
強
制
し
ま
し
た
。

貧
困
.、
搾
取
、
抑
圧
お
よ
び
不
自
由
に
た
い
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
告
訴
が
、
縷
々
と
し
て
訴
え
ら
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
貧
困
や
搾
眹

の
原
因
は
，
資
本
主
義
社
会
に
特
有
な
法
則
、
資
本
の
運
動
法
則
-

—

剰
余
価
値
の
法
則
の
把
握
の
上
に
探
求
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が 

特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
人
民
協
会
が
、
純
粋
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
政
治
団
体
で
は
な
く
、
小
市
民
的
な
共
和
主
義
者
や 

民
主
主
義
が
根
強
く
勢
力
を
保
有
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
思
考
の
沈
鱗
物
が
、
ド
イ
ツ
人
民
協
会
の
内
部
に
、
充
分
に
堆
積
し
て
い
な
か
っ
た
こ 

と
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
第
二
の「

ち
.ら
し」

.は
最
後
に
結
論
的
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

.

「

兄
弟
お
よ
び
友
人
諸
君
！

あ
な
た
方
の
苦
悩
の
根
本
原
因
は
、
現
在
の
よ
う
に
、
特
宠
の
人
々
の
手
中
に
蓄
積
さ
れ
た
富
.
.

(der 
Reich- 

t
u
m
)

な
の
で
す
。
工
場
主
と
は
一
体
何
者
で
し
ょ
う
か
0
富
な
の
.で
す
。
田
畑
や
森
林
や
牧
草
地
の
所
有
者
は
何
者
で
し
ょ
う
か
。
富
な
の 

で
す
。
陸
上
輸
送
、
航
海
お
よ
び
商
業
は
一
体
誰
の
手
に
あ
'る
の
で
し
ょ
う
か
。
立
法
者
と
は
誰
で
し
ょ
う
か
、
裁
判
官
と
は
何
者
で
し
ょ
う 

か
？

軍
隊
や
警
察
を
維
#
し
で
い
る
者
は
誰
で
し
ょ
う
か
。
■税
金
や
閨
税
お
よ
び
消
費
税
を
あ
げ
る
者
は
誰
か
。
賃
金
を
低
く
し
、
賦
課
金 

に
よ
っ
て
人
民
を
し
ぼ
り
と
る
者
は
誰
が
。
商
品
や
生
活
必
需
品
を
.変
造
し
て
ご
ま
か
し
た
り
、
税
金
を
か
け
た
り
す
る
者
は
誰
で
し
ょ
う 

か
。
礼
儀
を
頹
廃
さ
せ
る
者
、.
偏
見
や
迷
信
を
誰
が
播
く
の
で
し
ょ
う
か
。
大
土
地
所
有
者
と
し
て
の
富
、
産
業
家
お
よ
び
商
人
と
し
て
の
富
、
 

貴
族
、
大
臣
と
し
て
の
富
、
資
本
家
、
.男
爵
、
放
蕩
者
、
坊
主
と
し
て
の
富
な
の
で
す
。」

こ
の
な
か
で
は
、
搾
取
者
と
被
搾
取
者
と
の
対
立
は
克
明
に
描
か
れ
て
い

る

け
れ
ど
も
、
貴
族
も
地
主
も
産
業
資
本
家
も
同
じ
敵
対
者
と
し
て 

描
か
れ
て
.い
る
。
階
級
対
立
の
矛
盾
を
痛
烈
に
感
じ
な
が
ら
も
、
■資
本
主
義
社
会
の
機
構
か
ら
必
然
的
に
生
み
出
さ
れ
る
矛
盾
と
し
て
、
階
汲
凋 

争
を
と
ら
え
る
こ
と
が
'で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
手
工
業
職
人
の
共
産
主
義
者
の
限
界
が
あ

っ

た

。

反
動
北
し
た
七
月
王
.^
は
、
一

八
三
四
年
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
た
る
.と
.ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
た
る
と
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
民
主
的
な
団
体
に
弾
{£ 

を
加
え
て
き
た
。
フ

ラ

ン

ス

の

労
働
者
は
、
ゼ
ネ
•
ス

ト

に

よ
っ
て
こ

れ

に

対
抗
し
よ

う

と

し

、

リ

ョ

ン

の

：

労
働
者
は
す
で
に
一
八
三

一
年

に

公 

然
た
る
闘
争
に
入
っ
た
.が
、
蜂
起
め
.飛
躍
的
発
展
を
'さ
さ
え
た
も
の
は
、
主
要
都
市
の
状
態
で
あ
っ
た
。
リ

ョ

ン

の
武
装
蜂
起
が
軍
隊
に
鎮
圧
さ 

れ

、
流
血
の
う
ち
に
弾
圧
さ
れ
た
と
き
、
ド
イ
ツ
人
民
協
会
は
、
み
ず
か
ら
弾
圧
の
危
険
を
感
じ
な
け
れ
ば
：な
ら
な
か
っ
た
。

協
会
内
部
に
お
け 

正
義
者
同
盟
成
立
の
歴
史
的
意
義(

そ
の
一) 

五
.一

®
 
ニ
ニ)



る
ブ
ル
ジ
ヨ

ア
的
分
子
の
侧
に
.
お
け
る「

長
期
服
役
賛
成」

は
，.
自
由
主
義
.者
.や
：共

和

主

義

者

と

，
の

間

に

は

げ

し

い

対

立

を

ま
き
.お
こ
し
、
と
り 

.わ
け
、
リ
ヨ
ン
の
織
匠
：の
蜂
起
と
関
連
し
て
、
協
会
内
.
の
プ
へ
ロ
レ
：タ
リ
.
ア

的

勢

カ

の

增

大

，
に

ょ

.
っ
て
；：

内
部
矛
盾
は
い
っ
そ
う
激
化
し
た
。
そ
し 

y

七
月
王
朝
は
そ
の
敵
を
打
倒
し
；、：

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
外
国
火
団
体
に'た
；い
す
る
テ
：ロ
リ
ズム
を
開
始
し
た
：と
き
、：
ド
ィ
ツ
人
民
協
会
は
、.
急 

速
1
に
解
散
.
の
方
向
に
進
ん
だ
の
で
.あ
る
：。
IE

義
者
同
盟
の
先
駆
的
形
態
と
し
て
の
亡
命
者
同
盟
は
、
こ
の
人
民
協
会
の
廃
墟
：の
上
に
う
ち
た
て
ら 

九
た
の
で
あ
っ
た

(

未
完)
。
：

：

.

.

.

•

(

1)
「

ド

ィ

ツ

の>
、
ル
：
ジ
，
ョ

ア

ジ

丨

|

彼
ら
の
：哲
学
者
や
著
述
家
を
も
：ひ
っ
く
る
め
て
I

は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
解
放

——

政
治
上
の

.解
放

一

-

S -
:

 

I
て
ゥ
ァ
ィ

>
リ
ン
ク
の

『
調
和
と
自
注
の
保
証

』

ぐ
ら
い

.の
労
作
を
、
ど
こ
か
.で
し
め
し
た
こ
と
が
.あ
る
で
^'
ろ
う
か
？
.
ド
ィ
.ツ
の
政
治
的
文
書
の
味 

の
な
い
無
気
力
な
平
.凡
さ
と
ド
ィ
ツ
労
働
者

.の
こ
の
非
凡
に
し
.て
か
が
や
か
し
い
.初
登
場
を
く
ら
べ
，て
み
.ょ
.。.：
©
1
109
6
1
3
;

 

zur. Geschichte 

des Bundes

•',der Kommunisten, Marx/Engels Werke, Bd. 

21,. s.. 2
0
9
,

邦
訳
大
月
版

「

マ
ル
ク
ス

.
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集」

第
二
卷
四
三
ニ
頁)

(

2) 

Kowalski; 

ebendort, 

Quellenanhang, 

S
.1
7oo
f.

(

3)
「

ー
八
三
.〇
年
か
ら
ー
八
四
八
年
ま
で
の
フ
-ラ
ン
ス
の『

労
働
者
階
級』

の
ミ
リ
タ
ン
ツ
は
、
主
に
古
い
型
の
都
市
の
工
匠
と
職
人
、

そ
れ
も
大
抵
の
場 

合
、
'熟
練
を
要
す
る
職
種
と
、
そ
れ
に
リ
ヨ
ン
の
絹
織
物
業
の
ょ
う
な
沄
統
的
に
家
内
工
業
的
な
下
請
産
業
の
中
心
に
い
た
の
だ
。(

第
一
に
革
命
的
な
リ
ヨ

.
ン
のC

a
n
u
t
s

は
、
貨
金
労
働
者
で
あ
、る
ど
こ
ろ
か
"
小
親
方
の
一
.類
型
.で
あ
っ
た
。)

そ
の
上
に
.あ
た
ら
し
いr

ユ
ー
ト
ピ
ア

』

社
会
主
義
の
さ
ま
ざ
ま
の 

嵇
類一

•サ
ン

•
.シ
モ
ン
、
フ
ー
リ
ヱ
、
力
べ
ー
お
ょ
び
そ
の
.他
の
追
随
者
は
、
政
治
的
運
動
に
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
事
実
、
彼
ら
の
小
さ
な

集
会
や
グ
ル
ー
プ

-
と
く
に
フ
ー
リ
ェ
主
義
者
は
、，
一
八
四
八
年
の
^
命
の
当
初
に
あ
た
っ
て
、
労
働
者
階
級
の
指
導
と
大
衆
行
動
の
動
員
者
の
中
核
と
し

て
括
躍
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。(E. J. H

o
b
s
t
a
w
m
;
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研究ノー  卜 、

農

業

生

産

爾

数
‘
に

関

す

る

整

理

.，

:

•

■

.

 

■

■

.

-:
■

■
■
鳥 

'居

■■
奉
：

彥

.

'
一
'
■

筆
者
は
、.
前
号
ん
三

m
学
会
雑
誌
、
昭
和
3:
十
六
年
四
月
号)

に
.お
い
て
、
我 

が
国
農
家
家
計
の
農
業
生
産
'に
お
け
る
生
産
函
数
針
測
の
理
論
的
意
義
と
そ
の 

具
体
的
計
測
の
結
來
を
報
告
し
.た
。
^
の
際
、.
農
業
生
産
面
数
の
計
測
理
論
と
. 

経
験
的
^
fi
t
，測
の
発
展
に
つ
い
て
学
説
史
的
に
詳
細
な
整
理
を
お
こ
.な
ぅ
こ
と 

を
畨
略
し
fe
。、.令
日
の
.経
済
分
析
と
農
業
経
営
分
析
に
お
い
：て
.は
.農

業

坐

産

函 

数
の
’
.概
念
が
、..：..ほ
.と
ん(

ど
常
に
"
最
も
基
本
的
用
具
と
し
て
0,
從
|0
.を
’演
じ
て 

居
り
、
ぞ
の
，上
、
’農
業
.生
産
‘函
敎
に
関
す
る
識
論
の
處
史
は
お
よ
そ
ー
一
〇
年 

以
上
：の
長
き
，に
わ
た
っ
•て
い
る
.。；'そ
，れ
故
、
こ
.れ
ら
の
議
論
：の
中
で
な
さ
れ
た
.：
 

多
<-
:
£凤
瞅
.の
’音I

義
を
整
理
1：
.
.る
に
は
..か.な
り
：の
紙
面
^
要
す
る
ば
か
I
で
な 

く
、
：利
用
©-
:
.便
が

''ら

も

一

つ

の

独

立

し

た

研

究

ノ
ー
ト
と
し
た
方
が
よ
い
と
考 

^

^
;')

2
'に
.稿
_を
改
め
て
盤
现
3
,て
杈
く
-:
と
に
し
た
：。
-
:
;
;
:

- 

,
V 一.'- 

'
.•
.
.
.
. 

.

.

. 

- 

. 

- 

■
■
V.

.-

.

.い

.わ
ゆ
る
農
業
生
産
®
数
.：(Agriculturai..pr

a-ud:ion: Funct

5?n
)

Q
.研
究

は、乂

13.
が
疼
な
づた方

向g

沿
っ
.T.
.発
展
し
て
.來た。

：J
^

ぢ

..
生物学

的
一

煺
業
生
鹿
面
数
忙
例
す
る
整
观

■生
産
.函
数(Biological Production F

un
c
t
i
o
n
)

ま
た
は
反
応
函
数(Response 

Function)

と
.呼
ぱ
れ
.る
も
.の
で
あ
り
、
他
.は
、
経
済
学
の
分
野
で
一
般
に
尘
產 

函
数
と
呼
ば
れ
、
上
の
.反

応

函

数

と

区

別

し

て

特

に

Production 

F
u
n
c
t
i
o
n

と
も
呼
ば
れ
る
も
の
：で
あ
る
。

.生
物
学
的
生
産
函
数
の
研
究
は
、
 

後
者
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
古
い
歴
史
を
持
つ
て
い
る
。
.そ
.れ
は
元
来
農
業
経 

営
：に
お
け
る
最
適
耍
素
投
入
量
を
技
術
的(

ま
た
は
41
物
学
的
•
生
化
1

)

'.に 

決
定
す
る
こ
^
を
自
的
と
し
て
研
究
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
故
、
...固
定
さ
れ
た
而 

積
の
土
地
の
.上
で
、.
他
の
多
く
の
条
件
を
コ
ン
ト
ロ 

I
ル
し
て
お
い
て
、
#
宠 

の
投
入
要
素
と
産
出
量
と
の
間
の
.関
係
を
実
験
に
よ
つ
..て
明
ら
か
に
し
よ
ぅ
と 

す
る
も
の
で
あ
る
。
特
定
の
耍
*

®
料
s
'の
投
入
量
の
変
化
に
対
し
て
作
物 

や
家
畜
の
成
.長
曲
‘線
や
収
獲
.量
が
ど
の
よ
デ
な
反
応
を
示
す
か
を
明
ら
か
に
す 

る
こ
と
に
よ
つ
て

、
㈱
^
の

当
該
投
入
要
素
'に
関
す
る
限
り
最
適
解
を
得
る
こ 

と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
ぅ
。.
し
■か
し
な
が
ら
、
.こ
の
こ
と
は
、
生
産
主
体
の
活
動 

全
体
と
-し
て
'利
潤
.が
極
大
化
さ
れ
た
り
、.
費
用
が
極
小
化
さ
れ
た
り
す
る
こ
と 

を
必
ず
し
%,
傲
障
し
な
.い
0.
.
ン

•

.
生
産
主
.体
の
.乱
動
全
体
と
し
て
の
.Rational behavior 
.
.
を

説

明

す

る

経

済

五」

-:(

四一
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