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鼎

一
.
は
し
が
き 

,

‘

ニ
一
九
世
紀
ヨ
ー
口
ツ
パ
労
働
運
動
に
お
け
る『

資
本
論』

——

窮
乏
化
法
則
を
中
心
と
し
て——

.

三
帝
国
主
義
段
階
と
社
会
主
義
革
命——

共
同
体
と
社
会
主
義
革
命
の
問
題——

，
四

結

び

.

I

は

し

，
が

き

.
-
■

癸
本
論」

第
.■一
 

巻

が

■
ト

イ

ツ

ノ
ン
フ
ル
ク
の
書

肆

才
ツ
.ト
.
•マ
イ
ス
ナ
ー
か
ら
出
版
さ
れ
た
一
.八
六
七
年
を

.中
心
と
す
る
前
熒
数

P 

は
、
_
際
労
働
運
動V

社
会
主
義
運
動
に
と
'っ
て
も
、
.ま
こ
と
に
忘
れ
る
と
と
の
で
き
ぬ
重
大
な
時
機
に
あ
た
っ
て
い
た
。

一
\
六
四
P
、

卩
ン 

ド

ン
に
お
い
て
創
立
を
み
た
国
際
労
働
者
協
会(

第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
.シ
ヨ
ナ
ル)

は
、
イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
お
ょ
び
ド
イ
ツ
を
中
、じ
と
ず

る

ヨ
I 

ロ
ツ
パ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
丨
卜
の
国
際
的
な
速
帯
の
機
関
と
し
て
発
展
を
つ
づ
け
、
そ
の
成
果
は
ひ
ろ
く
ヨ
丨
ロ
ツ
。ハ
の
労
働
者
階
級
の
注
目
す 

る

と

こ

ろ

と

な

つ

て

し

た

だ

が
イ
ン
.タ
ー
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
の
躍
進
は
ま
た
、
同
時
に
、
そ
れ
が
直
面
す
る
課
題
の
困
難
さ
を
も
明
ら
か
に
し
た

の
で
あ
っ
て
そ
の
運
動
に
お
け
る
理
論
的
指
導
者
で
あ
っ
た
マル

ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
ま
ず
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
問
題
に
直
1[
1

し
て
い
た
。
 

㈠

一
八
六
六
年
頃
か
ら
ョ
'丨
P
ッ
パ
全
体
に
た
か
ま
っ
.た
労
働
者
の
普
通
選
挙
権
獲
得
運
動——

政
治
的
改
良
の
運
動
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
’ 

且
つ
こ
れ
を
い
か
に
革
命
に
結
び
つ
け
る
か
、
㈡
プ
ル
ー
ド
ン
主
義
の
日
和
見
主
義
の
影
響
を
い
か
.に
し
て
排
除
し
、
労
働
者
階
級
の
運
動
と
科 

学
的
社
会
義
と
の
有
機
的
結
合
を
は
か
る
か
、
©

一
 

八
六
八
年
末
に
は
ま
っ
て
い
た
恐
慌
と
こ
れ
に
と
も
な
う
資
本
家
攻
勢
の
激
化
と
戦
争 

の
危
機
に
た
I
す
る
組
織
的
抵
扩
0

パ
ク

I 

ニ
ン
の
無
政
府
主
義
的
分
派
に
た
い
す
る
き
び
し
い
批
判
と
闘
争
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
実
钱
上 

の
諸=

£

題

が

彼

ら

の

^=

に
立
ち
は
だ
か
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
文
字
通
り
、
こ
れ
ら
と
篇
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
^

こ
の
よ
う
な
苦 

_

の
な
か
で
、

「

資
本
論」

第
一
巻
が
ま
と
め
ら
れ
た
と
.い
う
事
実
は
、

一
体
わ
れ
わ
れ
に
何
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
か
。

一
八
六
六年

八
月
二三
 

.日

付

の「

ク
ー
ゲ
ル
マ
ン
へ
の
手
紙」

の
な
か
で
、

マ
ル
ク
ス
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私
は
シ
ュ
ネ
丨
ヴ
大
会
の
準
侦
に
多
く
の
時
間
を
費
し
て
は
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
で
か
け
て
行
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
ま
た
行
こ 

づ
と
思
い
ま
せ
ん
、
と
い
う
の
は
、
私
の
仕
事
の
.こ
れ
以
上
の
中
断
は
不
可
能
だ
か
ら
で
す
。
怜

を

^

^
、
；J
0'
f±
'

^

^

fT'
b
t'
、
^
 

を
私
が
一
大
会
で
一
身
で
な
レ
う
る
ど
レ
?'」

と
ょ
り
も
労
# '
を
^'
^'
に
と
ナ
T'
i
か
か
に
:1
'
^'
か
こ
と
と
#'
ぇ
^'
い
わ
?'
立(

傍
点
引
用
者)

。

ま
こ
と
に「

資
本
論」

は
、

「

経
済
学
批
判」

の
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
平
穏
無
事
な
書
斎
の
な
か
で
で
は
な
く
何
よ
り
も
は
げ
し
,
実
践
杓 

な
運
動
の
な
か
で
、.「

世
界
を
変
革
す
る」

た
め
に
貧
困
と
病
苦
と
闘
い
な
が
ら
書
か
れ
た
と
い
っ
て
も
響
で
は
な(

“)

。

そ
の
と
き
か
ら
一
世
紀
、
わ
れ
わ
れ
は
、

「

資
本
論」

刊
行
ー
〇
〇
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
な

ぜ

「

資
本
論
1

0

0年」

を
わ
れ
わ
れ 

は
い
ま
記
念
し
よ
う
と
す
る
の
か
？

こ
の
よ
う
な
問
を
発
す
る
な
ら
，ば
、
.あ
る
い
は
嘲
笑
を
う
^.
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
わ
た
く
し
は
、
 

百
年
に
一
度
し
か
な
い
こ
.の
機
会
に
際
し
、
こ
の
意
味
を
よ
く
考
え
て
み
た
い
と
思
う
.0 

■
「

資
本
論」

第
一
巻
が
あ
ら
わ
れ
た
ョ
I 

ロ

ッ
.パ
は
、
機
械
制
大
工
業
の
発
端
.

(

=
産
業
革
命
の
開
始)

以
来
、
丁
度
百
年
を
経
過
し
て
い

た

一

七
プ

^
啼

ノ 

I
ク
リ
ー

ヴ
ス
の
ス
ヒ
ン
ニ
ン
グ
.
ジ
工
ニ 
I 

(

ジ
ェ
ニ 

I
式
多
軸
訪
績
機)

に
は
じ
ま
り
、
ジ
エ
i

ム
ズ
•

ゥ
オ
ッ
ト
の 

「

資
本
論」

と
ョ
ー
ロ
ッ
パ
労
働
運
動 

.

六

三

(

ー
〇
五
五)



六四

(

一
〇五
六

)
蒸
気
機
関
の
発
明
と
つ
づ
く
産
業
:^
命
の
過
程
は
、.
そ
の
.背
後
に
ァ
メ
リ
力
の
独
立
と
フ
ラ
ゾ

ス
革
命
と
い
う
ニ
大
政
治

肇

と

V

歴
史
の
進 

行
に
さ
さ
友
ら
れ
な
が
^-
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
じ
め
て
発
展
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
社
会
を
完
成
す
る
こ
.と
と
な
っ
た
。
古
典
派

経
済
学
の
発

展
 

と
急
激
な
階
級
分
解
、
，
地
主
、
産
業
資
本
家
お
ょ
び
労
働
者
の
発
生
と
農

村

共

同

体

の

囊
、階
級
闘
争
と
労
働
運
動
の
発

展

、

一
\
23

〇
年
e
、

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
注
目
1
は
じ
め
た
頃
、
古
典
派
経
済
学
は
、
' 
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
市
民
社
会
の
激
動
の
な
^
ニ
、
そ 

の
1

論
的
代
弁
者
と
む
て
、

J • 

S 

•ミ
ル
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
思
う
に
、

マ
ル
ク
ス
の
_「

資
本
論」

へ
の
歩
み
は
、
こ
の
ブレジ
 

ョ
ァ
社
会
の
滿
立
そ
し
て
そ
の
^
花
期
の
前
兆
と
も
い
う
べ
含
ー
入
四
八
年
の
革
命
か
ら
は
じ
ま
る
と
す
れ
ば
、「

資
本
論」

ー
0

0
年
を
記
念 

す
る
こ
と
は
た
ん
に
、
刊
行
以
後 

一
0

0
年
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
前
の 

一
0

0
年
を
含
め
て
考
え
る
べ
き
で
は
.な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で 

「

資
本
論」

第
ブ
卷
は
、
産
業
革
命
期
か
ら
、
資
本
主
義
の
爛
熟
期
と
呼
ば
れ
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ァ
中
期
に
至
る
イ
ギ
リ
ス
経
済
社
会
を
素
材
と
し 

て

そ

こ

か

ら

ま

こ

と

に

天

才

妳

な「
資
本
の
運
動
法
則」

を
構
想
す
る
と
い
う
偉
業
の
成
果
で
は
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
处
は
、
イ
ギ
リ
ス 

産
業
革
命
以
来
、
今
日
ま
で
、1

1
,
0
0

年
を
経
た
資
本
主
義
の
分
水
嶺
を
な
す
も
の
と
し
て
、

一
八
六
七
年
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ 

る
。

「

資
本
論」

以
前
の
一
〇
〇
年

と

「

資
本
論」
以
後
の一

〇
〇
年
、
こ
の
両
者
の
間
に
横
た
わ
る
隔
絶
、
そ
の
お
ど
ろ
く
べ
き
コ
ン
ト
ラ
ス 

卜
、
こ
れ
ら
を
霊
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、

「

資
本
論」
第
一
巻
の
刊
行
1

0
〇
年
を
真
に
祝
う
こ
と
の
意
味
が
薄
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う 

力
。
な
ぜ
な
ら
は
、

「

'^
本
論」

を
読
む
こ
と
に
ょ
っ
て
強
烈
に
.印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
発
刊
が
、
今
日
ま
で
の
. 一
8

年
間
に
ど
う 

I
う

囊

を

担

■っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
に
は
じ
ま
り
、
今
日
の
国
家
独
占
資
本
主
義
の
段
階
に
至
る
ブ
ル
ジ 

ョ
ァ
社
会
の
歴
史
を
顧
み
る
場
合
、

「

資
本
論」

に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が
体
系
化
し
た
諸
法
則
は
毫
も
そ
の
価
値
と
輝
き
と
真
っ
て
い
な
い
こ 

と
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
わ
た
く
し
は
、

「

資
本
論」

以
後
の一

〇
0

年
の
.歴
史
に
お
い
.て
、
現
在
、
わ
れ
わ
れ
の
立
っ
て
い
る
時
点
の
重
要
性
を
思
わ
な
い
わ 

け
に
は
L
か
な
V

一
 

九
五
九
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
の
開
始
以
来
、
今
日
ま
で
の
世
界
共
産
主
義
運
動
に
み
ら
れ
る
未
曾
有
の
混
迷
と
矛
盾
、
-

そ
し
て
最
近
で
は
敵
対
的
行
動
に
ま
で
発
展
し
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
る
中
ソ
論
争
■の
経
過
を
考
え
る
と
き
、
共
産i

n

義
運
動
の
正
し
い
理
念
と
は 

何
で
あ
る
力
を
更
め
て
寶
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
と
修
正
主
義
と
の
麗
を
め
ぐ
る
国
際
共
畫
義
運
動
の
分
裂
は
、
レ 

丨
ニ
ン
が
、
そ

の

「

帝
国
主
義
論」

に
お
い
て
日
和
見
主
義=

修
正
塵
の
本
質
を
暴
露
し
た
一
九
一
七
年
の
時
点
と
は
、
お
よ
そ
比
較
に
な
ら 

な
V
ほ
と
の
規
模
と
拡
が
り
を
も
っ
て
進
展
し
て
お
り
、
そ
の
も
た
ら
す
影
響
も
ま
た
は
か
り
知
れ
な
い
。
従
っ
て「

戦
争
と
平
和
の
問
題」

.に
た 

し
す
る
正
し
し
態
度
も
、
こ
の
問
題
に
た
い
す
る
科
学
的
な
認
識
な
く
し
て
は
到
底
え
ら
れ
な
い
と
.こ
ろ
で
あ
る
。
史
上
最
大
の
独
占
資
本
主
義 

国
ア
メ
リ
ヵ
合
衆
国
の
差
迫
民
族
と
し
て
の
ヴ
ヱ
ト
ナ
ム
民
族
へ
の
非
道
な
侵
略
、
殺
戮
お
よ
び
荒
廃
化
は
、
実
に
こ
の
中
ソ
対
立
の
間
隙
を 

縫
っ
て
進
行
し
て
お
り
、

一
方
わ
が
国
も
ま
た
こ
の
侵
略
戦
争
へ
の
実
質
的
な
加
担
の
途
を
歩
ま
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
も
銘
記
さ
れ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。

「

資
本
論
.

1

発
刊
一
〇
〇
年
の
意
味
を
考
え
る
場
合
に
、
わ
た
く
し
は
、
こ
う
し
た
全
贳
的
な
規
模
に
お
い
て
展
開
し
て
ハ
く 

体
制
と
体
制
と
の
矛
盾
、民
族
と
民
族
と
の
死
闘
、そ
し
て
階
級
と
階
級
と
の
闘
い
を
、
き
わ
め
て
具
体
的
に
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
い 

う
ま
で
も
な
く「

資
本
論」

は
、
馨
に
経
済
学
上
の
天
才
的
な
業
績
で
あ
り
、
そ
れ
を
無
視
し
て
政
治
的
イ
デ
才
ロ
ギ
丨
の
観
点
の
み
で
論
ず 

る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
が
、
さ
I

も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
スQ

「

資
本
論」

執
筆
.の
動
機
は
何
よ
り
も
、
革
命
家
と
し
て
の
彼
の
良
心 

と
苹
学
的
な
批
判
精
神
か
ら
発
し
た
もQ

で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。「

資
本
論」

に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
諸
命
題
が
、
今
日
も
な
お
妥 

学

る

か

と

L
う
経
済
学
上
の
諸
麗
は
、

一
八
六
〇
年
代
の
ョ
丨
ロ
ッ
パ
、
ま
さ
し
く
ポ
丨
，ラ
ン
ド
民
族
独
立
攀
、
ア
メ
リ
ヵ
に
お
け
る
奴 

隸

解

放

廣

争

诗

T
T

戦
争
そ
れ
ら
を
背
景
と
す
る
第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
の
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
活
動
と
、

一
3

0
年 

後
の
今
日
、
そ
の
規
模
こ
そ
異
な
れ
、
体
制
と
階
級
そ
し
て
民
族
の
問
題
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
全
世
界
的
な
ス

ヶ

丨

ル
を
も
っ
て
展

開

さ
れ
る
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
時
点
と
を
相
似
の
形
に
お
い
て
考
え
る
と

き

、

よ
り
一
層
の
正
確
さ
を
も
っ
て
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

-.
 

/

(

1)

マ
ル
ク
ス
は
、

一
八
六
七
年
四
月
三
〇
日
付
の
書
簡
で
、
？

マ
イ
ア
-
に
あ
て
て
、
，
つ
ぎ
の
よ
う
に
印
象
的
に
書

い

て

い

る

。

へ

「

：
.：
.な
せ
あ
な
た
に
返
事
を
あ
げ
な
か
っ
た
か
？

僕
は
た
え
ず
墓
の
ふ
ち
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
僕
は
僕
の
著
作
を
完
成
す
る
た
め
に
は
、
 

「

資
本
論」

と
ョ
i

ッ
パ
労
働
運
動 

六

五

(

一
〇
五
七)



六
六
.( ：

一
〇
五
.八)

あ
ら
ゆ
る
労
働
可
能
な
時
間
.を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
：か
っ
た
。
僕
は
こ
の
仕
事
の
た
め
に
健
康
も
と
.の
世
の
幸
福
も
家
族
も
犠
牲
に
し
て
き
た
。
こ
の
，説 

.■明
に
こ
れ
以
上
を
加
え
.る
必
.要
は
な
.い
と
思
.，い
ま
す
。
僕
は
い
わ
ゆ
る『

実
行』

家
た
ち
と
彼
ら
，の
.知

窟

笑
い
ま
す
。
も
し
も
人
が
牛
で
あ
ろ
う
と
思
う 

な
ら
、
も
ち
ろ
ん
人
類
の
苦
悩
に
背
を
向
け
て
自
分
自
身
の
身
を
心
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
も
し
_
が
僕
の
本
を
す
く
な
く
と
も
璜
稿 

だ
け
で
も
完
成
し
な
い
で
死
ん
だ
な
ら
、
'徵
は
自
分
を
ほ
ん
と
う
に
非
実
行
的
だ
と
思
う
，で
し
'<
1

:

う
。

.

著
作
の
第
一 

'巻は
一
一
，、
三
ヶ
月
の
う
あ
に
ハ
ツ
ブ
ル
ク
の
.オ
ッ
ト
.
マ
イ
ス
ナ
ー
か
ら
で

る

で

し

ょ

う

。

本
の
題
名
は*

■資
本
論
，.経
済
学
批S

 J
!

で

す

。
 

原
稿
を
持
っ
て
く

る

た

め
に
ド
イ
ッ
に
き

ま

し

た

。

こ
こ
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
へ
の
帰
途
、
ハ
ノ
ー
ヴ
ア
ー
の
一
友
人
の
も
と
に
数
日
滞
在
し
ま

す

。

第

—,
;巻
は『

資
本
の
生
産
過
程』

を
包
括
し
て
い
ま
す
。

一
般
的
科
学
的
風
附
，の
ほ
が
に
、
僕
ば
、
非
常
に
詳
し
く
'
こ
れ
.ま
で
利
用
さ
れ
た
こ
と
の
'な
い 

官
庁
資
料
に
よ
っ
て
、
最
近
ニ
〇
年
間
め
イ
ソ
ダ
ラ
シ
ド
の_

_農
業
お
よ
び
エ
寒
の_

_

プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
の
状
態
を
の
べ
た
：、
同
じ
く
ア
イ
ル
ラ
ン
ド 

の
状
態
を
も
。
あ
な
た
に
は
い
う
ま
で
も
な
く
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
す
べ
て
こ
：れ
ら
は
僕
に
は
た
だ
対
人
立
証
と
し
て
役
立
つ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

来
年
の
今
日
は
全
著
作
が
で
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
第
一
一
巻
は
理
論
の
つ
づ
き
と
結
び
と
を
、
第
三
巻
は
，一
七
世
.紀
-

E -

葉
以
来
の
経
済
学
の
歴
史
を
与

え
ま
す…

…
」

。(Karl Marx, Friedrich

tengelsr Briefe 

iiber 

,,Das 

Kapitar. 

Besorgt v
o
m

 

Marx.Engels-Lenin-stalin-Institut beim 

n
k der SED. Dietz Verlag Berlin 19.54)

岡
崎
次
郎
訳「

資
本
論
に
か
ん
す
る
手
紙」

、
上
、
国
民
文
庫
版
、
. 一
3
四—

一
四
五
頁
。

•
C
2

)

こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
、
拙

著「

マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
革
命
と
改
良」

(

一
九
六
六
年
、
御
茶
の
.水
書
房)

第
四
章
を
参
照
。

(

3〉

同
上
、

一
四
.

一
—

一
四
ニ
頁
。

' 

’

.

(

4

X
た
と
え
ば
、

.

一

八
六
四
年
一
〇
月
四
日
付
の
.マ
ル
ク
ス
の
ク
リ
ン
グ
ス
へ
'.
の
手
紙
を
み
よ
。

「…
…

私
は
去
年
一
年
中
病
貧
で
し
た
パ
疔
と
ね
ぶ
と
が
で
き
て

)

。__
_

そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
、私
の
'本
、：『

資
本』

、
.経
済
学
は
も
う
で
て
い
た
で
し
ょ
う
。
 

い
ま
で
は
ニ
、
三
ヶ
月
の
う
‘ち
に
は
つ
い
に
こ
れ
を
仕
上
げ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
ふ
た
た
び
た
ち
：あ
が
れ
な
い
よ
う
な
一
撃
を
理
論
的
に
加
え
た
い
と
思 

っ
て
い
ま
す
。
ご
き
げ
ん
よ
う
、
そ
し
て
、
労
働
者
階
級
は
つ
ね
に
私
に
お
い
て
，一
人
の
忠
実
な
前
衛
闘
士
'を
見
出
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、

あ
て
に
し
て
い
て 

下
さ
い」

(

同
上
、

一
三
三
頁)

。
な
お
、
横
山
正
彦「

マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る『

資
本
論』

の
地
位j

を
も
参
照
さ
れ
た
い
へ
雑
誌「

罾
済」

一
九
六
七
年 

五
月
臨
時
増
刊
|

『

資
本
論
発
刊
ー
〇
〇
年
を
記
念
し
て』

——

所
収)

。

.

ニ

一

九

世

紀

ョ

ー

ロ

ッ

パ

労

働

運

動

に

お

け

る

.
『

資

本

論』
.

.
：

——

窮
乏
化
法
則
を
中
心
と
し
て——

「

資
本
論」

刊
行
一
〇
〇
年
を
迎
え
て
、
わ
れ
わ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
に
つ
い
て
想
い
を
よ
せ
る
こ
と
は
余
り
に
も
多
い
と
.い
う
の
が
、
 

現
在
の
わ
た
く
し
の
実
感
で
あ
る
。.
す
な
わ
ち
ま
ず
、
最
近
に
と
み
に
そ
の
研
究
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
初
期
マ
ル
ク 

ス
の
研
究
が
あ
る
。

一
 

2 A)

四
八
年
の
革
命
ま
で
の
い
わ
ゆ
る「

初
期
マ
ル
ク
ス」

と
、
.そ
れ
以
後
、.
一
八
五0

年
代
か
ら
六0

年
代
に
か
け
て
の
経
済
学
批
判
体
系
の
完 

.
成
の
時
f

の
関
係
、
プ
ラ
ン
麗
と
し
て
知
ら
れ
る
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
体
系
の
構
想
を
め
ぐ
る
問
M 3

、
宇
野
弘
蔵
教
授
を
中
心
と
す
る「

資 

本
,」

と

「

金

馨

本

論」

お

よ

び「

帝
国
主
義
論
ト
を
め
ぐ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
方
法
論
を
め
ぐ
る
問(

點
、
あ
る
い
は
、
最
近
、
生
誕 

一
〇
〇
年
を
契
機
と
し
て
そ
の
研
究
が
従
来
よ
り
一
層
た
か
ま
っ
た
マ
ッ
ク
ス
ふ

r

v

lと
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
の
比
較
的
研(

?

ど
、
 

数
え
あ
げ
れ
f

り
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
が
S

」

で
問
題
と
す
る
の
は
、

「

資
本
論」

が
、

一
九
世
紀m

i
l
l

ッ
パ
労
働
謹
の
：
，

j 

の
よ
う
な
局
面
に
お
V
て
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
、

そ
し
て
、

「

資
本
論」

第

一

卷

の

產

は

、
当
時
の
労
働
運
動
に
た
い
し
て
ど
の
よ 

う
な
影
響
を
あ
た
え
た
か
と
い
う
点
で
I

。
こ
の
選
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
.や
は
り
、
.
一
八
四
o
年
代
か
ら
の
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学 

へ
の
歩
み
の
な
か
に
、
す
に
で
萌
芽
的
に
み
ら
れ
る
資
本
論
体
系
へ
.の
志
向
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
I

作
に
み
ら
.れ
る
い
ち
'じ
る
し
い
特
徴
は
、

つ
ね
に
実
践
的
な
運
動
の
途
上
に
横
た
わ
る
経
済
的
な
諸

麗

の

解

決

の 

ナ
め
說
み
ら
れ
ナ
も
の
で
あ
る
と
I

う
こ
と
で
あ
る
。

「

資
本
論」

第
一
巻
の
中
核
的
部
分
を
構
成
す
る
と
思
わ
れ
る「

第
三
篇
絶
対
的
剰
余
価 

値
の
生
産」

「

第
四
藉
対
的
剰
余
価
値
の
生
産」

お

よ

び「

第
七
讓
二
三
章
資
本
主
義
的
襲
の
一
般
的
法
則」

は
、
そ
れ
ぞ
れ
剰
余
価
値 

の
法
則
と
資
本
蓄
積
1

2 #
乏
化
法s

；

を
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
到
季
る
た
め
に
は
い
く
つ
か
の
段
階
と
理
論
的
実

践

馨

悩

を

経 

な
け
S

.
な
ら
な
か
っ
た
。

マ
ル
クK

の
経
済
学
の
研
究
は
：

一
八
四
ニ
年
か
ら
四
三
年
に
か
け
て
の「

ラ
ィ
ン
新
聞」

の
主
筆
と
し
て
の
活
動 

体
験
に
お
.け
る
農
民
の
.経
済g

題
へ
の
関
心
に
は
じ
ま
る

.

と
い
わ
れ
る(

が)

、
，マ
ル
ク

ス
を
し
て
.、
国
民
経
済
学
"
古
典
派
経
済
学
の
批
判
を
通
じ 

て
、
従
来
の
哲
学
.
法
学
の
.研
究
か
ら
経
済
学
研
究
へ
一
歩
前
進
さ
せ
る
決
定
的
契
機
と
な
っ
.た
も
の
.は
、

ニ
ン
ゲ
ル
ス
の「

震

経

済

学

批

判 

大
綱」

で
あ
.っ

た

：
こ
，
と

は
■■
J：
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
.し
こ
の
.時
点
で
の
マ
ル
，ク
ス
は
、
革
命
的
民
主
主
義
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

マ
ル

.

「

資
本
論」

と
ョ

ー

ロ

ッ

労
動
運
勒 

，
、
：

、
•
>

:

‘

！

f
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六八

(

一
〇
六
〇

)
ク
ス
の
理
論
的
核
心
と
も
い
う
べ
き
剰
余
価
値
の
法
則
の
萌
芽
は
み
ら
れ
ず
、
多
分
に
ヒ
ュ
ー
マ
_一
 

ズ
ム
の
残
滓
を
残
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で 

は
、
早
く
も
'の
ち
の
天
才
的
な
構
想
の
片
鱗
を
示
す
も
の
と
し
'て
忘
れ
ら
れ
て
な
ら
な
い
の
は「

経
済
学
•
哲
学
手
稿」

で
あ
ろ
う
。

r

手
稿
，
 

は
何
故
に
重
要
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
.は
ま
さ
し
く
、

「

経
済
学
•
哲
学
手
稿」

と
い
う
そ
の
標
題
に
み
る
如V

、

哲
学
的
把
握
の
上
に
立
っ
た
経 

済
学
を
意
味
し
て
お
り
、
古
典
派
経
済
学
へ
の
批
判
の
開
始
の
時
期
に
お
け
る
最
初
の
経
済
学
的
な
研
究
の
成
果
で
あ
り
、
重
要
な
特
徴
を
み
る 

こ
と
が
で
き
る
。

「

手
稿」

に
お
け
る「

疎
外
さ
れ
た
労
働」

は
、
生
産
過
程
に
お
け
る
賃
労
働
を
被
収
奪
者
と
し
て
、
収
奪
者
と
し
て
の
資
本 

と
直
接
的
に
対
立
さ
せ
、
古
典
学
派
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
等
価
交
換
の
法
則
の
否
定
、.
従
っ
て
ま
た
リ
ヵ
ー
ド
ゥ
の
労
働
価
値
説
を
拒
否
し
て 

い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

「
疎
外」

の
本
質
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
本
蓄
積
の
法
則
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
苦
閼
を
み
る
こ
と
が 

で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
剰
余
価
値
の
法
則
に
た
い
す
る
理
解
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
剰
余
価
直
に
つ
い
て
の
経
済
学
灼
な
把
握
尤
、

マ 

ル
ク
ス
が
、

一
八
四
七
年
の
末
か
ら
四
八
年
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
ド
ィ
ッ
人
労
働
者
に
講
演
し
た
内
容
を
：

一
八
四
九
年
四 

月

「

ぎ
ラ
ィ
ン
ぎ
聞」

に
掲
載
し
た「

賃
労
働
と
資
本」

に
お
い
て
萌
芽
的
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
論
文
の
重
要
性
は
、

マ
ル
ク
ス
み
ず 

か
ら
冒
頭
に
お
い
て
力
説
し
て
い
る
よ
う
に
、

一
八
四
八
年
の
革
命
の
直
接
的
体
験
の
結
果
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
階
級
闘
争
や
民
族 

解
放
闢
争
の
物
質
的
基
礎
を
な
し
て
い
る
経
済
関
係
に
つ
い
て
の
ベ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
f )

。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
論
文
ま
、

マ
ル
ク
ス
の

理
論
の
発
展
段
階
を
反
映
し
て
、
ま

だ

商
品
、
貨
幣
お
よ
び
資
本
と
い
う
形
態
が
労
働
力
の
商
品
化
を
基
礎
と
し
て
展
開
す

る
運
動 

を
体
系
化
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
進
ん
で
い
な
い
が
、
.機
械
化
の
進
展
に
と
も
な
う
失
業
人
口
の
増
大
、
労
働
者
間
の
競
争
の
激
化
が
資
本
の
増
大 

を
も
た
ら
す
と
し
て
、
の
ち
の「

資
本
論」

に
お
け
る
資
本
制
蓄
積
の
一
般
的
法
則
の
確
立
べ
の
道
を
明
ら
か
に
志
向
し
て
い
る
.こ
と
を
示
し
て 

い
る
。
こ
の
理
論
的
態
度
の
確
立
は
、
リ
ヵ
ー
ド
ゥ

派

社

会

主

義

者

SJ 
く
に
ジ
ョ
ン
•
フ
ラ
ン
シ
ス
•

ブ
レ
イ—

^
を
中
心
と
す
る
広
範
囲 

な
読
書
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
の
み
.に
と
ど
ま
ら
ず
、
た
と
え
ば
、
た
ん
に
分
配
関
係
の
み
に
！ 

を
奪
わ
れ
て
い
た
リ
カ
！
ド
ウ
派
社
会
主
義
者
に
た
い
す
る
批
判
的
克
服
の
上
に
築
か
れ
た
%■
の
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
、

一
八
四
八
年
の
恐
荒
お

よ
び
革
命
に
お
け
る
大
衆
の
貧
困
と
怒
り
を
背
景
に
し
て
い
た
点
は
、
と
く
に
藝

で
あ
る
。
こ
の
点
は
、A

J
く
に
や
や
前
に
書
か
れ
た
フ

リ

丨 

K
リ
ッ
ヒ

.
エ
ン
ゲ
ル
ス
の「

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
状
態」

に
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ(I

)。

し
か
し
な 

が
ら
わ
れ
わ
れ
が
、

マ
ル
ク
ス
の
剰
余
価
値
の
法
則
に
つ
い
て
考
え
る
ベ
.き
.こ
と
は
、
そ
の
確
立
に
あ
た
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
ど
の
時 

期
を
素
材
と
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
篇
絶
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
、
第
八
章
労
働
日
を
読
む
と
、.
そ
こ
に
は
ー
四
世
紀
中
葉
か 

ら

一
七
世
紀
ま
で
め
労
働
日
延
長
の
た
め
の
強
制
法
お
よ
び
十
八
世
紀
末
期
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
産

業

革

命

の

進
展
と
と
も
に
は
じ 

ま
る
い
わ
ゆ
る
原
生
的
労
働
関
係
の
支
配
に
た
い
し
て
、
労
働
者
階
級
の
こ
れ
に
た
い
.す
る
抵
抗
、：
標
準
労
働
日
の
'た
め
の
闘
争
に
つ
い
て
歴
史 

が

.
理
論
^
:に
克
明
な
分
析
と
解
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
の
で
あ
.る
が
、注
目
す
ベ
き
こ
と
は
、剰
余
労
働
に
た
、い
す
る
エ
場
主
の
渴
望
、

‘「

生
き
た
労
働
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
吸
血
鬼
の
よ
う
に
活
気
づ
き
、
そ
れ
を
吸
収
す
れ
，ば
す
る
ほ
ど
ま
す
ま
す
活
気
づ
く
、
死
ん
だ
労 

働」

と
し
て
の
資
本
の
剰
余
価
値
へ
の
熱
望
を
証
明
す
べ
く
、

一
 

八
四
七
年
、

い
わ
ゆ
る
十

時

間

法

の

通

過

以

前

の

原
生
的
労
働
関
係
の
支
配
の 

時
期
を
と
ら
え
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ

.一
般
に
.は
、
工
場
立
法
の
制
定=

十
時
間
法
の
通
過
に
よ
っ
て
原
生
的
労
働
関
係
が
克
服
さ 

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

一
八
五
〇
年
代
以
後
に
そ
の
根
抛
を
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
八
五
o
年
代
か
ら
、「

資
本
論」

第
.一
巻
の
あ
ら
わ 

れ
た
一
八
六
〇
年
代
を
経
て
、
か
の
歴
史
的
な
一
九
世
紀
末
恐
慌
の
最
初
に
し
て
最
大
の
怒
濤
と
も
い
う
べ
き
ー

.八
七
三
年
恐
慌
ま
で
の
寺
讲
、
 

い
わ
ゆ
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
黄
金
時
代
と
呼
ば
れ
る
こ
の
時
期
を
素
材
と
し
て
、

マ
ル
ク
ス
が
、
剰
余
価
値
の
法
則
を
定
式
化
し
て
い
る
と
い
う
事 

実
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

一
八
五
〇
年

以

後
好
況
の
至
来
と
と
も
に
エ
場
法
は
そ
の
規
制
カ
を
失
い
、
剰
余
労
働
に
た
い
す
る
飽
く
こ
と
な
き
渴
望
が
は
じ
ま
っ
た
の 

で
あ
る
が
、

「

搾
取
の
法
的
制
限
を
欠
い
た
産
業
部
門」

に
お
い
て
，は
そ
の
.傾
向
が
一
層
い
ち
じ
る
し
か
っ
た
こ
と
を
、

マ
ル
ク
ス
は
き
b
め
て 

鮮
明
に
且
つ
実
謳
的
に
叙
述
し
て
い
る
。

「

労
働
日
を
延
長
し
よ
う
と
す
る
衝
動
、

.剰
余
労
働
を
求
め
る
人
狼
の
よ
う
な
渴
望」

を
、

一
'
六
3
 

年
代
の
マ
ル
ク
ス
は
、
ま
ず

レ
ー

ス
製
造
業
に
お
い
て
見
出
す
。
‘一
八
六
〇
年

一
月

一
四
日
、
ノ

ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
.市
の
公
会
堂
で
開
か
れ
た
会
合 

「

資
本
論」

と
ョ
ー
口
ッ

パ
労
働
運
動 

六

L 

(

一
 
〇
六
ー)



七
〇

(

1
〇
六
ニ)

の
議
長
の
公
言
、

「

九
歳
な
い
し
十
歲
の
児
童
た
ち
が
午
前
一
.一
時
、
三

時
:'
四
時
に
彼
等
の
不
潔
な
ベ
.ッ
ド
か
ら
引
離
，さ
れ
て
、
た
だ
露
命
を
つ 

な
ぐ
だ
け
の
た
め
に
、
夜
の
一
〇
時
、
_ー
 

1

時
、V
I
.

T

一
時
ま
で
.労
働
を
強
制
.さ
れ
：
そ
の
間
に
彼
ら
の
手
足
：は
瘦
せ
、.
身
体
は
萎
び
、
容
貌
は
鈍 

く
な
り
、
そ
し
て
彼
ら
の
人
間
ら
し
さ
は
全
く
石
.の
よ
う
な
麻
.禅
状
態
に
硬
化
レ
て
'
見
る
も
無
残
な
有
様
で
あ
る」

。
•
し
か
し
こ
う
し
た
惨
状 

は
、.
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
シ
ァ
の
陶
器
製
造
業
、：
マ
シ
チ
ラ
ス
タ
I
、
パ
ー
ミ
.ン
ガ
ム
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
、
ブ
リ
ス
ト
ル
、
ノ
リ
デ
、

ニ
.ユ
I
キ
ャ
ス 

ル
.

ク
ラ
ス
ゴ
I
な
ど
の
北
部
の
大
工
業
都
市
に
当
時
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
マ
ッ
チ
製
造
業
、
あ
る
い
は
壁
紙
製
造
業
、
製
。ハ
ン
.業
を
は
じ
め
と
し 

て
、
ス
■コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
農
業
労
働
者
、
鉄
道
従
業
員
、ノ
婦
人
服
仕
立
エ
、
'鍛
冶
エ
な
ど
に
、
.ま
さ
し
く
原
生
的
労
働
関
係
そ
の
ま
ま
の
苛
酷
な 

条
舛
が
強
し
ら
れ
て
I
た
.事
実
を
指
摘
す
る
。.
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
は
、
主
と
し
て
小
規
模
経
営
'
•軽
工
業
部
門
に
お
、
▽ 

て
、：
と
く
に
妥
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
.エ
場
法
は
、
そ
の
限
り
.に
お
い
て
全
く
有
^
!無
実
化
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
一 

方
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
剰
余
価
値
の
生
産=

無
制
限
な
外
延
的
な
搾
取
の
部
門
の
存
在
に
た
い
し
て
、
機
械
制
工
場
お
よ
び
至
業 

窗
P

に
お
V
て

は

.次
第
に
相
対
的
乗
余
値
値
の
生
産
の
移
行
が
行
わ
れ
、
：全
体
と
し
て
労
働
時
間
が
短
縮
さ
れ
る
傾
向
を
生
み
出
し
た
の
で
あ 

っ
て
、

マ
ル
ク
ス
は
こ
の
現
象
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
有
名
な
説
明
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

「

資
本
主
義
的
生
産
の
あ
る
程
度
の
.成
熟
段
階
で
は
、
個
別
的
労
働
者
、
す
な
わ
ち
そ
の
労
働
力
の『

自
由
な』

'販
売
者
と
し
て
の
労
働
者 

が

.無
抵
抗
に
屈
服
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
若
干
の
生
産
様
式
に
お
い
て
は
労
働
日
の
規
制
の
歴
史
が
、
他
の
生
産
様
式
に
お
い 

て

は

こ
の
規
希
の
た
め
に
い
ま
な
お
囊
中
の
闘
争
が
、
：
明
_
に
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
M'
^

^
fi
&
'H'
/i
:
'か
%'
か
か
|0
'

造
は
、
資
本
家
階
級
と
労
膨
乾
|5
'
む

か

い

忘

#'
歡

&

か
か
4

4

^:
ノ
1

良

監

か

か

黏

4

6

象

1

か
^

点
引
用
者)

。

社
会
政
策
と
し
て
の
工
場
，立
法
の
制
定=

1

〇
時
間
法=

標
準
労
働
日
の
確
定
が
：
国
民
的
労
働
力
に
た
い
す
る
資
本
の
配
慮_

_

大
河
内
一

&
K

教
授
の
V
わ
ゆ
る
社
会
的
給
資
本
に
よ
る
労
働
力
の
維
持
.
.保
全
培
^ 1

-
で
は
な
く
、
資
本
家
階
級
と
労
働
者
階
級
と
の
間
の
長
如
間
に
わ

た
る
市
民
戦
争
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

一
八
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
色
‘対
的
^
:

余
価
値
の
生
産
か
ら
相
方
的
乗
余
価
値
生
産
へ
の
移
行
の
時
期
で
あ
り
、
そ
の
両
者
が
併
用
さ
れ
る
.に
至
っ
た
時
期
に
相
当
す
}5)

。

「

次
第
•に
労 

働
者
階
級
の
反
抗
が
、
產

的

に

労

働

篇

を

短

縮

し

て

、
ま
ず
最
初
に
棄
の
工
場
に
標
準
労
働
日
を
，課
す
る
こ
と
を
国
家
に
強
制
す
る
や
否 

や
し
た
が
っ
て
労
衝
日
の
延
長
に
よ
ふ
剰
余
価
値
生
産
の
増
大
に
終
局
が
告
げ
ら
れ
た
瞬
間
か
ら
、
.資
本
は
す
べ
て
の
力
と
充
分
な
意
識
と
を 

も
っ
て
機
械
体
系
の
急
速
な
発
達
に
よ
る
相
対
的
剰
余
価
値
生
産
に
没
頭
し
/c
r)

。

マ
ル
ク
ス
は
、

「

機
械
経
営
が
労
胁
者
に
及
ぽ
す
第
一
次
的
影 

響」

と
し
て
、3

資
本
に
よ
る
補
助
的
労
働
力
の
領
有
。：
婦
人
労
働
と
児
童
労
働
、
(b
)
労
働
日
の
延
長
、
(c
)
労
働
の
強
化
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ 

の
よ
.う
な
諸
契
機
を
媒
介
と
し
て
.「

機
械
装
置
の
資
本
主
義
的
使
用
は
、

一
方
で
は
労
働
日
の
無
制
限
な
延
長
へ
の
新
し
い
強
力
な
動
機
を
つ
く 

り
出
し
、
ま
た
こ
の
傾
向
に
対
す
る
抵
抗
を
打
破
す
る
よ
う
な
仕
方
で
労
働
様
式
そ
の
も
の
と
社
会
的
労
働
体
の
性
格
を
変
革
す
る
と
す
れ
ば
、
 

他
方
で
は
、
一
部
は
労
働
者
階
級
中
の
従
来
は
手
の
届
か
な
か
っ
た
諸
層
を
資
本
に
役
立
て
る
こ
と
に
よ
り
、
一
部
は
機
械
に
駆
遂
さ
れ
た
労
働
者 

を
遊
離
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
の
命
ず
る
法
則
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
過
剰
労
働
人
口
を
生
産
す(

认」

。
Iか
く
し
.て
絶
対
的
•
相
対
的
剰 

余
価
値
の
生
産
は
、
資
本
制
蓄
積
の
一
般
的
法
則
と
し
て
の
.相
対
的
過
剰
人
口
の
法
則
と
密
接
.に
.関
速
す
る
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
し
ば
し
ば
指 

摘
し
た
ょ
ぅ
に
、
剩
余
価
{1
'
6

於
則
4

ょ
か
賢
4

制
'#
'
賢
2-
:

L

L

vr
'

i
、
'
!t
'
4

;

i

5̂:
6
i
i
.w'
s'
^:
s'
:

^
 霞

い
 

b

^

、
J

ろ
の
、

ぃ
ゎ
ゅ
る
原
生
的^'
働

歡

6

あ
配
的
な
露
=
:
,M>
.

f

'Is
:

胁
6

勝
办
き
裳6

勝

グ
’

ぎ

&

6

.

か
$

於

、
.
か
レ
か
ト

れ
以
上
に
一 

<

四
〇
年
代
の
後
半
以
後
、

ま
か
.い
く

 f

ル
タ

X'
.、が「

か4
: 4
」

? ;

务
6

完
吃

^:
'
.

か
'̂
^'4

い
?:
^'
^:i

思

、
卜
ト 

め
て
大
き
な
地
位
を
与
え
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
問
題
な
の
>
ル
か
知
か
5'
扣
。

.

何
故
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
発
達
史
の
一
般
的
理
解
に
よ

れ

ば

、

一
八
四
七
年
か
ら
四
八
年

に

か

け

.て
の
恐
慌
に
と
も
な
う
社
会
不 

安
、*
ヶ
ン
，ニ
ン
グ
ト
ン
広
場
に
お
け
る
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
'に
代
表
さ
れ
る
：よ
う
な
大
衆
的
騷
擾
以
後
、：
相
対
的
安
定
期
が
.は

じ

ま

り

.
、

「

み 

じ
め
な
三
〇
年
代
、.
.そ
し
て
飢
餓
の
四
〇
年
代」

は
過
去
の
も
の
'と
な
り
、：

イ
ギ
リ
ス
.資
本
主
義
は
ー

.八

.五
乇
年
か
ら
五
八
年
の
ー
時
的
な
恐
慌 

お
よ
び
一
八
，六
六
年
の
痙
れ
ん
を
除
け
ば
、，
.
一
八
七
三
年
の
恐
慌
一
ま
で
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
黄
金
時
代
を
享
受
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
，
実

に

マ
ル 

「

資
本
論」

と
ョ
ー
ロ
ッ
パ
労
働
運
動 

七 
一

、
一
0』

ヽ
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七
ニ 

(

一
〇
六
四)

ク
ス
は
こ
れ
に
た
い
し
て
、
資
本
制
的
蓄
積
の
一
般
的
篇
の
例
解
と
し
て
、

一
八
四
六
年
か
ら
六
六
年
の
こ
の
時
期
を
と
り
あ
.げ
て
い
る
こ
と 

で
あ
る
も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
と
I
え
ど
も
一
八
五
〇
年
お
よ
び
六
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
が
、
資
本
蓄
積
に
も
っ
と
：も
好
都
合
な
時
期
で
あ 

り
、
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働
者
階
級
が
、
間
接
的
に
利
益
を
う
け
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら 

ず
そ
れ
は「

労
働
者
階
級
が
依
然
と
し
て『

貧
乏』

で
、
有
産
階
級
の
た
め
に『

恍
惚
と
さ
せ
る
富
と
力
と
の
増
加
を
生
産
し
た』

の
に
比
例
し 

て

『

貧
の
度
を
減
じ
た』

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
資
本
制
震
の
一
般
的
法
則
"
證

化

法

則

は

、
こ
の
時
期
に
お
い
て
依
然
と
し
て
貫 

徹
す
る
し
、
そ
の
例
証
と
し
て
、

「

工
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
I
ト
及
び
農
業
労
働
者
：の
う
ち
の
、
最
悪
の
支
払
い
を
受
け
る
部
分
、
す

な

わ

ち

露 

3

級P

過
半
を
な
す
部
分
が
顧
慮
さ
れ
て
い
る
こ
玄
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.。
す
な
わ
ち
、
S

A-
S

ハ
年
I

一
八
六
六
年
の
イ
ギ 

リ
ス
に
つ
い
て
、3

イ
ギ
リ
スH

業
労
働
者
階
級
の
低
賃
金
層
、S

移
動
民
、
⑷
恐

慌

が

蕩

者

階

級9

最
高
給
部
分
に
及
ぼ
ず
影
響
、
4

イ
ギ 

リ
ス
の
農
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
丨
ト
、S

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
5

の
指
標
を
.あ
げ
、'「

資
本
の
蓄
積
と
共
に
階
級
闘
争
と
、
従
っ
て
労
働
者
の
I

心
 

識
と
が
證
す
る
に
つ
れ
て
、
被
救
恤
貧
民
の
現
実
の
範
囲
I

し
て
ま
す
享
欺
瞞
的
に
な
る
と
こ
ろ
の
政
府
の
統I

)」

を
駆
使
し
て
、
ヴ
イ 

ク
ト
リ
ア
黄
金
時
代
が
、
果
し
て
、
誰
の
た
め
©
黄
金
時
代
で
あ
っ
た
か
、
資
本
の
'蓄
積
に
た
い
す
る
貧
困
の
堆
積
、
窮
乏
化
法
則
の
貫
徹
を
実 

証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
⑷
丨S

に
至
’る
讓
標
に
つ
い
て
み
る
に
.、
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
社
含

お

け

る

ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
丨
の
繁
栄
と
対 

照
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
I
ト
の
窮
乏
化
の
程
度
塞
約
し
た
⑷
を
除
い
て
、
W

、
⑷
、s

お
よ
びS

が
.い

ず

れ

も

就

業

の

不

安

定

な

低

賃

金

労

働 

者
で
あ
り
こ
の
よ
う
な
低
賃
金
労
働
者
層
と
こ
れ
を
と
り
ま
く
相
対
的
過
剰
.人
口
の
庄
力
の
不
断
の
影
響
下
に
お
い
て
は
、
熟
練
高
給

労
働
者 

と
い
え
ど
も
、
ひ
と
た
び
、
恐
慌
と
も
な
れ
ば
賃
金
お
よ
び
労
働
条
件
の
切
り
下
げ
の
不
可
避
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
.
と
く
に
注
目
す 

べ
き
こ
と
は
、

マ
ル
ク
ス
が
、
資
本
主
義
的
蓄
積
の
一
般
的
法
則
と
し
て
の「

窮
乏
化
法
則」

墓
礎
づ
け
る
に
あ
た
っ
'て
、
た
ん
に
賃
金
だ
け 

を
考
慮
し
て
.レ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
と
な
ら
ん
で
、
労
働
生
活
条
件
を
重
要
な
要
因
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス 

は

一

八
方
三
年
枢
密
院
の
聖
に
も
と
づ
い
て
、
農
業
労
働
者
、
麗

物

ェ

、
裁
縫
女
工
、
革
手
袋
製
造
ェ
、
靴
下
編
ェ
、
手
袋
織
工
お
よ

び
^
f

Tを
イ
ギ
リ
ス
ダ
働
^

^
級
の
最
粗
食
剖
分」

.と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
労
働
者
階
級
の
^̂
養
の
問
題
が
重
'!
, 

さ
^f

ま
た
こ
れ
に
劣
ら
ぬ
重
要
性
f

つ
'と
思
わ
れ
る
住
I

よ
び
生
活
環
境
の
問
題
、
あ
る
い
は
公
衆
衛
生
に
つ
い
て
も
鋭
い
観
察
を
し
て 

ハ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
ぃ
。
こ
の
点
の
重
要
性
は
、
S'
f1
:

6
鏨

'

4
、

n

x.
'

v
 

bど

t

か
6
古1:
6
馨

€

如
ト 

さ
ホ
4
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
注
意
さ
れ
る
必
黔
於
か
か
。
労
働
者
階
級
の
窮
乏
化
の
問
題
は
、
た
ん
に
.«'
釦
か
か
か
レ
や
、
か
.

|

4、

労
働
強
度
、、
労
働
環
境
、
m

、
彰

S

か

ざ

忘

6

訖

忘

歡

i

b

s
5 :
w
T'
6

,

i

MJ:
'

£

t

G
r'

は
正
し
く
把
握
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
か
と
い
ト
ト
う
。
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
が
低
賃
金
労
働
者
層
の
な
か
で
も
、と
く
に
農
業
プ
ロ
レ
タ 

リ
ァ
丨
ト
に
格
！̂
の
関
心
を
払
っ
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
.
一
八
六
三
年
、
流
刑
お
よ
び
懲
役
.刑
に
処
せ
ら
れ
た
罪
人
の
雲
及
び
従
業 

状
亿
に
関
す
る
政
府
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

『

イ
ン
ダ
ラ
ン
ド
の
監
獄
に
お
け
る
.罪
人
の
常
食
と
、
同
じ
国
の
救
貧
院
に
お
け
る
被
救
恤
民
及
び
自 

由
炎
農
村
労
働
者
の
そ
i
と
入
念
に
比
較
し
て
み
れ
ば
、
前
者
は
後
の
ニ
襲
の
い
ず
れ
よ
.り
も
は
る
か
に
ョ
リ
良
く
給
養
さ
れ
て(

る
こ
と
が 

奇
う
余
地
な
く
示
さ
れ
る
.

』

と
い
う
報
告
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
生
活
状
態
の
產
さ
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
襲 

業
労
働
者
の
状
態
を
さ
ら
に
一
層
悲
惨
な
ら
し
め
た
も
の
と
し
て
、
住
宅
問
題
が
存
在
し
た
。

「

そ
し
て
農
村
労
働
者
の
状
態
は
こ
の
点
で
は
多 

年
来
ま
す
ま
す
惡
化
し
て
き
た
。
今
や
彼
に
と
っ
て
は
詹
を
見
出
す
こ
と
は
、
恐
ら
く
過
去
数
世
紀
間
よ
り
も
は
る
か
に
困
難
で
あ
り
、
ま
た 

み
つ
力
っ
て
も
そ
れ
は
以
前
よ
り
も
は
る
か
に
彼
の
！̂
求
に
副
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
殊
に
最
近
ニ
、
三
〇
年
の
あ
い
だ
に
弊
害
は
急
激
に
増 

犬
し
、
農
村
民
の
住
宅
事
情
は
今
で
は
極
度
に
悲
惨
に
な
っ
て
1'
2)

る」

。
農
業
労
働
者
の
住
宅
条
件
を
極
度
に
劣
惡
な
ら
し
め
た
も
の
は
、
各
教
区 

に
お
け
る
農
村
労
響
の
数
を
最
小
限
に
制
限
す
る
こ
と
を
金
銭
上
の
利
益
と
す
る
と
こ
ろ
の
大
地
主
の
政
策
の
結
果
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
. 

農
業
労
働
者
お
よ
び
そ
の
家
族
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
被
救
恤
的
貧
窮
に
お
ち
い
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、

一
教
区
に
お
け
る
農
業
人
口
の 

定
着
は
す
へ
て
明
ら
か
に
そ
の
教
区
の
救
貧
税
の
追
加
と
な
り
、
地
主
の
負
担
が
増
加
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
自
分
の
所
有
地
に
労
働
者
の
住
宅 

を
建
て
さ
せ
な
い
ば
か
り
か
、
家
屋
の
取
り
壊
し
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。

「

最
近
ニ
〇
年
間
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
八 
一
ニ
地
方
で
董
の
破
壊 

「

資
本
論」

と
ョ
丨
ロ
ッ
パ
労
働
運
動 

七
三
' (

一
0
六
五)



七

四

(

一
〇
六
六)

が
進
行
し
た
結
果
、
非
居
住
者
.

(

す
な
わ
ち
彼
ら
自
身
の
働
い
て
い
る
教
区
に
お
け
る)

'と
な
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
た
人
員
は
別

と

し
て
も

、

一
八

六 

一
年
に
は
一
八
五
一
年
に
比
し
て
五
'。ハ
ー
セ
ン
ト
三
分
の
一
大
き
い
人
ロ
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
半
小
さ
い
住
居
に
追
い
込
ま
れ
ば)」

の
で
あ
る
。
大 

地
主
.は
こ
れ
.に
よ
っ
て
救
貧
税
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
.の
で
あ
る
が
、
逆
に
隣
り
の
田
舎
町
や
開
放
部
落
は
投
げ
出
さ
れ
た
労
働
者
を
受 

け
い
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
家
居
破
壊
と
こ
れ
に
と
も
な
う
農
業
労
働
者
の
追
い
た
て
が
い
か
に
進
行
し
、
'そ
の
結
果
と
し
て
、
家
蓄
同
隱
の
弘 

屋
に
お
し
込
め
ら
れ
、
毎
日
、
農
場
ま
で
往
復
.ー
〇
マ
イ
ル
以
上
も
歩
か
な
け
れ
.ば
|

な
か
っ
た
か
を
、

マ
ル
ク
ス
は
、
ベ
ッ
ド
フ
ォ
丨
ド
シ 

ア
、
バ
I
ク
シ
ア
、
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ア
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
シ
ア
、

エ
セ
ッ
ク
ス
、

へ
リ
フ
オ
ー

ド
シ
ア
、

ハ
ン
テ
イ
ン
ド
シ
シ
ア
、

リ
ン
カ
ン 

シ
ア
、
ノ

I
サ
ン
プ
ト
ン
シ
ア
、
ゥ
イ
ル
ト
シ
ア
、
ゥ
一
ス
タ
ク
ア
な
ど
の
南
部
農
！̂
地
帯
の
諸
州
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
«'
||
'
い
て
ぃ
か
か
ル
、
乾
を
化
^'
則
は
：、.た
か
に
賢
か
•

1
§1
'
か
か
办
胁
^'
,
か
ト
办
か
や
卜
’
ル
か
<'

そ
の
他
の
讓
件
の
惡
化
餘
4

、
と

く

に

乾

問

歡

か

家

家

か

り

、
こ

か

と

b

私

n

A'
p'
4

M'
m '
、
歡

资
 

的
貧
窮
の
増
大
と
ぃ
ぅ
M'
歡

6
於
化
が
か
り
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ハ
€

あ

-1
:

裳

、

い

お

ト

い

ト

掌

あ
る
。
だ
が
そ
の
意
味
で
、

マ
ル
ク
ス
が
も
っ
と
-%
注
目
し
、
読
者
に
：訴
ぇ
て
い
る
の
は
'

£
:ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
最
初
の
植
民
地
と
し
て
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
.
一
八
六
六
年
に
は
、
人
口
、
五
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
人
と
な
り
、

一
八
四
一
年
に
比 

ベ
て
ニ
、
七
〇
〇
、
〇
o
〇
万
人
を
失
っ
た
と
い
.わ
れ
、
と
く
に
そ
れ
は
、
猛
烈
な
飢
饉
の
年
、

一
八
四
六
年
か
ら
ほ
じ
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
ニ
o
年
足
ら
ず
の
ぅ
ち
に
、
そ
の
人
口
の
一
六
分
の
五
を
失
っ
も
の
で
あ
る
が
、

一
八
六
一
年
か
ら
六
五
年
ま
で
の
五
ヶ
年
間 

の
移
民
が
五
〇
万
以
上
に
の
ほ
り
そ
の
内
訳
が
、

一
五
ェ~

力
I
以
下
の
借
地
農
の
消
滅
す
な
.わ
ち
そ
れ
ら
の
集
中
の
洁
果
で
あ
っ
て
、

一
\ 

五
一
年
か
ら
六
一
年
ま
で
の
間
に
、

一

〒

三
.〇

ェ
I
ヵ
ー
の
借
地
農
場
の
六
一
、
〇
〇
〇
の
増
加
、
三
〇
ェ
ー
ヵ
丨

以

忐

そ

れ

は

一

〇
ガ
、
 

〇
〇
〇
の
増
加
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
農
業
に
お
け
る
資
本
の
集
積
•
集
中
、
従
っ
て
農
業
人
口
の
減
少
は
、
同
寺 

に
、

「

家
畜
と
人
間
の
生
活
手
段
を
供
給
す
る
農
耕
地」

お
よ
び
穀
物
の
減
少
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
農
耕
地•

農
業

人
口
お
よ
び
土
地
生
産
額
の
変
動
が
、
実
に
、
太
地
主
、
大
借
地
農
業
者
、
産
雲
產
の
急
激
な
増
大
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

マ 

ノ
ク
ス
は
豊
富
な
統
討
に
よ0

て
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
.よ
う
な
資
本
の
運
動
法
則
の
帰
結
と
い
う
べ
き
で
あ 

る
。
農
業
人
口
の
減
少
の
結
果
と
h
て
の
耕
作
地
の
放
棄
、
そ
の
牧
草
地
へ
の
転
換V

そ
れ
は
土
地
生
産
物
を
激
減
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
皆 

地
農
の
合
併
と
耕
地.Q

牧
場
化
に
よ
.

生
産
物
？

り
大
き
な
部
分
の
剰
余
唐
物
へ
の
転
化
は
、
当
然
、
地
代
と
借
地
農
業
利
潤
の
増
大
を 

も
た
ら
す
。
か
く
し
て
襲
さ
れ
.た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
資
本
は
、
農
業
の
外
で
、：
工
業
お
よ
び
商
業
に
投
ぜ
ら
れ
、'■相
対
的
に
減
少
し
た
人
口
数 

に
比
較
し
て
膨
脹
し
た
の
で
あ
る
。
.し
か
も
、
.
一
八
四
六
年
、
'
一
〇
o
万
人
以
上
も
の
貧
乏
人
の
.み
を
殺
し
た
と
い
わ
れ
る
馬
鈴
置

饉
は
、
実 

に
貧
民
を
殺
戮
し
た
の
み
で
、.
'地
主
お
よ
び
讓
資
本
家
に
は
ほ
と
ん
ど
損
害
を
与
え
ず
、K

 

メ
リ
力
合
衆
国
へ
の
移
民
の
増
大
を
も
た
ら
し
、
 

輸

貿

易

の

も

0

と
も
有
利
な部

！：

の
ひ
ど
つ
を
な
す
と
い
う
結
果
と
な
.っ
た
の
.で
.

^
。
：し
か
も
.国
内
に
残
っ
た
ア
イ
ル
ラ
ゾ

ド
の
労
働
者
の 

運
ム
=
に
つ
V
て
は
k

業
に
お
け
る
革
命
が
、
移
民
と
同
じ
歩
調
を
と
っ
„た
た
め
、
：
一
八
六
◦
年
代
に
お
い
て
も
相
対
的
過
剰
入
口
は
一
八
四
六 

年
以
前
と
同
様
に
大
き
く
、
従
っ
て
賃
金
S

様
に
.低
く
、
'農
村
に
お
け
る
窮
乏
が
再
び
新
た
な
.恐
慌
を
起
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か 

く

し

て

ア

イ

ル

ラ

ン

ト

は「

一一一、
.五
〇
〇
、
，〇
〇
〇
の
人
口
で
も
ま
だ
貧
乏
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
貧
乏
は
、
人
口
過
剰
の
た
め
で
あ
る
か 

ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
^

の
牧
羊
場
で
あ
り
放
牧
場
で
あ
る
と
い
う
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
真
の
使
命
を
果
す
た
め
に
は
、
：そ
の
人
ロ
減
少
は
ま
だ
ま
だ
進 

行
せ
ね
ば
な
ら
な
い」

.と
い
.う
マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
の
ブ
.ル
ジ
.
.ョ'ア
的
理
論
が
そ
の
.ま
ま
妥
当
す
る
.こ
.と
に
な
る
：•の
.で
あ
っ
て
、
同
時
に
ま
た
こ 

の
政
策
が
お
し
す
す
め
ら
れ
る
限
り
、：
資
本
の
蓄
積
は
貧
困
の
堆
積
を
必
然
化
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。
.
.

以
上
に
の
/
ベ
た
よ
う
に
、
資

本

制

震

の

’一
般
的
篇
の
例
解
と
し
て
、

ー：：八
四
六
年
か
ら
六
六
年
の
ー
.ー
〇
年
間
に
、
い
か
に
マ
ル
ク
ス
が
注 

目
し
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
事
実
は
、
.ご
の
時
期
に
お
け
る
科
学
的
社
会
主
義
の
.建
設
の
事
業
と
と
も
に
、
.
マ
ル
ク
ス
と
エ
ゾ

ゲ
ル
ス
が 

そ
の
発
展
の
.た
め
に
全
力
を0

 
く
し
た
第
一
イ
ン
タ
丨
ナ
シ
3
ナ
ル
の
実
践
活
動
と
切
り
離
し
て
論
ず
る
こ
と
は

.で
き
な
い
。
周
知
の
.よ
う
に
、
 

第
,ー
イ
ン
タ
丨
ナ
シ.

1

ナ
ル
は
、
国
際
的
な
プ
ロ
.レ
タ
リ
ア
.丨
ト
の
連
帯
の
霧
.で
あ
っ
た
と
は
'い
：え

、
.こ

れ

を

支

配

し

て

い

た
も
の
は
、
初S

 

「

資
本
論」

とm

丨
ロ
ッ
パ
労
働
運
動 

. 

七

五(

1

2
ハ
七)



七

六(

一
o
六
八)

に
お
V
て
は
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合
主
義
者
、
オ
ー
エ
ン
主
義
者
、.フ
ラ
ン
ス
の
プ
ル
ー
ド
シ
主
義
者
、
ド
イ
ツ
の
ラ
ツ
サ
ー
ル
主
義
者
で
あ
り
、
 

あ
る
い
は
そ
の
他
の
も
ろ
も
ろ
の
思
想
、
：た
と
え
ば
ゲ
ル
ツ

エ
ン
の
ナ
ロ
！
ド

ニ

キ

的

屋

、
、、ハ
ク
I 
ニ
ン
の
嵌
政
府
主
義
、
イ
タ
リ
ア
の
マ
ツ 

ツ
イ
丨
ユ
の
思
想
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
墨
の
影
響
を
う
け
た
ョ
丨
ロ
ツ
パ
各
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
丨

ト
の
耍
求
を
統
一
し
、
土
会
主
義
革 

命

の

前

衛

部

隊

を

：つ
く
り
上
げ
る
：た
め

.に
は
、
こ
れ
ら
雑
多
.の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
•
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
思
想
を
克
服
し
、、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
科
学
的 

理
論
.に
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
；そ
.し
て
そ
の
理
論
的
な
課
題
は
ま
さ
し
く
マ
ル
ク
ス
.に
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
C
P

)

。
当
時
、
 

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
‘
オ
ツ
ジ
ア
を
先
頭
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
主
義
者
と
密
接
な
協
力
関
係
を
と
る
こ
と
を
余
儀
な 

く
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
J
.
. 

S 

•

ミ
ル
の
経
済
学
の
影
響
下
に
あ
る
そ
の
理
論
と
政
策
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
性
格
を
看
破
し
、
そ
の
労
動
者
階 

級
へ
の
滲
透
を
極
力
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
^

。，
ラ
ツ
サ
ー
ル
主
義
、
'
プ
，ル
.丨
、ド

'/
の

思

想

に

つ

い

て

も

ほ

ぼ

同

様

な

こ
と
が
い

え

る
の 

で

あ

っ

て

、

：「

資

本

論」

.
は
ま
さ
に
、
そ
.の
よ
う
な
理
論
.を
排
除
し
て
、
資
本
制
生
産
様
式
が
永
遠
で
あ
り
え
な
.い

こ

と

、
そ
れ
は
.労

働

者

と

労

働 

諸
条
件
と
の
分
離
過
程
を
完
成
し
て
、

一
方
'の
極
で
は
，
社
会
的
生
産
手
段
お
よ
び
生
活
手
段
を
資
本
に
転
化
し
，
反
対
の
極
で
は
民
衆
を
賃
金 

労
働
者
に
、
自
I

『

労
働
貧
民』

.に
転
化
す
.る
過
程
で
あ
り
、
資
本
と
は
、

.

.

「

頭
か
ら
爪
先
ま
で
、
毛
穴
と
い
う
毛
穴
か
ら
、
&
と
唇
と
を
滴 

ら
し
つ
つ
生
ま
れ
る」

.
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
じ
た
の
で
あ
る
。

.

(a
)—

s

に
至
る
マ
'ル
ク
ス
の「

資
本
主
義
朐
蓄
獱
の
一
般
的
法
則
の
例
解」

に
つ
.い
て
、
筆
者
が
や
や
く
わ
し
く
検
討
し
て
き
た
の
は
、
こ
の 

r

l
標
が
大
体
に
お
い

.て
イ
ギ
リ
ス
の
全
労
働
者
階
級
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
ヴ
イ
ク
ト
リ
ア
黄
金
時
代
と
し
て
知
ら
-̂
る
相
^

^
 

安
定
期
に
お
い
.
.て
も
、
：證
化
法
則
が
貫
徹
す
る
と
V

証
明
に
よ
っ
て
、
.労
働
運
動
に
お
け
る
日
和
見
主
義
分
子
に
痛
打
を
与
え
よ
う
と
す
る 

彼
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
く
に
銘
記
す
ベ
き
こ
と
は
、

マ
ル
クK

 Q

ア

イ

ル

ラ

シ

ド

問

題

へ

の

深

い

関

、レ 

と
洞
察
で
I

。
第
一
イ
ン
タ
I
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
、
f

ラ
ン
ド
問
題
を
は
じ
め
'、
民
族
解
放
闘
争
に
な
み
な
み
な
ら
ぬ
努
力
を
傾
け
た
こ
と
は 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
寄
生
的
大
土
地
所
有
制
の
廃
棄
は
、.
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
.ゲ
ル
.ス
に
と
っ
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
前
提
条
件
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
世
界
的
な
襲
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
狼
火
と
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
、
 

ア
ィ
ル
ラ
ン
ド
麗
は
、
民

族

麗

で
あ
る
と
と
も
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
と
の
密
霞
関
連
の
も
と
に
把
握
さ
れ
て
い
た
と
い

う

こ

と

が

で
 

き
る
。

一
八
六
〇
年
代
、

マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
主
義
が
次
第
に
終
焉
の
時
期
に
近
づ
い
て
い
る
と
感
じ
た
。

「

.

.

.い
ま
や
収
奪
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
も
は
や
自
営
的
な
労
働
者
で
は
な
く
、
多
く
の
労
働
者
を
搾
取
し
つ
つ
あ

る

資
本
家
で
あ

.る
。こ

の
収
奪
は
、
資
本
主
義
的
生
眚
体
の
内
在
的
篇
の
作
用
に
よ
づ
て
、
諸
資
本
の
集
中
に
よ
っ
て
、
実
現
さ
れ
る
。
常
に
一
人
の
資
本

家
が
多
く
の
資
本
家
を
滅
ぼ
す
。
こ
の
集
中
と
並
ん
で
、
す
な
わ
ち
少
数
の
資
本
家
に
よ
る
多
数
の
資
本
家
の
収
奪
と
並
ん
で
、

ま

す

ま

す

大

規
模
と
な
る
労
働
過
程
の
業
的
形
態
、
科
学
の
意
識
的
技
術
的
応
用
、
土
地Q

計
画
的
利
用
、
共
同
的
に
の
み
使
用
さ
れ
得
る
露
手
段
へ

の
^
恨
手
段
の
転
化
結
合
さ
れ
た
社
会
的
労
働
の
生
産
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
生
産
手
段
の
節
約
、
世
界
市
場
網

へ
の
世
界
各
国
民
の
組
み
入
れ
及
び
そ
れ
と
共
に
資
本
主
義
体
制
の
国
際
的
性
格
が
発
展
す
る
。
こ
の
転
形
過
程
の
あ
ら
ゆ
る
利
益
を
横
領
し」

紙
占
す
る
大
資
本
家
の
数
の
不
断
の
減
少
と
と
も
に
、

證

、
抑
庄
、
馨

、
堕
落
、
搾
取
の
度
が
.増
大
す
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、
絶
え
ず

r

M

Lつ
つ
資
本
主
義
的
生
産
過
程
そ
の
も
の
の
機
構
に
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
結
集
さ
れ
組
織
さ
れ
る

労
働
者
階
級
の
反
抗
も
増
大
す
る
。
資

本
姐
占
は
そ
れ
と
と
も
に
且
つ
そ
れ
の
も
と
で
開
花
し
た
生
産
様
式
の
桎
浩
と
な
る
。
生
肇
段
の
集
中
と
労
働
の
社
会
化
と
は
、
そ
れ
ら

の
資
本
主
義
的
外
被
と
は
調
J

J L
得
な
く
な
る
と

こ

ろ

の

一
点
に
到
達
す
る
。
外
被
は
爆
破
さ
れ
る
。
資
本
主
義
的
私
有
の
最
後
を
告
げ
る
鐘 

が

鳴

る

。
収

奪

者

は

収

奪

さ

れ
3̂」

。
 

^

「

資
本
論」

第
一
巻
の
結
論
と
も
V

べ
き
こ
の
文
章
の
な
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
.う
ま
で
も
な
く
、
资 

本

の

集

伊

象

中
^
.と
も
な
う
独
占
の
支
配
の
確
立
貧
困
化
の
一
層
の
深
ま
り
、
す
な
わ
ち
、
證

化

法

則

の

貫

徹

と

労

響

階
級
の
組
織
的 

な
抵
抗
、
そ
し
て
最
後
に
来
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
社
会
主
義
革
命
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

マ
ル
ク
ス
が
、
す

で

に

「

資

.「

資
本
論」

と
ョ
丨
ロ
ッ
パ
労
働
運
動 

七

ヒ

(

一
2
ハ
九)



一
 

' 

七

八

(
1

〇
七
〇)

本
多
占」

と
I
う
概
念
に
よ
っ
て
' 
独
占
資
本
主
義(

=

帝
国
主
S

の
.到
来
を
予
測
し
て
.お
り
、
資
本
主
義
的
所
有
の
最
期
を
告

げ

る

と
こ
ろ 

の
フ
ロ
レ
タ
リ
ア
U

こ
の
時
期
に
お
い
て
必
然
化
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
ィ
ギ
リ
ス
は
、
い
う
ま
で
も
な 

く

自

由

塵

の

開

花

期

で

あ

り

、
資
本Q

集

積

.
集
中
は
み
ら
れ
た
と
し
て
も
巨
大
独
占
体
の
出
現
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
一
般

に
よ 

-
挤̂

さ

れ

る

よ

M

マ
ノ
ク
ス
は
狃
占
資
本
主
義
と
1
う
貧
た
な
段
階
の
到
来
を
予
知
す
る
こ
と
な
し
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
.ア
舉
命
を
考
え
た 

.(

.一
八
四
七
年
か
ら
四
八
年
、「

共
産
主
義
の
原
理」

.
か

ら「

共
産
党
宣
言」

の
時
期
の
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
.で
あ
っ
た)

よ
う
に
解
釈 

f

し

力

し

そ

う

で

は

な

く

「

資
本
論」

に
お
い
て
は
、
す
で
.に
'

「

資
本
主
義
の
新
し
い
段
階」

と
し
て
の
独
占
資
本
主
義
が
予
測
さ 

ゎ

て

お

グ

の

よ

う

-

K-

あ
ら
ハ
な
諸
条
件
の
上
で
フ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
勃
癸
を
予
知
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
見
誤
る
な
ら
ば 

參

f

資
本」

力

ら

「

経
済
学
批
判
要
綱」

お

よ

び「

経
済
学
批
判」

を
.へ

て「

資

本

論」

.に

至

る

マ

ル

ク

ス

の

経

済

学
研
究
の
発
展
と 

深
化
と
を
無
視
す
る

こ
と
に
な
る
ば
か
り
か
、
そ
の
革
命
霧
の
面
で
も
、

一
八
四
八
年
以
後
、
ま
っ
た
く
変
化

も
前

f

な
か
っ
た
か
の
よ

う
 

な
誤
謬
に
お
ち
い
る
の
で
あ
る
。

は
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
は
、

「

資
本
論」

の
こ
の
一
節
を
よ
く
よ

む
と
、
そ
こ
に
、

マ
ル
ク
ス
が
、

一
八
五
一
一
年
二
月
、

「

ラ
ッ
サ
I

ル
へ 

の
手
紙」

の

な

力

で

の<

て
h
る
経
済
学
研
究
の
プ
ラ
ン
-

—

の
ち
に
.「

経
済
学
批
判」

の
序
説
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
、「

プ
ラ
ン
問
題」 

と

し

て「

後
期
マ
ル
ク

K
」

理
解
の
た
め
の
義
な
問
題
と
な
っ
た
ー
が
、
‘何
故
あ
の
よ
う
な
形
で
、
構
想
で
、
生
ま
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た 

か
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
は
実
に
、
た
ん
な
る
一
学
究
の
経
済
学
研
究
の「

計
画」

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

深
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革 

命
の
問
題
と
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

：
.

(

J i
s

t
わ
ゆ
る
、「

初
期
マ
ル
ク
ス」

の
研
究
は
、
ル
ヵ
丨
チ
、
マ
ル
ク
-
ゼ
を
は
じ
め
、
内
外
と
も
に
枚
挙
遺
な
い
。
こ
こ
で
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
本
格 

が
研
デ
と
し
て
良
知
力「

ド
ィ
ッ
社
盒
愛
研
究」

(

未
来
社
、

一
九
六
六
年

)

.を
あ
げ
る
にと
ど
め
る
。

(

2)

最
近
の
研
究
と
し
て
、
小
林
弥
六「

経
済
学
批
判
体
系
の
生
成」

(

御
茶
の
水
書
房
、J

九
六
七
年)

が
あ
る
が
、
通
史
的
♦
叙
述
的
で
、
分
析
的
な
視

角
が
不
充
分
で
あ
る
。

(

3

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
遊
部
久
蔵
編
著『

資
本
論』

研
究
史(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
五
八
年)

第
四
章
プ
ラ
ン
問
題
が
く
わ
し
い
。

7

)

最
r

ほ
ほ
同
時
に
出
た
三
種
の「

資
本
論」

発
刊
記
念
号
の
ぅ
ち
"「

田
心
想」

(

一
九
.六
七
年
五
月N

0. 5
1
5
) 

'

で
、‘
こ
の
点
に
つ
い
て
、
宇
妤
教
ぶ
と 

.
#-
-
本
克
己
氏
と
が「

『

資
本
論』

と

『

帝
国
主
義
論』

,-
に
つ
V
.て
対
談
し
て
い
る
の
が
注
目
を
.ひ
く
。
な
'お
、
宇
野
氏
の
.「

社
会
科
学
の
^
本
問
題」

(

青
木 

書
店
、
一
九
六
六
年)

も
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
、
問
題
に
な
る
書
物
で
あ
る
。

(

5)

安
藤
英
治「

マ
ッ
ク
ス
*
ゥ
r

バ
ー
研
究」

は
非
常
に
興
味
深
く
感
ず
る
。
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
業
績(

ヵ
ー
ル
.
•レ
ヴ
ィ
ッ
ト
、
柴
田
•
脇

.
安
藤
共
訳

「

ゥ
ヱ
ー
バ
ー
と
マ
ル
ク
ス」

、
未
来
社
、

一
九
六
六
年)

の
影
響
を
強
く
ぅ
け
て
い
る
労
作
で
あ
る
。
な
お
、
.大
塚
久
雄

「

社
会
科
学
の
方
法_
-
ゥh

丨

ハ
丨
と
マ
ル
ク
ス」

0

九
六
六
年
、
岩
波
新
書)

も
而
白
い
。
W
田
義
彦「

資
本
論
の
世
界」

(
I

九
六
六
年
、
岩
波
書
店)

や
石
渡
貞
雄「

現
代
資
本
；

f
l
l
,

 

も
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
あ
る
資
本
論
研
究
で
あ
る
。
 

.
(

6)

こ
の
点
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
研
究
と
し
て
は
、
.杉
庫
四
郎「

ミ
ル
と
マ
ル
ク
ス」

(.一

九
六
七
年
改
訂
版
、
、、、
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房)

お
ょ
び
同

氏

「

マ
レ 

.
ク
ス
経
済
学
べ
の
道」

(

一
九
六
七
年
、
未
来
社)

が
あ
る
。

(

？)

マ
ル
ク
ス「

経
済
学
批
判」

(

国
民
文
庫
版)

序
言
。

(

8) 

Werke, Bd. 
6
,.a
3
. 
3
900

.
’邦
訳
第
六
卷「

賃
労
働
と
資
本」

三
4

ー
責
。

(
C
0

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
島
清「『

資
本
論』

へ
.の
道」

(

大
内
兵
衛
•
向
坂
逸
郎
編
集「

唯
物
史
観」

：第
四
巻
、
一
九
六
七
年

.四
弓
、

『

資
本
論

』

刊

1-f
T

一
 

〇
〇
年
特
集
所
収)

参
照
。
 

- 

.

-
=
n 

,

(

10)

.
マ
ル
ク
ス「

資
本
論」

向
坂
訳
第
一
卷
第
三
分
冊(

岩
波
文
庫
版)

一
五
四
頁
。

•
.

 

.

(

11)

マ
ル
ク
ス
、
前
掲
第
一
巻
第
二
分
冊
、

一
六
〇
頁
。

12)

.
掲
、一

八
〇
| 
ニ
〇
四
頁
。

(

13)

前
掲
、
二
八
〇
頁
。

(

14)

服
部
英
太
郎「

社
会
政
策
総
論」

(

未
来
社
、
一
九
六
七
年)

一
三
五
頁
。

(

15)

内
田
義
彦「

資
本
論
の
世
界」

ニ
ー
七
頁
以
下
参
照
。

(

16)
「

資
本
論」

第
一
巻
第
三
分
冊
、

一
七
一
頁
。

■

(

.1
7)

前
掲
第
三
分
冊
、
一
六
八
頁
。

.

(

18)

前
掲
、
第
四
分
冊
、

一
六
〇
頁
。

「

資
本
論」

■
と
T
 
ロ
ッ
パ
労
塑
.動
 

七」
(

一
0
七一

)
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八
〇
.(

一
〇
七
ニ

)

前
掲
' 

.
一
六
五
頁
。

前
掲
、
一
六
六
頁
。

.
前
掲
、
一
七
一
頁
。
 

‘

前
掲
、
ニ
〇
七
頁
' 

. 

.

前
掲
、
ニ
一 

三
頁
。' 

.

前
掲
、
ニ
ー
四
頁
。

前
掲
，
二
三
一
頁
。

前
掲
、
ニ
四
ニ
頁
。

前
掲
、
ニ
四
.ニ
頁
。

前
掲
、
ニ
五
一
頁
。

前
掲
、
ニ
六
三—

ニ
六
四
頁
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙

著「

マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
革
命
と
改
良」

杉
原
四
郎「

ミ
ル
と
マ
ル
ク
ス」

ー
八
ニ
丨
.ー
八
.三
頁
。

マ
ル
ク
ス
、
前
掲
、
三
四
四
頁
。

前
掲
、
三
四
八
丨
三
四
九
頁
。

マ
ル
ク
ス「

資
本
論
に
か
ん
す
る
手
紙」

(

上)

七
四
頁
。

三

、
帝
国
主
義
段
階
と
社
会
主
義
革
命

—

共
同
体
と
社
会
主
義
革
命
の
問
題
-

御
茶
の
水
書
房

九

s
参
照

さ
き
に
指
摘
し
た
ょ
ぅ
に
、

「

資
本
論」

第
一
巻
は
、

一
七
六
0
年
代
、
ィ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
に
ょ
つ
て
は
じ
ま
つ
た
機
械
制
大
工
業=

産
業 

資
本
の
確
立
以
後
白
盡
争
段
階
の
開
花
期
、
そ
し
て
独
占
資
本
主
義
段
階
の
前
夜
に
お
い
て
、
そ
の
一
世
紀
に
わ
た
る
讓
資
本
主
義
の
発 

展
を
素
材
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
お
け
る
資
本
の
運
動
お
よ
び
資
本
蓄
積
の
法
則
、
従
っv

證
化
法
則
の
貫
徹
を
実
証
し
た
も
の
で

p

p

u

y

r

っ
て
、
そ
の
I

I

つ

つ

雪

I

れ
ば
、
i

霉

崖

、

I

ノ 

会
主
i

は
、
イ

ギ

リ

ス

を

中

心

と

し

て

言

、
I

I

イ
ッ
お
よ
び
フ
ラ

^

本
的
に
支
持
し
つ
つ
、
そ
の
i

は
、
東

ョ

ふ

ッ

パ

、
と
く
に
口
シ
ア
に
お
け
る
革
命
に
深
い
関 

h

i

る
。
し
か
し
後
者
の
場
合
で
す
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
f

成
功
は
、
|

ら
西
ョ
| 
ロ
ッ
。ハ
の
先
進

て
f

れ
た
ド

イ

ッ

社

貪

妻

大

含

I

た

I

主

義

の

翦

と

社

貪

秦

Q

l

.屋

で

、

マ
.ル
ク
ス
主
義

ヱ

と

の

も

と

に

、

I

主
f

l

義」

と
の
I

つ
い
て
ふ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
i

i

f

 

と
民
主
m

m

1
!

か(

3ら)

、
労
働
組
合
と
い
ぇ
ど
も
、
そ
れ
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
璧
主
義
の
枠
を
超
ぇ
る
な
ら
ば
、
社
会
主
義 

l

u

、d

r

11:

ベ
i

ユ
タ
イ
i

l

:

あ
く
ま
で
も
そ
れ
が
民
主
主
義
の
不
i

機
関
で
I

 

.

ぎロ
タリ
ア狐
裁の
理論
的根
拠を
杏定
しよ
うと
する
もの
であ
った
こと
はい
うま
でも
ない
。

実

際

、
、ベ
レ

ン

シ
■ユ
タ 

”

の霧するよ為，

I

紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
S

い
て
は
、
霧

I

は
か
な
り
の
影
響
力
を
も
ち
、
證

化

I

わ 

者級のの生

U

準
が
か
な
り
ひ
’き
上
げ
ら
れ
た
こ
：と
は
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
エ
ン
ゲ
ル
ス
は〕

.

「
『

イ

ギ
リ
ス
5

け
H

i
 

働
y

も
I

l

IH -
c y
x

x

l

f
へ
の
.
f

に
お
い
て
、

I

の
部
隊
は
、
大
労
働
組
合
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歡

乾

の

労
 

状
f

、

一
，̂

'

'戸
' 

レ

ヵ

I
ま
た
は
そ
う
て
な
く
て
も
そ
れ
が
主
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
労
働
部
門
の
1

で
あ
る
。…

…

彼
ら
の 

彼

l

し
か
に
い
ち
じ
る
し
く
改
善
さ
れ
た
。
そ
の
な
に
よ
り
の
証
拠
は
、
！

彼

I

t

て
ひ
ど
く
満
足
し
て
き
た
だ
け
で
な
く
、，
.彼
ら
も
ま
た
彼
ら
の
雇
主
I

い
し
て
ひ
ど
く
蹵
し

て

き

た

こ
と
で
あ

る

。

彼
ら

「

資
本
論」

と
ヨ
I
Pッ
パ
労
働
運
動 

ノ
 

. 
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(

1
〇
七
三)



八
ニ 

(

一
〇
七
四)

(

4)
.は
、
労
働
者
階
級
中
の
貴
族
を
形
成
し
て
い
る…

…
」

.と
：の
べ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ェ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
労
働
貴
族
は
、
イ
ギ
リ

.ス
< 労
働
者
階
級
中
の
き
わ
め
て
小
部
分
を
し
め
る
.に
す
ぎ
す
、：
た
と
え
は
、
' 
口
.ン
ド
ン
の
イ
ー
ス.ト

•
ェ
ン
ド
に
み
■る
よ
う
に
大
多
数
の
労
働
者

，の

貧

困

と

絶

望

、
肉

体

的
.'
-

;

神
的
堕
落
の
ま
す
ま
す
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
泥
沼
.へ
の
沈
淪
と
、
こ
れ
に
た
い
す
る
抵
抗
と
も
い
う
べ
き
一
八
八
九

年
の
ロ
ン
ド
シ
の
大
ド
ッ
ク•

ス
ト
ラ
イ
キ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な「

社
会
主
義
へ
の
新
し
い
目
覚
め
卜
を
指
摘
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
ば

か
り
.か
、：
さ
き
に
の
ベ
た
よ
う
に
、

ェ.ゾ

ゲ
ル
ス
は
、
‘
社
会
主
義
革
命
が
、
.イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
て
お
こ
る
と
い
う
信
念
は
毫
も
変
っ
て
い
な

• 

(

5)

か
っ
た
け
れ
ど
も
：
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、.
イ
ギ
リ
ス
に
関
す
る
限
り
、
窮
乏
化
が
、
か
な
り
緩
和
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
.そ
れ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス

.

に
お
け
る
革
命
の
可
能
^j.

は
と
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
状
態
の
な
か
で
の
社
会
主
義
革
命
到
来
の
必
然
性
は
、
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
工
業
独
占
の
崩
壊
と
労
働
者
階
級
の
窮
乏
化
、
大
規
模
な
世
界
恐
慌
と
そ
れ
に
つ
づ
く
世
界
革
命
と
い
う
構
造
と
な
る
の
で
あ
っ

て
、
実
に
、

マ
ル
ク
ス
の「

経
済
学
ブ
ラ
シ」
•の
最
後
が「

世
界
市
場」

と
な
.っ
•て
い
る
の
も
こ
れ
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
と
ェ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
.こ
の
よ
う
な「
肚
界
革
命
論」

を
も
っ
て
終
生
一
貫
し
.て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
が
、
そ
の
場
合

に
、
資
本
主
義
体
制
は
、
急
速
に
全
世
界
を
席
捲
す
る
も
の
と
想
像
し
て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
共
産
党
宣
言
の
叙
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
っ

て
、
晚
年
の
ェ
ン
ゲ
ル
ス
も
ほ
ぼ
同
様
に
考
え
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
十
九
世
紀
後
半
以
後
、
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に
、
イ
ギ
リ
ス

が
農
業
的
世
界
の
た
だ
ひ
と
つ
の
大
工
業
中
心
地
と
な
る
べ
き
だ
と
い
う
自
由
貿
易
論
者
の
仮
定
は
崩
れ
、
資
本
主
義
は
そ
の
不
均
等
性
を
是
正

し
、
イ
ギ
リ
ス
の
工
業
的
独
占
は
打
ち
破
ら
れ
て
、
全
世
界
に
資
本
主
義
、が
発
展
す
る
と
い
う
均
等
化
傾
向
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提

の
上
で
は
じ
め
て
、
大
規
模
な
世
界
市
場
の
恐
慌
の
爆
発
と
、
世
界
革
命
論
が
理
論
づ
け
ら
れ
る
根
拠
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
実
に
マ
ル
ク
ス

と
ェ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
資
本
主
義
発
展
に
お
け
る
均
等
化
傾
向
を
強
調
し
重
視
す
る
余
り
、
独
占
資
本
主
義
段
階
に
お
け
る
そ
の
不
办
等
性
を
認
識

し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

資
本
主
義
の
発
展
は
、
资
本
制
蓄
積
の
一
般
的
法
則
の
貫
徹
の
過
程
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
さ
し
く
、

レ
ー
ニ
ン
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
よ
う

に
帝
国
主
義
的
段
階
に
お
い
て
は
、
不
均
等
発
展
の
法
則
の
支
配
が
、
よ
り
一
層
そ
の
貫
徹
を
徹
底
的
な
も
の
と
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
資
ド 

主
義
に
お
け
る
不
均
等
麗
は
、

一
国
内
に
.お
い
て
は
個
々
の
企
業
、
個
々
の
讓
部
門
に
お
け
る
不
均
等
性
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
資
本
主 

義
諸
麗
に
お
い
て
も
こ
の
法
則
は
貫
徹
す
る
。
レ
丨
ニ
ン
が
強
調
し
た
の
は
、.
発
展
し
た
独
占
資
本
主
菌
内
に
お
け
る
巨
大
独
占
体
と
非
独 

I
W資
本
謂
r
と
の
矛
盾
の
み
な
ら
ず
少
数
の
発
達
し
た
■独
占
資
本
主
義
と
非
独
占
資
本
主I

f

国
と
の
矛
盾
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
非

.独
占
資
本
唐
固
と
は
、

_

f

 

_
馨

Q

み
で
は
な
い
。
慶

I

達
し
た
S

I

4

むQ

で
t

、
こQ

点

を

麗

字

に

帝

国

主
義
の
本
質
を
_

し
た
と
.こ
ろ
に
、
ヵ
ゥ
ッ
キ
丨
の
根
本
的
な
_

が
あ
り
、

レ
丨
ニ
ン
の
難
の
対
象
と
な
っ
た
理
由
が
あ
せ「
も
し
資 

本
主義力現社レたるとこ

.ろ
で
エ
業
よ
り
も
.お
そ
ろ
し
く
立
ち
お
く
れ
て
い
る
農
業
を
発
展
さ
.せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
ま
た
も
し
、
 

I

 
く
る
し
t
技
術
的
進
歩
が
あ
る
に
も
か
か
.わ
ら
ず
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
半
飢
餓
の
乞
食
の
よ
う
な
状
態
に
と
り
Q

I

れ
て
い
る
住
民
大
衆 

の
生
活
水
準
を
資
本
主
、
1

 'び

き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
丨
そ
の

場

合

に

は
.

も
ち
ろ
ん
、
資
本
の
過
剩
な
ど
と
い
う
こ
と
は
問 

^

ご
ナ
り
兄
广
1
で
あ
ろ
う」

た
力
そ
れ
は
資
本
主
義
の
も
と
で
は
不
可
能
で
あ
り
、「

資
本
輸
出
の
必
然
性
は
、
少
数
の
国
で
.は
^.
本
主
義 

が

『

爛
熟
し』

、

1 K
本
に
と
っ
て
は
.(

農
業
の
未
発
達
と
大
衆
の
貧
困
と
い
う
条
件
の
も
.と
で)

、「

有
利
な」

投
下
の
場
所
が
な
い
と
い
.う
こ
と
に
よ
っ 

て

H

れ
る
。
そ
12
0)

結
果
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
海
外
.
.の
.諸
国
や
植
民
地
の
労
働
の
-押
取
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
る
麗
体
に
た
い
し
て
、
 

I

:
性
と
い
う
刻
印
を
お
す」

。.
レ
丨
ニ
ン
は
さ
ら
に
、
結
論
的
に
.つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「

独
占
、
.
寡
頭
制
、
自
由
へ
の
霞
に
か
わ
る 

支E
I

へ
の
S

少
数
の
も
っ
と
も
富
裕
な
あ
る
い
は
も
.っ
と
も
強
力
な
民
族
に
よ
る
、
ま
す
ま
す
多
数
の
弱

少

民
族
の
搏
取——

す
べ
て
こ
れ 

ら

ヵ

1
国r

n

義
を
寄
生
的
あ
る
い
は
腐
朽
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
と
し
て
特
徴
づ
け
さ
せ
る
帝
国
主
義
の
.諸
特
徴
を
生
み
出
し
た
の
で
.あ
る
。

個
々
の
産
業
部
門
、
'プ
ル
ジ
ョ
ノ
ァ
ジ
丨
の
個
々
の
層
、i

々
の
国
は
、
帝
国
主
義
の
時
代
に
は
、
.
程

，膠

の

大

小

はあ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
ら 

の
傾
向
の
う
ち
の
と
れ
か
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
，
し
か
も
全
体
と
し
て
は
、.
資
本
主
義
は
、
以
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
急
速
i

展
す
る 

の
で
あ
る
も
っ
と
も
こ
の
発
展
は
、.1

般
に
ま
す
ま
す
不
均
等
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
不
均
等
は
と
く
に
資
本
力
の
も
っ
と
も
強
い 

「

資
本
論」

と
ョ
-
ロ
ッ
パ
労
働
運
動 

八

三

-

(

一
 
〇
七
五)

^



. 

八

四

(

一
〇
七
六)

国
.

V
 

:(

た
と
え
ば
ィ
ギ
リ
ズ

)

の

腐

朽

化

の

う

ち

に

あ

ら

打

れ

て

い

る

」

。

.
，
.
：

.1J,
の
^

う
‘な
帝
国
主
義
の
も
と
で
の
不
均
等
発
展
の
法
則
の
.支
配
と
腐
朽
化
は
、
..
一.体
プ
ロ
レ
、タ
リ
ア
.丨
ト
お
よ
び
そ
の
運
動
に
た
い
し
て
、
 

ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
t
か
。
.
' マ
ル
ク
ス
へ
は
、
-.
一
 

八
六
九
年
六
月
の「

ブ
リ
ュ「

メ
ー
ル
十
八
，日」

の
苒
版
宇
文
の
最
後
で
、
つ
ぎ 

の
•よ
う
に
の
ベ
て
い
る
。
.
.

「

P
K
.マ
の
プ
ロ
：レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
社
会
の
費
用
で
生
ぎ
て
い
た
が
：、
'
.近
代
社
会
は
プ
ロ
レ
.タ
リ
アー

ト
の
费
用
で 

生
き
で
い
る
、
と
い
う
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
o:
た
い
せ
つ
な
言
葉
を
ひ
と
は
忘
れ
.て
い
る」

と
の
べ
て
い
る
、I
、'
レ
ー
ニ
ン
は
さ
ら
に
、
帝
国
主
義
の 

腐
朽
性
の
諸
特
徴
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
の

ち

、

マ

ル
ク
ス
'が
強
調
し
.た
こ
の
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
の
深
遠
な
評
言
に
よ

っ
て
の
ベ
ら
れ
た
事
態
を 

帝
国
主
義
は
い
.く
ら
か
変
更
し
.た
と
し
て
、

「

帝
国
主
義
強
国
の
.。フ
ロ
：レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
特
椹
的
な
層
は
、

あ
.
.る

，程

度

、

幾

億

の

非

文

明

諸

民 

.族
の
費
用
で
生
活
し
て
い
る
.

」

と
の
づ
て
い
る
.の
は
ま
こ
.と
に
印
象
的
で
あ
る
。
'本
来
、
'社
会
主
義
乾
命
の
担
い
手
た
る
べ
き
先
進
国
の
プ
ロ
レ 

.タ
：リ
ア
ー
ト
が
、
'
そ
の
部
命
性
を
喪
失
し
て
.い
く
過
程
は
ま
.さ
に
そ
.
.こ
‘に
あ
る
の
で
あ
.っ.
て
、
.
こ
の
.場
合
、
レ
ー
ニ
ン
の
.い
.う
、「

幾
億
の
非
文
明 

諸
民
族」

と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
、
お
そ
ら
く
ア
ジ
ア
•
ア
フ
リ
ヵ
諸
国
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ョ
ー
ロ
ッ
バ
.の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を 

主
勢
力
と
す
る
と
こ
ろ
の
■第
二
ィ
ン
ター

ナ
シ
ョ
ナ
.ル
の
崩
.壊
、
....口
シ
ア
革
命
の
勃
発
、
そ
し
て
そ
■の
後
の
半
世
紀
に
..お

け

る

東
ョ
ー 
ロ
ッ
パ
.お
. 

よ
び
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
お
け
る
社
会
主
義
革
命
の
成
功
を
考
え
る
と
き
、
資
本
主
義
的
蓄
積
の
.
一
般
的
法
則
、
従
っ
て
窮
乏
化
法
則
の
支
配
は
、
 

以
上
に
の
べ
た
先
進
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
I
ト

の「

生
活
費
用」
.を
も
自
己
の
犠
牲
に
お
い
て
負
担
す
べ
く
強
制
さ
れ
た
後
進
諸
民
族
の
プ
ロ
レ 

タ
リ
ア
ー
ト
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
耐
え
が
た
い
桎
梏
と
化
し
た
こ
と
は
き
わ
め
て
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
則
の
廃
絶
は
資
本
主
義
体
制
の
打 

倒
以
外
に
ば
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、.
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
と
し
て
、
資
本
制
生
産
の
廃
止
と
不
可
分
の
関
係
に
お
い
て
、
い 

わ

ゆ

る「

共
同
体」

の
問
題
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
実
に
先
進
資
本
主
義
国
の
生
活
費
用
の
一
部
を
も
負
担
を
強
い
ら
れ
る
諸 

民
族
、
レ1

1
1

ン
の
い
う
と
こ
ろ
の
W
非
文
明
諸
民
族」

I

^
具
体
的
に
は
ア
ジ
：ア•
ア
フ
リ
ヵ
諸
国
を
中
心
と
す
る
世
界
の
広
汎
な
被
圧
迫
民 

族——

に
と
っ
て
は
、
社
会
主
義
革
命
の
問
題
は
、
現
実
に
彼
ら
が
そ
の
生
活
の
大
部
分
が
そ
こ
に
く
み
い
れ
ら
れ
て
い
.る
と
こ
ろ
の
共
同
体
の

間
題
をe

避
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
.そ
し
て
今
日
も
な
，お
、
現
実
に
わ
れ
わ
れ
が
暴

し

つ

つ

あ

る
ア
ジ
ア
に

お
け 

る
i

n—

た
と
え
は
中
国
に
お
け
る
文
化
大
革
命
を
考
え
よー

を
考
え
る
と

き

、

こ
れ
は
、

一
応
、
西
欧
的
近
代
化
の
道
を
迎
っ
た
と
い
わ 

れ
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
、
決
し
て
看
過
す
る
こ

^
の
で
き
な
い
重
要
な
問
題
を
秘
め

.て
い
る
。

-
マ
ル
ク
ス
は
、
そ

の「

経
済
学
批
判」

に
お
い
て
、

「

大
ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て
経
済
的
社
会
構
成
が
進
歩
し
て
い
く
段
階
と
し
て
、
ア
ジ
ア
的

、
 

哀

的

、
封
建
的
、
お
よ
び
近
代
ブ
ル
f

ョ
ア
的
唐

様

式
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
^

」

と
し
て
、

「

麗
族
に
お
け
る
共
同
所
有
と
そ
の
囊 

の
諸
形
態J

に
つ
し
て
の
べ
た
あ
と
で
、

「

ア
ジ
ア
的
な
、
こ
と
に
イ
ン
ド
的
な
共
有
形
態
を
も
っ
と
詳
し
く
研
究
し
て
み
る
な
ら
ば
、
臭

発

' 

生
的
な
共
有
の
さ
I

I

形
態
か
ら
、
そ
の
解
体
の
さ
ま
ざ
ま
I

態
が
：
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ず
る
か
I

明
し
得
よ
う」

と
い
う
意
図
の 

も

と

に

わ

ゆ

る

「

共
同
所
有
の
形
態」

の
研
究
の
善
性
を
指
摘
し
よ
う
と
し
て
い(

认
。
そ
れ
に
か
ん
す
る
問
題
の
指
摘
が
、

ー\

四
五〜

’
 

六
年
の
S

「

ド
イ
ッ
•
イ
デ
.ォ
ロ
'ギ
丨」

I

初
の
部
分
に
は
じ
め
て
と
り
あ
げ
らf

、

や
が
て
ま
ず「

経
済
学
批
判
要
綱」

.に
あ
ら
わ(

I
)

つ
ぎ 

に

「

経
済
学
批
判」

に
あ
ら
わ
れ
、
さ
ら
に
、

「

資
本
論」

に
お
'い
て
、
か
な
り
体
系
的
な
形
で
あ
ら
わ
れ(

I
)

と
い
う
事
実
は
、
彼
が
、
資
本
の 

本
源
的
襲

の

過

程

忘

い

て

崩
壊
さ
せ
ら
れ
て
い
く
共
同
体
的
所
有
、

っ
ま
り「

資
本
制
唐

I

行
す
る
諸
形(

I
」

に
い
か
■

い
関
心
を 

抱
い
て
い
た
か
が
窺
わ
れ
念

で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
I

か
も

一
八
五0

年
代
か
ら
S

年
に
か
け
て
よ
う
や
く
は
げ
し
く
な
っ
て
い
た
驚 

地
問
題
•
民
族
解
放
運
動
を
無
視
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
’す
な
わ
ち
一
八
四
〇
年
代
以
後
、

T

 
口
ッ
パ
資
本
主
義
の
波
濤
は
、
中
国 

大
陸
や
イ
ン
ト
の
岸
辺
を
洗
う
に
至
っ
て
、
そ
こ
に
見
出
す
と
こ
ろ
の
共
同
体
的
所
有
を
藤
と
す
る
社
会
構
造
.に
ど
の
よ
う
な
影

響

を

与

え

、
 

そ
の
内
？

と
の
よ
う
I

質
や
抵
抗
を
よ
2

こ
し
た
か
、
，」

れ
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
5
 
7
的
生
産
様
式
と
い
わ
れ
る
も
の
の
濯

を

深
 

め
、
.こ
れ
を
通
じ
て
、

I

般
に
資
本
主
義Q

成
立=

資
本Q

本

源

的

震
i

Q

麗
以
前
に
お
け
る
共
同
体
的
共
有
の
本
質
の
把

握

に

到

達

し

よ
う
と
試
み
t
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
，で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
..マ
ル
ク
ス
は
何
の
た
め
に
こ
の
麗
に
か
く
も
深
い
関
心
を
抱
い
た
の
で

あ 

ろ
う
か
。
そ
れ
は
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
二
つ
の
意
味
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
は
、
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
の
_

を
な 

「

資
本
論」

と
ョ—

ロ
ッ
パ
労
働
運
動 

一
八
五(

一
〇
七
七)

■ 

‘



. 

八

六

(
1

〇
七
八)

す
自
給
自
足
的
村
落
共
同
体
と
国
家
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
ア
ジ
ア
に
お
け
る
専
制
権
力
の
基
礎
と
し
て
の
共
同
体
の
問
題
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と

つ
は
個
人
と
共
同
体
と
の
関
係
に
お
い
て
、、
人
類
の
未
来
社
会
と
の
関
連
で
あ
る
。
こ
こ
.で
わ
た
く
し
は
、

マ
ル
タ
^
が

「

経
済
学
批
判
要
綱」

の
序
説
⑶
経
済
学
の
方
法
の
な
か
で
、
.「

ブ
ル
.ジ
ョ
ア
社
会
は
、.
も
っ
と
も
発
展
し
た
、
ま
た
も
っ
と
も
多
様
な
、

生
産
.の
歴
史
的
組
織
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
そ
の
諸
関
係
を
表
現
す
る
諸
範
疇
は
、
そ
の
仕
組
み
の
理
解
は
、
同
時
に
、
没
落
し
さ
_
.っ.た
す
べ
て
の
社
会
肜
態
の
仕
組
み
と
生

(

22)

産
関
係
へ
の
洞
察
を
可
能
に
す
る
1-
と
規
定
し
た
の
ち
、.
さ
ら
に
⑷
に
.お
い
て
の
ベ
て
い
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
美
し
い
文
章
を
読
ん
だ
と
き
の
感
銘 

を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
を
読
ん
だ
誰
し
も
そ
の
よ
う
に
は
感
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

「

お
と
な
は
ふ
た
た
び
子
供
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
で
な
け
れ
ば
せ
い
ぜ
い
子
供
っ
ぽ
く
な
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
子
供
の
無
邪 

.
気
さ
は
彼
を
喜
ば
せ
な
い
だ
ろ
う
か
？

そ
し
て
、
よ
り
高
い
段
階
で
、
自
分
の
真
実
さ
.を
苒
生
産
，ず
る
た
め
に
、
ふ
た
た
び
み
ず
か
ら
努
力 

し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
？

わ
ん
ぱ
く
な
子
供
も
い
れ
ば
ま
せ
た
子
供
も
い
る
。
古
代
民
族
の
多
く
は
こ
の
範
疇
に
は
い
る
の
で
あ
る
。

.
正
常
な
子
供
は
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
っ
た
。
#

ら
の
芸
術
が
わ
れ
わ
れ
に
た
い
し
て
も
つ
魅
力
は
、
そ
れ
が
お
い
た
つ
基
礎
を
な
し
た
未
発
展
な 

社
会
段
階
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
<
魅
力
は 

>、
む
し
ろ
こ
う
い
う
社
会
段
階
の
結
果
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
芸
術
が
そ
の
も
と
で
発
生

し
、
し
か
も
そ
の
も
と
で
だ
け
発
生
す
る
こ
と
の
で
き
た
未
熟
な
社
会
的
諸
条
件
が
、
け
っ
し
て
ふ
た
た
び
か
え
っ
て
き
は
し
な
い
と
い
う
こ

、

;

 

§

と
と
、
不
可
分
に
む
す
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る」

。

永
遠
の
魅
力
を
湛
え
て
い
る
人
類
の
歴
史
的
幼
年
時
代
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
高
い
評
価
は
、
.何
か
し
ら
、
人
類
の
未
来
社
会
H
共
産 

主
義
社
会
へ
の
想
い
を
秘
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
共
同
体
の
讃
美
で
は
な
く
、

「

け
っ
し
て
ふ
た
た
び
か
え 

っ
て
き
は
し
な
い」

未
熟
な
社
会
の
発
展
段
階
の
産
物
と
し
て
そ
の
魅
力
を
と
ら
え
て
お
り
、
む
し
ろ
生
産
力
の
発
展
は
、
永
遠
の
魅
力
を
湛
え 

た
ギ
リ
シ
ア
社
会
を
も
過
去
の
も
の
と
し
、
資
本
の
本
源
的
蓄
積
の
過
程
に
よ
っ
て
、
共
同
体
的
な
規
制
は
、

ョ
ー
.
口
ッ
パ
の
場
合
、
徹
底
的
に 

崩
壊
せ
し
め
ら
れ
る
.こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
が「

資
本
論」

で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
も
こ
の「

共
同
体」

の
問
題

に
早
く
か
ら
関
心
を
示
し
、

一
八
四
八
年
の
ド
イ
ツ
三
月
革
命
S

後
、

一
八
五
0
年
、

「

ド
イ
ツ
農
民
戦
争」
に
お
い
て
は
、
農
村
共
同
体
の 

崩
壊
と
陪
級
嚴
争
の
麗
に
ふ
れ
、
ま
た
晚
年
の一

八
八
四
年
、
六
三
歳
の
と
き
に
、

.

「

家

族
•
私
有
財
産
お
よ
び
国
家
の
起
源」

を
書
き
、
こ 

れ
に
よ
っ
て
、
原
始
共
産
制
社
会
の
.態
様
に
た
い
す
る
認
識
を
深
め
た
の
で
あ
っ
た
。

.

こ
の
よ
う
に
、

ヨ
丨
ロ
ツ
パ
社
含
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
か
ら
市
民
革
命
の
本
格
的
廣
の
過
程
で
、
徹
底
的
に
そ
の
基
盤
を
掘
り 

く
ず
さ
れ
る
1

っ
た
共
同
体
が
、
ア
ジ
7

お
よ
び
そ
の
他
の
諸
地
域
に
お
い
て
は
何
故
に
か
く
も
長
く
支
配
的
で
あ
り
え
た
か
と
い
う
問
題
こ 

そ
、
彼
ら
の
重
要
な
麗
で
t

が
、
わ
た
く
し
は
い
ま
こ
の
問
題
に
ふ
れ
.る
こ
と
は
さ
し
控
え
.な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
共
産
主
義
本
命 

が

西

ヨ

ロ

ツ

ノ

で

は

な

く 

A

ヨ—

ロ
ツ
ハ
お
よ
び
ア
ジ
ア
に
お
い
て
勃
発
し
、
し
か
も
成
功
し
え
た
の
は
、
実
に
こ
の
共
同
体
的
遺
制
と 

密
接
な
開
連
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
と
ど
め
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

マ
ル
ク
ス
と
ニ 

W

ル
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
第
1

©
植
民
地
と
し
て
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
.S

け

る

霞

麗

に

深
 

L
関
心
を
も
っ
て
V
た
そ
れ
は
何
よ
り
も
植
民
地
的
支
配
と
地
主
的
土
地
所
有
の
も
と
で
の
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
く
収
奪
の
頃

向
を
、
"f
4: 

伟
蓄
積
の
ー
般
的
法
1|
の
例
証
と
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
農
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
大
規
模
な
叛
乱
に
よ
っ
て
、
ア
r

レ 

ラ
ン
ト
に
お
け
る
地
主
的=

資

本

家

的

土

地

所

有

す

な

わ

ち

.イ

ギ

リ

ス

資

本

主

義

が

大

打

擊

を

う

け

、

資
本
主
義
打
倒
の
た
め
の
取
命
の
狼
火
と 

し
て
の
意
義
を
期
待
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
は
、
実
際
に
は
、
..
.資
本
家
的
大
農
経
営
が
進
み
、
共

同

体

の

義 

が
掘
り
く
ず
さ
れ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
共
同
体
的
規
制
の
根
強
い
：a

孓

に

お

こ

り

、
そ
れ
が
そ
の
後Q

プ

a

レ
タ
リ
ア
#
 

命
を
規
定
し
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
そ
れ
は
、
資
本
主
義
の
不
均
等
量
の
法
則
と
根
強
い
共
同
体
の
残
存
に
よ
り
、

口
シ
ア
に
お
い
て
、
資 

本
制
蓄
積
の 

一
I

法
則
と
し
て
の
窮
乏
化
法
則
が
、
世
界
史
に
類
例
を
み
な
い
ほ
ど
の
き
び
し
I

も
っ
て
貫
徹
し
.た

か

ら

£

か
な
ら
な 

ぃ
。

.

.

.

資
本
の
本
源
的
震
の
過
程
に
よ
っ
て
、
共
同
体
の
崩
壊
が
徹
底
的
に
お
し
す
す
め
ら
れ
、
資
本
制
生
産
様
式
が
支
配
的
と
な
っ
た
西
ヨ
丨
ロ
.

,「

資
本
論」

.
と
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
労
働
運
動 

八

七

(

一
〇
七
九)
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八
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1

〇
八
〇) 

ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
は
デ
ま
さ
し
义
マ
ル
タ
ス
と
^
ン
ゲ
ル
ス
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
.彼
ら
が
す
で
に
ー
\
五
0

年
代
こ
4 

い
て
洞
察
し
て
い
た
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
の
問
題
、
そ
の
東
洋
的
停
滞
性
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
革
命
と
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う 

.か
：.
.
_国
革
命
を
想
4

と
き
、：.実
に
革
命
に
と
っ
.て
の
+も
.っ
と
も
重
要
な
条
件
の
.ひ
と
.つ
と
し
て
、
と
，の
•
ア

ジ

ア

的

生

産

と

共

同

体

の

問

週
 

が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。：
レ
ー
ニ
ンg

一
 

国
社
会
主
義
の
‘理

論

は

、
，
マ
：
ル

ク

ス

主

義

の

革

命

理

論

.の

レ

..丨

二
ン
に
よ
る
帝
国
主
義
段
階
に
お
け
る 

い
わ
ば
応
用
で
あ
っ
：た
。
す
な
わ
ち
、：
発
展
し
た
資
本
主
義
諸
国
に
お
け
る
窮
乏
化
法
則
の
緩
和
は
、
実
は
、.
共
同
体
的
桎
梏
の
い
ま
な
お
き
び 

じ
い
国
々
：の
犠
牲
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、：
レ
ー
.ニ
ン
.：の

「

帝
国
主
義J

.

の
結
論
か
^
推

論

さ

れ

る

と

こ

ろ

で

，あ

り

、

そ
の
意 

味
^
お

-
^
て

は.r
乏
ィ
法
貝
は
.
.今
日
：.
'絶̂
対
的
に
4
相
対
的
に
.
-%

妥
当
す
る
の
で
あ
る
'°
.そ
れ
ゆ
ぇ
に
こ
そ
.、

.

「

資
本
^'
,
は
い

ま

^

^

，

.
 

革
命
理
論
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
.
。

' 

.

.

.

.

.

.

.

(

1)

マ
ル
ク
ス
とH

シ
ゲ
ル
ス
は
、1

八
八
ニ
年
•

「

共
産
党
宣
言
；
の.ロ
シ
ア
語
版
序
文
に
、
ョ
ー
.
•ロ
ッ
パ
の
資
本
主
義
が
、

一
八
四
八
年
の
.時
代
と
は
到
g 

比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
：ど
変
っ
た
理
由
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ロ
シ
ア
が
、
そ
の
.当
時
に
比
べ
て
、
経
済
的
に
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
に
至

っ

た
. 

か
ら
だ
と
し
て
い
る
が
'
と

く

，に
、
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
の
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

「

そ
れ
で
は
、
ロ
シ
ア
は
ど
う
か
！

一
 

八
四
八—
四
九
年
の
革
命
の
と
き
に
は
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の

君
主
た
ち
だ
け
で
な
く
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
ブ
レ
ジ
ョ
ア 

も
ま
た
、
よ
う
や
く
め
ざ
め
か
け
て
い
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

I
.ト
か
ら
自
^̂
た
ち

を
守
っ
て
く
れ
る
唯
一
の
救
い
は
、
ロ
シ
ア
の

干
渉
で
あ
る
と
み
て
い
た
。

ツ 

ア
，1

リ
は
ョ

I
 

ロ

ッ
。ハ
の

反
動
派
の
首
領
で
あ
る
、
と
宣
言
さ
れ
^
。
'今
日
で
は
、
彼
は
ガ
ッ

チ
ナ
で
革
命
の
捕
虜
と
な
っ
て
お
り
、
ロ
シ
ア
は
ョ
ー
口
ッ
。、
 

の
革
命
的
行
動
の
前
衛
2
な
っ
て
い
る
0 

,

『

共
産
党
宣
言』

の
課
題
は
、
近
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
の
解
体
が
、
不
可
避
的
に
せ
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
蕃
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
.。
と
こ
ろ
が
、
ロ
 

シ
ア
で
は
、
資
本
主
義
の
狂
熱
が
急
速
に
開
花
し
、
ブ
ル
ジ
：ョ
ア
的
土
地
所
有
が
発
展
し
.か
け
て
い
る
そ
の
.半
面
で
、
土
地
の
：大
半
が
農
民
の
共
有
に
な
っ
て 

4
こ
で
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
ま
れ
る
。

p'
i
y'
か
#'
於
4

1#'(

ォ
ブ

.シ
チ
ナ)

や

?>
'
ど
<'
<'
於

か

で

か

い

’
%'
、
^

日
か

+'
lk
' 

共
有
の
形
態
で
ぁ
る
が
、
こ
れ
か
ら
直
接
に
、
.墓

霧
；
^
な

共

！

い

、

A
i '
l :

6
霞

i

.

そ
れ
と
も

反
2

、
 

農
1
ザ

'^
^
:
:
^
、、
4

,
'?
、又
に
、
西
欧
ゆ
歴
史
的
発
ボ
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
同
じ
解
体
過
程
を
た
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
セ
あ
ろ
う
か
？

.
こ

問

S

た
ぃ
.し
て
今
日
与
え
る
こ
と
の
か

^'
か
た
だ
か
と
へ

S:
H

6
と
か
り
か

^>
る
。

i>
',
レ

，

P 

'

い
T
f;
m

か
。ハi i 

iy'
T'
^'
f :
か

ぃす
る合
図と
なっ
て、

ii

か

が

た

が

い

塞

6

 

Pいハ
か

±'
贫をぼ、

.袈
錾
釔

^

〔

ト

，
八
ニ
年
、

「

共

橐

宣

言」

ロ
シ
ア
語
版
序s
 Marx/Engels, 
w

l

,
 

Bd. 

4

 

S
S

. 575-576.

邦
訳
大
月
版
、
五

九

〒

五

九

三

頁

。
®

し
傍 

点
弓
用
者)

。

(

2こ)

と

し

へ

ス

タ

I
リン
時代

」
(

一九
六六
年、
盛田
書店

)

第五
章、
ー固
社会
主義
論の
論理
は

、

,

(

3) 

. E
d
l

 B
e
r
l
i
n
;

 

Die v
o
r
i
l
l
n

 des Sozialismus und die A
u
f
l
n

 der sozialdikratie,

I
I
, 

n
l 

v

i

l

e 

I

n

 

I

f
ド

I

,
 

戸
原
四
郎
訳「

社
会
主
義
の
蓮
と
社
会
屋
党
の
任
務」

(

世
界
大
塁
全
集
、
社
会

.
宗
教

•
科

学

墨

篇

5

 

洱
出
書
房
新
社
、
一
四
六
頁
。
訳
文
は
専
ら
こ
れ
に
よ
る
。) 

'

(

4) 

Marx/Engels, Werke, Bd. 2. S. 
6
4
5.
邦
訳
第
ニ
卷
六
四
七
頁
。

(

5)

、
資

本

制

的

蓄

の

一

般

的

法

則

は

、
他
の
あ
ら
ゆ
る
法
則
と
同
様
に
、
そ
の
実
現
に
際
し
て
多
様
な
諸
事
情
に
よ
っ

て
変

更

さ

れ

る

こ

と

を

、

も
ち
ろ 

ん

i
二

ク

ス

は

認

め

て

い

る

の

で

あ
っ
て
、

.た
と
え
ば
、

「

絶
え
ず
膨
脹
し
つ
つ
、
資
本
主
義
的
生
産
過
程
そ
の
も
の
の
機
構
に
よ
っ

て
訓

練

さ

れ

結

集

さ 

れ

I

さ
れ

I

働

者

階

級

の

反

抗

の

増

大

も(
「

資
本
論」

第
一
卷
第
四
分
冊
、
岩
波
文
庫
、

■

九
頁)

、
璧

化

法

則

を

修

正

す

る

と

い

わ

な

窮

に

つ

い

S

、
遊

部

久

蔵

編

著

「『

資
本
論』

研
究
史」

の
第
三
章
窮
乏
化
論

(

井
村
喜
代
子

)

が
参
考
に
な
る
。
ま
た
服
^
英 

- 

i

政
策
S

と『

窮
乏
化
法
則

』」
(

服

菱

太

郎

著

作

集V
、「

国
家
独
占
資
本
主
義
社
会
政
策
論

」

所
収)

お
よ
び
金
子
ハ
ル
才r

現
_

で
の
窮 

U

M

f
 

r
」、

宇
高
、
島

篇「

マ
ル
ク
ス
経
済
学
靈」

.

2「

現
代
帝
国
主
義
論」

.有

蘭

、
一
九
六
四
年
所
収)

も
示
唆
的
な
論
文
で
あ
る
。
そ
の 

丨
や
や
么
式
^
:て
は
あ
る
ガ
、J

l
n
K
u
l
s
k
i

の
諸
著
作(

た
と
え
ば
、「

絶
対
的
窮
乏
化
論」

、
新
川
士
郎
訳
、有

薩

)

が
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ 

る
ま
た
最
近
で
は
：
ゥ
ァ
ル
ガ
の
注
目
す
べ
き
見
解「

資
本
主
義
経
ぎ
学
の
謹
題」

(

村
田
陽
|
、
.堀
江
正
規
の
訳〈

岩
波
書
店〉

)

も

紹
介
さ
れ
て

、

i

。
 

(

e)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
原
田
一
1

5「

帝
国
主
義
の
理
論
的
位
置」

(

東
北
大
学
経
済
学
部
、
研
究
年
報「

経
済
学」

、
第
二
一
巻
第
二
号
、

一
九
五
.
年̂
S
 

お
よ
び
佐
藤
金
三
郎「

『

資
本
論』

と

『

富

義

論

』
」
(「

思
想j

一
 

九
六
七
年
五
月
号
所
収)

に
負
ぅ
と
こ
ろ
が
多
い
。

(

7)
.

エV

ヶ
ルK

「
『

ィ

ギ

リ

ス

に

お

け

る

労

働

者

階

級

の

扶

態』

，
.の

一

八

九

ニ

年

ド

ィ

ツ

履

へ

の

序

言」

、

w

l

, 

Bd. 

2,. s.. 646.

邦
訳
六
七
五
頁
。
 

( 00)

レ
丨

ニ

ゾ

「

資
本
主
義
の
最
高
の
段
階
と
し
て
の

帝
国
主
義」

宇
高
甚
輔
訳

.(

岩
波
文
庫)

ニ
〇
一
頁
。
な

お

、

こ

の
問
題
に

つ
い

て
,,
、

清
水
嘉

治
 

「

帝
国
主
義
論
研
究
序
説」

(

有
斐
閣
、

一
九
六
，五
年)

第

五

章

「
『

帝
国
主
義
論』

と
不
均
等
発
展
の
法
則」

が
有
益
で
あ
る
。

?

-
レ
丨
ユ
ン
前
掲
書
、

一
四
六
5

下
。
な
お
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、’
石
母
田
•正

「

続
•
歴
史
と
民
族
の
発
見
，丨

人
間
•

抵
抗
.
学
風
I

 

$

 

大
出
版
会
一
九
五
三
年)

ニ
五
四
頁
、

「

民
族=

植
民
地
問
題
に
お
け
る
一
つ
の
問
題
に
つ
い
て」

を
参
照
。
 

. 

-

「

資
本
論」

.と
ョ
|

ロ
ッ
.
パ

労

働

運

動

 

_
_

八

九

(

一

0

八
一)



• 

九
〇

(

ー
〇
八
ニ)

(

10)

.レ
I 
ニ
ン
、
前
掲
書
、

一

〇
ー
，ニ
頁
。

(
11)

前
掲
、

一
〇
三
直
。

(

12)
前
掲
、
1
六
ー
一
頁
。. 

'

(

13)
前
掲
、
ニ
〇

一
頁
。

(

14)

.マ
ル
ク
ス「

ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
八
日」

の
一
八
六
九
年
版
の
序
文
、

「

マ
ル
ク
ス
• H

ン
ゲ
ル
ス
選
集」

大
月
版
、
四
二
三
頁
。

(

15)

レ丨
>1

ン
「

帝
国
主
義
と
社
会
主
義
の
分
裂」

(

国
民
文
庫
版
'

「

帝
国
主
義論」

、
堀
江

邑
ー
訳
、
所
収)

。

(

16)

マ
ル
ク
ス「
経
済
学
批
荆」

(

岩
波
文
庫
版)

一
四
頁
。

(

17)

マ
ル
ク
ス
前
掲
書
、
三
一
頁
の
註
参
照
。

(

18) 

M
a
r
x
/
E
n
g
e
l
s
,

 

W
e
r
k
e
,

 

Bd. 
3
‘ .SS. 

2
3
f
f
.

邦
訳
、
全
集
、
第
三
巻
一
八
頁
以
下(

一フォイエル、
、

ハ
ッ
ハ
、
A
、イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
一
般
、
と
く
に

ド
イ
ッ
•
イ
デ
ォ
ロ
ギ
I)

。
 

：

(

19)
「

歴
史
の
し
め
す
と
こ
ろ
で
は
、
む
し
ろ
共
同
所
有(

G
e
m
e
i
n
e
i
g
e
n
t
u
m
)
(

た
と
え
ば
イ
ン
ド
人
、
.
ス
ラ
ヴ

人
、
古
代
ヶ
ル
ト
人
等
々

の
ば
あ
ハ
の

)

 

が
げ
有
の
本
源
的
形
態
で
あ
っ
て
こ
の
形
態
は
、
共
同
体
所
有(

G
e
m
e
i
n
d
e
-
e
i
g
e
n
t
u
m
)

と
い
ぅ
姿
で
、
な
お
長
い
あ
い
だ
一
つ
の
重
要
な
役
割
を
演
じ 

て
し
る」

(

マ
ル
ク
ス「

経
済
学
批
判
要
綱」

(
草
案)

一
八
五
七—

五
八
年
、
|间̂
木
幸
ニ
郎
監
訳
、
大
月
店
、第

一

分
册
序
説

一

九
頁

。)

20)
「

資
本
論」

に
お
V
て
は
、
き
わ
め
て
広
汎
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
叙
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
繁
雑
に
わ
た
る
の
で
割
愛
す
る
が
、
詳
細
ニ
つ
い 

て
は
、
本
田
喜
代
治
編
訳

「

ァ
ジ
ァ
的
生
産
様
式
の
問
題

」
(

岩
波
書
店
、

一
九
六
六
年)

を
参
照
の
こ
と
。

§

「

経
済
学
批
判
要
綱」

Q

な
かQ

一
 

部
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た(

邦
訳
、
第
三
分
冊
四
〇
七
頁
以
下)

こ
の
部
分
は
、
単
独
の
論
文
と
し
て
も
あ
つ
か
わ
れ 

る
。
マ
ル
ク
ス「

資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態」

(

青
木
文
庫
、
岡
崎
I

訳)

。
な
お
、
大
塚
久
雄「

共
同
体
の
基
礎
理
論
丨

経
済
史
総
論
麗
案」 

(

岩
波
書
店

)

は
"
こ
れ
か
ら
い
ち
じ
る
し
い
影
響
を
ぅ
け
て
書
い
た

著
作
と

し
て
興
味
深
い
。

(

22)

前
掲
、
批
判
要
綱
、
第
一
分
冊
、
ニ
七
頁
。

.

(

23)

前
掲
書
、
三
三—

三
四
頁
。

24)

ァ
シ
ァ
的
生
産
様
式
と
共
同
体
的
所
有
の
問
題
と
の
関
係
は
む
ず
か
し
く
、
筆
者
に
と
っ
て
も
充
分
に
理
解
で
き
た
と
は
い
え
な
い
段
階
に
あ
る
。
例
の 

ヴ
ア
ル
ガ
の
論
文「

ア
ジ
ア
的
生
産
様
式」

に
よ
る
と
、
彼
自
身
も
、

マ
ル
ク
ス
の
仮
説
の
正
し
さ
に
つ
い
て
、
十
分
な
麗
を
も
つ

て
い
な
い
こ
と
を

の
べ 

て
い
る(

ヴ
ァ
ル
ガ
、
前
掲
書
、
三
八
六
丨
四
一
六
頁)

。

わ
た
く
し
は
こ
こ
で
、
中
国
の
文
化
大
革
命
に
想
い
を
馳
せ
る
。
共
同
体
の
徹
底
的
な
崩
壊
を
体
験
せ
ず(

そ
の
意
味
で
は
わ
が
国
も
同
じ
で
あ 

る
力)

む
し
ろ
そ
れ
ど
こ
ろ
力
、
共
同
体
的
規
制
の
根
強
い
国
に
お
い
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
が
成
功
し
、
革
命
の
事
業
が
軌
道
に
の
り
、
そ 

の
後
に
お
I
て
フ
ル
シ
ョ
ア

•
デ
モ
.ク
ラ
シ
ー
の
攻
擊
に
接
し
た
場
合
、
ど
う
な
る
か
。
現

在

の「

ソ
ヴH

丨
ト
共
産
主
義」

ル
、
そ
の
も
っ
と 

も
狄
S1
的
な
仞
証
を
わ
れ
わ
れ
に
提
示
す
る
。
共
同
体
の
徹
底
的
な
崩
壊
と
階
級
分
解
、
そ
し
て
そ
の
後
に
つ
づ
く
資
本
制
生
産
，様
式
の
全
面
ぬ 

展
開
、
階
級
闘
争
の
激
化
と
こ
れ
に
つ
づ
く
社
会
主
義
革
命
と
い
う
経
路
を
迪
る
代
り
に
、
共
同
体
の
残
存
と
そ
れ
に
よ
る
生
存
そ
れ
，：

e

体
の
根 

強
い
規
制
を
破
棄
す
る
こ
と
な
し
に
、
む
し
ろ
あ
る
程
度
そ
の
上
に
立
っ
て
社
会
主
義
化
が
上
か
ら
お
し
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
こ
国 

ガ
ひ
と
た
び
、プルジョア

•
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
滲
透
を
う
け
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
危
機
に
際
会
す
る
か
。
現
在
、
.
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
革
命
以 

来
、
今
年
で
五
〇
年
を
迎
え
た
ソ
ヴ
ヱ
ー
ト
共
産
党
の
変
転
は
、
そ
の
意
味
で
、
世
界
の
共
産
主
義
運
動
に
た
い
し
、
深
刻
に
し
て
且
つ
魄
限
の 

教
II
I
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
ソ
論
争
か
ら
最
近
の
文
化
大
革
命
に
至
る
ま
で
の
中
国
に
よ
る
ソ
ヴ
ヱ
ー
ト
に
た

い

す

る

は
げ
し 

い
非
難
、
と

く

に「

修
正
主
義」

攻
撃
は
、
ソ
ヴH

丨
ト
共
産
党
に
と
っ
て
の
苦
悩
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
に
中
国
自
体
い
ず
れ
は
直
面
す 

べ
き
問
題
な
の
で
あ
り
、

「

革
命」

の
点
で
は
ほ
ぽ
似
た
よ
う
な
状
況(

も
ち
ろ
ん
同
じ
で
は
な
い
が)

に
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
看
過
す
る 

こ
と
の
で
き
な
い
問
題
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

農
村
共
同
体
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
の
晩
年
の
思
想
は
、
そ
の
.社
会
主
義
的
共
同
体
へ
の
移
行
の
可
能
性
か
、
あ
る
い
は
西
欧
に
み
る
よ
う 

に
、*
そ
の
.崩
壊
と
階
級
分
解
そ
し
て
資
本
主
義
化
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
農
村
共
同
体
と
社
会
主
義
革
命
の
問
題
と
の
関
連
に
つ
い 

て
い
え
ば
、
そQ

い
ず
れ
で
も
な
く
、
共
同
体
の
不
徹
底
な
分
解
な
い
し
そQ

根
強
い
残
存
と
い
う
.条

件

の

も

と

に

^
-
命

を

急

速

に

成

就

さ

せ

ね 

ば
な
ら
な
か
っ
た
共
同
体
的
土
地
所
有
そ
の
も
の
は
、

一
応
、

社
会
主
義
革
命
に
よ
っ
て
解
体
さ
せ
ら
九
、

新
た
に
社
会
主
義
的
に
Fi
編
成

「

f-
オ
r

Jと
ヨ
ー
ロ
ッハ
労
働
運
動 
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さ
れ
る
と
し
て
t

上

部

構

馨

の

も

の

は

霊

S

化
艺
め
る
と
と
は
で
：き
な
い
。
中
国
に
お
け
る
文
化
大
革
命
の
過
程
を
簾
す
る
な
ら 

ば
、
そ
のD

U

的
の
ひ
と
つ
.が

こ

う

し

た

思

想

変

^

に
あ
る
ぶ
と
.が

明

ら

か

で

あ

ろ

う

。

ノ
；

 

•

,
ひ
る
が
え
.っ
て
、
わ
が
国
は
ど
う
で
.
あ
ろ
う
か
。

一
九
S

年
頃
か
ら
始
ま
っ
‘た
高
農
長
政
策
の
.も

と

で

、
.農

村共
同
体
は
、

根
底
か
ら
崩 

壊
せ
し
め
ら
れ
て
し
る
農
村
に
お
け
る
階
級
分
解
は
急
速
に
進
ん
で
い
る
i

い

え

と

す

れ

 

ば

' 

わ
が
国
の
場
合
、.
変
举
へ
の
道
は
ど
の
よ
う
な
方
向
を
迎
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

_
T*
_i
、
七
•
七
. 

一
0
_
_

. 

•

〈

追
記〉

資
本
論」

一

〇
〇
年
に
.あ
ん
っ
て
そ
の
記
念
号
に
執
筆
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た

こ
と
に

大
き
な
喜
び
を感
じ
て
い
る
。

「

資
本
，

Cた
、

，
^
る

の
浅
い
響
に
と
っ
て
は
、
' ま
こ
：
^

に
偕
越
な
こ
と
で
あ
る
が
、
平
生
か
ら
、
こ
の
人
類
解
放
か
先
駆
港
に
た
い

す

る

：尊

崇

の

念

厚

く

、

百
年

1̂
ー
度

5 L
i

と
す
れ
f
 Q

機

含

、
思
1

1
端
I

f

せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
I

。
.率
直
に
云
っ
て
、
慶
應
義
證
済
学
部
に
は
、
こ
こ
に
御
執
筆

の
方
々
の
ほ
力
に
す
ぐ
れ
た
多
く
の「
資
本
論」

研
究
者
が
お
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ろ
.い
ろ
な
事
情
で
、
.こ
の
機
会
に
そ
の
方
々
の
御
説
に
接

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
、
か
え
す
が
え
す
も
残
念
に
思
う
も
の
で
I

。
最
後
に
、
編
集
責
任
者
で
あ

ら

れ

る

遊

部

久

蔵

先

生

の

御

厚

齊
L

汝 

し
ま

す 

.

.

.

.

*

て た は

信
用
と
恐
慌
と
の
連
繫
に
つ
い
て

-
-

一
 

つ

の

覚

え

書

一

一

.

飯

田

裕

康

一

問

題

の

所

在
.

ニ
恐
慌
論
体
系
と
信
用
論
㈠ 

三
恐
慌
論
体
系
と
信
用
論
㈡

四

「

速
製」

の
基
本
的
契
機
㈠ 

， 

.

五

「

速
繫」

の
基
本
的
契
機
㈡
 

' 

1 

六
利
子
率
急
騰
の
原
因
論
パ

-L
銀
.行
資
本
の
過
多
と
.貨
幣
資
本
の
不
足

-
-
結̂
語
：に
か
え■て
—

.

—

一

問

題

の

所

在
■

信
用
は
、
元
来
、
商
品
流
通
に
と
も
な
う
商
品
の
価
格
実
現
の
時
間
的
分
離
の
形
態
と
し
て
、
そ
の
自
然
発
生
的
基
礎
を
与
え
ら
れ
た
。

信
节 

‘

似
力
で
貨
幣
の
支
払
手
段
^

^
を
必
然
的
に
と
も
な
う
こ
と
に
ょ
っ
て
、
商
品
流
通
の
拡
大
、
価
格
実
現
を
維
持
す
る
こ
.と
を
可
能
と
し 

こ
の
ょ
う
な
関
連
は
信
用
が
商
品
流
通
に
必
然
的
に
と
も
な
5

貨
幣
流
通
を
基
盤
と
す
る
こ
と
な
く
し
て
な
り
た
ち
難
い

こ
と
を
物
語
っ 

I
.る

同

.時
に
.

こ
う
し
た
関
速
の
破
壊
が
、
支
払
不
能
が
ら
貨
幣
恐
慌
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
を
も
の
が
た
る
。

信
用
と
恐
慌
と
の
連
繫
に
つ
い
て
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