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九
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九
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卜
マ
ス
•

ホ

ジ

ス

キ

ン

の

生

産

力

論
.

——

ト

マ

ス

•
ホ

ジ

ス

キ

ン

の

経

済

学

研

究

㈠——
は

し

が

き

1
、

ホ
ジ
ス
キ
ン
の
課
題
及
び
理
論
的
諸
前
提

ニ
、
生
産
力
論

三
’
生
産
カ
の
発
展
と
労
働
者
階
級
の
状
態
、
及
び
生
産
力
の
発
展 

の
阻
止
的
耍
因
。

む

す

び

は

し

が

き

本
稿
は
ト
マ
ス
•
ホ
ジ
ス
.キ
ン
の
経
済
学
説
の
ぅ
ち
、
生
産
力
論
に
該
当
す 

る
部
分
を
取
り
あ
げ
た
研
究
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
彼
の
経
済
学
の
ぅ
ち
生
産
力
論 

に
該
当
す
る
部
分
は
主
と
し
て
、『

人
民
の
.経
済
学』

(popular Political E
C
?

 

n
o
m
y

 

100
2
7

)

で
极
わ
れ
て
.お
り
、『

労
働
弁
護
論』

(Labour D
e
f
e
n
d
e
d 

1825} 

及

び『

_
然
的
財
産
権
と
人
為
的
財
産
権
比
較
論』

(The 

N
a
t
u
r
a
l

 

a
n
d

 

A
r
t
s
c
i
a
l

 

Right of Property 

100
3
2

)

に
お
い
て
も
、

わ
ず
か
な 

が
ら
、
そ
れ
に
言
及
し
て
い
る
。
本
稿
で
は『

人
民
の
経
済
学』

を
中
心
に
検 

討
す
る
こ
と
に
す
る
。

$
 

代 

光 

朗

一
、

ホ
ジ
ス
キ
ン
の
課
題
及
び
理
論
的
諸
前
提 

一
八
ニ
四
年
に
団
結
禁
止
法(combination 

L
a
w
)

が
撤
廃
さ
れ
て
以
後
、
 

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
運
動
は
.昂
揚
し
た
。
そ
し
て
、
主
要
産
業
の
労
働
組 

合
は
、
賃
銀
引
上
げ
を
要
求
し
て
団
結
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
組
織
し
て
闘
つ 

た
。
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
は
よ
う
や
く
産
業
革
命
を
確
立
し
、
全
体
と
し
て
み 

る
な
ら
ば
、
大
き
な
発
展
の
時
代
に
あ
ら
た
が
、

一
八
ニ
五
年
の
後
半
に
は
最 

初
の
全
般
的
過
剰
生
産
恐
慌
を
招
き
、
は
や
く
も
資
本
主
義
は
自
己
の
内
部
か 

ら
自
己
を
否
定
す
る
矛
盾
を
顕
在
化
さ
.せ
て
き
た
。
.都
市
に
お
い
て
は
、
プ
ロ 

レ
タ
リ
アー

ト
の
抬
頭
と
小
生
産
者
の
没
落
が
著
し
く
な
り
、
こ
れ
ら
の
勤
労 

諸
階
溆
と
資
本
家
の
階
級
対
立
が
激
し
く
な
つ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に 

お
い
て
、
資
本
家
、

地
主
、

及
び
彼
ら
の
政
府
や
彼
ら
の
イ
デ
オ
P
丨
グ
達 

は
、
労
働
者
の
団
結
し
た
賃
銀
引
上
げ
闘
争
は
資
本
を
し
て
、
よ
り
有
利
な
条 

件
を
求
め
て
国
外
に
追
い
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
の 

産
業
は
衰
微
し
て
、
結
局
は
労
働
者
自
身
に
と
つ
て
も
不
幸
の
原
因
に
な
る
で 

あ
ろ
う
と
い
う
口
実
の
も
と
に
、
苒
び
団
結
禁
止
法
を
復
活
せ
ん
と
し
、

一
へ

難

ニ
五
年
に
は
前
年
の
法
律
の
修
正
案
を
通
過
さ
せ
た
。
彼
ら
の
理
論
的
根
拠
は

古
典
経
済
学
、
と
り
わ
け
リ
カ
ー
ド
の
体
系
の
俗
流
的
側
面
で
あ
る
資
本
の
蓄

積
が
国
富
を
増
進
す
る
と
い
う
命
題
及
び
そ
れ
を
さ
ら
に
俗
流
化
し
た
資
本
こ

そ
虫
産
的
で
あ
る
と
い
う
命
題
で
あ
り
、
こ
れ
は
リ
カ
ー
ド
以
後
の
経
済
学
の

混
乱
期
に
お
い
て
、

マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
や
、

賃
銀
基
金
説
と
む
す
び
つ
い

て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
理
論
的
支
柱
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ょ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
•
ホ
ジ
ス
キ
ン(

T
h
o
m
a
s

 H
a
g
s
k
i
n

1
700
7
~
100
6
9

)

は
、
资
本
の
不
当
な
要
求
に
対
し
て
、
労
働
者
階
級
を
弁
護
す
る

と
い
う
実
践
的
課
題
を
自
ら
に
課
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
中
心
的
課
題
は
労

働
渚
の
囲
結
し
た
賃
銀
引
上
げ
闘
争
に
味
方
し
て
、
資
本
家
や
そ
の
ィ
デ
ォ
ロ

丨
グ
達
の
資
本
国
外
逃
亡
論
を
反
駁
し
、
資
本
の
不
生
産
性
を
、
そ
し
て
労
働

こ
そ
が
生
産
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
旁
働
こ
そ
が
生
産
物
の
す
べ
て
を
受
け

と
る
権
利
が
あ
り
、
資
本
の
分
け
前
、
従
っ
て
、
利
潤
は
不
当
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
彼
は
当
時
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

の
理
論
的
支
柱
で
あ
っ
た
、
資
本
蒂
積
が
国
富
を
^
大
さ
せ
る
と
い
う
命
題
、

マ
ル
サ
ス
流
の
人
口
論
、
賃
銀
基
金
説
を
批
判
し
な
け
れ
•似
な
ら
な
か
っ
た
。

彼
は
こ
の
課
題
を
、

リ
カ
I
ド
の
労
働
価
値
説
と
剰
余
価
値
論
を
摂
取
し

て
資
本
の
不
生
産
性
を
暴
露
し
、
資
本
は
そ
れ
が
蓄
積
さ
れ
た
過
去
の
労
働
も

し
く
は
資
本
家
の
手
に
貯
え
ら
れ
た
何
か
あ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
利
潤
を
得

る
の
で
は
な
く
、
労
働
者
の
労
働
及
び
熟
練
に
対
す
る
支
配
権
を
獲
得
す
る
手 

'
、
、
'
、
'
、
、
'
、
'
.
、
.
'
'
、
'
、
、
'
、
こ

(

3) 

,

段
で
あ
る
が
故
に
•そ
の
所
有
者
に
利
潤
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
と
述
べ
て
、
資 

本
物
神
を
不
充
分
な
が
ら
も
批
判
し
、
資
本
の
本
質
の
解
明
に
接
近
す
る
こ
と 

に
ょ
っ
て
達
成
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
彼
は
価
値
増
殖
過
程
を

ト
マ
ス
，
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
生
産
力
論

す
べ
て
労
働
過
程
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
論
証
を
行
お
う
と
し
て
い 

る
。
そ
れ
故
に
、
彼
の
資
本
不
生
産
性
論
は
資
本
に
対
し
て
、
労
働
過
程
に
お 

け
る
主
体
的
要
因
、
即
ち
、
生
'産
.的
労
働
を
単
純
に
対
置
さ
せ
る
こ
と
に
莲
づ 

い
て
い
る
の
.で
あ
り
、
従
っ
て
又
、
生
産
力
論
を
基
軸
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と 

い
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
経
済
学
体
系
の
中
で
は
、
資
本
に 

反
対
す
る
さ
い
に
、
彼
の
い
わ
ば
積
極
的
論
拠
と
し
て
、
生
産
カ
論
が
道
耍
な 

位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
生
産
力
論
に
入
る
前
に
彼
の
経
済
学
の
基
礎
を
な
し 

て
い
る
と
思
わ
れ
る
理
論
的
諸
前
提
の
い
く
つ
か
.に
言
及
し
て
お
こ
う
。

,
⑴

全
労
働
収
益
権
及
び
搾
取
の
認
識
。

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
、

「

す
べ
て
の
富
は
労
働
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。

そ
し
て
労

(

4)

働
の
生
産
物
で
な
い
富
は
何
も
な
い
。」

と
述
べ
、

従
っ
て
、

労
働
に
も
と
づ

く
所
有
の
み
が
正
当
で
あ
り
、
所
有
は
本
来
的
に
は
労
働
に
も
と
づ
く
べ
き
で

あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
自
然
の
法
則
の
命
ず
る
所
で
あ
り
、
彼
は
こ
れ
を
自

然

的

所

有

権(the 

natural right of p
r
o
p
e
r
t
y
)

と
名
づ
け
て
い
る
。
こ
れ

は
彼
に
よ
れ
ば
正
義
の
所
有
で
あ
り
、
労
働
者
の
全
労
働
収
益
権(the right

to 

the 

whole 

produce of l
a
b
o
u
r
)

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

現
在
の
社
会
状
態

に
お
い
て
は
富
の
所
有
は
労
働
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
ず
に
、
何
ら
富
を
生
産

せ
ず
、
従
っ
て
又
、

労
働
を
し
な
い
人
々(

資
本
象
、
地
主
' 

僧
侶)

や
政
府

が
富
を
所
有
し
て
い
る
。
彼
は
こ
れ
を
法
定
財
産
権
或
は
人
為
的
財
産
権
ハt
r

(

6)

legal 

ri.ght 

of 

property,, 

-the artificial right' of p
r
o
p
e
r
t
y
)

と
名
づ
け
て
い 

る
。
彼
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
、
自
然
法
に
逆
ら
う
不
正
義
の
所
有
で
あ
る
。
 

そ
れ
で
は
人
為
的
財
産
権
は
何
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
か
。
彼
ら
は
何
ら
労

九

一

(

五
九
七)

■



使
を
L
な
レ
の
だ
か
ら
.直
接
也
産
者
か
ら
略
奪
す
る
他
は
富
を
所
有
す
る
こ 

と
は
出
来
な
い
。
換
言
す
れ
ば
直
接
生
産
者
は
段
ら
の
生
計
に
必
要
な
労
働
よ 

り
多
く
^

^
働

を(

即
ち
、
剰
余
労
働
を)

労
働
し
な
い
人
々
の
た
め
に
与
え
ね 

は
な
ら
な
い
。
彼
は
こ
こ
で
不
生
産
階
級
の
搾
取
を
認
識
す
る
。
し
か
し
、
ホ
ジ 

ス
キ
ン
の
摔
取
の
^
識
は
韵
然
的
所
有
権
に
反
す
る
も
ゆ
、
全
労
働
収
益
権
を 

侵
害
す
る
も
^
と
し
て
把
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
搾
取
に
も
と
吵
く

所
有
は
ト 

JH
義
な
•
不
当
な
/^
有
と
し
て
極
め
て
倫
理
ち
备
か
に
理
解
さ
れ
て
^
レ
。
そ 

し
て
彼
は
こ
の
よ
う
な
不
正
義
な
所
有
は
取
り
除
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え 

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
彼
の
^

:
は
こ
の
不
正
な
所
有
を
維
持
す
る
H
的 

で
つ
く
ら
れ
て
い
る
法
律
や
、
政
治
や
、
国
家
権
力
に
集
中
す
る
。
だ
が
彼
丈 

搾
取
を
経
済
的
な
過
程
と
し
て
把
握
し
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
社
会
の 

利
潤
は
資
本
家
が
、
土
地
貴
族
か
ら
う
け
つ
い
だ
他
人
の
.労
働
に
対
す
る
支
配 

m
に
よ
る
の
で
あ
り
"
土
地
貴
族
め
支
配
は
彼
ら
に
よ
る
土
地
の
占
有
に
起
源 

を
発
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

「

土
地
の
占
有
は
剣
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の 

で
あ
っ
て
、
法
律
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
し
か
し
法
律
は
剣
が
獲
得
し
た
も
の 

を
後
で
維
持
し
よ
う
と
し
た
。」)

の
で
あ
る
。

⑵

自
然
と
人
為

さ
て
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
現
在
の
社
会
状
態
、
即
ち
資
本
主
義
社
含
搾
取
に 

つ
し
て
先
の
よ
う
に
認
識
し
た
後
に
、
資
本
主
義
社
会
そ
.の
も
の
の
一
層
の 

1

フ
す
す
む
の
で
あ
る
が
、3 ^
の
際
、
彼

が

採

用

し

た

方

法

は

良

乞 

為
の
対
立
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
そ
の
も
の
は
ジ
ョ
ン
.
ロ
ッ 

ク
の
自
然
法—

即
ち
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
封
建
制
を
批
判
す
る
た
め
に
用 

t
た
も
の
て
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
間
で
は
既
に
べ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義

九1
1

(

五
九
八)

に
と
つ
て
か
わ
ら
れ
陳
腐
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
こ
の
ブ
レ 

シm

ァ
革
命
の
證
を
も
っ

て
、勤
労
諸
階
級
の
.立
場
か
ら
、ブ
ル

ジ
ョ
ァ

?t
 ̂

を
批
判
し
た
の
で
あ
る
が
、問
題
は
彼
が
こ
の
.方
法
に
よ
っ

て
、ど
の

程
度
ま
で 

資
本
主
義
社
会
の
矛
盾
、
•

艺
塞
撕
於
か
か
昏
を
把
握
し
ぇ
た
か
、
或

は
、
こ
の
方
法
が
ど
の
程
度
ま
で
そ
れ
を
把
握
す
る
の
I

効
な
方
法
で
あ
っ 

た
か
と
I
う
こ
へ
^

で
あ
る
。
ホ
ジ
ス
キ
ン
が
解
釈
し
て
い
る
自
然
と
い
う
の
は
、
 

彼
に
よ
.
ば̂『

判』
(
D
e
i
t
y
)

と
も
同
義
語
で
あ
り
、
を

客

於

か

^ '
1 |
1
'
を
も
っ 

て
す
へ
て
を
統
制
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
の
社
会
に
お
い
て
は
、
掛 

然
の
法
則
は
人
口
の
増
加
、
知
識
及
び
発
明g

増
加
、
分
業
の
拡
大
、
生
産
力 

の
発
展
を
蹇
し
、：<

類
が
そ
の
法
則
に
従
う
か
ぎ
り
は
生
産
力
は
無
限
に
楽 

展
す
る
と
い
う
の
で
I

。
又
、
息

S

則
に
よ
れ
、

自
然 

的
財
産
権
は
縮
小
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
狩
獵
か
ら
牧
畜
へ
、
牧
畜 

か

ら

農

業

へ
さ

ら

に

、.
技
術
段
階
の
低
い
農
業
か
ら
農
業
に
お
け
る
技
術
の 

改
善
へ
と
い
う
、
生
産
の
技
術
的
変
化
に
と
も
な
っ
て
、自
然
が
、人
類
の
労
働 

の
顿
囲
及
び
そ
の
生
活
^
|
|
^
品
の
範
囲
に
従
っ
て
設
定
す
る
•
必
要
な
土
地
而 

1
が
縮
小
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
上
う
に
し
て
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
は4

'

を
か
o> 

1
展
を
自
然
の
法
則
t
よ
，
も̂
か
と
ん
わ
し
^
,
h

^

l
L ^
か
し
、
/5
f
'を
私
^ :j 

関
し
て
は
，
自
然
的
社
会
と
い
う
の
は
、
全
労
働
収
益
権
の
実
現
さ
れ
る
社
会 

で
あ
っ
て
、§

)

然
的
財
産
権
ば
量
的
に
は
変
化
す
る
が
質
的
に
は
何
ら
変
化
を 

せ
ず
、
*=
不
動
点』

で
あ
り
、
.現
実
的
な
も
の
に
対
す
る
理
想
的
な
も
の
、

下 

正
義
に
対
す
る
正
義
と
し
て
観
念
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
 

彼
は
人
為
を
自
然
に
対
す
る
侵
害
と
し
て
、
不
正
義
と
し
て
汜
え
、
人
為
分
け 

産
をS

然
的
財
産
に
対
す
る
侵
害
に
も
と
づ
く
財
産
と
規
定
し
、
具
本
的
に
丈

地
主
に
よ
る
土
地
と
農
奴
の
所
有
、
資
本
家
に
よ

る
利
潤
及
び
資
本
の
所
有
が 

そ
れ
で
あ
る
と
し
た
。
従
っ
て
、
彼
は
、
現
在
の
財
産
制
度
に
も
と
づ
く
社
会 

即
ち
、
資
本
主
義
社
会
を
も
自
然
的
社
会
に
反
す
る
人
為
的
な
、
不
正
義
の
社 

会
と
な
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
商
然
法
の
特
徴
で
あ
る
。
 

だ
か
ら
、
彼
は
経
済
学
に
お
い 

1
て
と
同
様
に
、
そ
の
理
論
的
諸
前
提
に
お
い
て 

も
ブ
ル
ジ

S
ア
ジ
ー
の
武
器
を
、
勤
労
諸
階
級
の
立
場
か
ら
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー 

に
向
け
て
、
逆
用
し
た
の
で
あ(

が
。

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
生
産
力
と
生
産
関
係
の
矛
盾
を
自
然
と
人
為
と
の
対
立
と
.い 

う
極
め
て
、
幼
稚
で
素
朴
な
表
現
の
中
に
お
い
て
砂
か
咖
卜
認
識
し
た
の
で
あ 

っ
た
。
彼
の
用
い
た
こ
の
方
法
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
M '
i
iか
科
学
的
批 

判
の
た
め
の
武
器
に
な
り
得
た
の
で
^>
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存
す
る
資
本
主
義 

社
会
の
す
べ
て
の
矛
盾
を
岛
然
的
な
も
の
、
宿
命
的
な
不
可
避
的
な
も
の
と
し 

て
是
認
し
、
肯
定
し
よ
う
と
す
る
俗
流
的
な
資
本
弁
護
論
に
対
し
、
彼
は
自
然 

と
人
為
の
対
立
と
い
う
両
刃
の
剣
で
立
ち
向
か
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ホ
ジ
ス 

キ
ン
は
人
口
の
増
加
と
労
働
者
階
級
の
貧
困
を
由
然
必
然
的
か
関
係
と
し
て
正 

当
化
し
よ
う
と
す
る
俗
物
マ
ル
サ
ス
に
対
し
て
、
自
然
的
な
社
会
に
お
い
て 

は
、
人
口
の
増
加
こ
そ
生
産
力
を
増
大
せ
し
め
、
人
類
社
会
を
無
限
に
発
展
せ 

し
め
る
決
定
的
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
在
の
人
為
的
社
会
に
お 

ぃ
て
ば
资
本
家
が
労
働
者
階
於
わ
斯
私
ヤ
?)
'
こ

と

が

於^ '
か
L

か
M '
® '
か

V 

り
、
人
口
の
増
加
を
逆
に
妨
げ
、
結
局
、
人
類
社
会
の
進
歩
を
妨
げ
て
い
る
と 

考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
サ
ス
流
の
入
口
論
は
、
資
本
家
が
労
働
者
階 

級
の
贫
困
の
原
因
がs

分
^

の
搾
取
に
あ
る
こ
と
を
ご
ま
か
.す
た
め
の
ロ
-実
に 

す
ぎ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
倥
然
と
人
為

ト
マ
ス
*
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
生
産
力
論

の
対
立
と
い
う
図
式
に
ょ
っ
て

は

、

生
産
力
と
生
産
関
係
の
矛
盾
は
正
し
く
認 

識
さ
れ
得
な
い
。
彼
ば
奴
隸
制
、
封
建
制
、
資
本
制
と
い
う
、
特
定
の
歴
史
的 

な
生
産
関
係
に
.も
と
づ
く
社
会
を
、
す
べ
て
、
自
然
に
対
す
る
人
為
の
侵
害
と 

み
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
侵
害
の
内
容
は
、
彼
に
ょ
れ
.ば
、
暴
力
、
法 

律
、
政
治
、
国
家
と
い
っ
た
.も
の
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
経
済
ル
的
な
諸
制
度
を 

意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
を
被
は
社
会
朐
諸
規
制(social 

regulations)

と
名 

づ
け
て
い
る
が
、
資
本
家
や
地
主
は
単
に
こ
の
社
会
的
諸
規
制
の
担
い
手
と
し 

て
し
か
把
握
さ
れ
て
い
ず
、
歴
史
的
に
特
殊
な
生
^
!
関
係
と
し
て
の
資
本
及
び 

土
地
所
有
の
人
格
的
表
現
と
し
て
は
把
え
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
彼
に
お
い 

て
は
、資
本
家
、地
主
、僧
侶
、国
家
は
す
べ
て
立
法
家
階
級(legislating 
0

1
 

と
い
う
概
念
で
一
括
し
て
把
え
ら
れ
、資
本
は
、生
産
関
係
で
は
な
く
て
資
本
家 

が
詐
欺
行
為
を
行
う
た
め
に
発
明
し
た
用
語
と
し
て
、
即
ち
ち
L

b
於4

と 

し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ホ
ジ
ス
キ
ン
に
お
い
て
は
結
局
の
と
こ 

ろ
、
生
産
関
係
は
上
部
構
造
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
い
正
し
く
認
識
さ
れ
る
こ
と 

が
出
^f

な
い
。
彼
は
階
級
支
配
を
認
識
し
て
は
い
た
が
、
そ
れ
を
上
部
構
造
的 

に
し
か
把
え
な
か
つ
た
の
で
、
少
な
く
と
も
彼
の
も
っ
と
も
卓
越
し
て
い
た
時 

期

(

一
八
二
三
年〜

三一

一
年)

に
お
い
て
は
国
家
や
法
律
の
階
級
性
を
認
識
し
1
 

そ
の
立
場
か
ら
批
判
し
て
い
た
に
も
か
か
如
ら
ず
、
資

本(

或
は
資
本
家)

と
国 

家
及
び
法
律
の
相
互
の
関
速
を
正
し
く
把
握
し
な
か
っ
た
た
め
に
結
局
、
晩
年 

に
は
単
に
国
家
一)

般
、
法
律
一
般
、
政
治
一
殷
に
対
す
る
批
判
に
移
っ
て
い
っ 

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
彼
は
又
、
人
類
の
歴
史
を
自
然
と
人
為
の
闘
争
及
び
前 

者
の
後
者
に
対
す
る
勝
利
の
過
程
と
し
て
把
え
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
 

彼
は
也
産
諸
力
の
発
展
と
生
産
諸
関
係
の
矛
盾
、
及
び
也
産
諸
関
係
の
変
化
を

•A
三

.

(

五
九
九)



漠
然
i

然
の
人
為
に
.対
す
る
勝
利
と
し
て
麗
し
て
い
る
の
で
あ
I

、
し 

ヵ

し

あ
く
ま
で
そ
の
程
度
の
麗
で
し
か
な
く
、
決
し
て
、
生
産
諸
力
と

生 

產
諸
関
係
の
矛
盾
そ
の
も
の
と
し
て
把
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ホ
ジ
ス
キ
ン
.
.
'

 

に
は
、
明
確
に
生
産
関
係
と
い
う
概
念
は
な
い
の
で
あ
る
。
従

0

て
1、
ス
タ
丨 

ク

や

ァ

レ

ヴ

ィ

が

ホ

ジ
K

キ
ン
の
歴
史
観
を
史
的
唯
物
論
を
含

ん

で

い
る
と 

力

ボ

言

葉

の

正
し
い
露
で
史
的
唯
物
論
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
は
誤

ま 

り

で

あ

る

ホ
ジ
^

^
ン
は
認
®

的
に
は
ロ
ッ
ク
や
べ
ィ
コ
ン
の
機
械
勺
隹 

物
論
を
麗

し

て

ち

り

、
彼
の
歴
史
理
論
に
お
い
て
は
自
然
と
人
為
と
の
対
ハ 

f
絶
対
的
で
機
械
的
な
対
立
と
し
て
把
え
ら
れ
、
生
産
力
視
点
が
中
心
に
す
七 

ら
れ
て
し
る
.意
味
に
お
い
て
は
唯
物
論
的
で
あ
る(g)、

同
時
に
、
彼
に
お
け
る 

自
然
と
人
為
の
対
立
は
證
と
現
実
と
の
対
立
で
あ
つ
て
、

そ
の
意
味
に
お
、

て

.彼
の
歴
史
観
は
目
的
論
的
で
あ
り
、
観
念
的
で
あ
"が)
。
彼
は
、
歴
史
を
、

等
実
上

は

原
始
共
同
体
-
奴

雷

-
封
建
制
I
貨
銀
奴
隸
制

(

資
本
制)

と
し 

て
進
化
の
過
程
と
し
て
把
免
て
い
る
が
、
こ
れ
は
歴
史
的
妻

が

そ
の
ょ
う
な 

服
序
で
進
行
し
た
か
ら
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
各
々
の
社
会
の
発
展
の
内
的
聞 

速
及
び
運
動
の
仕
方
は
把
え
ら
れ
て
い
な
い
。

,

こ
の
ょ
う
に
し
て
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
自
然
と
人
為
の
対
立
と
い
う
図
式
は
、
 

俗
流
^
:な
資
本
弁
護
論
に
比
べ
れ
ば
科
学
性
を
も
つ
て
い
た
が
、
し
か
し
こ
の 

図
式
そ
の
も
の
の
中
に
非
科
学
性
が
同
時
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑶

自
由
主
義
及
び
全
労
働
収
益
権
と
の
矛
盾

さ

て

ホ

シ

ス

5

は
息

と

人
為
の
対
立
及
び
前
者
の
後
者
に
対
す
る
勝 

i

し
て
歴
史
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
彼
の
理
想
と
す
る
息
的
な
社 

会
は
何
ら
か
の
立
法
措
置
や

政
策
に
よ
つ
て
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
丈
な

く
、

九

四

(

六
〇
〇)

又
、.
革
命
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
の
で
も
な
い
。
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
と
る
方
策
太 

要
す
る
に
、
自
然
の
お
も
む
く
と
.と
ろ
に
ま
か
せ
よ
と
い
う
器
藍
で
あ
っ 

た
。
彼
は
自
然
の
法
則
に
従
え
ば
、
人
口
増
加
I

と
づ
い
て
知
識
と
技
術
が 

発
展
し
不
絜
練
労
働
の
漸
次
の
消
滅
及
び
各
人
の
平
等
化
が
お
こ
り
、

そ
の 

人
格
の
う
ち
に
同
時
に
労
働
者
と
資
本
家
の
ニ
つ
の
性
格
を
か
ね
そ
な
え
た
中 

隹

陪

級(middle 

c
l
a
s
s
)

が
生
じ
、
.そ
の
結
果
、
現
在
存
在
し
て
ハ
る
一
刀
の 

寶

及

び

抑

■

消
滅
し
、
全
社
会
が
4
か

で
-¥
'
# '
な

人

々に
よ

っ
て
構
成
さ 

れ
彼
の
理
想
と
す
る
自
然
的
社
会
が
実
現
さ
れ
る
と
考
1

0)

。
そ
し
て
、
斑 

に
そ
の
よ
う
な
中
間
階
級
が
抬
頭
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
.で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら 

j

め
法
則
は
人
為
的
諸
規
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
f

か 

に
不
変
の
法
則
と
し
て
作
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、

こ
の
よ
う
な 

社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
露
組
合
を
手
f

し
て
認
め
た
が
、

t

i

l 

者
間
に
存
在
し
て
い
る
偏
見
を
排
除
し
自
由
な
労
働
を
実
現
す

る

た

め

の

、

又
、
資
本
の
要
禮
不
当
性
を
労
働
者
に
認
識
せ
し
め
る
た
め
の

啓
蒙
教
育
幾 

関
と
し
て
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
彼
の
謹
と
す
る
中
間
階
級
の
社
会(

熟 

蘇
労
働
者
を
中
心
と>

る

•
直

接

生

馨

Q
.
a由
な
小
商
I

産
社
会
•と
思
わ
れ 

.る)

に
お
い
て
は
自
由
競
争
の
原
理
が
働
き
、
な
お
か
つ
、
労
働
の
全
収
益
権
M

m

: !
: v
: ?
t

。
し
か
し
、念

し

1:
'
、4
^

| :
忘

か

歡

益
権
は
矛
盾
し
な
い
だ
ろ
う
如
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ホ
ジ
ス
キ
ン
自

身

、
困 

難
を
感
じ
て
.い
た
。
彼

は

『

労
働
弁
護
論』

の
中
で
、
資
本
を
共
存
露
と
熟 

練
と
に
I

し
I

に
、
I

露

に

も

と

づ

く

生

扉

ち

、
社
会
的
分
業
に

で
は
何
物
を
も
生
産
し
な
い
の
だ
か
ら
、

こ
の
場
合
、
い
か
に
し
て
労
働
の
全
収

益
権
を
確
保
し
う
る
か
と
い
う
問
題
に
.ぶ
つ
か
っ
*3
。
こ
れ
に
対
し
て
、
安
丈 

結
局
、
坐
産
物
の
う
ち
ど
れ
だ
け
が
各
々
の
労
働
者
に
属
す
べ
き
か
は
各
労
働 

者
の
自
由
な
判
断
に
ま
か
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
の
い
わ
ゆ
る『

市
場
の 

か
け
ひ
き』

に
よ
っ
て
万
事
う
ま
く
ゆ
く
と

楽
観
的
に
考
え
て
い(

/C
3)

。
し
 ̂

し
、
現
実
に
はS

由
競
争
の
原
理
は
そ
れ
自
体
が
資
本
蓄
猜
を
生
じ
、
労
働
の 

.
全

収

益

権

を

侵

害

す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼
は
資
本
制
生
産
の
基
礎
で
あ
る 

商
品
生
産
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、そ
の
結
果
で
あ
る
富
の
分
配
の
不
平
等
、資
本 

家
の
不
当
な
分
け
前
で
あ
る
利
濶
、
全
労
働
収
益
権
に
対
す
る
侵
害
を
取
り
除 

こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
彼
の
体
系
の
矛
盾
が
は
っ
き
り
と
表
現
さ
. 

れ
、
彼
の
ユ
ー
ト
ビ
ア
ン
的
側
而
が
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
が
、

全
労
働
収
益
梅
の
侵
害
を
、
資
本
制
生
產
の
莶
礎
そ
の
も
の
か
ら
生
ず
る
も
の
.
 

と
せ
ず
に
、
経
済
外
的
な
原
因
に
よ
る
も
の
と
す
る
立
場
か
ら
し
て
迅
然
^
に 

う
ま
れ
る
掃
結
で
あ
っ
た
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
こ
.の
矛
盾
は
、
も
と
は
自
由

主
^
.
 

者
で
あ
り
、
当
時
は
オ
ゥ
エ
ン
主
義
者
で
あ
っ
た
ゥ
ィ
リ
ア
ム
•
タ
ム
ス
ン 

(William 

T
h
o
m
p
s
o
n

 

1
7
701
-
100
3
3

)

に
よ
っ
て
、

そ

の

著『

労
働
報
酬
論』 

(Labour Rewarded. 

L
o
n
d
o
n

 

100
2
7

)

の
中
で
批
判
さ
れ
て
、

(

が

。
タ
ム
ス

ノ 

は
全
労
働
収
#
権
の
.実
現
を
競
争
の
中
に
で
は
な
く
て
、
オ
ゥ
ヱ
ン
流
の
協
司 

組
合
社
会
の
中
に
求
め
て
い
る
。
 

.

⑷

労
働
過
程
と
価
値
増
殖
過
程
の
混
同
。
後
者
の
前
者
へ
の
還
元 

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
資
本
の
不
生
産
性
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
資
本
を
生
産
関 

係
と
し
て
理
解
し
て
い
な
い
の
で
、
資
本
の
生
産
過
程
を
雄
純
な
労
働
過
程
と 

同
一
視
し
、

す
べ
て
そ
：れ
へ
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
し
て
い
る
。『

労 

働
弁
護
諸』

に

お

い

て

彼
.は
資
本
を
流
動
資
本(

パ
ン
、.
ミ
ル
ク
、
衣
類
等
の

ト
マ
ス
.
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
生
産
力
論

生
活
諸
手
段)

と
固
定
資
本(

機
械
、
建
造
物
、
船
舶
、
道
路
等
の
労
働
諸
手
段) 

に
分
類
し
た
あ
と
で
、
前
者
は
資
本
家
の
手
に
貯
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
 

又
、
そ
の
よ
う
な
貯
え
に
よ
っ
て
そ
の
効
果
を
も
つ
の
で
は
な
く
；共
存
労
動 

(co-existing 

l
a
b
o
u
r
)

に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
、

そ
の
効
果
を
も
つ
こ
と
、
後
者 

は
そ
の
働
き
を
過
去
の
対
象
化
さ
れ
た
労
働
に
よ

っ
て
で
は
な
く
て
、
現
在
の 

生
き
た
労
働
と
熟
練
に
よ
っ
て
ひ
き
出
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
に
丈
^
直
W 

'低
下
し
て
朽
ち
果
て
る
こ
と
を
述
べ
て
、
資
本
.は
生
産
的
で
は
な
く
、
共
存
労 

働
及
び
熟
練
こ
そ
が
生
産
：！
^
あ
り
、
必
齬
盼
資
本
と
い
う
の
は
熟
練
労
働
と 

同
じ
だ
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
資
本
の
不
生
産
性
に
関
す
る
こ
の
論
証 

に
お
い
て
、
従
来
の
経
済
学
者
達
と
同
じ
前
提
に
た
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
 

資

本

犯

や

は

り

物

と

同

一

視

さ

れ

て

い

3̂
。
だ

か

ら

彼

は

資

本

の

生

産

性

を

云 

々
す
る
場
合
、
そ
れ
が
価
値
に
関
し
て
な
の
か
、
使
用
価
値
に
関
し
て
な
の
か 

を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
失
敗
し
て
げ
^

た
だ
貧
が
経
済
学
者
達 

と
異
な
っ
て
い
る
点
は
資
本
の
生
産
過
程
を
す
べ
て
労
働
過
程
に
還
元
し
た
後 

で
、
経
済
学
者
達
は
資
本
の
労
働
に
対
す
る
支
配
を
、
つ
ま
り
労
働
者
に
対
し 

て
、
自
立
し
た
•
疎
外
さ
れ
た
諸
条
件
と
し
て
の
資
本
を
当
然
.の

•
必
然
的
で 

自
明
の
関
係
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
関
係
を
技
術
的
に
も
正
当 

化

し

よ

う
と
し
て
の
主
体
的
条
件
に
対
し
て
蠢
的
な
•
対
象
的
諸
条
件 

を
重
視
す
る
の
で
あ
る
が
、彼
は
逆
に
主
体
的
な
も
め
、即
ち
生
き
た
労
働
を
客 

体
的
な
も
の
、
即
ち
.過
去
の
労
働
•
対
a
化
さ
れ
た
労
働
に
対
し
て
重
視
し
、
 

後

者

は

前

者

に

比

べ

れ

ば

無

に

等

し

い
.；

と

考

え

る

の

で

あ！^)

こ
の
こ
と
は
^ ' 

働
過
程
に
関
す
る
限
り
は
客
観
的
諸
条
件
の
過
小
評
価
で
あ
り
、
正
し
く
な
い 

が
、
し
か
し
、
経
済
学
者
達
の
拝
物
ち
：
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
積
極
的
な

九

五

(

六
〇1

)



意
！̂
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
そ
の
お
か
げ
で
、
も
う
少
し
で
資
本 

の
本
質
を
#
露
す
る
と
こ
ろ
ま
で
近
づ
く
こ

と

が

で

^

^

。
し
か
し
、
結
局
の 

と
こ
、&
彼
は
労
働
過
程
と
価
値
増
殖
過
程
を
混
同
し
、
剰
余
価
値
と
剰
余
労
働 

を
混
同
し
て
、
資
本
の
本
質
を
正
し
く
把
握
す
る
こ

と

に失

敗

し

た

の

.で

あ 

る
。

注(

1)
『

労
働
弁
護
論』
に
お
い
て
は
八
ス
キ
ッ

ソ
ン
、

及

び
ラ
ン
ズ
ダ
ゥ
ン
侯 

が
こ
の
論
溃
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。「

ハ
ス
キ
ッ
ソ
ン
氏
は
言
う
。.『

資
卞 

は
国
外
へ
お
び
え
出
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
誤
ま
っ
て
導
び
か
.れ
た
労
働
者
.
 

達
が
、
手
お
く
れ
に
な
ら
な
い
う
ち
に
止
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、.彼
ら
は
彼
ら
，|-
:
1
 

身
及
び
我
々
に
破
滅
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。』

ラ
ン
ズ
ダ
ゥ
ン
侯
は
言
う
。
.

『

5T
-
本
は
保
護
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
V
。

資
本
の
.諸
作
用
が
.自
rt
l
に
さ
れ
な
い
な 

ら
は
、
そ
れ
ら
が
労
_
者
の
諸
団
体
に
ょ
っ
て
統
制
さ
れ
る

こ

と

に

な

.る

な
ら 

ば
、
资
本
は
.こ
の
国
を
離
れ
て
' 
ど
こ
か
も
っ
と
有
利
な
国
へ
去
る
で
あ
ろ 

う

。.

y

L
a
b
o
u
r

 Defended A
g
a
i
n
s
t
;

c+
h
e
 

c
l
a
i
m
w

a

Capital; 

O
r

c+
h
e
. un

-

 

productiveness 

of 

Capital 

P
r
oved 

w
it
h 

Reference 

to "the 

present 
C
o

 
日 bination

co>
3
0
n
g
s
t

 J
o
u
r
n
e
y
m
e
n
,

 

w
y Th

o
m
a
s

 

H
a
g
s
k
i
n

 

100
2
5
. 

W
i
t
h

 a
n

 

Introduction b
y

 G.D.H. 

Cole. 

1922. 

p. 

25.

鈴
木
鴻
一
郎
訳『

労
働
擁
護
論』

(

世
界
古
典
文
庫
35)

日
本
評
論
社
20
頁
。
 

安
藤
悦
子
訳
.『

労
働
擁
護
論』

(

世
界
思
想
教
養
全
集
5
、

ィ
ギ
リ
ス
の
近
代 

経
済
思
想)

河
出
書
房
新
社
i

f
靴
頁
。

2

1「

第

三

の

ハ
ン
フ
レ
ッ
ト(

ホ
ジ
ス
キ
ン
の
匿
名
の
著
書『

労
働
弁
護 

論』)

は
つ
1

© ^
、

資

本

は

不

生

産

的

で

あ

る

と

い

う

リ
ヵー

ド
の
叙
述
の
 ̂

然
的
結
論
で
あ
る
とこ
ろ
の
一
般
的
命
題
を

表
！
：

し
て
い
る
。こ
れ
太
、
彼
ら

<

に
お
V
て

は
.労
働
が
価
値
の
創
造
者
で
あ
る
と
い
ぅ
リ
カ
ー
ド
の
命
項
が
、

■ 

I

―

リ
カ
ー
ト.の
叙
述
の
一.面
を
頼
り
に
し
つ
づ
け
て
^

―
-

資
本
が
価
値
の
削 

造
者
で
あ
る
と
い
ぅ
•逆
の
命
題
に
転
化
す
'

J

と
.こ
ろ
の
ト
レ
ン
ズ
、

マ
ル
'/
' 

ス
等
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
' ス
.ミ
ス
か
ら
マ
ル
サ
ス
ま
で

5

し
、
後
者
に
お
い
て
© ^
絶
対
的
ド
グ
マ
に
ま
で
誇
さ
れ
た(

ジ
ヱ
ー
ム
ズ
.
 

ミ
ル
に
お
い
て
も
同
様
だ
が)

労
働
の
生
活
諸
条
！
：と
し
て
の
现
存
す
る
蛩
の 

資
木
へ
の
絶
対
的
従
属
と
い
ぅ
命
題
に
反
対
す
る
議
^ ©
。」

Karl Marx, Theorien iiber den Mehrwert, Teil 3, 

s. 

264. 

Di<r 

Verlag, Berlin 

1
9
s
.

カ
ゥ
ッ
キ—

版
，『

剰
余
価
擧
説
史』

.
第
三
巻
一
九
三
年(「

リ
カ
丨

ド
 

か
ら
俗
流
経
済
学
へ
.

J
)

と
の
異
同
。

•

デ

版

①(

ホ
ジ
.ス
キ
ン
の
匿
名
の
著
書『

労

働
弁
護
論』)

②
動
詞
が
な
.い
。

③
表
明
し
て
い
る
。(ausbrechen)

④
彼
ら
に
.お
い
て
，は
、(bei 

denen) 

労
働
が…

…

と
い
ぅ
命
題
が
、…

…

資
本
が
、

.
と
い
ぅ
逆
の
命
.

題
に
転
化
す
る
。(umschlsgt)

⑤

(dito)

⑥
生
活
諸
条
件 

G
p
o
l
e
m
i
k

 geg-en 
den …

…

/

原
書
三
一
七
頁
。

>
 

力
ゥ
ッ
.キ
I

成|

改
造
社
、
マ
ル
.

L 

H

ン
全
集
一一

巻 

I

_

_

_

_
 

\訳
三
ニ
〇
頁

/

一
①

(

ホ
'シ
ス
.キ
ン)

一
②
を
形
成
す
る
。(bildet)

③
に
JI
達
し
て
い
る
。(gelangt 

ZU)

④
彼

ら

は

p:
s-)

労
働
が…

…

と
い
ぅ
命
題
を
、
.

…

： 

資
本
が…

…

と
い
ぅ
命
題
に
逆
転
せ 

し

め

る

d
m
s
c
h
l
a
g
e
n 

lassen)

迄

(ebenso)

⑥
生
活
条
件

⑦
反
対
の
讓
論
を
し
て
い
る
。
 

Polemisiert ea g
e
g
e
n

(

s)

Q
f
. Ha

g
s
k
i
n
,

 

op. 

c
i
r

p. 

5
5
,

鈴
木
訳
44
頁
。
安
藤
訳
36
2
頁
。

(

4) 

p
f
a
r

 

Political J
E
C
I
m
y
,

 

four 

lectures 

delivered 

at 

the 

L
i
e
n

 Mechanic

气Institution, 

by T
f
a
s

 

H

f
 

kin, 

100
2
7
, 

London 

p
.
1
9
.
.

 

、

な
-
^
労
働
は
你
値
の
唯
一
の
源
设
で
は
あ
る
が
富
の
唯
一
の
源
衆
で
ま
よ 

L
.
だ
か
ら
全
穷

_
収
益
権
説
は
価
値
と
使
用
価
値
の
混
同
に
も
と
づ
い
て
、
 

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
はr

ゴ
丨
タ
綱
領
批
判』

を
参
照
せ
よ
。

(

5

)

、彼
は
こ
の
，3
然
的
所
有
権
論
を
ロ
ッ
ク
か
ら
受
け
つ
い
で
い
る
。

「

い
く 

し
て
ロ
ッ
ク
氏
が
主
張
す
る
原
理
と
は
次
の
こ
と
で

あ

る

。

即
ち
、
.
，
y

l
 

各
個
ノ
に
彼
の
肉
体
及
び
労
働
を
与
え
る
。
そ
し
て
、
彼
が
彼
の
労
動
に
よ
っ 

て
^
-
る
か
或
は
獲
得
す
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
は
彼
の
も

の

で

知
：る

。
.

The 

N
l
a
l

 

and A
r
g
c
i
a
l

 

I

t
 of 

p
l
r
t
y

 

contrasted; 

a 

l
e
s

 of letters, 

a
d
d
l
e
d

 

w
i
t
l

 permission, 

to 

H. 

B
r
l
h
a
m
,

 

f

, 

M.P. F. 

R. 

s.&c. 

(

f

 the Lord 

chancellor.) 

by 

&
 
ロ
I

 

of 

L
a
f

 Defended A
l
s
t

 the Claims of capital 、
1832, London- 

P. 

26
.

以
下 

Nat. 

a
nd A

r
t

 

R
i
g
h
t
.

と
略
記
。

(

G)
「

法
饼
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、

守
ら
れ
る
財
産
権
は
自
然
的
財
産
権
と
はースー 

n力
さ
ホ
る
も
の
と
し
て
の
人
為
的
な
或
は
法
的
な
財
産
権
で
あ
る」

。

H
a
g
s
k
i
n
,

 

ibid., 

p. 

55.

(

？)
「

S

(

簾

I
神
代)

は
崖
の
賦
与
す
る
も
の
を
特
殊
な
•
を

わ

や

り
方
で
靖
服
す
る
べ
く
工
夫
さ
れ
た
諸
手
段
の
一
大
体
系
で
あ
る
。

」

H
a
g
s
k
i
n
,

 

ibid., 

pp. 

5
5
1
5
6
.

傍
点
、
神
代
。

ハ3

.「

ち
働
者

發

に

、
社
会
の
現
在
の
状
態
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
獲
辱
し 

所
有
す
る
の
に
、
自
然
か
ら
そ
れ
を
f

の
に
必
要
な
よ
り
も
は
る
か
に
大

な
 

る
労
働
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い」

。

ト
マ
ス
.
ホ
ジ
ス
キ
シ
の
生
産
力
論

H
a
g
s
k
i
n
,

 

P
o
p
u
l
a
r

 

Political 

E
c
o
n
o
m
y
,

 

p. 

2
2
P 

s

「

、
今

、
や

、
、

、
我

、
々

は
す
べ
て
の
歴
史
か
ら
次
s

を
知

る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
 

あQ
i
v

正

な

靈

、
あ
の
？

人
類
£

せ
ら
れ
た
S

Q
必
靈
か
ら
逃
れ 

る
た
め
の一

階
級
の
人
々
に
お
け
る
長
く
つ
づ
い
て
き
た
す
ベ
て
の
試

み

、

人
 

=
£

が
.自
分
自
身
の
生
産
物
を
使
用
し
、
消
费
し
、
享
受
す
る
権
利
の
あ
の
す
ベ 

て
の
侵
害
そ
れ
は
悲
惨
な
霧
集
を
伴
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
決
し
て
罰
せ
ら 

ホ
ず
に
は
す
ま
さ
れ
な
い
自
然
法
の
侵
害
で
あ
る
。

」

H
a
g
s
k
i
n
,

 

ibid., 

p. 

3
0
.

傍
点
、
神
弋
。

(
S
)
「

そ
れ
を
管
理
す
る
こ
と
に
対
し
て
支
払
い
が
i

さ
れ
る
、

そ
の
体
系 

は
か
く
も
完
全
に
摊
取
の
体
系
で
あ
る
の
で
，、
現
実
の
労
働
者
は
、
農

が

彼 

の
努
力
に
与
え
る
気
ま
え
の
ょ
い
赠
り
も
の
の
ぅ
ち
、
可
能
な
限
り
小
さ
な
部 

sR

を
彼
自
身
の
使
用
の
た
め
に
保
持
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ 

な
い
。」

H
a
g
s
k
i
n
,

 

N
at. 

a
n
d

 Art. 

Right, 

p. 

54. 

-
 

(

11) 

H
a
g
s
k
i
n
,

 

ibid., 

p. 

106.

12) 

r

自
然
と
人
為
と
を
対
立
す
る

こ

と

は

、ホ
ジ
ス
キ
ン
の
©
想
こ

お

け

る
 

ァ1

 

フ
1 7
で
あ
り
、
オ
メ
ガ
で
あ
る
‘

」

T

ゼ
ン
ベ
ル
グ『

経
済
学
？

第
二 

卷
ぬ
點
1;
£
1訳̂
、
白
揚
社
、
四
五
一
頁
。

(

13) 

0
^
. 

H
a
g
s
k
i
n
,

 

op. 

c
i
r
«fe
.

V
I

)
H
o
d

OQskin, 

ibid., 

sfl
>
6t-
'
ss'
l
c+
-
r
p
l
o
fi
3-
pJ

r
w 

Hシ
ス
キ
ン
は
こ
れ
と
関
速
し
て
、「

経
済
学
の
対
象
は
富
の
生
産
に
影 

響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
を
規
制
す
る
す
べ
て
の
自
然
的
諸
法
則
及
び
諸
事
情
を
発

見
す
る
こ
と
で
あ
る
。」

(
popular 

Political 

E
c
o
n
g
y
,

 

p. 

4
2
)

と
述
べ
、

又

「

経
済
学
は
自
然
科
学(natural 

s
c
i
e
n
c
e
)

で
あ
っ
て
.

政
^
^
# 

(political 

s
c
i
e
n
c
e
)

で
は
な
い
。」

(ibid., 

p. 

2
6
3
，)

と
述
べ
て
い
る
。

九

七

(

六
〇
三)



(
16) 

.ロ
ー
ゼ
ン
べ
ル
ダ
、
前
掲
書
、
訳
、
四
五
三
頁
。

(

17) 
H

ン
ゲ
ル
ス
は
い
わ
ゆ
る
リ
カ
ー
ド
派
社
会
主
義
者(

ホ
ジ
ス
キ
ン
.も
そ 

の

，
人
で.あ
る
が)

.
に
つ
い
て.
.彼
ら
.は

r

ニ
.十
年
代
に
リ
カ
ー
ド
の
価
値
論 

お
ょ
び
剰
余
価
値
論
を
资
本
制
的
生
産
に
抗
す
る
プ
口
レ
タ
リ
ア
の
た
め
に
逆 

用」

し

「

ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ

ー

と
^
ぅ
に
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー

自
身
の
武
器
を
も
っ 

て」

し
た
と
述
べ
て
い
る
。

K
a
r
l

 

M
a
r
x
,

 

D
a
s

 

Kapital. 

Z
w
e
i
t
e
r

 

w
a
n
d
,

 

Friedrich JEngels, 

v
o
r
-

 

wort. 

100
8
5
, s. 
2
0
. Diez, Verlag, 

werlin 

1965.

『

资
本
論』

第
二
巻H

ン
ゲ
ル
ス
序
言
、
長
谷
部
文
雄
訳
、
青
木
書
店
、

ニ 

三
頁
。

18)

邮
地
！t

g
「

ト
マ
ス
.
ホ
ジ
ス
キ
ン
の

『
労
働
擁
護
論』

—

そ
の
自
然
法 

思
想
と
経
済
学
に
つ
い
て——

」

三
田
学
会
雑
誌
、
第
五
一
巻
第
九
号
、
三
三 

頁
参
照
。

19)
「

労
働
の
生
産
物
の
不
正
な
分
配
。
社
会
の
指
導
若
達
は
こ
の
自
然
の
原

理(

人
口
の
原
理
の
こ
と

-
祌
代)

の
中
に
彼
ら
自
身
の
強
奪
の
諸
結
果
に
対

す
る
言
い
訳
け
を
見
出
し
て
大
い
に
御
満
悦
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら 

ば
、
こ
の
原
理
な
る
も
の
は
、

一
方
に
お
い
て
は
強
奪
の
継
続
に
対
す
る
口
実 

を
与
え
他
方
で
は
、
あ
ま
り
深
く
考
え
も
せ
ず
に
屈
従
す
る
こ
と
に
対
す
る 

口
実
を
与
え
る
の
で
、
我
々
人
類
の
す
べ
て
の
み
じ
め
さ
を
彼
ら
の
大
な
る
增 

加
力
の
せ
い
に
し
て
い
る
そ
の
諸
原
理
が
広
く
採
用
さ
れ
て
き
た
し
、

従
っ

て
、
こ
こ
最
近
の
数
年
に
は『

㈣

』

.
の

知

恵

に

対

す

る

人

間

の

信
頼
を
破
壊
す 

ら
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。」

H
a
g
s
k
i
n
,

 

P
o
p
u
l
a
r

 

Political 

E
c
o
n
o
m
y
,

 

p. 93.

ZU) 

cf. 

K
a
r
l

 M
a
r
x
,

 

T
h
e
o
r
i
e
n

Ei
:
b
e
r

 

d
e
n

 

M
e
h
r
w
e
r
t
,

 

Teil 

3, 

S. 

293.

p
f
v
e
r
l
a
，

1
9
6
2
.

カ
ウ
ツ
キー

版
三
五
四
丨
三
五
五
頁
。
款
三
五
三
貝
。

九

八

(

六
〇
四)

(

21)

マ
ッ
ク
ス
•
ベ

ア

は

そ

の

著

『

ィ

ギ

リ

ス

社

会

主

義

史

』

f

 
f

 

A

.wistoly of British Socialism, 

p. 

260
.
)

の

中

で

こ

の

時

期

を
一
八
一
一

.0
年〜

三
〇
年
と
.み
て
お
り
，.
エ
リ
ー
ノ
ア

レ
ヴ
ィ
は
そ
の

著

『

ト
マ
ス

• 

ホ
ジ
ス
キ
ン』

B
l
i
e

 

H

a

lCD
'v
y
, 

= Th
o
m
a
s

 

H
a
g
s
k
i
n
、

PD. 
7
9-
00
0
.
 

w
n
g
.

 

t
r
a
n
s
.

 

.
b
y

 

T
a
y
l
o
r
,

 

p
.

00
4
.

)

の

中

で一

八
：ニ

三

年

〜

三
ニ

年
と
み
て
い
る
よ 

う
で
あ
る
。
.. 

-

(

22)
「

法
俥
と
抑
圧
は
同
じ
手
の
仕
事
で
あ
る
。
立
法
家
の
代
弁
渚
に
よ
っ
て
、
 

そ
し
て
彼
ら
の
利
益
の
た
め
に
法
#

が
か
^'
^'
る
と

こ
か
か
?{
:
'# '

か
階
級
に
よ

っ
.て

表

明

さ

れ

た

怒

り

は

.
。」Nat. 

and Art. 

Right,, p. 

4
5
.

傍
点
•

神
代
。

.

(

23)

ホ
ジ
'ス
キ
ン
は
一
八
三
三
年
以
後
は
次
第
に
労
働
運
動
か
ら
離
れ
、

由
山 

贸
易
主
義
者
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

労
資
の
和
解
を
主
張
す
る
よ
う

に 

な
り
、『

労
働
弁
護
論』

に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
労
働
者
階
級
の
輝
か
し
い
間 

争
宣
言
は
跡
か
た
も
な
く
消
え
去
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
彼
の
国
家
批
判
、
 

法
律
批
判
は
な
お
残
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
晩
年
の
刑
法
論
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ア
レ
ヴ
ィ
の『

ト
マ
ス

•

ホ
ジ
ス
キ
ン

』

に
詳
し
く

述
.ベ<.0

れ
て
い
る
。cf. 

6lie 

H
a
la>
'
v
y
,

 

"
T
h
o
m
a
s

 H
a
g
s
k
i
n
、

1903, 

pp. 

1
3
7
〜
188 

特
に 

s〜
2,164,168. 

Eng. trans. pp. 127—
165 

特
にp. 145, 

p. 

147, 

p
.
150 

以
下
。

な
お
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
刑
法
論
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

© W
T
i
a
t

 

shall 

w
e

 

do 

w
i
t
h

 

o
u
r 

criminals? 

creat 

them. 

A

 

lacture 

delivered 

at St. 

M
a
r
t
i
n
™

Hall, 

M
a
y

 

2ot
h 
1
00

5
7 

b
y

 

"Thomas

® o
u
r

 

chief c
r
ime: 

cause and cure. 

Second 

lecture, 

on 

w
h
ac+
- 

shall 

J
 
众0 with our 

criminals? 

D
e
l
i
v
e
r

.a
 ̂

s
.rM

a
r
t
i
n
w

w
h一

J
u
n
e

 

3
,

100
5
7
.

§

「

立
法
若
の
野
望
と
貪
欲
は
り
ょ
う
が
さ
れ
た
。

そ
れ
は
自
然
法
の
慈
悲 

ぶ
力
い
作
用
に
よ
っ
て
り
ょ
う
が
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
ば
は
の
ち
に
ヵ
ー
レ

• 

マ
ル
クK

に
よ
っ
て
直
的
に
I

さ
れ
た
唯
物
史
観
の
樂

的
観
念
を

ふ
く 

ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ホ
ジ
ス
キ
ン
が
い
お
う
と
し
て
い
る 

の
は
こ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
の
社
会
的
.
経
済
的
下
部
f
 

は
変
化
し
た
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
法
播
的
上
部
構
造
は
、
け
っ
き

ょ
く
必
然 

的
に
そ
れ
に
照
応
す
る
変
形
を
こ
う
む
ら
な
け
九
ば
な
ら
な
か

っ
た
。」

(

琴
.
 

Stark, 

T
h
e

 Ideal Foundations of E
c
o
n
o
m
i
c

 

Thought, 

p. 

9
3
.

レ5

 ̂

平
訳
、j

三
七
萬) 

/

「

耍
す
る
に
ホ
ジ
ス
キ
ン
に
と
っ
て
は
歴
史
的
諸
耍
因
の
う
ち
で
、

そ
の

影
響
が
支
配
的
で
あ
る
も
の
は
、
政
治
的
で
も

法
的
で
も
な
く
、
又
、
倫
哩
的

で
も
宗
教
的
で
も
な
く
て
、1
経
済
的
•爵
で
あ
る
。
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
歴
史
哲
M

^

彼
力
そ
れ
を
*=
8文
明
の
歴
史』

或

はr

進

化

し

つ

-
つ

あ

る

動
物
と
し
て
考

え
ら
れ
た
人
間
の
，

3

然
史』

と

呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
が

-
-
言
葉
の

i

な
截
味
に
お
い
て
史
的
唯
物
論
で
あ
る
。」

(

t

 H
a

f
, 

op.cir- 

p. 

14s. 

E
n
g
.

 

trans. 

p. 

134.)

§

.

「

ベ
ィ
コ
\
卿
及
び
ロ
ッ
ク
氏
の
哲
学
の
指
導
的
な
諸
原
理
、

そ
れ
ら
，

h

 

.

丨
同
一
の
も
の
だ
が
、
即

ち

『

人
間
は
，W
然
の
翻
訳
者
に
す
ぎ
な
い
。』

及 

び

『

外
的
世
界
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
我
々
の
知
識
は
我
々
の
感
覚
諸
手
ぎ
に 

よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。』

或

は『

そ
れ
は
そ
の
世
界
の
^

,
で
あ
る

。』
…

…
」

H
a
g
s
k
i
n
,

 

op. 

c
i
r

p. 
1
05
.

「

财
産
と
い
う
概
念
は
、

以
前
に
也
じ
た
外
的
琪
突
か
ら
模
葶
さ
れ
た
。」

H
a
g
s
k
i
n
,

 

ibid., 

p. 

106’

§

ホ
ジ
ス
キ
.
ン
に
お
い
て
は
歴
史
の
進
化
の
起
動

力
と
し
て
、
人
口

暂
f

ト
マ
ス
.
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
生
産
力
論

知
識

.

発
明

-
<

1

1

生
産
力
の
発
展
が

考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
も
と
づ 

I

T

『

自
然
的
遵
権
と
人
為
的
財
産
権
比
較

論』

の
第
四
の
手
紙
で
は

土
地 

に
お
け
る
財
産
権
の
変
化
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
又
、

第
五
の
手
紙
に
お
い
て 

‘

は
次
の
如
く

述
べ
て
い
る
。

「

丨
科
学
に
お
け
る
諸
発
見

及
び
技
術
に
お
け 

る
諸
繁
は
我
々
の
政
治
的
状
態
に
お
け
る
最
大
の
諸
変
化
を

生

じ

た

ー

。」 

H
a
g
s
k
i
n
,

 

ib
i
d
.
, p

.

to
l
.

27)

ホ
ジ
ス
キ
ン
の
歴
史
観
に
つ
い
て
は
、
平
馬
敏
氏
が『

法
経
論
集』

(

三
一

号

「

ト
マ
ス
.
ホ
ジ
ス
キ
ン
研
究
-
-
経
济
学
と
，1£|

然
法
思
想」

一
八
九
頁
(

七)

で
述
べ
て
い
る
が
、
氏
は
大
体
に
お
い
て
、

.a

 -

ゼ
ン
ベ
ル
グ
と
同
じ
見 

解
の
よ
ぅ
で
あ
る
。
し
か

.し
、

ロ
丨
ゼ
ン
ベ
ル
グ
が「

ホ
ジ
ス
t

の
歴
史
観 

全
体
は
徹
頭
徹
尾
観
念
論
的
で
あ
る
。」

(

ロ 
I

ゼ
ン
ベ
ル
ダ
前
掲
書
四
六
〇 

頁)

と
述

べ

て

、

る

の

は
謹

で

あ
る
。
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
歴
史
観
は
む
し
ろ
機 

械
的
唯
物
論
に
立
脚
し
た
進
化
論
で
あ
っ
て
、
観
念
論
的
要
素
も
含
ま
れ
て
は 

し
る
が
，
全
体
と
し
て
は
観
念
論
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
鎌
⑴
武
治
戌
丈
、

K
 

シ
ス
キ
ンQ

歴
史
理
論
は
主
観
的
.E

的
論
的
で
あ
り
、
各
社
含

発

择
の
内 

的
必
然
性
が
明
ら
か
.で
な
く
、
進
化
の
理
論
は
あ
る
が
革
命
の
理

論

は

な

い
 

(「

ト
マ
ス
.
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
資
本
主
義
批
判
体
系」

『

エ

コ
ノ
ミ
ァ』

第
16

号
ー 

1

四
頁)

と
述
べ
て
い
る
ぶ
、
平
尾
氏
と
ほ
ぼ
同
じ
見
解
で
あ

り

、

大
本
こ
 々

し
て
正
し
V
見
解
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
人
為
的
財
産
の
発
生
を
北
方
民
族
の
侵
略
と
征
服
に 

よ
る
土
地
独
占

.S

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
暴
力
史
観
で
令
て
、

エ
ン
ゲ
ル 

ス
が
.『

反
デ
3-

丨
リ
ン
グ
論』

に
お
い
て
詳
細
に
批
判
し
て
い
る
も
の

で
あ 

る
'
 

〗

ホ
シ
ス
キ
.

V

と
同
じ
よ
ぅ
な
見
解
は
チ
ャ
I

.

ル
ズ
，
ホ
ー
ル
に
も̂

ら
t

 

る
。

28) 

c
f
.

 

K

奮

 k
i
n
,

 

o
p
.

 

eit., P
.

1

3.

九

九

(

六
〇
五)



(

29)

鎌
田
武
治
1

T
 

.
ホ
ジ
ス
キ
ン
と
识
,
タ
ム
ス
ン
I

ィ
ギ
リ
ス
初
期
社 

会
主
義
思
想
に
お
け
る
自
然
主
義
と
功
利
主
義——

」
『

ヱ
コ
ノ
ミ
ァ』

第
28 

号
-4
7

1

52

頁
参
照)

30)
「

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ

と

(

全
労
働
収
益
権—

祌
S

は
一
般
的 

主
張
と
し
て
は
全
く
叨
白
で
あ
り
、
真
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
際
的
な 

適
用
に
お
い
て
は
、
何
者
も
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
一
つ
の
困
難
が
あ
る
。」

H
a
g
s
k
i
n
,

 

L
a
b
o
u
r

 

Defended, 

p
.

00

3
.鈴
木
訳
66

頁
。
安
藤
訳
37
7

頁
。
 

「

そ
れ
故
に
分
業
が
導
入
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
労
働
者
が
彼
の
収 

獲
を
実
現
し
得
る
以
前
に
他
人
の
判
断
が
介
入
す
る
の
で
あ
り
、
私
達
が
個
々
. 

の
労
働
の
自
然
的
報
酬
と
呼
び
得
る
も
の
は
も
は
や
何
も
な
い
。
各
々
の
労
働 

者
は
全
体
の
ほ
ん
の
一
部
分
を
生
産
す
る
に

す
ぎ
ず
、
各
部
分
は
そ
れ
自
体
と 

し
て
は
何
の
価
値
も
効
用
も
持
た
な
い
の
だ
か
ら
> 
労
働
者
が
つ
か
ん
で『

こ 

れ
は
私
の
生
産
物
だ
。

私
は
こ
れ
を
私
の
も
の
に
し
て
お
こ
ぅ
。』

と
言
い
得 

る
も
の
は
.何
も
な
い
。」

H
o
d
g
s
k
i
n
,

 

ibid., 

p. 

8
5
.

鈴
木
訳
67
1

68
頁
。
安 

藤
訳
37
8

頁
。

'

31)
「

私
は
労
働
者
達
向
身
の
と
ら
わ
れ
な
い
判
断
に
よ
っ
て
そ
れ
が
解
決
さ 

れ
る
に
ま
か
せ
る
こ
と
に
よ
る
他
は
、
こ
れ
を
解
決
す
る
方
法
を
知
ら
な
い
。… 

…

個
々
の
労
働
者
の
赁
銀
は
ス
ミ
ス
博
士
が『

市
場
の
値
切
り
あ
い』

2

自
マ 

i
nOQ
a

け
ぼ
日
㈡
片
^)

と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
に
よ
っ
て
正
し
く
決
め
ら
れ 

る
で
あ
ろ
ぅ
。」

£

1

3

.
 f

ゃ
oo
g
,鈴
木
訳
68

頁
。

安
藤
訳
37
8
丨
37
9 

頁
。

(

32)
「

パ
ン
フ
レ
ッ
ト『

労
働
弁
護
論』

の
著
渚
は
労
働
が
そ
の
努
力
の
生
産 

物
の
全
部
を
所
有
す
べ
し
と
欲
し
て
さ
え
い
る
点
で
、
脾
人
的
競
争
の
主
唱
者 

た
ち
の
間
で
、
私
の
知
る
限
り
孤
立
し
て
い
る
。
個
人
的
競
争
の
他
の
主
唱
者 

た
ち
は
み
な
こ
の
よ
う
な
兒
解
を
競
争
制
度
の
も
と
で
は
幻
想
で
あ
る
と
み
な

■ 

. 

一
 

0
〇

(

六
〇
六)

し
て
い
る
。私
は
彼
ら
と
と
も
に
、
労
働
に
ょ
っ
て
そ
の
努
力
の
全
生
産
物
を
所 

有
す
る
こ
と
は
個
人
的
競
争
と
両
立
し
な
い
と
考
え
る
。」

.名
i
s
a
m

 

T
h
o
m
p
-

 

son. Labour Rewarded. T
h
e

o
r
J
^
g
a
J
^

8*
e:
H
fo
口
ひ Capital Conciliated: 

or h
o
w

?secure 

t
o

labour 

its whole 

produce 

of 

its exertions

cr
く 

o
n
e

a

c+

ぼ

o:
^

classes, London 

100
2
7
, 

p
.

<£>7.

33)

o
卜 

Defended, pp. 

38—
66. 

p 

1
0
8
,

鈴
木
訳
31
~
53
頁
。
86 

頁
。
安
藤
訳
、
35
2

頁〜

36
8

頁
。
39
1

頁
。

(

34)
「

ホ
ジ
ス
キ
ン
は(

ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
渚
に
反
対
す
る)

彼
の
論
争
に 

お
い
て
経
済
学
者
達
の
偏
狭
固
陋
な
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
い
る
。」

Karl Marx, Theorien 

iiber den 

Mehrwert, 

Teil 3, 

w
, 263, 

Die?. 

V
e
r
l
a
g
v

tberlin 

1962..

カ
ウ
ツ
キ
ー
版

(

三|

六
頁
、
訳
三
一
九
頁)

で
は
、「

(

ブ
ル
ジ
ョ
ァ
経
済 

学
者
に
反
対
す
る)」

が
な
い
。

35) 

cf. 

Marx. a. 

a. 

0., 

s. 

2
6
5
.

カ
ウ
ツ
キ
ー
版
三
-一
八
頁
、
訳
三 
一j

一
 

頁
。

'

36)

O
M,
,
g
写
^

a.a.o: SS. 

273

—4
.

カ
ウ
ツ
キ
ー
版
一
一
一
一
一
八
—

三
一
一
九

頁
、
訳
三
三
〇
頁
。

37) 

Cf. 

Marx, 

p

p
 

S. 

2
7
4
.

カ
ウ
.ツ
.キ
ー
版
、.
三
一
一
九
頁
、

訳

三

三

〇

頁

。

•

(
38)

「

さ

て

、

こ

の

『

理

想

主

義

』

を

『

こ

の

途

方

も

な

い

靴

直

^ ©』

マ
カ
ロ

②

ツ
ク
に
お
い
て
、
リ
カ
ー
ド
理
論
が
帰
結
する
と
こ
ろ
の
粗
野
な
物
神
崇
拝
と

比
較
し
て
み
ょ
。
そ

こ

で

は(

物
神
崇
拝—

神
代)

人
間
と
動
物
と
の
區
別

③

の
み
な
ら
ず
、
生
き
て
い
る
も
の
と
事
物
と
の
区
別
も
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
も
、.そ
れ
に
つ
い
て
、
人
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
経
済
学
の
卓
越
し
た
精
神
主 

義
に
対
す
る
プa
レ
タ
リ
ア
の
反
対
は
、
粗
野
な
、
も
っ
ぱ
ら
獣
的
耍
求
に
向

け
ら
れ
た
唯
物
主
義
を
説
教
す
る
な
ど
と
い
ぅ
の
だ
！
。」

M
a
r
x
,

 

a.a.O., 

S. 

2
6
5
.

カ
ウ
ツ
キー

版
三
一
八
頁
、
訳
三
一
一
一
頁
。
 

『

剰
余
価
値
学
説
史，』

対
照
表

テ

版

カ
ウ
ツ
キ

版

G
s
c
h
u
M
i
c
k
e
r

 

(

靴
直
し) 

c
l
r
i
n

③d
e
r

は
な
し 

这 g
e
p
r
e
d
i
g
t

r-lhat 〕
！

① Sclimierer

(

へ
ボ
学
若)

② W
O

Z
U

©
s
o
g
a
r

 

der 

④predigt!

(

39)

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
資
本
を
即
自
的
に
で
は
あ
る
が
、
务 

灾
上
は
也
産
関
係
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か
あ 

る
。
例
え
ば『

人
段
の
経
済
学』

第
十
韋
資
本
菩
稂
の
諸
結
染
を
参
照
せ
ょ
。
 

従
っ
て
、
私
は
ロー

ゼ
ン
べ
ル
グ
が「

ホ
ジ
ス
キ
ン
の
場
合
に
は
、

一
の
生
産 

閲
他
と
し
て
の
資
本
の
規
矩
は
、
不
明
な
形
で
も
如
何
な
る
形
で
も
見あたら 

な
い…

…
」

(

ロ
ー
ゼ
ン
べ
ル
ク
前
掲
魯
四
六
八
頁
注(

ー)
)

と
述
べ
て
い
る 

の
は
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
に
対
す
る
過
小
評
価
の
感
が
す
る
。
し
か
し
、
勿
論
ホ
ジ 

ス
キ
ン
が
正
し
く
そ
れ
を
認
識
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
自
然
的
財 

産
及
び
人
為
的
財
産
と
い
う
対
比
の
仕
方
か
ら
く
る
当
然
の
限
界
で
あ
る
。
た 

だ
、
彼
は
そ
の
ょ
う
な
も
の
を
通
し
て
で
あ
る
が
、
資
本
の
本
質
に
接
近
し
て 

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

40)

ホ
ジ
ス
キ
ン
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
利
潤
と
封
建
的
な
地
代
と
の
間
に
は 

何
の
本
質
的
区
別
^
な
く
、
た
だ
取
得
者
が
違
う
の
み
で
あ
る
。

.
ニ
、
生産力論

ホ
ジ
ス
キ
ン
の
経
済
学
の
う
ち
生
産
力
論
に
該
当
す
る
も
の
は
生
産
的
労
働 

論
、
知
識
論
、
分
業
論
、
商
業
論
で
あ
り
、
知
識
論
及
び
分
業
論
の
中
に
は
人 

口
論
が
含
ま
れ
て
い
る
。
以
下
、
彼
の
生
産
力
論
を
順
に
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し 

上
う
。

⑴

生
産
的
労
働
論

ホ
ジ
ス
キ
ン
に
お
い
て
は
生
産
的
労
働
論
は
と
り
わ
け
蜇
耍
な
意
義
を
も
つ 

て
L
る
。
そ
れ
は
彼
が
資
本
の
不
生
産
性
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
生
産
手
段
及 

び
生
活
手
段
と
し
て
把
え
ら
れ
た
資
本
に
対
し
て
、
生
産
的
労
働
を
対
置
さ
せ 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ジ
ス
キ
ン
に
と
っ
て
ル
社
会
：

§

か

於

ル

か

咖

ロ

|
わ

命 

は
自
明
の
前
提
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
こ
の
前
提
の
も
と
に
生
産
的
労
働
を 

次
の
如
パ
規
定
す
る
。

「

労
働
者
の
生
活
を
維
持
す
る
す
べ
て
の
■労
働
は
生
産 

的
で
あ
る
。」

こ
こ
で
は
彼
は
商
品
を
生
4
1す
る
労
條
如
如
於
办
’
か
か
と
い
う 

こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
彼

が

r

労
働
者
の
生
活
を
維
持
す
る」

と
い
う
場 

合
、決
し
て
、労
働
者
が
自
身
の
消
費
資
料
を
作
る
と
い
う
意
味
で
な
い
と
と
は 

い
う
ま
で
も
な
い
。
彼
は
こ
の
場
合
、
労
働
が
本
源
的
な
購
買
_

で
あ
る
と 

い
う
彼
の
価
値
論
に
従
っ
て
生
産
的
労
働
を
規
定
す
る
^ '
か
に
た
っ
て
い
た
。
 

し
か
し
な
が
ら
ホ
ジ
ス
キ
ン
に
お
い
て
は
価
値
形
成
過
程
と
労
働
過
程
は
区
別 

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
前
者
は
後
者
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
た
め 

に
、
彼
自
身
は
、
商
品
を
生
産
す
る
労
働
が
生
産
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
場
合 

(

正
し
く
は
価
値
を
生
産
す
る
労
働
を
意
味
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に)

他
人
も
し
く 

は
自
身
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
労
働
即
ち
共
を
か
® '
§
纟

|

兵

r
b
oa j

マ

ス

ホ
ジ
ス
キ
ン
の
生
m
力

〇

一

(

六
0
七)



を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
ホ
ジ
ス
キ
ン
に
お
い
て
は
、
商
品
生
産
は
価
値
生
産

と
し
て
理
解
さ
れ
ず
に
使
相
価
値
坐
産
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼

が
商
品
生
鹿
を
生
産
の
特
殊
な
歴
史
的
形
態
と
し
て
認
識
せ
ず
に
自
明
の
も
の

と
考
え
た
こ
と
か
ら
坐
ず
る
の
で
あ

っ
.て
、
彼
の
小
商
品
生
^
者
的
な
立
場
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
い
う
生
産
的
労
働
は
労
働
過
程

の
担
い
手
と
し
て
の
そ
れ
を
意
味
す
る
。

+

彼
は
こ
の
こ
と
を
、
劳
働
の
み
が
富

を
也
鹿
し
、労
働
は
人
類
生
存
の
永
遠
の
条
件
で
あ
る
と
、正
当
に
も
主
張
し
て 

(

5)い
る
。
彼
は
そ
れ
か
ら
、
こ
の
労
働
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
あ
，る
、が
、
 

ま
ず
彼
は
労
働
を
二
種
類
に
分
け
る
。
第
一
は
、
物
質
世
界
の
諸
法
則
を
観
察 

す
る
労
働
即
ち
精
祌
労
働
で
あ
り
、
第
二
は
、
そ
の
よ
う
な
，観
察
に
よ
っ
て
与 

え
ら
れ
た
も
の
を
実
行
に
移
す
労
働
即
ち
肉
体
労
働
で
あ
る
。
そ
し
て
従
来
は 

そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
い
手
に
よ
っ
て
偏
蜇
さ
れ
て
き
た 

が
、
こ
れ
社
誤
ま
り
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
こ
こ
で
資
本
主 

義
社
会
に
お
け
る
肉
体
労
働
と
精
神
労
働
の
対
立
と
い
う
事
実
を
認
識
し
た
。
 

し
か
し
、
彼
は
そ
れ
が
い
か
に
し
て
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
は
何
も
解
明
し
て 

い
な
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
い
手
の
偏
見
の
せ
い
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ホ 

ジ
ス
キ
ン
は
そ
の
後
で
精
神
労
働
を
熟
練
及
び
技
術
の
習
#
、
さ
ら
に
機
械
の 

発
明
に
結
び
つ
け
、
肉
体
労
働
の
例
証
と
し
て
、
絹
織
工
、
機
械
製
作
者
、
農 

夫
、
石
切
り
人
、
綿
紡
紐
エ
等
を
あ
げ
て
い
る
。
又
、
彼
は
熟
練
は
継
承
さ
れ 

る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
坐
産
的
労
働
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ 

た
後
に
：
と
の
労
働
が
最
も
生
産
的
と
い
う
こ
と
は
い
え
ず
、す
べ
て
が
有
用
で 

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
彼
は
基
本
的
に
は
、
労
働
過
程
の
担
い
手
と
し
て
の 

労
働
、
及
び
そ
れ
に
関
速
し
た
精
神
労
働
を
述
べ
て
い
る
が
、
労
働
過
程
の
把

1

〇
i
一

(

六
〇
八)

握
が
.不
充
分
な
た
め
、.有
用
労
働
一
般
に
拡
大
し
て
し
ま
い
正
し
い
理
解
を
妨

‘
 

(

8
.

)

げV

い
る
。.
•特
に
彼
は
精
神
労
働
を
重
視
し
、
過
大
評
価
し
て
お
り
、
又
、
拡

大
解
釈
し
て
い
る
。
彼
が
生
産
的
労
働
を
広
く
解
釈
し
す
ぎ
て
い
る
の
は
' 
労

働
過
程
の
把
握
の
不
完
全
さ
と
同
時
に
、
彼
が
常
に
労
働
者
に
生
計
を
与
え
る

労
働
と
い
う
規
定
を
出
発
点
に
お
い
て
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
極
め
て
個
別
的

観
点
か
ら
把
握
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
彼
は
労
働
渚
の
生

計
を
維
持
す
る
労
働
な
ら
ば
あ
ら
ゆ
る
労
働
が
坐
産
的
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
生
産
的
労
磡
の
規
定
は「

ス
ミ
ス
よ
り
も
^
る
か
に 

(

9)

劣
っ
て
ゐ
る」

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
.ホ
ジ
ス
..キ

ン

は

し

か

し

な

が

ら

他

方 

に
お
い
て
、
資
本
主
義
社
会
に
お
.い
て
は
、
資
本
家
に
対
し
て
利
潤
を
生
じ
な 

い
労
働
は
生
産
的
で
は
な
い
と
い
う
見
解
の
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
知
。
し 

か
し
、
彼
は
、
最
初
の
規
定
と
、
こ
の
新
た
な
規
定
を
単
に
対
立
的
に
述
べ
て 

い
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
関
連
は
何
も
把
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
彼
の
、
自 

然
と
人
為
の
対
立
と
い
う
図
式
か
ら
し
て
当
然
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
み
る
な 

ら
ば
、
彼
の
生
産
的
労
働
論
に
お
い
て
は
熟
練
労
働
渚
を
中
心
と
す
る
小
商
品 

生
産
者
の
立
場
が
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

.
⑵

知
識
論

ホ
ジ
ス
キ
ン
の
生
産
力
論
に
お
い
て
は
知
識
及
び
観
察
と
そ
の
結
果
と
し
て 

の
発
明
の
生
産
力
に
及
ぽ
す
影
響
が
極
め
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の 

生
産
的
労
働
論
に
お
け
る
精
神
労
働
の
重
視
と
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
 

又
、
熟
練
労
働
の
重
視
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
又
、
こ
れ
は
彼
の
生
産
力
論 

の
特
徴
で
あ
る
が
、
彼
に
.お
い
て
は
知
識
や
発
明
の
生
産
力
に
及
ぼ
す
影
響
が 

あ
ま
り
に
過
大
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
ヱ
ン
ゲ

ル
ス
が『

反
デH

丨
リ
ン
グ
論』

の
中
で
、
発
明
と
発
見
が
労
働
の
生
産
性
を 

高
め
る
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
。
し
か 

し
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
経
済
学
の
法
則
な
ど
と
い
え
■る 

も
の
で
は
な
く
、
わ
か
り
き
っ
た
陳
腐
な
こ
と
：で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か 

し
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
知
識
論
は
そ
れ
に
つ
ぎ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
彼
の 

知
識
論
の
積
極
的
侧
面
が
あ
る
。
即
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
従
来
の
経
済
学
者
達
は

ス
ミ
ス
に
し
て
も
マ
ヵ
ロ
ッ
ク
に
し
て
も
セ
イ
に
し
て
も
如
識
の
生
産
力
に
及

ぼ
し
た
影
響
を
述
べ
て
は
い
る
が
、
知
識
の
増
加
が
何
ら
か
の
一
般
的
な
法
則 

に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
と
考
え
ず
に
、
偶
然
の
思
い
つ
き
の
よ
う
.に
考
え
て
い 

る
と
こ
ろ
に
誤
ま
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。
従
.っ
て
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
知
識
論
は
生 

産
力
に
及
ぼ
し
た
知
識
の
影
響
の
例
証
と
、

然
法
則
の
二
つ
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
後
者
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の 

よ
う
な
観
点
に
た
つ
て
知
識
論
を
展
開
し
た
こ
と
は
彼
の
.す

ぐ

れ

た面
と
い
え

彼
は
農
業
に
お
け
る
播
種
期
、
収
獲
期
、
土
壤
の
性
質
、
穀
物
の
性
質
等
に 

対
す
る
充
分
な
知
識
の
必
要
性
、
じ
ゃ
が
芋
の
導
入
、
ト
ゥ
モ
P
コ
シ
の
導
入 

の
影
響
等
を
述
べ
、
又
、
磁
石
の
発
明
と
そ
れ
に
伴
ぅ
航
海
術
の
改
善
、
そ
の 

結
果
と
し
て
の
か
っ
て
は
ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ぜ
い
た
く
品
で
あ
っ
た
お
茶
の
価 

格
の
下
落
に
っ
い
て
、
及
び
蒸
汽
機
関
の
発
明
と
木
棉
マ
_

Hフ

ァ

ク

チ

ュ
 

ァ
、

一
七
六
七
年
の
ス
ピ
ニ
ン
グ
•
ジH 

ニ
ー
、

一
七
六
九
年
の
力
織
機
、

一 

七
七
九
年
の
ミ
ュ
I
ル
.
の

発

明

及

びそ
れ
ら
の
機
械
が
生
産
力
に
及
ぼ
し
た
影 

響
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
安
全
灯
及
び
ガ
ス
灯
の
発
明
と
気
体
化
学
め 

進
渉
に
っ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

彼

は

サ

ー

.
'
ゥ

オ

ル

タ

ー

* 
ロ.
丨

リ

.

ト
マ
ス
.
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
生
産
力
論

I

V
ア
I
サ
ー 

•
.ヤ
ン
グ
V
リ
チ
ヤ
|
ド

.
ハー

グ
リ
I
ヴ
ス>

7

1
ク
テ
ィ 

ト
、
ジ
ヱ
ィ
ム
ズ
■
•

ヮ
ッ
.卜
、
プ
リ
ー
ス
ト
リ
ー
の
よ
ぅ
な
発
明
家
や
知
識
人 

の
役
割
を
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
-こ
に
は
産
業
革
命
期
の
経
済
学
者 

と
し
て
の
.彼
の
特
徴
が
よ
く
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
な
ら 

ば
、
他
の
経
済
学
者
達
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
こ
の
後
で
、
 

知
識
の
進
歩
は
一
般
的
自
然
的
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
、
ヮ
ッ
ト
や 

プ
リ
ー
ス
.ト

リ

ー

の

如

き

個

々

の

天

才

と

い

え

ど

も

決

し

て

偁

然

の

産

物

.で
は 

な
く
て
、

一
般
的
な
社
会
の
進
歩
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

彼 

は
、
知
識
を
規
制
す
る
法
則
に
つ
い
て
、
ス
ミ
ス
は
有
用
な
発
明
を
分
業
に
帰 

し
て
い
.る
が
、
そ
れ
は
誤
ま
り
で
あ
り
、.
知
識
や
発
明
は
分
業
に
先
行
す
る
と 

主
張
す
る
。
'

論

.、
彼

は

分

業

が

知

識

及

び

発

明

に

及

ぼ

す

影

響

も

認

め

て

い 

る
が
、
根
本
的
に
は
後
者
が
前
^
に
先
行
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
彼
は
人 

類
は
未
開
の
段
階
か
.ら
、
文
明
に
到
る
ま
で
一
様
の
進
歩
.を
遂
げ
て
.き
た
こ 

と
、
即
ち
、
採
拾
4
狩
狐—

牧

農

業

4
製

造

業

及

び

商

業

と

.い
っ
た
過
程 

を
経
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
こ
れ
ら
の
技
術
的
進
歩
及
び 

改
良
は
永
遠
の
自
然
法
則
の
結
果
で
あ
り
、
発
明
や
改
良
を
ひ
き
お
こ
す
事
情 

は
、
人
間
の
生
存
の
法
則
で
あ
る
労
働
に
対
す
る
必
要
性
と
人
口
の
自
然
的
増 

加
の
結
果
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
過
程
ぼ
、
人
口
の
増
加 

4
必
要
の
増
加—

知
識•

発
明
の
増
加
で
あ
る
。「

必
要
は
発
明
の
母
で
あ
り
、
 

淡
1
の
絶
え
ざ
る
存
在
は
人
口
の
絶
え
ざ
る
増
加
に
よ
っ
て
の
み
説
明
さ
れ
ぅ 

る
。」

彼
は
こ
の
他
に
、：
地
理
的
位
置
の
特
殊
性
や
言
語
、
人
間
の
諸
組
織
の
多
.
 

様
性
も
知
識
の
進
歩
.を
規
制
す
る
が
、
人
口
の
増
加
ほ
ど
決
定
的
で
は
な
い
.と 

主
張
す
る
。
又
、
コ
ミ
ュ 

一

j

ヶ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
は
人
口
の
増
加
と
同
じ
役
割

一
〇
三

(

六
〇
九)



を
果
す
。
彼
は
こ
の
こ
と
を「

三
人
よ
.れ

ば

文

珠

の

知

新

」

と
.い
う
諺
で
示
し 

て
い
る
。
彼
は
又
、天
才
に
つ
い
て
、
ヮ
ッ
卜
を
引
き
あ
い
に
出
し
て
い
る
が
、
 

ヮ
ッ
ト
が
蒸
汽
機
関
を
発
明
し
得
た
の
は
、
彼
が
天
才
で
あ
っ
た
こ
と
よ
り
も 

J

八
世
紀
に
彼
が
生
れ
た
こ
と
、
そ
れ
以
前
の
諸
発
見
や
、
特
に
化
学
の
発
展 

.に

.^
っ
.て
い
る
こ
と
又
、
そ
れ
ら
の
発
明
を
応
用
す
る
た
め
の
機
械
や
熟
練 

労
働
の
存
在
、
及
び
商
業
上
の
需
耍
の
存
在
に
負
ら
て
い
る
と
述
べ
：て
い
る
。
 

ホ
ジ
ス
キ
ン
が
知
識
の
堪
加
や
発
明
を
人
口
の
増
加
に
も
と
づ
く
、
必
要
の
増 

加
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
雄
純
で
機
械
的
で
は
あ
る 

が
、
知
識
の
進
歩
や
発
明
を
社
会
の
一
般
的
進
歩
の
中
で
把
え
て
い
る
こ
と
は 

卓
見
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
、
人
口
の
増
加
を
生
產
カ
発
展
の
決
定
的
モ 

メ
ン
ト
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
マ
ル
サ
ス
流
の
人
口
論
に
対
決
し
た
の
で
あ
っ 

た
。⑶

分
業
論

，ホ

ジ

ス

キ

シ

の

分

業

論

は

生

産

力

を

発

展

せ

し

む

各
も
の
と
し
て
の
分
業
'
.
 

分
業
を
生
ず
る
自
然
的
諸
原
因
及
び
分
業
の
限
界
と
し
て
の
市
場
の
範
囲
、
分 

業
の
も
う
一
つ
の
限
界
と
し
て
の
仕
事
の
性
質
及
び
地
域
的
分
業
か
ら
.成 

り
立
っ
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
、
分
業
が
生
産
力
を
増
加
さ
せ
る
こ
と

.に
つ
い 

て
、
ス
ミ
ス
.の
見
解
を
マ
力
ロ
'ッ
ク
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
第
一
に
分
業
は
特 

殊
な
労
働
者
の
熟
練
及
び
器
用
さ
を
増
加
さ
せ
る
。
彼
は
こ
こ
で
ス
ミ
ス
の
ピ 

ン
製
造
の
例
を
出
し
て
い
る
。
第
二
に
、

一
工
程
か
ら
他
工
程
へ
の
移
動
の
際 

の
時
間
を
節
約
す
る
。
第
三
に
、
労
働
を
縮
小
し
節
約
す
る
。
そ
し
て
‘、
機
械 

の
発
明
を
容
易
に
す
る
。
こ
の
後
で
彼
は
、
侮
日
の
実
践
か
ら
の
例
証
を
行
っ 

て
い
る
が
、
そ
の
際
彼
は
ス
ミ
ス
と
同
じ
く
仕
事
場
内
の
分
業
と
社
会
的
分
業

、
 

1

0四

(

六
ー
〇)

.を
混
同
し
て
い
る
,

■

次
に
波
は
分
業
の
.発

生

に

つ

い

て

述

べ

る

。
彼

に

よ

れ

ば

分

業

は

何

ら

.か
の 

普
遍
的
で
自
然
的
原
理
か
ら
生
ず
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
関
し
て
彼
は
性
、
年 

齢

-
健
康
碎
体
的
及
び
.精
.利
的
諸
力
、
才
能
と
趣
味
の
多
様
性
を
あ
げ
て
い 

.る
。
.そ
し
て
、
彼
に
よ
れ
ば
社
会
の
進
歩
の
中
で
こ
の
顧
の
分
業
の
諸
原
因
は 

絶
え
ず
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
こ
へ
の
後
で
彼
は
交
換
は
分
業
の
必
然
的
な
結
果
で 

あ
っ
て
原
因
で
は
な
い
と
主
張
し
、
.そ
の
点
で
ス
ミ
ス
と
意
見
を
異
に
し
て
い 

る
が
、
彼
の
こ
の
見
解
は
商
品
交
換
の
必
然
性
を
分
業
•か
ら
説
明
す
る
も
の
と 

し
て
.卓
見
で
あ
る
。彼
は
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
分
業
を
個
人
的
分
業(indivi- 

dual division 

of 

l
a
b
g
r
)

と
名
づ
け
て
い
る
。
次
に
彼
は
分
業
の
限
界
に
つ 

い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
第
一
ぱ
彼
に
よ
れ
ば
市
場
.の
範g

で
あ
り
、
第
二
は 

仕
茁
の
性
質
で
あ
る
。
市
場
の
範
囲
は
単
な
る
消
費
者
の
.数
に
よ
っ
て
で
は
な 

く
て
、
欲
す
る
商
品
を
獲
得
す
る
た
め
に
自
身
の
.、

も

し

く

.
は

他

人

の

労

働

の
 

生
産
物
を
も
.っ
て
い
る
人
々
の
数
即
ち
労
働
者
の
数
と
彼
ら
の
生
産
力
に
よ

っ
 

て
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
、
各
人
の
諸
要
求
は
制
限
さ
れ
て 

い
る
の
.で
、
後
者
よ
り
は
前
者
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
労 

働
者
の
数
は
人
口
の
増
加
と
と
.も
に
増
加
す
る
。
従
っ
て
結
局
の
と
こ
ろ
分
業 

は
人
口
の
増
加
に
と
も
な
ぅ
市
場
の
範
囲
の
拡
大
に
よ
っ
て
絶
え
ず
拡
大
さ
れ 

る
こ
と
に
な
る
。
又
、
彼
に
よ
れ
ば
交
通
手
段
の
発
展
は
人
口
の
増
加
と
同
じ 

.効
果
を
も
つ
の
で
あ
り
.、
こ
れ
は
知
識
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
彼
は
結
局
、
 

生

産

力

の

発

展

を

人

口

増

加

に

も

と

づ

く

知

識

と

分

業

の

.拡

大

に

帰

着

さ
せ
て 

い
る
。
又
、
人
口
の
増
加
は
市
場
の
拡
大
の
み
な
ら
ず
、
諸
個
人
の
諸
性
質
の 

多
様
性
を
通
じ
て
分
業
を
拡
大
す
る
。
彼
は
分
業
の
第
二
の
限
界
と
し
て
、

仕
辦
の
性
質
そ
の
も
の
か
ら
^
ず
る
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
 

彼
は
知
識
の
進
歩
と
機
械
の
発
明
に
よ
っ
て
こ
の
限
界
は
遠
ざ
け
ら
れ
、
分
業 

の
拡
大
と
労
働
の
^
純
化
を
も
た
ら
す
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
種
の
限
界 

を
例
え
ば
農
業
に
お
け
る
停
滞
の
原
因
と
し
て
あ
げ
て
い
る
が
、

土
壌
、
気 

候
、
土
地
に
含
ま
れ
て
い
る
鉱
物
、
地
球
の
樹
然
の
産
物
等
の
特
殊
性
に
よ
っ 

て
、
特
定
の
地
域
は
特
定
の
部
鬥
に
の
み
適
し
て
い
る
と
述
べ
、
こ
れ
を
地
域 

的

分

業(telritoridl division 

of l
a
b
o
u
r
)

と
名
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
技
術 

の
発
展
と
と
も
に
遠
ざ
け
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
社
会
の
進
歩
の
あ
ら
ゆ
る
段 

階
に
存
在
し
て
い
る
。

又
、
地
域
的
分
業
は
交
換
を
伴
わ
ず
に
も
存
在
す
る 

が
、
，!=
{
然
の
指
示
に
従
え
ば
交
換
は
利
益
で
あ
り
好
ま
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
交 

換
に
よ
っ
て
、
各
人
は
最
も
利
益
の
あ
る
生
産
に
専
心
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
嵇
の
分
業
は
土
地
の
政
治
的
分
割
と
は
一
致
し
な
い
。
そ
し
て
、
自
由
な 

交
換
が
政
治
的
に
妨
げ
ら
れ
る
と
す
る
と
、
交
換
の
利
益
が
失
わ
れ
、
生
産
力 

の
発
展
を
阻
害
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
ィ
ギ
リ
ス
及
び
^
命
後
の 

フ
ラ
ン
ス
と
ド
ィ
ッ
及
び
ス
ペ
ィ
ン
と
の
比
較
に
お
い
て
論
じ
て
い(

が

。
最
後 

に
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
労
働
者
は
相
互
に
依
存
し
あ
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る 

が

こ

れ

は

彼

が『

^
働
弁
護
論』

で
述
べ
て
い
.る

共

存

労

働(co-existing 

l
a
b
o
u
r
)

の
概
念
に
他
な
ら
な
い
。
彼
の
分
業
論
に
は
そ
れ
ほ
ど
独
自
的
な
も 

の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
人
ロ
の
堝
加
と
の
関
速
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
が 

通
要
で
あ
ろ
ぅ
。

⑷

商

業

論

•

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
商
業
は
本
来
は
経
済
学
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら 

ば
商
業
は
原
材
料
に
何
ら
価
値
を
附
加
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
商
、
は

ト
マ
ス
.
ホ
ジ
ス
キ
ン
め
生
産
力
a

「

単
に
利
得
の
た
め
に
購
買
し
販
売
す
る
の
み
の
人
々」

で
あ
っ
て
、

運
輸
業 

者
と
は
異
な
る
と
正
し
く
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
商
業
に
対
し
て14̂
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な
偏
見
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
商
業
を
生
ず
る
自
然
的
諸
事
情
及
び
商
業
の 

効
用
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
彼
は
商
業
を
分 

業
に
も
と
づ
く
交
換
の
必
然
性
か
ら
生
ず
る
も
の
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
分
業 

と
商
業
の
間
に
は
、
彼
に
よ
る
と
次
の
如
き
照
応
関
係
が
あ
る
。

①

個
人
的
分 

業
-
ホ
ー
ム
•
ト

レ

ー

ド

(
home 

trade)

-
-
^
売
(retail)

②

地
域
的
分 

業
-
-

フ
オ
リ
ン
•
ト
レ
ー
ド(foreign 

trade)
——

卸
売

(wholesale」

こ
の
場
合
、
通
常
は
ホ
ー
ム
•
ト
レ
ー
ド
は
国
内
、
フ
オ
リ
ン
•
ト
レ

ー
ド 

は

外

固|?
|

の

商

品

交

換
•と
&
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
に
よ
る
と
非
科
学 

的
な
恣
意
的
な
規
定
の
仕
方
で
あ
っ
て
、
二
種
類
の
分
業
に
も
と
づ
い
て
、
事 

物
の
本
性
よ
り
生
ず
る
•区
別
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

小
売
商
人(retail 

dealers)

に
つ
い
て
彼
は
次
の
，よ
う
に
言

っ
て
い
る
。
 

社
会
的
分
業
に
も
と
づ
く
諸
商
品
の
生
産
に
お
い
て
は
生
産
期
問
が
諸
商
品
に 

よ
っ
て
異
な
り
、
又
、
諸
商
品
の
耐
久
性
も
異
な
る
の
で
、
あ
る
商
品
は
直
ち 

に
売
ら
れ
消
費
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
他
の
商
品
は
数
ヶ
月
も
市
場
に
お
い 

て
お
け
る
。
と
こ
ろ
が
労
働
者
の
欲
望
は
侮
日
更
新
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の 

矛
盾
を
ど
う
解
決
す
る
か
、
特
に
生
産
期
間
の
長
い
部
門
の
労
働
者
は
日
々
の 

生
活
手
段
を
ど
う
や
っ
て
獲
得
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
小
売
商
人
は
諸
商
品 

の
効
用
及
び
そ
れ
ら
の
所
与
の
量
が
消
費
さ
れ
る
時
期
、
時
間
.を
熟
知
し
て
お 

り
、
消
费
渚
諸
個
人
の
需
要
の
範
四
に
も
通
じ
て
い
る
。
製
造
業
者
は
小
売
商

1
0

五

(
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人
の
沘
宛
し
た
需
要
に
も
と
づ
い
て
諸
商
品
の
供
給
量
を
決
め
る
。
従
っ
て
、
 

小
売
商
人
は
諸
^
品
の
需
獎
と
供
給
を
均
衡
さ
せ
る
。
.彼
ら
は
こ
の
こ
と
を
出 

来
る
限
り
安
く
買
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
っ
て
無
駄
を
省
く
こ
と
に
よ
っ
て
行 

う
の
で
あ
り
、
そ
の
険
約
が
彼
ら
の
利
潤
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
儉
約
は 

社
会
的
に
も
利
益
で
あ
る
と
彼
は
主
張
す
る
。
又
、
小
売
商
人
は
也
産
物
を
消 

费
に
適
し
た
形
や
贵
に
す
る
労
働
を
も
行
う
。
 

.

卸
売
商
人(wholesale 

d
e
a
l
e
r
s
)

は
ど
う
か
。
彼
は
卸
売
商
人
の
効
用
を
述 

ベ
る
前
に
遠
膈
地
の
商
品
交
換
の
利
益
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
す
べ
て
の
人 

々
は
相
互
に
依
存
し
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
地
域
的
分
業
の
あ
る
と
こ
ろ
で 

は
、
諸
風
土
、
興
な
る
諸
地
方
の
産
物
は
交
換
に
よ
っ
て
の
み
人
々
が
享
受
し 

う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
商
品
交
換
は
購
買
者
の
侧
に
お
け 

る
等
fl
商
品
の
生
産
を
当
然
必
耍
と
す
る
か
ら
、
.販
売
者
の
側
で
技
術
の
改
良 

が
生
じ
商
品
が
安
く
作
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
購
買
者
の
側
に
お
け
る
利
益 

と
な
る
と
同
時
に
、
購
買
者
の
側
の
技
術
進
歩
を
も
刺
激
す
る
と
い
う
の
で
あ 

る
。
か
く
し
て
彼
に
よ
れ
ば
商
業
は
土
壤
、
気
候
、
土
地
の
自
然
的
産
物
に
お 

け
る
多
様
性
か
ら
生
ず
る
肖
然
現
象
で
あ
る
。
彼
は
卸
売
商
人
を
こ
の
よ
う
な 

交
換
の
利
益
を
^
现
す
る
担
い
手
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
卸
売
商
人
は
遠
く
離 

れ
て
い
て
觅
ず
知
ら
ず
の
生
産
者
達
が
、
そ
の
商
品
に
対
す
る
市
場
を
確
実
に 

み
つ
け
、
そ
の
需
耍
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
生
産
者
に
代
わ
っ
て
行
う 

と
い
う
の
で
あ
る
。
商
人
は
諸
商
品
が
.最
も
必
要
と
さ
れ
る
所
に
移
さ
れ
る
結 

梁
、
壻
加
せ
る
価
格
に
よ
っ
て
利
潤
を
支
払
わ
れ
る
。
さ
ら
に
彼
ら
は
安
く
.買 

い
高
く
売
る
と
い
う
庙
山
競
承
の
原
理
に
従
っ
て
利
己
的
に
行
動
す
る
結
果
、
 

価
格
の
諸
変
動
を
調
整
し
、.
又
、
必
要
な
時
に
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
食
糧
不

足

を

な

く

し

、
救

済

倉

.(public, 

g
r
a
n
a
r
y
)
.

と

同

じ

役

割

を

果

た

す

。

か
く 

し
て
.ホ
.ジ

ス

キゾ
に

よ

る

と

商

業

は

間

接

的

に

生

産

を

助

：

£
.1
4-
:务
($
'
か
账
で 

あ

り

、
精

神

労

働

が
そ
の
中

心
’
か

か

と
li
c
。

商
業
論
に
お
い
て
は
自
由
競
争
讚
；̂
者
と
し
て
の
彼
の
特
徴
が
よ
く
出
て
い 

る
。
彼
は
こ
こ
で
は
ま
ず
、

生
産
物(

使
用
価
値)

の
交
換
と
商
品
交
換
と
を
混 

同
し
、
生
産
物
交
換
の
利
益
を
特
殊
な
•
交
換
の
歴
史
的
形
態
で
あ
る
商
品

交 

換

の

利

益

と

同

一

視

し

て

い

る

。

さ

ら

に

又

、
彼

は

，：

2

由

競

争

に

も

と

づ

く

商 

品
生
産
そ
の
も
の
か
ら
生
ず
る
価
格
変
動
を
自
由
競
爭
に
よ
っ
て
な
く
す
と
と 

が
出
来
る
か
の
如
き
幻
想
を
抱
い
て
い
る
。
こ
こ
に
ア
ダ
ム
r
x
ミ
ス
の
信
奉 

者
と
し
て
の
彼
の
空
想
的
側
面
が
.も
っ
と
も
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ 

う
。
又
、
こ
こ
に
、
彼
の
階
級
的
基
盤
が
小
商
品
坐
産
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す 

一
つ
の
論
拠
が
あ
る
。_ 

. 

.
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す
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又
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潤
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又
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又
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す
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藤
悦
子「

ト
マ
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ィ
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H
a
g
s
k
i
n
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ibid., 

p. 
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(

17)

O
M,
.
w
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p iTbid., 

PXJ
.160

1161, 

p. 

172.

三
、
生
産
力
の
発
展
と
'労
働
者
階
級
の
状
態
及
び 

生
産
力
の
発
展
の
阻
止
的
要
因

産
業
革
命
の
確
立
期
の
経
済
学
者
と
し
て
の
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
、

一
方
に
お
い 

て
は,

機
械
が
発
明
さ
れ
、大
工
業
が
成
立
し
て
、生
産
力
が
非
常
に
発
展
し
た 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、他
方
に
お
い
て
、労
働
渚
及
び
農
民
は
極
貧
の
状
態
に
あ
る 

,
と
い
う
矛
盾
す
.る
現
実
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
彼
は
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
べ
.き
か 

と
い
う
こ
と
を
常
に
彼
の
中
心
的
な
課
題
と
し
て
い
た
。
彼
は
こ
の
問
題
をS

 

然
と
人
為
の
対
立
と
い
う
考
え
方
に
お
い
て
把
え
る
立
場
に
た
っ
て
い
る
。
彼 

に
ょ
れ
ば
、
人
類
が
自
然
の
法
則
に
従
う
な
ら
ば
生
産
力
は
無
限
に
発
展
す
る 

の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
彼
が
採
用
し
た
の
は
次
の
如
き
収
横
通
増
の
図
式
で
あ 

る
。

)

従
っ
て
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
に
と
っ
て
は
、
労
働
者
階
級
の
貧
困
は
決
し
て
'
 

自
然
の
法
則
に
ょ
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
一
八
ニ
五
年
の
恐
慌

一
〇
七

(

六
ニ
ニ)
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.

の
H
で
、

一

方
に
は
生
産
物
が
あ
り
あ
ま
っ
て
、
腐
っ
て
い
.る
に
も
か
か
っ
り 

ず
、
他
'
^
は
飢
死
す
る
人
問
が
い
る
と
い
ぅ
こ
と
を
麗
し
た
こ
と
に
よ
っ 

て
对
信
し
"
^」

そ

れ

だ

か

ら

、

ホ

ジ

ス

キ

ン

は

マ

ル

サ

ス

流

の

人

ロ

^ ?
^
-
、
収 

&•
通
減
の
法
只
に
反
対
し
た
。
従
っ
て
又
、
こ
れ
は
彼
が『

労
働
弁
護
論』

に 

お
い
て
質
銀
驻
金
説
を
批
判
す
る
際
の
基
底
に
あ
る
も
の
な
の
で
t

。
又
、
 

彼
は
分
業
に
よ
る
相
互
依
存
が
労
働
者
階
級
の
貧
困
の
原
因
で
あ
る
と
す
る
シ 

ュ
ト
ル
ヒ
に
対

し

て

も

、
分

業
に
よ
る
相
'互

依

存

と

労

働

者

階

級

の

隸
厲
と
は 

あ
り
、
労
働
者
の
貧
困
は
後
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
を
し
て 

し
る
力
く
し
て
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
に
と
っ
て
、
.貧
困
は
亩
然
的
な
も
の
で
は
な 

く
て
徹
頭
徹
馬
人
為
的
な
もQ

、
# '
5E
'

6

f

k的
I
制
度
に
よ
る
もQ

で
あ
っ 

た
。
そ
し
て
、
彼
は
労
働
者
階
級
の
贫
困
を
資
本
家
の
搾
取
に
、
そ
し
て
、
資 

6 ^
1
の
資
本
#
掼

(

愆
利)

■に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
し
い
洞
察
を
示
し
て
い 

る

こ

れ

は

彼

が

と

り

入

れ

た

リ

ヵ

ー

ド

理

論

か

ら

の

帰

結

で

あ

っ

(

fc
7)

。
ホ
ジ 

ス
キ
ン
は
さ
ら
に
、
こ
の
よ
ぅ
な
搾
取
と
労
働
者
及
び
農
民
の
奴
隸
状
態
は
生 

.産
力
の
発
展
を
阻
害
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
生
産
力
の
発
展
を
阻
止
す
る
要 

因
と
し
て
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
、
第
一
に
、
露
者
や
農
民
の
贫
困
な
状
態
が
人
口

の
増
加
を
妨
げ
て
、
彼
の
収
獲
通
増
の
図
式
の
最
も
根
本
的
な
要
因
を
阻
害
す 

る

こ
と
第
二
に
、
労
働(

者)

や
農
民
の
贫
困
は
篇
に
よ
る
過
剰
蓄
愤
と
と
も 

に
過
剰
生
産
を
生
ず
る
こ
と
、
従
っ
て
、
生
産
力
が
遊
休
す
る
こ
と
。
又
、
捧 

取
者
の
介
在
に
よ
っ
て
労
働
者
1

° 5
:

の
交
換
が
縮
小
し
、
市
場
の
範
囲
が
縮
小 

し
て
、
分
業
の
発
展
を
妨
げ
る
こ
^

。
第
三
に
、
現
在
の
社
会
状
態(

即
ち
ft 

本
主
義()

1)

に
お
い
て
は
利
潤
を
得
て
生
産
さ
れ
る
贵
が
生
産
の
制
限
を
な
し
て 

_
>ろ
こ
と
第
四
に
彼
は
そ
の
他
の
社
会
的
諸
規
制
g
s.
a
l regulations) 

を
あ
げ
て
い
る
。
f

ば
、
J M
i
-
Eな
S

に

対
す
る
制
限
が
地
域
的
分
業
の
利 

益
を
常
に
制
限
し
て
い
る
こ
1̂
。
或
は
例
え
ば
ア
ィ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
？

7
 

働
者
が
貧
困
な
ば
か
り
で
な
く
、
政
治
的
な
抑
压
、
宗
教
的
な
抑
f

を
う
け 

て
い
る
こ
と
が
I生
産
力
の
改
善
を
阻
害
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い(

沾

。
列
え 

は
思
考
の-

E
I

由
や
出
版
の
自

-
5

に
対
す
る
政
治
的
抑
！

i
j

は
知
識q

進
歩
を
妨
げ 

生
産
力
の
歲

を

阻
止
す
る
の
で
あ
^

さ
ら
S

は
少
数
地
主
つ
土
也
所
有 

は
分
業
の
発
展
■を
阻
止
し
、
生
産
力
の
発
展
を
阻
止
す
る
と
主

張

し

て

さ

。
 

こ
の
よ
う
に
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
マ
ル
サ
ス
や
シ
3L
ト
ル
ヒ
の
よ
う
な
俗
流
経
済
学 

者
と
は
違
つ
て
、
資
本
主
義
に
お
け
る
生
産
力
と
生
産
関
係
の
矛
盾
を
洞
貧
し

て
V
た

し

か

し

、
彼
は
そ
れ
を
生
産
力
と
生
産
関
係
の
矛
盾
と
し
て
把
え
る 

こ
と
は
出
来
ず
、
自
然
と
人
為
の
対
立
と
し
て
把
握
し
た
の
で
あ
るC

ビ
い 

ら
、
彼
は
資
本
唐
社
含
お
い
て
は
生
産
力Q

幾

そ

の

も

の

が

露

者

を 

押
取
す
る
手
段
に
転
化
す
るQ

だ
と
は
毫
も
考
え
な
か
0
た
。
彼
に
と
っ
て
は 

4
産
力
の
発
肢
は
無
条
件
に
喜
ば
し
い
も
の
で
あ
り
、
労
働
者
の
貧
困
はr

し 

や
く
に
さ
わ
る
諸
沏
服(vexatious 

regulations)」

に
よ
る
も
の
、
即
ら
、
自 

然
に
対
す
る
人
為
の
不
当
な
侵
害
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
に
お
い
て 

は
す
本
主
義
に
お
け
る
搾
取
の
影
響
と
、
封
建
的
抑
圧
の
影
響
と
が
本
質
的
に 

興
な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
.と

も

、
結

果

；̂

に
は
彼
文
資 

本
主
義
に
お
け
る
牙
盾
の
把
握
に
か
な
り
鋭
く
切
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
は
事
実 

で
あ
る
。

注(

1)

鎌
|:
1
|武

治「

ト
マ
ス
.
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
資
本
主
義
批
判
体
系

」
『

エ
コ

ノ
ミ 

ァ』

第
16
号
97
弭
、
10
5
頁
参
照
。

(

2)
「

小
麦
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
及
び
世
界
の
他
の
部
分
で
腐
り
つ
づ
け
た
。…

…

 

小
表
の
所
有
志
達
が
萵
ん
で
そ
れ
を
交
換
し
た
あ
の
諸
商
品
を
生
産
す
る

力
は 

あ
ま
り
に
も
大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
作
業
は
極
め
て
し
ば
し
ば 

制
限
さ
れ
或
は
全
く
中
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
力
が
そ
の
•

手
に
民
っ
て
、

る
人
々
は
外
国
で
腐
っ
た
あ
の
小
麦
の
欠
乏
の
た
め
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ 

れ
故
に
、
我
々
人
氏
の
ぅ
け
て
い
る
困
窮
及
び
我
々
す
べ
て
が
不
平
を
も
っ
て 

I
る
贫3

は
、
向

然

に

ょ

^:
^

¥'
§:
れ
る
か
で
；̂

ぐ
ハ
、
労
働
卷
を 

し
て
彼

'̂崖

力
.

^

働
か
せ
る
こ
と
を
認
め
ず
、
彼
か
ら
そ
の
果
実
を
奪
い
と 

る
特
矩
.の
お
会
的
諸
饰
度
に
.よ

f

て
ひ
き
お
こ
さ
ル
る
の
で
あ
る
。」

.

H
o
d
g
s
k
i
n
,

 

P
o
p
u
l
a
r

 

Political 

E
c
o
n
o
m
y
,

 

pp. 

2
6
7

18

 

傍
^

、.
 
^
I
t
-
e 

(

3) 

一
'
の
注
19
参
照
。

,

ト
マ
ス
.
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
生
産
力
論

「

人
口
の
増
加
が
ョ
丨
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
貧
困
、
み
じ
め
さ
、
悲
惨
の
起
源
で 

は
あ
り
え
な
い
。」

Hodgskin, 

ibid., 

p. 

123.

.

「

大
抵
の
政
治
経
済
学
者
逹
に
よ
っ
て
人
類
の
数
の
増
加
の
必
然
的
な
結
果
で 

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
あ
の
生
活
手
段
獲
得
の
増
大
す
る
困
難
さ
に
対
し
て 

は
、
少
な
く
と
も
充
分
な
補
償
が
あ
る……

。」

H
a
g
s
k
i
n
,

 

ibid., 

p. 

121. 

cf. 

ibid., 

p. 

1
2
P

(

4

)
「…

…

生
産
力
は
土
地
が
利
用
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、

又
、

人
々
が
#
加
す 

る
に
つ
れ
て
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
が

一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な 

見
解
は
、
分
業
の
諸
効
f

び
知
識
の
進
歩
を
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し 

て
全
く
誤
ま
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
土
地
に
目
を
向
け
る
に
す
ぎ
な
い
。
土 

九
の
力
に
つ
.
て
い
え
ば
、
生
産
を
助
け
る
用
具
と
し
て
は
、
.我
々
よ
蒸
气
遥 

供
が
発
明
さ
れ
る
以
前
の
大
気
の
也
産
諸
力
に
つ
い
て
と
同
様
、
殆
ん
ど
可
も 

知
ら
な
い
の
で
あ
る
。」

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
こ
こ
で
、
収
獲
通
減
の
法
則
に
対
す
る 

批
判
を
行
っ
て
い
る
。

H
a
g
s
k
i
n
,

 

ibid., 

p. 

102.

(

5)
「

そ
れ
故
、
不
平
を
い
わ
れ
嘆
か
れ
る
従
属
と
い
う
の
は
貧
困
及
び
隸
属 

の
従
厲
で
あ
っ
て
、
分
業
に
よ
っ
て
生
ず
る
相
互
依
存
で
は
な
い
。

」

Hodgskin, 

ibid., 

p. 

1
300
.

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
分
業
に
.よ
る
労
働
力
の
畸
形
化
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
労
働 

力
の
資
本
へ
の
従
属
を
見
て
い
な
い
点
で
あ
ま
り
に
楽
観
的
す
ぎ
る
が
、
S

 

的
諫
厲
と
分
業
に
よ
る
相
互
依
存
を
区
別
し
た
の
は
卓
見
で
あ

る

。

(

6) 

cf. 

H
a
g
s
k
i
n
,

 

ibid., 

p. 

52,

「

し
か
し
、
分
業
か
ら
生
ず
る
あ
ら
ゆ
る
利
益
は
自
然
的
に
は
労
働
渚
達
こ
集

I

〇
九

(

六 

一
S



4

1
彼
ら
の
も
の
な
の
だ
か
ら
、
も
し
も
彼
ら
が
そ
の
利
益
を
奪
わ
れ
、
社 

会
の
進
歩
の
中
で
、
決
し
て
働
か
な
い
も
の
達
の
み
が
彼

ら

.

.
の

改
f

れ
.た
熟 

練
に
よ
っ
て
富
む
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
不
正
な
着
服
か
ら
、
.富
め
る 

卩
に
お
け
る
神
取
と
略
奪
か
ら
、

そ
し
て
貧
困
.の
側
に

お
け
る
屈
従
の
艰
諾
h 

ら
生
じ
る
に
遠
い
な
.い
.
，
。

」

H
a
g
s
k
i
n
,

 

ibid., 
pp_ 

10

00—
109.

シ
ス
キ
ン
は
複
利(

c
o
m
p
o
u
n
d

 

interest)

の
圧
倒
的
な
要
求
に
つ
、
て 

述
へ
た
後
に「

そ
れ
は
社
会
の
法
律
に
よ
っ
て
^:
認
さ
れ
、
人
間
の
習
慣 

に
よ
っ
て
楚
認
さ
れ
、
立
法
に
よ
っ
て

強
制
さ
れ
、
経
済
学
若
達

に

よ

っ

て
、
 

熱
心
に
守
ら
れ
て
い
る
資
本
S

•證

の

§

的
性
質
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
ま 

で
も
、
今
も
、
そ
し
て
そ
れ
が
認
め
ら
れ
、
證
さ
れ
る
限
り
は
永
遠
に
労
働 

渚
を
贫
困
と
悲
惨
に
と
ぢ
こ
め
る
で
あ
ろ
う
。」
と

言
っ
て
い
る
。

.w
a
g
s
k
i
n
.

 

L
a
b
o
u
r

 Defended, 

p
.'o
o

p鈴
木
訳
64
頁
。
安
藤
訳
37
6

頁
。

(

7)
「…

…

な
せ
な
ら
ば
、
彼(

リ
ヵー

ド…

：.
.神
代)
の
理
論
は
私
が
た
っ
た 

今
な
し
た
観
察
即
ち
、
資
本
家
の
搾
取
が
労
働
者
の
貧
困
の
原
因
で
あ
る
と
い 

う
こ
と
を
確
認
す
る
か
ら
で
あ
る
。」

つ
ま
り
、.
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
リ
ヵ

ー

ド
の
理 

論
に
お
け
る
労
锊
と
利
潤
と
の
逆
比
例
か
ら
こ
の
結
論
に
達
し
た
し
け
で
b 

る
。

H
a
g
s
k
i
n
,

 

ibid., 

P

POO
0
IOO
L 

鈴
木
訳
64
頁
。
安
藤
訳
37
6

頁
。

(

8

、

cf. .
H
a
g
s
k
i
n
,

 

P
o
p
u
l
a
r

 

Political 

E
c
o
n
o
m
y
,

 

p
o
.

1
2
0
I
j
^
,

(
o
)

「

何
故
わ
が
人
拔
の
半
数
に
仕
事
が
な
い
か
と
い
う
理
出
は
、

他
の
半 

i
が
本
来
な
す
へ
き
二
倍
を
働
く
か
ら
で
あ
る
。
世
界
の
市
場
は
彼
ら
の
勤 

兔
の
生
産
物
で
過
剰
蓄
猜
に
な
っ
て
い
る
。
生
産
ft
'
常
に
自
身
の
市
場
を
つ
く 

る
と
い
う
の
が
経
済
学
渚
の
格
言
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
格
言
文
何
人
も
、
返 

す
も
し
く
は,
沪
の
意
図
な
し
に
は
生
産
し
な
ぃ
と
い
う
想
，宏
か
ら
!h
农
し
て

ニ

〇

' (

六

一
六)

し

る

そ

れ

故

に

そ

れ

は

、

生

産

す

る

こ

と

を

強

制

さ

れ

.る

が

囊

す
る
こ
と 

を
認
め
ら
れ
ぬ
わ
が
労
働
者
に
は
通
用
し
な
い
。」

Mechanics 、Magazine. 

100
2
3 梢
.

9 

 ̂6

ra. 

&
e 

H
a
i

rt
l
'
v
y
, 

op. 

c
i
r夕
芦 

td
n
g
\ 

trans., 

P.S5.

(

i
 

Cf. Hodgskin, 

Popular Political Economy, 

pp.. 1
1
6
1
1
1
7
.

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
⑶
と
ご
こ
で
販
路
説
を
批
判
し
て
い
る
。

(

u) 

Cf. Kodgskin, .ibid., 

pp.. 51—
52..

Cf. H
a
g
s
k
i
n
,

 

ibid., 

pp. 

245-246.

12) 

s
 
JJa
踅 
F
 ibid, pp. •161.1162. 

pp. 1
6
6
-
1
6
7
.
1

1の
注
(1
5
)参
照
。

(

13) 

cf. Hodgskin, 

ibid., 

p
p
.
123 

丨124.

(

14) 

cf. Hodgskin, ibid.,. pp. 

9
8
1
9
9
，

15) 

cf. H
a
g
s
k
i
n
,

 

ibid., 

p. 

135.

§

肅
悦
子
氏
は
ホ
ジ
i

N 

Q

機
械
観
を「

機
械
の
生
産
力
を
み

と

め

た

ぅ
え
で
、
ラ
ダ
ィ
ッ
運
動
に
み
ら
れ
た
反
体
制
蜃
を
認
鐘
識
に
ま
で
た

力
め
る
.と
い
ぅ
体
制
批
判
を
と
も
な
っ
た
肯
定
的
な
機
械
観

」

と
主
張
し
て
い 

る
。

..

安

藤

悦

子

「

ィ

ギ

リ

ス

.
に

お

け

る

労

働

渚

教

育

運

動

の

成

立

—

職

工

学

校 

運

動

と

そ

の

思

想

的

背

景

」
『

歴

史

学

研

究

』

第
27
2

号
、

一九
六
三
年 
一/J

、一

(

17
、
 

H
a
g
s
k
i
n
,

 

op. 

c

i

r

p

K
co
.

む

す

び
 

，

以
上
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
生
産
力
論
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
彼
に
お
い
て 

は
、
生
産
力
の
発
展—

臭

、
生
産
力
の
停
滞—

人
為
と
し
て
把
え
ら
t 

て
い
る
た
め
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
生
産
力
の
発
展
を
极
極
的
な
も
の
と

し
て
理
解
し
た
こ
と
体
は
正
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
、
生

産

力

の

発
 

展
が
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
有
し
て
い
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
そ
の
肯
定
面 

も
否
定
而
も
と
も
に
正
し
く
科
学
的
に
把
握
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
後

者

は

全

く
 

見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
に
お
い
て
は
生
産
力
論
と
自
由
主
義
が
結
合
し 

て
、
人
類
の
未
来
に
対
し
て
極
め
て
空
想
的
な
展
望
が
抱
か
れ
て
い
る
。
従
っ 

て
、
資
本
主
義
批
判
家
と
し
て
は
、
彼
は
科
学
的
な
條
耐
を
も
っ
て
い
た
に
も 

力
か
わ
ら
ず
、
改
本
者
と
し
て
は
全
く
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
で
あ
っ
た
。

〔

句
記〕

『

労
働
擁
護
論』

の
引
用
は
鈴
木
訳
、
靈

訳

を

產

し

て

、n

丨
ル
版 

か
ら
訳
し
た
。
な
お
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
価
値
価
格
論
、
貨
幣
論
、
資
本
論
、
に 

つ
い
て
は
別
に
稿
を
改
め
て
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。(

資
本
論
に0

.

い
て
の
み 

は
本
誌
八
月
号
に
発
表
の
は
ず
。)

又
、
指
導
教
授
で
あ
る
遊
部
久
蔵
先
生
に 

は
、
赀
ff
l
な
文
献
を
い
く
つ
か
贷
し
て
い
た
だ
き
、
IE
耍
な
御
助
言
を
い
た
だ 

い
た
。
こ
こ
に
深
く
謝
意
を
表
す
る
。

ト
マ
ス
*
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
生
産
力
論


