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七

四

(

九
〇
八)

潤
は
そ
の
地
域
の
公
共
体
の
税
収
に
反
映
し
、
現
実
の
法
人
税
の
ご
と
く
本
社 

- 

所
在
地
の
税
収
が
過
大
に
計
上
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
免
れ
よ
う
。
酒
税
に
し 

て
も
、
本
社
の
所
在
地
で
は
な
く
、
各
地
域
の
最
終
的
な
酒
購
入
者
の
負
担
•を 

反
映
す
る
よ
う
に
調
整
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
調
整
国
税
と
よ
び 

各
都
道
府
県
.
市
町
村
に
帰
厲
せ
し
.め
る
。表
11

で
は
、
こ
の
調
整
国
税
か
ら
こ

こ
で
鹿
止
を
仮
矩
し
て
い
る
交
付
税
、
譲
与
税
、
国
庫
支
出
金
を
差
，し
引
い
た 

.

金
額
が
、(

B

I

C

)

と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
こ
れ
は
国
税
を
す
べ
て
地
方
に
移
し 

た
ば
あ
い
の
各
都
道
府
県
の
独
立
財
源
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、

表
で
あ
き
ら
か
な
ご
と
く
、
現
在
の
財
政
力
水
準
を
維
持
で
き
な
い
道
府
県
が 

ニ
四
団
体
に
も
達
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
財
政
力
水
準
が
も
と
も
と
高
く
な 

い
団
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
^-
政
力
水
準
の
寄 

い
団
体
は
、
JK
M
、
大
阪
を
は
じ
め
と
し
て
、
か
え
っ
て
よ
り
多
く
の
新
規
^

源
を
う
る
と
い
う
結
來
に
終
る
こ
と
に
注
卩
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
 

.

地
方
独
立
税
の
充
実
の
た
め
各
地
域
の
国
税
を
す
べ
て
地
方
税
に

ふ
り
か
え
て 

も
、
地
域
問
の
所
得
格
差
水
準
が
現
状
の
ま
ま
で
は
、
地
方
財
源
対
策
は
い
ま 

だ
成
功
へ
の
道
を
約
來
さ
れ
て
い
な
い
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(

以
下
次
号
に
て
完
結) 

‘

礙

研 究 ノ ー  卜

マ
ス
•
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
資
本
観

——

卜

マ
ス
•

ホ
ジ
ス
キ
ン
の
経
済
学
研
究

㈡
丨

代

光

朗

は

し

が

き
 

一
、
资
木
の
不
生
産
性
に
つ
い
て 

⑴

流
励
資
本
と
因
定
資
本 

は
流
励
資
本
の
不
也
産
性 

(3
因
矩
资
本
の
不
^
産
性 

.

ニ
、
資
本
の
不
生
産
性
の
論
証
ょ
り
生
ず
る
諸
結
論

⑴

資
本
家
の
側
に
お
け
る
労
働
渚
の
た
め
の
生
活
手
段
の
貯
え
と 

い
ぅ
概
念(

い
わ
ゆ
る
貨
銀
諶
金
説)

の
批
判 

⑵

利
潤
の
不
当
性(

以
下
つ
づ
く)

は

し

が

き

木
報
に
お
し
て
は
ト
マ
ス
•
ホ
ジ
ス
キ
ン

の
資
本
親
を
論
ず
る
こ
と
に
す 

る
。
既
に
拙
稿『

ト
マ
ス
.
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
生
産
力
論』

(『

三
田
学
会
雑
誌』

第 

61

卷
第
5

号)

に
お
い
て
述
べ
た
ょ
ぅ
に
、

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
、
労
働
の
生
産
物 

の
巨
額
な
部
分
を
資
本
家
が
利
潤
の
名
の
も
と
に

取
得
し
、
そ
の
結
果
労
動
者 

が
贫
困
な
状
態
に
あ
る
取
実
を
認
識
し
て
、
利
潤
の
正
当
性
を
否
定
し
労
働
こ 

ト
マ
ス
•
ホ
ジ
ス
キ
ン

の
資
木
観

そ
が
す
ベ
て
を
受
け
取
ら
ね
ば
な
ち
な
い
と
い
う
こ
と

(

全
労
働
収
益
権)

を 

労
働
者
階
級
を
擁
護
す
る
た
め
に
論
証
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
 

資
本
家
が
労
働
者
を
搾
取
す
る
こ
と
及
び
労
働
者
の
贫
困
を
正
当
化
す
る
資
本 

弁
護
論
と
理
論
的
に
対
決
す
る
こ
と
を
せ
ま
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
资 

本
弁
護
論
の
実
体
を
な
し
て
い
た
も
の
は
、
資
本
蓄
積
を
国
富
の
増
進
の
原
因 

と
し
、
資
本
の
生
産
力
と
そ
れ
に
対
す
る
当
然
の
報
酬
と
し
て
の
利
潤
を
主
張 

す
る
学
説
、

マ
ル
サ
ス
流
の
人
口
論
、
収
獲
遍
減
の
法
則
、
貨
銀
莶
金
説
な
ど 

で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
ホ
ジ
ス
キ
ン
が
こ
の
よ
う
な
諸
学
説
を
批
判
や
か
し
卜 

に
よ
っ
て
资
本
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
た
か
、
特
に
生
産
.
か
卜
レ
1
か
.

4 

の
本
質
に
ど
の
程
度
ま
で
接
近
す
る
こ
と
が
出
来
た
W
を
^'
，
t

卜
r 

t 

る
。

一
、
資
本
の
不
坐
産
性
に
つ
い
て

労
働
者
は
道
具
も
原
料
も
生
活
諸
手
段
も
持
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
彼
ら 

が
生
産
を
し
虫
活
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
資
本
家
が
こ
れ
ら
の

固
定
資
本
や 

流
動
資
本
を
労
働
者
に
：i

f
し
て
、
労
働
者
の
生
活
及
び
生
産
を
助
け
る
か
ら

七

五

(

九
o
九)



で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
の
前
贷
に
対
し
て
、
或

は

そ
の
際
の
資
本
の
繁(

資 

本
の
生
産
力
.

)

に
対
し
て
、
.資
本
家
は
当
然
利
潤
を
受
け
と
る
権
利
が
あ
る 

と
い
ぅ
の
が
、
ミ
ル
や
マ
ヵ
ロ
ッ
ク
ら
資
本
弁
護
論
者
の
見
解
で
あ
つ
'た)

。
ホ 

ジ
ス
キ
ン
は
彼
の
課
題
を
達
成
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
こ
の
よ
ぅ
な
見
解
と

 ̂

決
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
利
潤
は
資
本
の
生
産
力
に
対
す
る
当
然
の
報
酬
と 

' t
u

' ^
'i
b
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
利
潤
の
不
当
性
を
証
明
す
る
た
め
に
は 

^'
本
の
生
産
カ
と
い
ぅ
概
念
を
論
駿
す
れ
ば
よ
い
と
彼
は
考
え
る
。
そ
こ
で
彼 

は
ま
ず
資
本
の
不

4
;産
性
の
論
E
か
ら
議
論
を
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

注(

1)
「

マ
ヵ
ロ
ッ
ク
氏
は
言
う
。『

固
定
及
び
流
動
資
本
双
方
の
蓄
積
と

利
用
は 

ど
の
麗
で
も
文
明
度
を
高
め
る
の
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
し
て
富
が
多
. 

另
に
生
産
さ
れ
齊
遍
的
に
ゆ
き
わ
た
る
の
は
そ
れ
ら
の
結
合
し
た
強
カ
な
作
£
= 

に
よ
つ
て
の
み
で
あ
る
。』

」

H
r
日
s 

Hodgskin, 
Labour Defended, p.

33 (cole).

安
藤
悦
子
訳『

労
働
擁
護
論j 

(

世
界
思
想
教
養
全
集
5
、

ィ
ギ
リ
ス
の
近 

代
経
济
£1
想)

河
出
掛
•房
新
社
、
三
五
〇
頁
。

於
木
姊
一
切
贯『

労
働
擁
護
論』

(

-|
|
|界
-1
-*|-
|典
文
庫
35)

日
本
評
論
?:
1
:
、

| |

七
頁
。

「

こ
れ
ら
の
訊
効
力
に
つ
い
て
の
、、、
ル
氏
の
説
明
は
、
そ
ん
な
に
詳
細
で
は
な 

い
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
一
層
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。『

労
働
者
は
原
料
も
11 

具
も
持
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
資
本
家
に
よ
っ
て
彼
の
た
め
に
提
供 

さ
れ
る
勿
論
の
こ
と
、
资
本
家
は
こ
の
提
供
を
な
す
こ
と
に
対
し
て
報
酬
を 

期
待
す
る
。』

と
彼
は
言
う
。」

(Ibid., p. 

3
4
.

安
藤
訳
三
五
〇
頁
。
鈴
木
訳
二
八

5

七

六

(

九

一
〇)

⑴

流
動
資
本
と
固
定
資
本

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
資
本
の
不
生
産
性
に
関
す
る
こ
の
論
証
に
お

い

て
や
は
り
伝 

統
に
従
っ
て
流
動
資
本
と
固
定
資
本
を
区
別
ず
る
こ
と
か
ら
出
発
す(

る
一

流
動
資
本
に
関
し
て
、『

労
働
弁
護
論』

に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
労
働
渚 

の
消
費
資
料
が
考
え
ら
れ
て
い
て
原
材
料
な
ど
が
除
か
れ
て
い
る
が
、

従
っ 

て
、
彼
は
事
実
上
は
可
変
的
流
1 |
'
資

本

か

の

み

に

限

定

し

て

い

る
 

が
、
こ
れ
は
彼
が『

労
働
.弁
護
論』

で
問
題
に
し
た
こ
と
が
、
と
り
わ
け
、
こ 

の
よ
う
な
流
動
資
本
の
不
生
産
性
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賃
«-
蓝
金

説

的 

な
考
え
方
を
批
半
し
よ
う
と
.し
た

か

.^
で
あ
る
。『

人
民
の
経
済
学』

に

お

( 

て
は
彼
は
'ジH

ィ
へ
2 A)

X
-
:、、
ル

の『

経
済
学
綱
•要』

の
見
解
を
そ
の
ま
ま
向
身 

の
見
解
に
し
て
い
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
は
流
動
資
本
と
し
て
、
原
材
料
、
修
II 

费
、
労
働
者
の
生
活
手
段(

或
は
労
貨)

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
k 

産
に
お
け
る
寄
与
に
お
い
て
必
然
的
に
消
费
さ
れ
、
生
産
者
が
坐
産
を
継
続
す 

る
た
め
に
は
絶
え
ず
丙
张
産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
商
品
、
具
体
的
に
は 

石
炭
•
孖
祀

.
染

料

•
種

子

•
パ
ン

.
衣

類

.
ミ
ル
ク
•
肉

•
ビ
ー
ル
等
が
あ 

げ
ら
れ
て
い
る
。
流
動
資
本
に
関
す
る
こ
の
規
定
に
お
い
て
は
、
ホ
ジ
ス
キ
ン 

は
従
来
の
経
済
学
若
達
と
全
く
同
じ
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
従
っ
て
同
じ
誤
ま 

4
を
彼
ら
と
分
か
ち
あ
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
资
本
を
そ
の
素
材
的
耍
素
で
あ
る 

物
と
同
一
視
し
て
い
る
。
又
、
彼
に
お
い
て
は
流
動
資
本
概

念

が

不

叨

確

で
あ 

る
。『
人
民
の
経
済
学』

で
は
、
生
産
に
お
い
て
消
滅
し
絶
え
ず
洱
坐
産
さ
れ 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
特
徴
が
感
性
的
に
ル
つ
か
ま
れ
て
い
る
が
、
資
本 

価
値
の
流
通
様
式
の
特
徴(

勿
論
こ
れ
は
使
用
価
値
の
消
耗
の
仕
方
に
よ
っ
て
規 

定
さ
れ
る
が)

が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
丈
ホ
ジ
ス
キ

ン
に
あ
っ
て
は
、
も
と
も
と
価
値
と
使
用
础
値
の
明
_
な
区
別
も
な
く
、
価
値 

は

結

辰

使

/|
紅
促
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
必
然
的
に
そ
う
な
ら
ざ 

る
を
え
な
い
と
い
え
ょ
う
。

固
宠
资
本
に
関
し
て
は
、『

労
働
弁
護
論』

に
お
い
て
は
、「

固
定
资
本
は
労 

働
者
が
作
業
に
使
川
す
る
諸
道
具
及
び
諸
用
具
、
彼
が
つ
く
り
運
転
す
る
機
械 

及
び
彼
が
彼
の
作
業
を
容
易
に
す
る
た
め
か
又
は
生
産
物
を
保
護
す
る
た
め
に 

用
い
る
妞
造
物
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
。」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
又

『

、

民 

の
経
済
学』

に
お
い
て
は
ス
ミ
ス
の
見
解
に
従
っ
て」

？.
4)

。
即
ち
、第
一
に
、労 

' 0
を
容
易
に
し
或
は
輕
減
す
る
有
用
な
機
械
及
び
工
具
。
第
二
に
、
il
x
'A'
わ
^ ' 

得
す
る
諸
手
段
で
あ
る
す
ベ
て
の
有
益
な
妞
造
物(

店
•

倉
庫
•
救
済

良
•

農 

場

•
及
び
そ
れ
ら
に
と
も
な
う
必
要
な
迚
造
物
•
馬
小
屋
.
穀
物
倉)

。
第
三
に
土 

地
の
諸
改

.M(

改
.
M
♦排
水•

囲
い
込
み•

施
肥
.
土
地
の
耕
作
に
と
っ
て
最
も 

好
都
合
の
状
態
に
す
る
こ
と
.
こ
れ
ら
に
お
い
て
有
益
に
計
画
さ
れ
た
も
の
、

例 

え
ば
、
撟

•
道
路

•
運
河
等
を
含
む)

。
第
四
に
、
社
会
の
す
べ
て
の
人
々
及
び 

諸
成
員
が
顆
得
し
た
有
益
な
諸
能
カ
。
.ホ
ジ
ス
キ
ン
は
ス
ミ
ス
の
こ
の
叙

述

の
 

第
四
を
特
に
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
が
結
局
、
固
宠
資
本
を 

熟
練
労
働
に
解
消
す
る
彼
の
人
問
尊
か
ち
务
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

又
、
固
定
资
本
に
関
し
て
収
入
を
獲
得
す
る
諸
手
段
と
い
う
規
定
を
含
め
て
い 

る
こ
と
は
注
：

=1

に
値
す
る
。
彼
は
こ
の
こ
と
に
特
にE

を
つ
け
て
い
る
の
で
あ 

っ
て
、
こ
れ
は
資
本
に
つ
い
て
の
彼
の
後
の
叙
述
s

f

も
の
と
な(

サ

い
 

ず
れ
に
し
て
も
彼
は
固
定
資
本
に
つ
い
て
も
素
材
的
な
分
類
を
し
て
い
る
の

み
 

で
あ
り
、
.资
本
価
値
の
流
通
様
式
に
お
け
る
特
徴
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
は 

流
動
資
本
に
つ
い
て
と
同
様
で
あ
る
。

ト
マ
ス
.
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
资
本
観

注(

1)

Q
卜 Karl M

a
r
x
,

l-eheorien liber den 

M
e
h
r
w
e
r
r
：Teil 

3, 

Diez 

Verlag, Berlin, 1962. 

S. 266. 

(s. 319).
〔322

〕.

な

お(
)

は
カ
ゥ
ツ
キ

丨
版
頁
。C 

〕

は
改
造
社
マ
ル
.
工ン全
集十一
卷訳頁
。

、

ハ2

} 

cf. Hodgskin, 

Popular Political Economy, 

pp. 2
3
9
I
2
4
P

 

3) 

H
o
d
g
s
k
F

 Labour Defended, 

p
.

cn
2
.安
藤
訳
三
六
〇
頁
。
鈴
木
訳
四 

1 i 
頁
。■ 

.

(

4) 

Cf. 

Hodgskin, 
.
 Popular Political Economy,' 

p. 

239,

.

(

5)

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
、
資
本
は
そ
の
所
有
渚
に
利
潤
を
与
え
る
と
い
う
特
性
に 

よ
っ
て
'資
本
と
呼
ば
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。そ
の
際
、
ス
ミ
ス 

の

『

所
街
^
に
収
入
を
与
え
る
も
の』

と
い
う
概
念
を
ひ
き
あ
い
に
出
し
て
ハ 

る
。cf. Hodgskin, 

ibid., 

p. 

241.

⑵

流
動
資
本
の
不
生
産
性

先
に
述
べ
た
よ
う
に
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
流
動
資
本
の
不
生
産
性
の
論
証
に
際
し 

て

' ^
労
働
者
の
生
活
諸
手
段
に
つ
い
て
の
み
論
じ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
M>
fJ
' 

H

I

の
利
益
は
、
h
か
に
ょ
っ
n

^-
'
4、
n

n

i

か 

れ
る(

の
1
彼
の
能
力
を
最
も
有
利
な
こ
と
に
^'
^'
る
こ
と
が
出
务
る
こ
と
b

<b
' 

い
う
。
-
-そ
れ
で
は
、
こ
の
保
証
は
何
に
よ
る
の
か
。
生
活
諸
手
段
の
形
を
と
っ 

た
諸
商
ロ
5 (

流
動
資
本)

の
貯
蔵
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
原
因
に
よ
る 

の
か
。
勿
論
、
労
働
者
が
こ
の
よ
う
な
生
活
諸
手
段
.を
自
ら
貯
え
.て
い
る
わ
け 

が
な
ぃ
か
ら
、
結
局
、
問
斯
は
1
動
务
わ
6
利
益
と
ト
ル
^'
、

」

か
ル
||
1
:
'
、；4
^
4 

家
侦
で
の
社
活
諸
手
段
の
形
を
と
っ
た
商
品(

流
動
..資
^')

.
の
貯
E '
に
よ
る
の 

か
否
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
賃
銀
諶
金
説
的
な
考
え
方 

に
対
す
る
批
判
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

七

七

(

九

ニ

)



「
私
は
と
の
保
証
が
人
問
の
構
造
に
お
け
るI

般
的
原
理
か
ら
生
ず
る
と
い
う 

こ
と
及
び
、
流
動
資
本
と
い
う
名
の
も
と
に
諸
商
品
の
蓄
積
に
帰
せ
ら
れ
て
い 

る
諸
効
染
は
共
存
労
働
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
べ
く 

努
め
る
で
あ
ろ
う
。」

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
出
発
点
に
お
い
て
は
流
動
資
本
を
生
活 

諸
手
段
と
同
一
视
し
な
が
ら
も
、
流
動
资
本
と
い
う
の
は
特
殊
な
諸
商
品
に
つ 

け
ら
れ
た
名
前
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
が
流
動
資
本
と
い
う
慨 

念
の

' ^
に
即S

的
に
で
は
あ
る
が
、
生
活
諸
手
段
と
は
興
質
的
な
あ
る
も
の
を 

感
じ
と
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
資
本
を
生
産 

関
係
と
し
て
把
え
ら
れ
ず
、
資
本
関
係
が
如
何
に
し
て
物
象
化
し
て
く
る
か
を 

理
解
し
て
い
な
い
か
ら
、
流
動
資
本
と
生
活
諸
手
段
と
が
混
同
さ
れ
て
く
る
こ 

と
を
批
判
せ
ず
に
、
む

し

ろ

、

坐
活
諸
手
段
の
貯
え
そ
の
も
の
の
効
力
を
批
判 

す
る
と
い
う
形
で
論
理
が
展
開
さ
れ
石
。
そ
し
て
、
そ
の
結
論
と
し
て
彼
は
流 

0
資

本

に

は

の

^
力

(

生
産
力)

も
，.な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
労 

働
者
の
食
糧
で
あ
る
パ
ン
•
ミ
ル
ク
•
肉

•
ビ
I
ル

•
茶

.
労
働
者
の
衣
類
を 

例
に
し
て
、
こ
れ
ら
は
消
费
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
部
分
的
に
は
わ
ず
か
の
期

.

Ih
蔵
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
ら
は
共
存
労
働(co-existing 

labour.)

に
よ
っ
て
絶
え
ず
生
産
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、

労
働 

若
が
消
费
す
る
前
に
資
本
家
の
手
も
と
に
あ
ら
か
じ
め
貯
え
ら
れ
る
こ
と
ま
な 

い
こ
と
、
特
に
ー
年
以
上
に
及
ぶ
生
産
期
間
を
も
つ
諸
部
巧
の
労
働
者
に
つ
い 

て
は
ま
し
て
そ
う
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
彼
ら
の
資
本
家
が
流
動
資
本
の
蓄

樹

を
 

行
っ
て
い
る
か
ら
労
働
を
継
続
し
う
る
の
で
は
な
く
、
彼
が
労
働
を
し
て
い 

る
問
に
、
同
時
に
他
の
部
門
の
労
働
杏
が
彼
の
食
糚
や
衣
服
を
生
産
し
、
従
っ 

て
、
内
身
で
は
食
糧
や
衣
服
を
生
産
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

資
本
家
が

労
働
者
に
与
え
る
貨
幣
賃
銀
を
彼
が
も
っ
て
い
る
場
合
に
は
い
つ
で
も
そ
k
ら 

の
生
活
諸
手
段
を
購
入
し
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
確

信

に

も
と
づ
ハ
.
 

て
自
分
の
労
働
に
尊
心
出
来
る
の
で
あ
る
と
，
張̂
す(

る)

。従
っ
て
結
5

と
こ 

ろ
、
通
常
、
流
動
資
本
の
名
目
で
諸
商
品(

生
活
諸
手
段)

の
貯
え
に
儘
せ
ら
れ 

て
い
る
効
采
は
す
べ
て
共
存
労
働
に
よ
る
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
る
。
こ 

れ
が
流
動
資
本
の
牛
：産
性
に
反
対
す
る
彼
の
結
論
で
あ
る
。

し

か

し

彼

の

こ

の

結

論(

流
動
資
本
は
不
生
産
的
で
あ
る)

は
愤
齒
汾
に 

評
佃
さ
る
べ
き
'で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
論
証
自
体
は
誤
ま
っ
て
い
る
。

即 

ち

.
こ
れ
は
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
現

在

の

生

き

た

共

存

労

働

8
_纟
ユ
兵 

l
a
b
o
u
r
)

に
比
べ
れ
ば
-生
活

諸

手

段

の

貯

え(

過
去
の
蓠
掼
さ
れ
た
労
働)

は 

労
衝
過
程
に
お
い
て
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
し
、
又
、
そ
の
よ
う
な
貯
え
由 

体
力
存
在
し
な
I
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
労
_

1
® '
ひ 

関
し
て
は
対
象
的
諸
条
件
の
過
小
評
価
で
あ
り
誤
ま
っ
た
推
論
で
あ
る
。
こ
の 

こ
と
は
労
働
過
程
そ
の
も
の
に
対
す
る
認
識
の
不
充
分
さ
か
ら
生
ず
る
も
の
で 

あ
る
。
つ
ま
り
、諸
商
品
は 

一
II
で
は
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
い
う
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る 

生
産
諸
局
而
に
お
い
て
同
時
的
に
共
存
労
磡
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
て
い
る
。
こ 

れ
は
過
程
が
社
会
的
分
業
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を 

得
生
産
過
程
と
し
て
、
個
々
の
商
品
の
孤
立
し
た
生
産
過
程
と
し

て
で
は
な 

く
、
全
体
的
な
広
が
り
と
流
れ
に
お
い
て
み
る
な
ら
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
同
時
に
諸
商
品
は
あ
る
生
遊
局
而
か
ら
他
の
生
産
局
而
に
'入
り

こ 

み
、
そ
こ
.で
原
料
と
し
て
或
は
半
製
品
と
し
て
生
産
的
に
消
费
さ
れ
最
終
生
産 

物
に
入
り
こ
ん
で
ぃ
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
諸
商
品
は
ゆ
時
的
卜
ル
ケ
M'
fe
'
î
'

に
坐
産
さ
れ
る
従
つ
て
こ
の
こ
と
を
認
識
す
る
な
ら
ば
先
行
労
呦
の
生
産
物

6f
t

1
在
労
働
の
生
産
物
と
同
じ
く
生
産
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
で
あ 

る
。
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
こ
の

誤
ま
り
は
、

彼
が
流
動
資
本
の
う
ち
、
労
働
者
の
生 

活
諸
手
段
に
あ
た
る
部
分
の
み
を
こ
の

論
証
に
お
い
て
は
取
り
扱
い
、
原
料
、
 

補
助
材
料
等
を
除
外
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
生
産
的
，消
費
に
お
け
る
先
行
労
働 

の
役
割
が
蓮
さ
れ
た
と
も
い
え
ょ
う
。
し
か
し
、
仮
に
生
露
手
段
に
し
た 

と
こ
ろ
て
そ
れ
が
最
終
斗
：産
物
に
.な
る
ま
で
の
問
.は
原
材
料
や
半

製

品

と

し
 

て
過
渡
的
諸
局
而
に
存
続
す
る
わ
け
で
あ
^

^

ホ
ジ
ス
キ
ン
が
資
本
の
不
生
産
性
に
関
す
る
そ
の
論
証
に
お
い
て
結
局
の
と 

こ
ろ
は
欠
敗
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
経
済
学
者
達
と
同
じ
ょ
う
に
資
本
の
屯
産 

過
柺

(

伽
値
壻
航
過
程

)

と
労
働
過
程
を
混
同
し
、
資
本
を
生
産
関
係
と
し
て
把 

え
ず
に
そ
の
物
的
素
材
と
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
彼 

は
ま
ず
資
本
の
生
産
性
を
云
々
す
る
場
合
、そ
れ
が
価
値
に
つ
い
て
な
の
か

、

^

/
 

JI
J

価
値
に
つ
い
て
な
の
か
を
区
別
し
て
い
な
い
。
本
来
な
ら
ば
こ
れ
は

当

然

価 

似
に
陕
す
る
問
題
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ホ
ジ
ス
キ
ン
に
お
い
て
は
而

M

 

形
成
過
积
は
労
働
過
程
と

E

別
さ
れ
ず
に
、
む
し
ろ
前
渚
が
後
者
に
還
元
さ
れ 

て
し
ま
う
か
ら
、
彼
は
資
本
の
生
産
性
に
関
す
る
問
題
を
、
結
局
労
働
過
程
に 

お
け
る
使
州
侧
値
生
産
の
問
題
に
解
消
し
て
し
ま
う
の

^

あ
る
。
資
本
は
労
助 

乎
段
や
原
和
や
|̂
^

手
段
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
労
働
の
客
観
的

-̂ 

条
件
が
非
労
働
者
の
手
中
に
集
桢
さ
れ
、
雄
な
る
労
働
の
諸
条
件
か
ら
労
働
を 

支
配
し
搾
取
す
る
手
段
に
転
化
し
た
時
は
じ
め
て
資
本
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
こ
の
場
合
、
广
掘
済
学
渚
達
に
お
い
て
は

、
.

通
常
、

一
一
前
の
混
同
s

e.
o.
1 

H

r

が
生
じ
る
。

一
方
で
は
资
本
は
一
つ
の
関
係
か
ら
物
に

i'
-
--A

化
す 

る

つ

ま

り

諸

商
.,
.
?
は

労

働

過

程

に

お

い

て

役
立
つ
限
り
で
资
木
と

呼

ば
^

 

ト
マ
ス
•
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
资
本
観

る
。
他
方
で
は
祺
物
が
资
本
に
転
化
す
る
。
即
ち
、
そ
れ
ら
の
辦
物
が
労
働
過 

程
で
有
用
な
働
き
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
資
本
と
い
う
特
生
つ
ま
り
他
人
の 

労
働
を
支
配
し
、
そ
れ
を
^
取
す
る
と
い
う
特
性
を
ぬ
き
に
し
て
は
あ
り
え

な 

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
労
働
の
生
産
力
は
労
働
を
支
配
し
搾 

取
す
る
力
に
転
化
し
、资
本
の
生
産
力
と
し
て
現
象
す
る
の
で
あ
る
。だ
か
ら
ホ 

ジ
ス
キ
ン
が
こ
の
一
ー
茁
の
混
同
を
解
明
す
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
、
彼
は
/

if 

本
の
社
鹿
力
と
し
て
現
象
し
て
い
る
も
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
労
働
の
生
®
力 

の
転
倒
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
简
卑
に
理
解
出
来
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ 

ろ
が
彼
は
そ
れ
を
理
解
せ
ず
に
経
済
学
者
達
と
同
じ
前
提
に
た
っ
て
出
発
し
ヒ 

た
め
に
、
資
本
の
生
産
他
を
.労
働
の
屯
産
性
に
還
元
す
る
の
に
先
の
ょ
う
な
®' 

り
道
を
し
.な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
.の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
論
証
た
る
や 

そ
れ
由
体
と
し
て
は
誤
ま

っ
て
い
る
極
め
て
粗
雑
な
論
証
で
あ
っ(

M)

。

.し
か
し
な
が
ら
ホ
ジ
ス
キ
ゾ

が
労
働
過
程
の
対
象
的
諸
条
件
即
ち
過
去
の
蒂 

積
労
働
に
対
し
て
、
現
在
の
労
働
を
2£
視
し
、
前
者
を
*
如
,
(|
111
'
し
た
こ
と 

は

、

そ

れ

，：

H ：

体
と
し
て
は
誤
ま
り
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
在
の
労
磡
が
资
本
に 

対
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
過
去
の
労
働
が
資
本
形
態
を
と
っ
て
現
象
す
る
の 

だ
か
ら
、

マ
ル
ク
ス
に
ょ
っ
て「

I

般
に
現
在
の
労
働
を
過
去
の
労
働
に
対
す 

る
そ
の
重
^
さ
に
お
い
て
把
え
る
こ
と
は
、
即
向
的
に
も
向
诌
的
に
も
極
め
て 

重
驳
な
契
機
で
あ
51
。|_
と
い
わ
れ
る
の
で
あ

り

、

こ
の
こ
と
が
却
っ
て
ホ
ジ 

ス
キ
ゾ
が
資
本
物
神
に
た
ち
向
か
う
上
で
質
献
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
ず
% 

に
し
て
も
' 
彼
が
.経
済
学
者
達
と
同
じ
出
発
点
に
た
ち
な
が
ら
反
対
の
結
論
に 

述
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
即
，！：

的
に
で
は
あ
れ
、
资
本
を
生
活
手
段
や
生 

産
手
段
と
は
興
質
の
も
.の
で
あ
る
と
'い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

七
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(

4)

ホ
ジ
ス
キ
ン
の
こ
の
論
理
展
開
が
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て『

方
向
転
換』 

(
w
e
n
d
u
n
g
)

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
鈴
木
鴻
一
郎
氏
は
こ
れ
に
つ
い 

て
、「

い
い
か
え
れ
ば
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
資
本
の
生
産
過
程
に
た
い
し
て
労
働 

過
程
を
無
媒
介
的
に
対
置
し
、
そ
し
て
労
働
過
程
と
し
て
の
労
働
過
程
が
资
本 

の
生
産
過
程
と
い
ぅ
形
態
を
上
る
こ
と
の
不
当
を
強
調
す
る
と
い
ぅ
よ
り
も
、
 

む
し
ろ
労
働
過
程
そ
の
も
の
を
と
り
上
げ
、
现
在
の
労
働
に
た
い
す
る
過
去
の 

労
働
の
11
£
迎
を
西
矩
せ
ん
と
す
る
か
の
如
く
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。」

(

経
済
学 

説
全
集
4
、『

T-
1
,
-典学
派
の
批
判』

第
五
章
ト
マ
ス
•
ホ
ジ
ス
キ
ン
、
二
八

四 

頁
。
河
出
斟
历)

と
述
べ
.て
い
る
。

(

5) 

cf. H
o
d
g
s
k
F

 op. 

c
i
r

PP.3S

丨 52.

安
藤
訳
、
三
五
一 
丁
三
六
〇
頁
.。
 

鈴
木
訳
三一

丨
四一

一
頁
。
 

.

(

6) 

cf. Marx, a. 

a
'pSS. 276—

278. (ss. 

333—
335).

〔334—
336〕.

(

7) 

cf_ Marx, a. 

a. 

p ss. 

27

00—
279. 

(ss. 

335—
3
3
6
)
.
〔336〕.

(

8) 

cf. Marx, a. 

a. 

p S. 265, 

(s. 31s).
〔321〕.

(

9) 

Cf. Marx, a. a. 0., ss. 

270-272. (ss. 325—
326).

〔327—
32

00〕.

な
お
鈴
木
鴻
ー
郎
氏
は
こ
の
ニ
前
の
混
同
に
つ
い
て「

ホ
ジ
ス
キ
ン
は『

物
を 

.
資
本
に
転
化
せ
し
め
るJ.

第
二
のQ

u
i
d
proquo

は
こ
れ
を
問
遠
い
な
り
と
し 

て
西
矩
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。」

(

経
済
学
説
全
集
4
、『

古
典
学
派
の
批
判

』 

第
五
^
ト
マ
ス
•
ホ
ジ
ス
キ
ン
、
ニ
七
九
頁)

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ホ

八
〇

(

九
一
四)

ジ
ろ
キ
ン
の
'
資

本

物

神

批

判

の

特

徴

を

述

ベ

て

い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

.

(

10)
「

か
れ
0-『

証
明』

を
も
っ
て
し
て
は
、；
次
の
よ
う
な
反
駿
に
答
え
る
こ 

と
は
困
難
で
あ
っ
た
。『

資
本
は
労
働
め
助
け
が
な
け
れ
ば
な
さ
れ
る
こ
と
を 

な
し
え
な
い
と
で
も
い
わ
れ
る
な
ら
、
私
は
答
え
る
。
労
働
は
资
本
の
助
け
が 

な
け
れ
ぱ
な
さ
れ
る
こ
と
を
な
し
え
な
い
だ
ろ
う
、
と
。』」

(

平

尾

敏「

資
本

と
剰
余
価
値」

-
ト
マ
ス
.

ホ
ジ
ス
キ
ン
批
判——

『

法

経

論

粜

』

一
一
セ
号

•
〇
七
页(

七
ゴ 

(

11) 

Marx, a. a. 

p S. 291. (s. 

352).
〔350〕.

⑶

固
定
資
本
の
不
生
産
性

固
定
資
本
に
っ
ぃ
て
も
、
そ
か
H

か
f±
'
か 
n

®'
l
^'
c>
'

.

<̂h
'

M̂ '
rt
<
;
' 

に
は
変
わ
ら
な
い
。彼
は
固
定
資
本
と
解
さ
れ
て
い
る
労
働
諸
手
段
が
、
労
働
の 

生
産
力
に
大
な
る
貢
献
を
な
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
固
定
資
本 

が
も
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
効
用
は
何
に
よ
る
か
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
経
済 

学
者
達
と
異
な
っ
て
い
る
。
経
済
学
若
達
は
固
定
資
本
の
効
用
は
そ
れ
が
蒂
横 

さ
れ
た
過
去
の
労
働
の
生
産
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
' 

そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
現
在
の
生
き
た
労
働
•に
よ
っ
て
そ
の
効
力
を
発
揮 

す
る
の
で
あ
る
と
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
主
張
す
る
。「

い
か
な
る
諸
用
具
で
あ
れ
、
そ 

れ
ら
_は
製
造
さ
れ
た
後
に
ど
ん
，な
効
果
を
も
っ
の
か
。
何
も
.も
た
な
い
。
反
对 

に
、
労
働
に
よ
.っ
1
用
い
ら
れ
或
は
応
用
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、そ
れ
ら
は
錯
び
る 

か
朽
ち
は
じ
め
る
。」

彼
は
こ
の
こ
と
を
経
線
儀
、船
舶
、道
路
、蒸
汽
機
関
な
ど 

を
例
に
し
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
結
局
、
労
働
者
が
使
川
す
る
;1
1

具
の
効 

用
は
、
労
働
者
の
熟
練
と
知
識
と
労
働
に
還
元
さ
れ
る
。
彼
は
一
国
民
が
固
定 

資

本

.^
持
ち
利
用
す
る
に
は
三
つ
の
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
ぃ
る
。
第

一
は
、
機
械
を
発
明
す
る
た
め
の
知
識
と
発
明
力
で
あ
り
、
第
二
は
、
こ
れ
ら 

の
発
明
を
実
行
に
う
つ
す
た
め
の
手
の
熟
練
と
器
用
さ
で
あ
り
、

第
三
は
そ
れ 

を
使
用
す
る
聚
練
と
労
働
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
固
定
資
本
は
何
ら
そ
れ
自
体 

と
し
て
は
生
産
的
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
生
産
的
資
本
と
み
な
さ
れ
る
か
ど
う 

か
は
そ
れ
が
生
遮
伯
労
働
者
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
か
否
か
に
ま
っ
た
く
依 

存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
資
本
が
生
産
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う

経
済
学
者

達
の
見
解
を
靈
し
、
資
本
の
生
産
力
を
流
動
資
本
は
共
存
労
働
.

に
、
固
定
資
本
は
熟
練
労
働
に
、
要
す
る
に
生
産
的
労
働
の
生
産
力
に
還
元
し 

た
の
で
あ
る
。

注(

1)
「

疑
い
も
な
く
こ
れ
ら
の
諸
用
具
を
用
い
る
こ
と
に
，よ
っ
て
、

人

i
彼 

の
力
を
お
ど
ろ
く
ほ
ど
増
加
す
る
。」(Hodgskin, Labour Defended, 

p. 52, 

安
藤
訳
三
六
〇
頁
。
鈴
木
訳
四
一
一
頁
。

)
cf. 

ibid., pp. 

5
2
1
5
3
.

安
藤
訳
三 

六
〇
丄11

六
一
頁
。
鈴
木
訳
四
一
丁
四
三
頁
。

「

す
べ
て
の
用
具
及
び
機
械
が
労
働
の
生
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

資
本
の
要
求
の
た
め
に
最
も
熱
心
に
た
た
か
っ
て
い
る
人
々
に
よ
っ

て
さ
え
も 

認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
そ
れ
ら
が
先
行
労
働
の
生
産
物 

で
あ
り
そ
れ
ら
が
節
約
さ
れ
或
は
貯
免
ら
れ
て
き
た
が
故
に
、
利
潤
を
う
け 

と
，る
资
格
が
あ
る
の
だ
と

つ
け
加
え
る
。」

(

w
a泡kin, 

ibid., p. 

5
4
.

安
藤 

訳
三
六
一
頁
。
鈴
木
訳
四
三
頁
。)

「

固
定
資
本
は
そ
の
効
用
を
以
前
の
で
は
な 

く
現
在
の
労
働
か
ら
ひ
き
出
す
。」

(Hodgskin, 

ibid., 

p. 

5
5
.

安
藤
訳
三
六 

ニ
頁
。
鈴
木
訳
四
四
頁
。

) 

.

(

s) 

Hodgsldn, ibid., p. 

5
6.

安
藤
訳
三
六
一
丁
三
六
三
頁
。
鈴
木
訳
四
五 

頁
。
 

.

ト
マ
ス
*
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
資
本
観

(

4) 

cf. 

Hodgskin, 

ibid: 

pp. 

56

丨6
1
.

安
藤
訳
三
六
三
I
三
六
五
頁
。
鈴 

木
訳
四
六
丨
四
九
灵
。

「

大
工
は
手
斧
と
鋸
が
な
け
れ
ば
何
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と 

が
、
従
来
問
わ
れ
て
き
た
。
私
は
そ
の
質
問
を
逆
に
し
て
、
大
工
が
い
な
ナ
ユ 

♦は

手
斧
と
銀
は
何
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
問
う
。

M
と
.腐
朽
が
そ
の 

答
で
あ
る
に
違
い
な
い
。」

，(Hodgskin, ibid., p. 

61.

安
藤
訳
三
六
五
頁
。
鈴 

木
訳
四
九
頁
。

)

?) 

cf. Hagskin, 

ibid., pp. 6
3
-
6
5
.

安
藤
訳
三
六
六
丄
ニ
六
七
質
。

冷 

木

訳

五

五

ニ

頁

。

(

6)
「

あ
る
开
具
が
生
産
的
資
本
と
み
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
^
が

^

0

る 

生
産
的
労
働
者
に
よ
つ
て
用
い
ら
れ
る
か
否
か
に
全
く
依
存
し

て
い
る
。」 

.(Hagskin, ibid., p. 5
7
.

安
藤
訳
三
六
三
頁
。
鈴
木
訳
四
六
頁
。

)

ニ
、
資
本
の
不
生
産
性
の
論
証
よ
り
生
ず
る
諸
結
論

ホ
ジ
ス
キ
ヴ
i
以
上
の
如
き
、
粗
雑
な
論
証
に
よ
つ
て
で
は
あ
る
が
資
本
の 

『

不
思
_
な
特
性』

(wonderful properties)

を
暴
露
し
、
务
*'
か
4
|あ
か

<?
:
' 

い
ゎ
れ
て
い
る
も
の
は
実
は
労
働
の
生
産
か
卜
如
ト
レ
か
い
レ
い
5'
^

|
。
1' 

し
た
。
勿
論
、彼
の
論
証
に
よ
つ
て
は
、労
働
の
生
産
力
は
何
故
資
本
の
生
産
力 

と
し
て
現
象
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
解
明
し
え
な
か
つ
た
が
、
と
も
か
く
資
本 

の
不
生
産
性
の
論
証
か
ら
彼
は
い
く
つ
か
S

要
な
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。

注
广
1)

H
a
g
s
k
F 

Labour 

Defended, p. 

3
2
.

安
藤
訳
三
四
九
頁
。
冷
木
訳

一I

六
頁
。

⑴

資
本
家
の
側
に
お
け
る
労
働
者
の
た
め
の
生
活
手
段
の
貯
え
と

い

八一
(

九一

五)



う

概

念(

い
わ
ゆ
る
貨
銀
諶
金
説)

.の
批
判

ホ
ジ
ス

■
キ

ン
が
'生
活
手
段
の
貯
え
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
時
の
こ
め
貯

え
は
、
堪
に
市
場
に
お
け
る
坐
活
手
段
の
商
品
と
し
て
の
定
在
を
意
味
し
て
い

る
の

.み
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
.貯
え
は
常
に
存
在
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
諸
商
品
の
購
買
者
は
常
に
そ
れ
を
市
場
で

見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
資
本
.
賃

労
働
関
係
は
全
く
存
在
し
て
い
ず
、
単
に
購
買
者(

貨
幣
所
有
者)

と
販
売
者

(

商
品
所
有
若)

が
相
対
峙
し
て
い
る
.の
み
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

ホ
ジ

ス
キ
ン
に
と
っ
て
は
、
問

題

は「

流
動
^
;本
と
い
う
名
の
下
に
諸
商
品(

生
活

諸
手
段
丨
神
代)

め
蓄
積
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
諸
効
果」

の
検
討
で
あ
り
、
結

局
は
資
本
家
の
側
に
お
け
る
労i

の
た
め
の
む
活
手
段
の
貯
え
と
い
う
概
念

の
批
判
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
こ
の
よ
う
な
慨
念
り
意
床
す
る
こ
と 

(

2) 

■
 

' 

'

は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
労
働
者
は
労
働
力
を
商
品
と
し
て
販
売
し
、
資 

本
家
か
ら
貨
幣
貨
銀
を
う
け
と
っ
.て
"
そ
れ
で
も
っ
て
市
場
に
あ
る
諸
商
品 

(

生
活
手
段)

.を
購
入
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
諸
商 

品
は
市
場
に
貯
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
資
本
制
生
産
に
お
い
て
'は
、
労 

働
渚
が
生
産
す
る
労
働
手
段
や
生
活
手
段
は
一
旦
、

す
べ
て
胄
.本
家
の
所

有
 

(

商
品
資
本)

と
な
り
、
労
働
者
は
そ
の
生
産
物
の
一
部(

労
働
力
の
価
値
に
相 

当
す
る)

を
買
い
戾
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
‘あ
た
か
も
労
働
者
の
た
め 

に
資
本
家
の
側
で
生
活
手
段
が
貯
え
ら
れ
て
い
る
か
の
如
く
み
え
る
の
で
あ 

る
。

つ
ま
り
労
働
者
が
彼
の
眈
入(

労
8

で
市
場
に
あ
る
生
活
手
段
を
購
入 

し
消
費
す
る
過
程
に
は
、.何
ら
資
本
.
賃
労
働
関
係
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、商
品 

め
販
売
者
と
#
売
者
の
操
係
の
み
が
ぁ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
资
本
家
の
側
か
ら

八
ニ 

(

九1

六)

•

み
れ
ば
こ
の
過
程
は
可
変
資
本
の
現
物
形
態
と
し
て
の
労
働
力
の
洱
生
産
過
程 

と
し
て
の
み
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
際
、
彼
は
市
場
で
商
品 

資
本
と
し
て
の
生
活
手
段
を
売
る
の
だ
か
ら
、
.
こ
の
過
程
は
依
然
と
し
て
资
木 

の
生
産
過
程
の
一
部
と
み
な
さ
れ
、
生
活
手
段
は
流
動
資
本
と
み
な
さ
れ
る
わ 

け
で
あ
る
。
こ
の
.こ
と
に
よ
？
て

「

流
動
資
本
と
い
ク
名
の
下
に」

生
活
手
段 

が
資
本
家
の
側
に
貯
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
一
方
で
は
こ
の
也
活
手 

段
の
量
が
収
穫
通
減
の
法
則
と
結
び
つ
V
て
一
定
量
に
限
定
ざ
れ(

い
わ
ゆ
る 

貨
銀
藏
金
説)

、
又
、
他
方
で
は
そ
れ
と
マ
ル
サ
ス
的
な
人
口
法
則
と
が
結
合 

し
て
労
賃
は
常
に
ぎ
り
ぎ
り
の
生
存
費
に
お
し
さ
げ
ら
れ
る
と
い
う
理
論
が
生 

じ
て
く
る
。
ホ
ジ
ス
中
.ン
が
対
決
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
理
論
に
対
し
て
で
あ 

る
。
人
口
.法
則
と
収
獲
通
減
の
法
則
に
つ
い
て
は
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
既
に
述
べ
た 

よ
う
に
、
人
口
増
加
丨
収
獲
通
増
の
図
式
を
も
っ
て
対
決
し
た
。
そ
こ
で
、
残 

さ
れ
た
問
題
が
资
本
家
の
側
で
の
生
活
手
段
の
貯
え
と
い
う
概
念
の
批
判
で
あ 

る
。ホ

ジ
ス
キ
ン
は
、
資
本
家
は
こ
の
よ
う
な
貯
え
を
持
っ
て
は
い
な
い
と
結
論 

す
る
。
そ
の
際
、
彼
は
あ
た
か
も
商
品
の
貯
え
一
般
が
、
即
ち
市
場
に
お
け
る 

商
品
の
滞
留
現
象
が
存
在
し
な
い
か
の
如
き
、
或
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
か 

の
如
き
論
証
を
先
に
述
べ
た
よ
う
に
行
っ
て
い
る
。

そ
し
て
生
活
諸
手
段
は 

貯
え
ら
れ
る
こ
.と
な
く
共
存
労
働
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
と

い

う

の

で

あ

！̂

。 

こ
こ
で
は
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
市
場
に
お
け
る
商
品
の
貯
え
と
、
資
本
家
の
侧
で
の 

労
働
者
の
た
め
の
商
品
の
貯
え
と
を
混
同
し
、
後
者
を
否
定
せ
ん
と
し
て
前
者 

を
否
定
し
、
そ
れ
で
万
事
う
ま
く
い
っ
た
と
思
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
.

労
働
者
が
特
定
の
資
本
家
の
下
で
労
働
を
し
、
労
賃
を
う
け
と
つ
て
市
場

で
生
活
諸
手
♦段
を
購
入
す
る
こ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
労
働
者
は
先
行
労
働
及 

|ひ
-3
>
在
の
兔
働
は
か
り
で
な
く
未
来
の
労
働
に
も
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な 

る
。
だ
か
ら
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
が
解
答
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い 

て
L
え
ば
諸
商
品
が
過
去
の
労
働
に
よ
る
の
か
、
現
在
の
共
存
労
働
に
よ
る
の 

か
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、かf

卜
0 '
ー 

i 

M
し
う
る
労
働
者
に
と
っ
て
は
、r

総
じ
て
、
生
産
及
び
消
費
は
ま
す
ま
す
同 

IK
-
r}
«
に
な
る
そ
れ
故
に
全
社
会
を
考
察
す
れ
は
、
消
費
は
す
べ
て
、-
ま
す
ま 

S t)

の
同
時
的
_

 

S
は
む
し
ろ
同
時
的
生
産Q

 

i

心
に
依
存
し
て
い
る 

…
…
」

つ
ま
り
、
労
働
者
が
彼
の
生
活
手
段
を
常
に
亦
場
で
諸
商
品
と
し
て
見 

出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
限
り
は
、
こ
の
諸
商
品
は
そ
れ
ら
を
購
入
す
る
労
動
者
の 

労
働
人
そ
の
価
格
で
彼
は
そ
れ
ら
を
購
入
す
る)

に
対
し
て
は
決
し
て
知
か
い
か 

い
労
働
、.
し
か
し
な
が
ら
そ
の
生
産
物
と
し
て
の
定
在
に
は
先
行
す
る
労
働
の 

生
‘̂
9 #
、
か
か
る
意
味
.に
缸
い
て
同
時
的
労
働
或
は
共
^
労
働
.の
生
産
物
で
あ 

り
う
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
見
解
は
資
本
制
生
産
の
市
場 

.に
お
け
る
諸
現
象
を
正
し
く
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
ff
i
S
Kな
の
は
彼
の
こ
の
論
証
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
■そ
こ
で
彼
がfr 

達
し
た
結
論
で
あ
る
。「

彼

(

资
本
家—

神
代)

は
貨
幣
を
所
有
し
て
い
る
。
彼 

は
他
の
資
本
家
達
に
対
し
て
信
相
を
所
有
し
て
い
る
。
彼
は
法
律
の
聖
化
の
も 

と
に
.
奴
課
の
■子
孫
た
る
労
働
者
の
労
働
を
支
配
す
る
権
力
を
所
有
し
て
い 

る
。
し
f
o- L
彼
は
食
物
や
衣
服
を
所
有
し
て
い
な
い
。
彼
は
労
働
者
に
貨
幣
賃 

銀
を
支
払
う
。」

さ

ら

に

、

「

資
本
家
が
他
の
労
働
者
達
を
維
持
し
従

っ

て

雇

う
 

こ
と
が
出
来
る
の
は
、
彼
が
あ
る
人
々
の
労
働
に
対
し
て
有
し
て
い
る
支
配
権 

に
よ
る
の
で
あ
つ
て
諸
商
品
の
貯
え
を
所
有
し
て
’い
る
こ
.と
に

よ
る
の
で
太
な

.ト
マ
ス
，
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
资
本
観

(

U)L

’

」

こ
こ
で
は
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
、
資
本
家
は
労
働
者
に
貨
幣
労
賃
を
支
払 

ぅ
が
生
活
手
段
の
貯
え
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
か
い
こ
と
、

又
、

労
働
者
は 

資
本
家
の
侧
に
お
け
る
諸
商
品(

生
活
諸
手
段)

の
貯
え
に
従
属
し
て
い
る 

の
で
は
な
く
、
資
本
家
の
労
働
に
対
す
る
支
配(

彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
ひ
き
お 

こ
さ
れ
る
疎
外
現
象
と
い
5-
結
來
し
か
み
て
い
な
い
が
、
を
^'
1
|は
資
本•

货
労
働 

関
係)

に
従
属
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
彼
は
、
生
産
的
労 

働
者
の
数
は
流
動
資
本
の
量
に
依
存
し
て
い
る
が
、
こ
の
量
は
固
定
資
本
の
質 

に
依
#,
し
て
お
り
、へ3|
1
1定
資
本
の
能
カ
は
知
識
と
熟
練
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ 

っ
て
ま
す
ま
す
高
ま
る
、
従
っ
て
、

流
動
資
本
の
量(

生
活
手
段
の
-f
i)

は
増 

加
し
、
労
^
者
数
に
と
っ
て
の
S
然

的

制

限(

従
っ
て
又
、s

然
法
則
と
し
て 

の
人
口
過
剰)

は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
制
驭
し 

K
卞
る
も
の
は
資
本(

人
為)

で
あ
り
、

.

4
に
2'
レ
を
.
か
?]
)
'
1な
の
で
あ 

る
。

注(

1)
cf. Marx, 

Theorien-iiber den 

Mehrwert. 

Teil 3. Diez Verlag 

Berlin. 

1962, s. 

279. 

(ss. 

336—
337).

〔337〕.

(

2) 

cf. Marx, a. a. 

p S. 
2
00

9
, S. 

291. (s. 

3
4
00

, 

w
.Co
癸

Co
.
舀

)

■

.〔347, 347—
34S, 

349

丨35s.

(

3)

玉
野
井
芳
fi
}
5著

『

リ
ヵ
ア
ド
ォ
か
e>
'
マ
ル
ク
.ス
へ』

(

古
典
链
済
学
批
判 

史)

新
評
論
社
一‘ 一

五—

一
一
六
頁
参
照
。

こ
こ
で

玉
野
井
氏
は
貨
銀
塞
金
詉
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
主 

た
る
課
題
が
、
こ
の
よ
ぅ
な
見
解
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

(

4

)

鎌
田
武
治
著『

古
典
経
済
学
と
初
期
社
会
主
義』

未
来
社
。
ニ

ニ

頁

、

三 

0
頁

、

六
一
一
頁
参
照
。

(

5)

一
 

の
⑵

の

注

の

(

5)

を

参

照

せ

よ

。

八

三(

九一

七)



(

6) 

cf. Marx, a.a. 0., S. 2
9
p
(ss. 

349—
350).〔348 

丨349〕.

(
7) 

cf. Marx, a. 「a. 0., s. 

20 0
9
. (s. 349).

〔348〕.

(
8) 

Marx, a. 

a
,
p
, 

S: 

290. 

(

s
_ 35

0).
〔349〕.

(

9) 

Cf. Marx, a. 

a
.
p
s
.
:t
o
9
0
.
カ
ゥ
ッ
キ~

版
に
は
こ
れ
に
該
当
す
る 

箇
所
は
な
い
。

.

(

10) 

Hodgskin, Labour Defended, p. 3
3
.

安
藤
訳
三
五
三
頁
。
鈴
木
訳
三 

一
頁
。
な
お
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
資
本
家
が
労
働
者
に
支
払
う
こ
の
貨
幣(

賃 

銀〕

の
流
通
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

•
「

親
方
製
造
業
者
は
、
彼
が
そ
れ
で
貨
銀
を
支
払
う
べ
き
貨
幣
或
は
紙
幣
を
持 

っ
て

い

る

。

そ
れ
ら
の
«
銀
を
彼
の
労
働
者
は
他
の
労
働
者
達
の
生
産
物
と
交 

換
す
•る
。
こ
れ
ら
の
労
働
者
は(

そ
れ
が
貨
幣
で
あ
れ
、
紙
幣
で
あ
れ)

賃
銀
を 

保
持
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ(

貨
幣)
は
製
造
業
者
に
戾
o
て
く
る
。

彼 

は
そ
れ
と
交
換
に
彼
自
身
の
労
働
若
達
の
作
っ
た
布
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

そ 

れ
で
も
っ
て
、
再
び
彼
は
賃
銀
を
支
払
い
、
貨
幣
或
は
紙
幣
は
、
再
び
同
じ
回 

転
を
す
る
の
で
あ
る
。」(Hodgskin, Popular political. Ec§

0

日y. 

pp. 248 

1
249.) 

'

又
、
同
様
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「

例
え
ば
、
親
方
木
棉

•紡
績
業
者
は
、
彼
の
労
働
者
達
に
一
定
量
の
肉
と
パ
ン
を
得
る
た
め
の
•
近
所 

の
肉
屋
及
び
パ
ン
屋
へ
の
注
文(

o
r
d
e
r
)

に
等
し
い
も
の
を
与
え
る
*

そ
し 

て
彼
は
、
肉
屋
及
び
パ
ン
屋
に
一
定
量
の
木
棉
の
布
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ 

て
、
こ
の
注
文
を
買
い
戾
す
。
も
し
彼
が
一
定
盘
の
貨
幣
を
与
え
る
の
な
ら 

ば
、
恐
ら
く
彼
は
、
彼
の
労
働
港
達
が
彼
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
を
支
出
す
る 

と
こ
ろ
の
肉
屋
及
び
パ
ン
屋
か
ら
そ
れ
を
直
接
に
得
た
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
 

し
か
し
彼
は
そ
れ
を
市
場
で
彼
の
布
を
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
の
で
あ
る
。」 

(ibid., p. 247.)

八

四

(

九
一
八)

こ
れ
ら
の
中
に
は
可
変
資
本
価
値
の
流
通
に
関
す
る
注
目
す
べ
き
見
解
が
み 

.
ら
れ
る
。

(

11) 

Hagskin, Labour Defended, p. 52.

安
藤
訳
三
六
〇
頁
。
鈴
木
訳
四

ニ
頁
。

12) 

Hagskin, ibid., p. 
6
0 0

. P. 

6
9
.

安
藤
訳
三
六
九
頁
。

三
六
九
I
三
七 

o
頁
。
鈴
木
訳
五
五
頁
。

(

13)
「

資
本
家
が
、
彼
は
す
べ
て
の
生
産
物
の
所
有
者
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
が 

労
働
者
の
生
活
手
段
を
こ
え
て
、
そ
れ
以
上
に
利
潤
を
得
る
の
で
な
け
れ
ば
、
 

労
働
者
を
し
て
諸
用
具
を
作
る
こ
と
も
利
用
す
る
こ
と
も
認
め
な
い
で
あ
ろ
ぅ 

場
合
に
は
、
諸
限
界
が
、
自
然
が
命
ず
る
ず
っ
と
内
部
に
生
産
的
労
働
に
対
し 

て
お
か
れ
て
い
る
こ
.と
は
明
白
で
あ
る
。
第
三
の
部
分
の
手
に
資
本
が
蓄
稹
さ 

れ
る
に
つ
れ
て
、
資
本
家
に
ょ
っ
て
得
ら
れ
る
利
潤
の
総
額
は
そ
れ
だ
け
増
加 

す
る
。
そ
し
て
そ
れ
だ
け
、
生
産
と
人
口
に
対
す
る
人
為
的
制
限
が
生
ず
る
の 

で
あ
る
。」

(Hodgskin, 

Popular Political Economy, 

pp- 

2451246.)

な
お
、
也
産
の
制
限
と
し
て
の
資
本
に
関
す
る
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
見
解
は
、
マ 

ル
ク
ス
の『

経
済
学
批
判
羽
綱』

で
引
用
さ
れ
て
い
る
。

Cf.warl Marx, Grundrisse derwritilc der Politischen

o:ko
n
i
i
e
, 

Diez Verlag. 

Berlin. 

1953. 

S. 319. 

S
.
3
2
P邦
訳
三
四
五
頁
。

三
四
六 

頁
。
 

：

.
又
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
あ
る
箇
所
で
、
労
働
者
の
数
が
過
剰
と
考
え
ら
れ『

人
ロ 

論』

的
な
考
え
方
が
生
じ
て
く
る
の
は
、
結
局
は
、
労
働
者
の
数
が
資
本
家
の 

労
働
へ
の
需
要
と
の
み
比
較
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
か
^>
わ

. 

過
剰
人
口
を
示
唆
し
て
い
る
。「

私
が
思
ぅ
に
、
社
会
の
労
働
階
級
は
、
彼
ら 

の
貧
困
が
一
般
に
彼
ら
の
あ
ま
り
に

も
急
速
な
増
加
の
せ
い
に
さ
れ
て
い
る
場 

合
に
は
、
そ
.し
て
そ
の
増
加
が
彼
ら
の
用
役
へ
の
資
本
家
の
.要
求
卜
卜
小
1
务

さ
れ
る
と
き
に
は
正
に
そ
の
増
加
の
せ
い
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
ぅ 

な
場
合
に
は
、
彼
ら
の
生
産
カ
に
お
け
る
こ
の
岜
大
な
増
加
が
彼
ら
の
数
に
お 

け
る
^
ヵ
の
結
來
だ
と
は
な
力
な
力
信
じ
な
い
だ
ろ
ぅ
。」

(Hodgskipop. 

c
i
rゃ
K
P

)

へ
傍
点
神
代)

<

し
か
し
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
に
お
い
て
は
资
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
の
問
題 

と
の
関
速
で
、
こ
の
過
剰
人
口
の
問
題
が
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

.⑵

利
潤
の
不
^
!
挫 

ホ
シ
ス
キ
ン
に
と
つ
て
は
利
滞
の
不
当
性
を
論
ず
る
こ
と
は
最
も
中
心
的
な 

課
題
で
あ
っ
た
。
一
八
ニ
五
年
に
出
さ
れ
た
匿
名(

一
労
働
者
著)

の
パ
ン
フ
レ

ッ 

ト『

労
働
弁
護
論』

.は
こ
の
課
題
を
達
成
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。資 

本
家
や
そ
の
ィ
デ
オ
ロ
ー
グ
達
は
、
先
に
ミ
ル
や
マ
力

P
ッ
ク
に

お
い
て
み
て 

き
た
ょ
う
に
、
資
本
を
生
産
手
段
や
生
活
手
段
と
混
同
す
る
の
み
な
ら
ず
生
産 

手
段
や
坐
活
手
段
の
効
用
を
資
本
の
効
用
と
混
同
し
、
資
本
は
生
産
に
お
け
る 

こ
の
協
力
に
対
し
て
当
然
、
巨
額
の
利
潤
を
受
け
と
る
資
格
が

あ
る
と
い
う
の 

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
資
本
は
不
生
産
的
で
あ
る
と
い
う
彼 

の
結
論
か
ら
し
て
、
も
は
や
資
本
が
利
潤
を
う
け
と
る
正
当
な
根
拠
は
何
も
な 

い
と
考
え
る
。
そ
れ
で
は
资
本
家
は
い
か
に
し
て
利
潤
を
取
得
し
て
い
る
の
で 

あ
ろ
う
か
。「

両
種
の
資
本(

流
動
资
本
と
固
定
資
本—

神
代)

.の
効
^
の
程
度 

と
性
質
は
、
全
く
異
な
っ
て
お
り
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
。
労
働
者
は
い
わ
ゆ 

る
流
動
資
本
で
生
活
す
る
。
彼
は
固
定
資
本
で
仕
事
を
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ 

ら
.两
種
の
資
本
の
等
量
す
な
わ
ち
等
し
い
価
値
は
そ
れ
ら
の
所
有
者
に
正
確
に 

同
じ
額
の
利
潤
を
も
た
ら
す
。」

そ
し
て
、「

我
々
は
こ
の
唯
一
の
事
倩
か
ら
、全 

ト
マ
ス
•
ホ
ジ
ス
キ
ン

の
资
本
観

く
次
の
こ
と
を
確
信
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。即
ち
、資
本
家
に
よ
つ
て
固
定
資
本
の 

使
用
の
た
め
に
耍
求
さ
れ
る
分
け
前
は
、
労
働
の
効
力
を
増
加
す
る
諸
川
具
か 

ら
、
即
ち
こ
れ
ら
の
諸
用
具
の
効
用
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
し 

て
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、利
潤
は
流
動
資
本
を
消
费
し
、固
定
資
本
を
使
川
す 

る

労

働

者

に

対

し

て

資

本

家

が

所

有

し

て

い

る

権

力

か

ら

ひ

き

だ

さ

^

^

。

」

こ 

の
4
う
に
し
て
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
が
利
潤
は
资
本
か
务
/T
J
'(

ル
t
co
.
^'
M'
か)

 ̂

よ
る
の
で
は
な
く
、
労
働
に
対
す
る
資
本
家
か
L

i

h?)
'
と

主

張

し

た
こ
と 

は
、資
本
の
本
性
へ
接
近
し
利
潤
の
源
果
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、非
常
に
秸
極 

的
な
意
義
を
有
し
て
お
り
高
く
評
価
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先 

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
労
働
に
対
す
る
資
本
家
の
支
配
権
と
い 

う
表
現
の
中
で
、
j
本
制
的
生
産
関
係
か
ら
生
じ
て
く
る
疎
外
現
象
を
認
識
し 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
こ
の
認
識
は
、
資
本
制
的
^
産 

関
係
の
.結
果
を
認
識
し
た
に
と
ど
ま
つ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
支
配
パ
、
か
こ 

し
て
生
じ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
即
ち
労
働
力
と
生
産
手
段
の
分
離
の
過 

程
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

ホ
ジ
ス
キ
ン
に
お
い
て
は
、
自
然
と
人
為
の
対
立
と
い
う
非
歴
史
的
方
法
、
 

自
然
法
的
歴
史
観
が
必
然
的
に
彼
の
理
論
的
限
界
を
規
定
し
て
い
る
。
利
澗
取 

得
を
正
当
化
す
る
資
本
の
生
産
性
と
い
う
唯
一
の
根
拠
が
失
わ
れ
た
今
、
资
本 

家
は
も
は
や
そ
れ
を
耍
求
す
る
正
当
^'
.
称
を
も
つ
て
い
な
い
。

「

JH
'
a'
^
fH
' 

か
ら
す
れ
ば
、
諸
用
具
を
製
造
す
る
人
は
彼
が
用
い
る
労
働
に
比
例
し
て
、
そ 

れ
ら
の
諸
用
具
を
使
用
す
る
人
と
同
じ
だ
け
の
報
酬
を
う
け
る
资
格
が
あ
る
。
 

し
か
し
彼
は
そ
れ
以
上
を
得
る
資
格
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
諸
用
具
を 

製
造
も
使
用
も
し
な
い
人
は
生
産
物
の
い
か
な
る
部
分
と
い
ぇ
ど
も
わ
か
か
要

八

五

(

九
一
九)



.
求
を
何
も
持
っ
て
い
な
い
。」

(

傍
点
神
代)

こ
の
よ
う
.に
し
て
資
本
家
の
利
潤
取
得
は
、
彼
に
よ
れ
ば
不
正
義
の
取
得
で

あ
り
、
自
然
法
に
対
す
る
人
為
的
侵
害
、‘
即
ち
全
労
働
収
益
権
に
対
す
る
侵
害

な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
又
、
資
本
家
め
労
働
者
に
対
す
る
支
配
権
の
内
容
も
、

こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
し
か
把
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
支
配
権
そ
の
も
の

が
歴
史
的
に
如
何
に
し
て
発
生
し
て
き
た
の
か
ル
究
明
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
か

ら
、
こ
の
、資
本
家
の
労
働
者
に
対
す
る
支
配
は
封
建
領
主
の
農
奴
に
対
す
る
支

配
と
、
従
っ
て
又
、
利
潤
取
得
は
封
逑
的
地
代
取
得
と
本
質
.

異
る
も
の

と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。「

彼

(
資
本
家
丨
神
代)

は
い
.か
I
し
て
こ
の
権

力
を
獲
得
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
' 私
は
今
は
次
の
如
く
述
べ
る
よ
り
以
上
に

,
は
考
察
し
な
い
だ
ろ
う
。
即
ち
、
そ
れ
は
あ
る
時
期
に
若
干
の
人
々
に
よ
っ
て

.
こ
の
国
の
全
地
表
が
占
有
さ
れ
た
と
い
う
と
と
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
中
ど
こ
で
も
同
じ
だ
が
、
こ
の
国
に
お
い
て
か
っ
て
労
働
者
が
生

(
5)

荏
し
て
い
た
奴
隸
状
態
に
山
来
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」

結
局
、
 

ホ
ジ
ス
キ
ン
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
ど
こ
で
も
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
言
っ
て 

ぃ
な
ぃ
。

し
か
し
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
上
に
で
は
あ
る
が『

労
働 

弁
護
論』

と

『

人
民
の
経
済
学』

で
は
、
現
実
の
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
資 

木
と
労
働
の
関
係
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
資
本
の
本
質 

把
握
に
|.
>
]か
っ
て
接
近
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注(

1)
Hodgskin, 

Labour Defended, 

p. 

7
0
.

安
藤
訳
三
七
〇
頁
。
鈴
木
訳
五 

六
頁
。

(

2) 

H
a
g
s
k
i
n
,

 

ibid: 

p. 

70.

安
藤
訳
三
七
〇
頁
。
鈴
木
訳
五
六
頁
。

八

六

(

九
ニ
〇)

(

3) 

•鎌
田
武
治
、
.前
掲
書一

三
〇
頁
参
照
。

な
お
、
マ
ル
ク
ス
は
ホ
ジ
ス
キ
ン
の
次
の
文
章
に
つ
い
て
-I
こ
こ
に
お
い

て
、
.つ
い
に
資
本
の
性
質
が
正
し
く
把
え
ら
れ
て
い
る
。1

(Marx, Theorien 

a
r
r der Mehrwert. Teil 3. 

w
. 

295. (s. 3
5
s
.
〔354〕.)

と
述
べ
て
い
る
。
 

そ
の
文
章
と
い
う
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

.

「

固
定
資
本
は
そ
の
効
用
を
以
前
.の
で
は
な
く
て
現
在
の
労
働
か
ら
ひ
き
出 

す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
貯
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
そ
の
所
有
者
に
利
潤
を
も
た
ら 

す
の
で
は
な
く
て
、そ
れ
が
労
働
に
対
す
る
支
配
を
獲
得
す
る
手
段(a means 

^obtaining a c
o
m
m
a
n
d

o
y
g
y
'
^

g*

.̂)

.で
あ
る
か
ら
そ
の
所
有
者
に
利 

潤
を
も
た
ら
す
の
で
.あ
る
。」

(
H
o
d
g
s
k

-Fop. 

c
i
rマ
沼
.安

藤

訳

三

六

•
一
一 

頁

。
，
鈴

木

訳

四

四
.頁
。
}

こ
こ
で
マ
ル
•ク
ス
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
ホ
ジ
ス
キ
ン
が
資
本
を 

生
産
関
係
と
し
て
把
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
 

そ
の
結
果
と
し
て
の
疎
外
現
象
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
こ
の
一
節
を 

積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

(

4) 

Hodgskin, 

ibid., p. 7
1
.

安
藤
訳
三
七
一
頁
。
鈴
木
訳
五
七
頁
。

(

5) 

Hodgskipibid., pp. 70-71.

安
藤
訳
三
七0

頁
。
鈴
木
訳
五
六
丨
五
七 

頁
。
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書
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評
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• 

J 

*

ホ
ッ
ブ
ス
ボ
ー
ム
著 

安

川

悦

子

•
水

田

洋

訳

『

市

民

革

命

.と

産

業

革

命

——

ニ
重
革
命

.の
時
代——

』

飯 

田

.
■
'
鼎

こ
の
書
物
は
、
ィ
ギ
リ
ス
労
-^
運
動
史
や
ひ
ろ
く
労
働
問
題
の
研
究
で
、
わ

が
国
で
も
有
名
な
ホ
ッ
ブ
ス
ボ
ー
ム
の「

苹
命
の
時
代

-j

七
八
九
年
か
ら

一
八
四
八
年
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
バ」

(The A
g
e

 ofwevoluticn:Europe 1789- 

100
4
8
, 

by E. J. H
o
b
s
b
a
w
m
)

の
邦
訳
で
あ
る
。
訳
書
で
は
、
そ
の
内
容
を
と
っ 

て
、
市
民
革
命
と
産
業
革
命
の
二
重
の
革
命
の
時
期
と
し
て
い
る
の
は
面
白 

U

1

七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
大
本
命
か
ら
一
八
四
八
年
の
フ
ラ
ン
ス
二
月
单 

命
ま
で
の
六
〇
年
間
に
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
民
の
生
活
が
い
か
に
営
ま
れ
た
.
 

か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
ど
の
よ
う
な
矛
盾
や
困
窮
や
あ
る
い
は
ま
た
栄
光
に 

よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
し
て
こ
の
半
世
紀
に
余
る
時
期
は
、
世
界 

史
上
ど
の
よ
う
な
意
義
を
担
う
も
の
で
あ
る
か
、
総

じ

て「

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー 

の

時

代」

と

呼

ば

れ

る

こ

の

時

期

を

、
.
き

わ

め

て

該

博

な

知

識

と

軽

妙

な

筆

致
 

を
も
っ
て
描
い
て
杈
り
、
.い
わ
ば
現
代
世
界
史
の
入
門
書
的
性
格
を
も
っ
て
い 

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
っ
て
も
問
題
が
多
方
面
に
わ
た
っ
て
お
り
、
原 

文
が
、
こ
っ
て
い
る
せ
い
も
あ
っ
て
、
訳
文
は
必
ず
し
も
読
み
易
い
と
は
い
え

す
五
〇
〇
頁
を
超
え
る
本
書
を
読
了
す
る
こ
と
は
、
大
き
な
忍
耐
を
要
求
さ 

れ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

著
者
は
、
そ

の

「

ま
え
が
き」

で
づ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「

本
書
の 

目
的
は
、
詳
細
な
記
述
で
は
な
く
て
、
解
釈
な
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
高 

級
通
俗
化
と
よ
ぶ
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
理
想
的
な
読
者
と
い
う
の
は
、
つ
ぎ 

の
よ
う
な
理
論
的
構
成
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
に
つ
い
て
好
奇
心
を
も 

っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
世
界
が
ど
の
.よ
う
に
し
て
、
ま
た
な
ぜ
今
日
の
よ
う 

な
も
の
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
ど
こ
へ
む
か
い
つ
つ
あ
る
の
か
を
现
解
し
た 

い
と
お
も
っ
て
い
る
、
知
性
と
教
育
の
あ
る
市
民
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も 

っ
と
学
識
あ
る
蒙
者
層
の
た
め
に
は
、
当
.然
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ 

う
な
重
い
学
問
的
装
備
を
、
本
文
に
.つ
め
こ
む
こ
と
は
、
街
学
的
で
あ
る
し
、
 

要
求
さ
れ
も
し
な
い
で
あ
ろ
う」

。
こ
こ
に
本
書
の
的
は
、
は
っ
き
り
と
規 

库
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
本
書
の
特
徴
は
、

ー
七
八
九
年
か
ら
ー 

八
四
八
年
ま
で
の
時
期
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
革
命
や
動
亂
の
基
礎
的
な
、
 

社
会
経
済
的
な
基
抵
を
描
く
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
わ
ば
そ
の
上
部
！s

告
と
も
い 

う
べ
き
文
化
的
•
精
神
的
侧
面
を
も
決
し
て
見
逃
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
革
命
が
生
み
出
し
た
、
あ
る
い
は
苹
命
の
過
程
に
お
い

て
，
生

み

出

さ

れ

た

ィ

デ

.オ

口

ギ

-
-
宗
教
、
芸
術
や
科
学
に
つ
い
て
も
詳
し

い
考
察
を
行
っ
て
お
り
、
.著
者
の
広
汎
な
視
野
と
と
も
に
、

そ
の
マ
ル
ク
ス

主 

義
的
な
立
場
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

著
者
が
読
者
に
訴
え
る
こ
と
は
き
わ
め
て
多
方
面
に
わ
た
っ
て
お
り
、
し
か 

-%
問
題
の
と
り
上
げ
方
が
あ
ま
り
に
も
実
証
的
で
あ
る
た
め
に
、
理
論
的
に
十 

分
に
整
理
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
：、
本
書
を
よ
ん
で
得


