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.
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, 

La
b
o
u
r 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. 

7
0
.

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 M
e
h
r
wert. Teil 3. 

w
. 

295. (s. 3
5
s
.
〔3
5
4
〕.

)

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 

m
e
a
n
s

 

^
o
b
t
a
i
n
i
n
g

 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

p..5
5
.

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. 

7
0
-
7
1
.

安
藤
訳
三
七0

頁
。
鈴
木
訳
五
六
丨
五
七 

頁
。

(

以
下
つ
づ
く)

書
■

評

E 

• 

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

 o
fwevoluticn:Europe 

1789- 

100
4
8
, 

b
y

 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



ら
れ
た
感
想
と
も
.い
ぅ
べ
き
も
の
を
、
つ
ぎ
の
い
く
つ
か
の
問
題
に
集
約
し
て 

み
た
。

㈠

こ
の
時
期
は
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
革
命
お
よ
び
産
業 

革
命
を
主
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ズ
と
フ
ラ
ン
ス
と
.の 

間
の
と
の
問
題
に
つ
い
て
の
対
照
性
と
相
互
関
連
の
問
題=

階
級
と
民
族(

ナ 

シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム)

の
問
題
の
提
起
.

.

㈡

，
市
段
革
命
の
遂
行
に
お
い
て
決
定
的
に
お
く
れ
た
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
■
 

リ
ア
お
よ
び
ロ
.シ
ア
を
中
心
と
す
る
東
ヨ
ー
ロ
ツ
パ=

絶
対
主
義
的
諸
王
国
間 

の
膨
脹
政
策
の
相
互
矛
盾
、
お
よ
び
バ
ル
カ
ン
半
島
お
よ
び
中
東
地
域
の
覚
醒

I
ナ
、ン

3

ナ
V
ズ
ム

の

勃
與

㈢

土
地
所
有
と
階
級
の
問
題 

H

哲
学
と
宗
教
お
よ
び
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー

第
一
お
よ
び
第
二
の
問
題
は
.、
本
書
の
い
わ
ば
ラ
イ
ト
•
モ

_テ

ィ

ー

フ

と

も
 

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
国
に
お
い
て
も
、
政
治
的
な
革
命
が
産
業 

上

•
技
術
上
の
本
命
に
先
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
市
民
革
命
に
比 

ベ
る
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
革
命
は
、
前
者
が
い
わ
ば
政
治
的
な
妥
協
に 

終
っ
た
の
に
反
し
、

マ
ル
ク
ス
も
い
う
よ
う
に
、
決
着
ま
で
闘
わ
れ
た
こ
と
で 

あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
来
る
と
こ
ろ
の
産
業
革
命
に
お
い
て
も
、
両
者
は
き 

わ
立
っ
た
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
み
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て 

は
土
地
貴
族
と
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
階
級
と
の
対
立
を
秘
め
な
が
ら
の
抱
合
妥
協
に
よ 

っ
て
、
充
分
な
資
本
の
蒂
樹
が
な
し
と
げ
ら
れ
、
本
書
に
も
の
べ
ら
れ
て
い
る 

よ
う
に(

四
八
頁
以
下
参
照)

、
農
業
に
お
け
る
资
本
主
義
的
大
経
営
の
展
開
の

八

八

(

九
ニ
ニ)

結
f

し
て
の
農
民
層
の
分
解
、
.農
民
の
土
地
か
ら
の
分
離
が
決
定
的
に
進 

み
、
•一
 

八
三
ニ
年
の
選
挙
法
改
正
に
至
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
•
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー 

の
支
配
は
確
固
た
る
-%
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
絶 

対
主
義
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
闘
い〈

と
い
っ
て
も
、
こ
の
革
命
に
は
、
パ
リ 

の
下
層
市
民
階
級
と
も
い
う
べ
き
サ
ン
キ
ュ
ロ
ッ
ト
が
非
常
に
多
く
参
加
し
た
の
で 

ぁ
づ
た
が)

"
す
な
わ
ち
旧
体
制
の
統
治
機
構
お
よ
び
既
得
権
益
と
、
新
興
社 

会
勢
力
と
の
あ
い
だ
の
衝
突
が
、

ほ
か
の
ど
こ
よ
り
も
は
げ
し
か
っ
た(

八
六
■
 

頁)

た
め
に
、
こ
の
'市
民
革
命
は
、
た
ん
に
フ
ラ
ン
ス
一
国
の
内
部
に
と
ど
ま 

る
と
こ
ろ
な
く
、
ほ
と
ん
ど
^

^
全
体
に
ひ
ろ
が
り
、
封
建
的
•
絶
対
主
義
諸 

国
、
.ド
イ
ツ
、
オ
ー
：ス
ト
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
■ロ
.シ
ア
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
に
深 

刻
な
影
響
を
与
え
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
世
界
各
地
の
解
放
運
動
に
深 

甚
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、.ホ
ッ
ブ
ス
ボ
ー
ム
が
、
つ
ぎ 

の
よ
う
に
.の
べ
て
い
る
の
は
教
訓
的
で
あ
る
。「

当
時
の
あ
ら
ゆ
る
革
命
の
う 

ち
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
だ
け
が
普
遍
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
軍
隊
は
、
世
界
を
革
命 

化
す
る
た
め
に
出
発
し
た
。
そ
の
諸
思
想
は
、
じ
っ
さ
い
に
世
界
を
革
命
化
し 

た
。
ア
メ
リ
カ
革
命
は
、
ア
メ
リ
カ
史
の
う
え
で
は
決
定
的
な
事
件
と
し
て
の 

こ
っ
た
が
、

そ
れ
は
、(

そ
の
な
か
に
、

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
直
接
ま
き
こ
ま 

れ
た
国
々
を
の
ぞ
い
て)

ほ
か
の
と
こ
ろ
に
は
大
き
な
こ
ん
跡
を
ほ
と
ん
ど
の 

こ
さ
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
々
に
と
っ
て
一
つ
の
画
期 

的
な
^
科
で
あ
る
。

一
八
0
八
年
以
後
の
.、
ラ
テ
ン
•
ア
メ
リ
カ
の
解
放
へ
と
 

み
ち
び
い
た
諸
反
乱
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
革
命
の
反
響
よ
り
も 

む
し
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
反
映
で
あ
っ
た
。
そ
の
直
接
の
影
響
は
、
ベ
ン
ガ 

ル
に
ま
で
も
ゆ
き
わ
た
り
、
そ
こ
で
は
ラ
ム
•
モ
ウ
ハ
ン
•
ロ
イ
が
そ
れ
に
は

げ
ま
さ
れ
て
、
最
初
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
改
革
運
動
を
う
ち
た
て
、

近
代
イ
ン 

ド

.
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
祖
と
な
っ
た
。(

か
れ
が
一
八
三
〇
年
に
イ
ン
グ
ラ 

ン
ド
を
訪
問
し
た
と
き
、
か
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
取
命
の
諸
原
理
に
た
い
す
る
か
れ
の 

熱
意
を
示
す
た
め
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
船
で
旅
行
に
で
る
こ
と
を
主
張
し
た
。)

さ
い 

き
ん
、
う
ま
く
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、『

マ
ホ
メ
ッ
ト
教
の
世
界
に
、
 

な
に
か
真
実
の
影
饗
を
あ
た
え
た
と
こ
ろ
の
、』

し
か
も
ほ
ぼ
直
接
に
そ
う
し 

た
と
こ
ろ
の『

西
洋
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
最
初
の
大
思
想
運
動』

で
あ 

っ
た
。
十
九
世
紀
中
ご
ろ
に
は
、
こ
れ
ま
で
は
た
だ
人
間
の
出
生
ま
た
は
居
住 

の
場
所
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
ト
ル
コ
語
の『

ヴ
ア
タ
ン』

が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命 

の
影
響
に
よ
っ
て『

祖
国』

に
い
た
も
の
に
か
わ
り
は
じ
め
た
。『

庙
由』

と 

い
う
用
語
は
、

一
八
〇
〇
年
ま
で
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、『

奴
隸
で
あ
る
こ
と』 

の
.反
対
を
あ
ら
わ
す
法
律
用
；語
で
あ
っ
た
の
に
、
あ
た
ら
し
い
政
治
的
内
容
を 

獲
得
し
は
じ
め
た
。
フ
ラ
ン
ス
本
，命
の
間
接
的
な
影
響
は
普
遍
的
で
あ
る
。
と 

い
う
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
後
の
あ
ら
ゆ
る
革
命
運
動
に
モ
デ
ル
を
提
供
し
た
か
.
 

ら
で
あ
っ
て
、(

好
み
に
し
だ
が
っ
て
解
釈
さ
れ
る)

そ
の
教
訓
は
、
近
代
の
社 

会
主
義
や
共
産
主
義
の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る(

八
五
頁)

。

著
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
世
界
史
的
意
義
を
正
し
く
理
解
し
て
、
自
由
お 

よ
び
平
等
と
い
う
啓
蒙
思
想
の
顕
現
と
と
も
に「

袓
国」

の
概
念
の
形
成
を
こ 

こ
に
見
出
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
で
あ
る
が
、
し
か 

し
、
こ

の「

ナ
シ
ョ
ナ
ル」

と
い
う
場
合
、
著
者
は
明
確
に
は
指
摘
し
て
は
い 

な
い
が
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
つ 

は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
イ
タ
リ
ア
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
民
族
の
圧
跗
と
桂
 ̂

の
も
と
に
あ
つ
た
と
こ
ろ
の
民
族
の
解
放
と
い
う
侧
而
、
す
な
わ
ち
民
族
主
義 

•

評

と
い
う
意
味
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、ド
イ
ッ
に 

象
徴
的
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
内
の
政
治
的
不
統一

=

封
建
的
細
分
状
態 

の
克
服
と
国
民
的
経
済
圏
の
創
出
と
い
う
統
一
近
代
国
家
建
設
の
要
請
と
い
う 

側
面
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
全
過
程
は
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
側
面
を
あ 

わ
せ
も
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
 

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
重
要
な
問
題
祝
点
に
欠 

け
て
い
る
と
肇
者
は
考
え
る
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
特
殊
性
と
そ
れ
に 

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
階
級
關
争
の
性
格
で
あ
る
。

一
七
八 

九
年
、

一

八
三
〇
年
、

一
八
四
八
年
と
重
畳
と
し
て
起
伏
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
革 

命
が
示
す
よ
う
に
、
決
定
的
に
闘
い
抜
か
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
八
四
八 

年
以
後
も
な
お
問
題
、力
残
り
い
わ
ゆ
る
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
と
な
っ
て
強
く 

フ
ラ
ン
ス
社
会
を
彩
る
封
建
的
残
滓
が
、
政
治
と
経
済
の
あ
り
方
を
規
定
す 

る
。
こ
の
根
本
原
因
は
、
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

一
七
八
九
年
の
革
命
そ 

の
も
の
の
な
か
に
あ
る
小
所
有
者
•
小
農
民
の
利
害
関
心
と
思
想
で
あ
る(

九 

八
頁)

が
、
こ
の
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
が
、な
ぜ

一.
八
五
〇
年
以
後
、
あ
ら
わ
れ 

る
か
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
小
農
民
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
み
る
よ
う
に
•政
治
的 

に
も
経
済
的
に
も
力
を
失
わ
な
か
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
フ
ラ
ン
ス 

の
階
級
構
造
、
階
級
闘
争
お
よ
び
資
本
主
義
の
性
格
に
も
か
か
わ
る
こ
と
で
あ 

る
が
、
闘
い
抜
か
れ
た
四
八
年
革
命
ま
で
の
過
程
の
な
か
に
原
因
が
見
出
さ
れ 

る
へ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
の
読
み
が
浅
い
の
か
、
こ
■の
点
に
つ
い 

て
、
充
分
説
得
力
の
あ
る
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。

第
一
お
よ
び
第
二
の
問
題
に
関
速
す
る
こ
と
で
あ
る
が
.、

一
七
八
九
年〜

一
 

八
四
八
年
ま
で
の
市
民
革
命
と
産
業
革
命
の
踅
畳
た
る
ニ
茁
革
命
は
、

「

第
一

八

九

(

九
一一

三)



に
土
地
の
商
品
化
、
貴
族
の
諸
領
地
に
っ
き
ま
と
う
限
嗣
相
続
そ
の
他
の
売
却 

ま
た
は
分
散
の
禁
止
の
打
破
、
第
二
に
、
教
会
領
所
有
地
と
広
大
な
町
村
共
同

体
の
.

集
団
所
有
地
I

し
た
が
っ
て
利
用
率
の
わ
る
い
土
地
-
-
-
-

っ
ま
り
共
有

耕
地
や
、
共
有
牧
草
地
や
、
共
有
林
地
な
ど
が
、
個
人
企
業
の
手
に
は
い
り
や 

す
く
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
に
な
り
そ 

こ
ね
た
人
た
ち
か
ら
な
るr

自
由
な」

労
働
力
の
創
出
と
い
う
目
的
の
逹 

成」

，を
H
的
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
、

0

一
四
〇
頁)

。

け
れ
ど
も
問
題
は
ま
さ
し
く
っ
ぎ
の
点
に
あ
る
の
で
は

な

か

ろ
 

う
か
。
っ
ま
り
、
二
重
革
命
は
、
以
上
の
三
っ
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の 

で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
資
本
主 

義
W
大
ib
lj
i
l度

を

確

立

し

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
圧
倒
的
•な
小
農
民
経
営
を 

固
宠
化
し
、
そ
し
て
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
ユ
ン
ヵ
ー
的
大
農
経
営
と
い
う
特
殊 

ド
イ
ッ
的
経
営
形
f

必
然
化
し
た
要
因
は
何
で
あ
っ
た
か
、
こ
れ
こ
そ
が
実 

に
、
そ
れ
ら
の
国
々
に
お
け
る
資
本=

：

賃
労
働
関
係
を
規

定

し

、

そ

，て

ぞ
て
の 

fe
級
闘
争
の
性
格
に
も
大
き
な
影
！
を
与
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
，' 
こ
5 

K
抵
的
要
因
は
、

一
七
八
九
年
か
ら
一
八
臥
八
年
の
ニ
肇
命
の
時
期
に
見
出 

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
.し
か
し
、
読
者
は
、
本
書
か
ら
そ
れ
に
か
ん
す
る 

理
論
的
説
明
を
う
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
こ
の
ニ
重
革
命
に
お
け
る
上
部
構
造
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ

れ

は
 

ま
こ
と
に
著
者
の
趣
味
豊
か
な
人
柄
を
傲
ば
し
め
る
讓
で
あ
る
が
、
筆
者
に 

は
、
こ
れ
に
っ
い
て
批
判
や
感
想
を
の
べ
る
資
格
は
な
い
。
た
だ
ひ
と
っ
、
宗 

教
と
経
済
の
問
霞
に
関
連
し
て
、
著
者
は
、
プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト

に

.つ

い

て

ふ

れ 

て
い
る
が
、
わ
た
く
七
は
、
や
は
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

マ

ツ

ク

ス.

九
〇

(

九
ニ
四)

ゥ
エ
ー

バ

ー

の

「

プ

ロ

テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神」

(Die protestant

s-che Ethik und d
e
r
》
Geist《d

s

 Kapitalismus )

を
想
い 

う
か
.ベ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ゥ
ヱ
ー
バ
ー
は
、「

資
本
主
義」

の
精
神
と
い
う 

場
合 

Geist des Kapitalismus 

と 

Kapitalistischer Geist 

の 
二
様
に
防 

っ
て
い
る
が
、
前
者
と
後
者
と
は
、
明
ら
か
に
区
別
し
て
い
る
。
思
う
に
、
こ 

の
二
重
率
命Q

時
代
は
、
前
者
よ
り
は
後
者
の
意
味
、
す
な
わ
ち
資
本
家
的
精 

W
こ
そ
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
著
者
か
ら
、
こ
の
問
題
に
つ 

い
て
き
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
っ
た
。

あ
ま
り
に
も
博
学
で
、
問
題
が
あ
ま
り
に
も
多
方
面
に
わ
た
り
す
ぎ
て
い
る 

た

め

に

、

本

.書

の

概

要

を

つ
か
む
の

が

精

一杯
で
、
.積
極
的
な
批
判
と
い
え
な 

い
、
た
ん
な
る
感
想
を
書
き
記
す
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
本
書
は
多
く
の
写
真
を 

は

さ

ん

で

す

ぐ

れ

た

啓

蒙

書

で

あ

る

と

と

も

に

、

こ

の

問

題

の

研

^'
者

に

と

っ 

て
も
充
分
|旷
む
に
値
す
る
文
献
で
あ
る
と
い
え

よ

う

。

歷
大
な
原
書
で
読
む
3 

に
1
渋
し
た
経
験
を
筆
者
も
も
っ
て
い
る
が
、
安
川
悦
子
、
水
田
洋
両
氏
3

OR 

業
に
よ
っ
て
、
今
回
、
楽
し
く
読
む
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
感
謝
に
耐
え
な 

レ

な

お

.
最

後

の「

訳
者
あ
と
が
き」

は
、
著
者
ホ

ッ

ブ

ス

ボ

ー

ム

と 

な
り
を
知
る
の
に
大
変
便
利
で
あ
る
。
多
く
の
学
生
諸
君
に
お
奨
め
す
る
。

(

岩
波
書
店
•
一
 

九
五
八
年
ニ
月
刊
.

A

5 

•
五
一
七
頁
十
ー
九
頁
，j

、J

 ヽ

〇
〇
円)

。

.
新
野
幸
次
郎
著 

.

『

現

代

市

場

構

造

の

理

論』

原 

豊

伝
統
的
な
侧
格
理
論
や
企
業
行
動
理
論
の
も
つ
静
態
的
性
格
や
限
定
さ
れ
た 

市
場
構
造
な
ら
び
に
行
動
‘仮
説
の
も
つ
限
界
が
反
#
さ
れ
て
以
来
、
今
日
ま
で 

か
な
り
の
年
月
が
経
過
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
間
に
、
伝
統
的
な
理
論
、い

象
 

し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
競
争
条
件
や
、
企
業
行
動
と
市
場
構
造
と
の
多
様
な
相 

互
制
約
関
係
と
市
場
成
果
に
関
す
る
数
々
の
理
論
的•

実
証
的
研
究
が
あ
ら
わ 

.れ
て
い
る
。
だ
が
、「

何
ら
包
掂
的
な
原
理
を
も
た
ず
、
た
だ
特
定
企
業
の
特 

殊
条
件
を
あ
ら
わ
す
個
划
的
ヶ
ー
ス
の
^
集
に
す
ぎ
な
い」

(

ハ
ィ
マ
ン)

と 

批
判
さ
れ
る
側
面
や
、
伝
統
的
な
理
論
の
静
態
的
な
性
格
が
払
拭
さ
れ
て
い
な 

い
と
い
う
難
点
が
、
こ
の
新
し
い
理
論
的
発
展
の
方
向
に
付
随
し
、
そ
の
成
果
’
 

は
必
ず
し
も
満
足
す
ベ
き
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

•

本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
理
論
お
よ
び
そ
の
後
の
理
論
的
発
展
の
成 

果
を
蕋
礎
と
し
つ
つ
、
市
場
構
造
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ
の
動
態
化
す
な
わ 

ち
、
現
代
市
場
構
造
の
形
成
と
変
化
の
論
理
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ 

る
。
.本
書
の
は
し
が
き
に
も
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
市
場
構
造
の
い
か
ん 

に
よ
っ
て
、
市
場
成
果
、
さ
ら
に
は
国
民
経
済
的
成
果
た
と
え
ば
経
済
成
長
に 

は
顕
著
な
相
違
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
市
場
構
造
の
変
化
を
ど
の 

よ
う
に
.把
握
す
る
か
は
、
資
本
主
義
経
済
発
展
の
論
理
を
展
開
す
る
う
え
に
き

わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
.る
。

と
こ
ろ
が
、
今
日
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
市
場
構
造
そ
の
.も
の
の
形
成
や
変
化 

が
直
接
の
分
析
対
象
と
な
る
こ
と
は
、
産
業
組
識
論
の
一
部
を
除
い
て
は
ほ
と 

ん
ど
少
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
し
、
分
析
対
象
と
な
っ
て
も
経
済
学
的
解
明 

が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
現
状
に
あ
る
。
本
書
執
筆
の
動
機 

は
、
市
場
構
造
理
論
の
こ
の
現
状
を
ダ
し
で
も
前
進
さ
せ
る
契
機
と
な
る
こ
と 

に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
豊
富
な
学
識
を
駆
使
し
て
市
場
構
造
理
論
の 

パ
ー
ス
ぺ
ク
テ
イ
ヴ
な
把
握
を
可
能
と
し
、
数
多
く
の
問
題
点
を
提
起
し
て
い 

る
本
書
は
、
十
分
に
そ
の
役
割
を
果
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
本 

書
を
か
ぎ
ら
れ
た
紙
数
.で
紹
介
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
以
下
そ
の
要
点
だ
け 

を
と
り
あ
げ
•よ
う
。

ま
ず
、
第
一
章
は
、
現
代
市
場
構
造
の
変
化
に
関
す
る
バ
ー
リ
I
、
ミ
ー
ン 

ズ
.の
問
題
提
起
、
ア
メ
リ
ヵ
に
お
け
る
経
済
力
集
-

0-

の
実
証
的
分
析
と
、
そ
れ 

に
つ
づ
く
丁
：5

£

0に
よ
る
産
業
集
中
の
調
查
を
と
り
あ
げ
て
、
現
代
市
場
構 

V3Q
理
論
の
発
展
の
契
機
と
な

っ
た
現
実
的
背
景
を
明
ら
.か
に
す
る
。

「

そ
の
原 

因
が
何
で
あ
れ
、
現
代
に
お
い
て
競
争
制
限
的
な
市
場
構
造
が
か
な
り|

般
化 

'し
、
か
つ
て
の
経
済
学
が
出
発
点
と
し
た
完
全
競
争
や
純
粋
競
争
と
い
っ
た
市 

場
構
造
と
は
全
く
異
質
的
の
も
の
と
な
っ
て
き
た
こ
と
だ
け
は
、
も
は
P
否
.定 

で
き
な
い
事
実
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い」

。

こ
の
よ
う
な
市
場
構
造
の
変
化
を
古
典
的
な
経
済
学
か
ら
は
ど
の
よ
う
に
説 

明
し
て
い
る
か
、
そ
の
貢
献
と
問
題
点
は
何
か
を
扱
か
う
の
が
、
第
—
一.章

「

市 

場
構
造
の
変
化
へ
の
古
典
的
接
'^」

で
あ
る
。
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
.る
の
は
、

マ
ル
ク
ス
、
ヒ
ル
フ
ア
デ
イ
ン
グ
、
ス
ゥ
イ
ジ
ー
の
マ
ル
ク
ス
派
と
、

マ
ー
シ

九

一
(

九
一一

五)

.
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