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初
期
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る「

理
念」

.上

野

.
地

洋

行

マ
ル
ク
ス
主
義
は「

思
想」

で
あ
る
と
同
時
に「

科
学」

で
あ
る
こ
と
を
主 

張
す
る
。
現
代
の
よ
う
に
専
門
化
、分
業
化
が
す
す
ん
だ
時
代
に
お

い

て

、
こ
の 

両
者
の
資
格
を
同
時
に
主
張
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
に
属
す
'る
。
 

な
ぜ
な
ら
、
現

代

が「

科
学」

の
時
代
で
あ

る

、
と

い

う

点
か
ら
す
れ
ば
、
そ 

れ
は
ま
さ
にr

主
観
的」

な
も

の

と

し

て

非
難
さ
れ
、
.逆
に
現
代
が「

思
想」

の
相
克
の
時
代
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
' 
そ
れ
は
ま
さ
に「

思
想」

を 

欠
い
た
客
観
主
義
、
実
証
主
義
の
故
を
も
っ
て
攻
撃
さ
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義 

が

「

科
学」

的
社
会
主
義
の
着

板
を
か
か
げ
、
経
済
学
を
唯
一
つ
の
基
礎
科
学 

と
し
て
志
向
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ

し

て「

科
学」

と
し
て
の
権
利
を
主
張
す 

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
思
想
を
も
た
ぬ
、
と
い
う
意
味
で
の
実
証
主
義
へ
む 

，か
う
危
険
性
を
事
実
は
ら
む
と
と
と
な
る

。

(

だ
が
こ

の

よ

う

な「

実
証
主
義」 

は
、
出
分
'が
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
諸
前
提
、
概
念
お
よ
び
方
法
に
対
し
無
反
省
、
無 

自
覚
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
も
っ
と
も「

主
観
的」

な
も
の
で
あ
る
。)

科
学
で
あ
る
こ
と
を
保
障
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
思
想
也
は
マ
ル
ク
ス
怪 

初
期
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る「

理
念」

(

上)

済

学

の「

外
へ」

.お
し
出
さ
れ
、
逆
に
思
想
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
、
そ 

の

「

科
学」

性
の
意
義
が
反
問
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
の
中
に
そ
れ
は
あ
る
。

初
期
マ
ル
ク
ス
と
後
期
マ
ル
ク
ス
と
の
、

マ
ル
ク
ス
像s

体
の
分
裂
も
、
こ 

の
よ
う
な
現
代
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
状
況
に
関
係
が
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
研
究
の
上
で
の
ヒ
ユー

マ
ニ
ス

ト

.

マ
ル
ク
ス
と
、
 

経
済
学
者
マ
ル
ク
ス
へ
の
マ
ル
ク
ス
自
身
の
分
裂
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
思
想
経
歴
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
分
裂
を
祖
め
る
こ 

と
は
や
さ
し
い
。
ま
た
一
方
の
マ
ル
ク
ス
の
中
に
、
他
方
の
マ
ル
ク
ス
へ
の
萠 

芽
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
こ
の
矛
盾
を
洱
現
す 

る
だ
け
で
、
理
論
的
に
解
決
し
な
い
。
こ
の
分
裂
と
統
一
を
理
論
と
方
法
の
次 

元
で
原
理
的
に
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本

稿

の

的

は

、(

科
学
論一

般
を
展
開
ず
る
こ
と
で
は
な
く)

初
期
マ
ル
ク 

ス
に
お
け
る「

理
念」

の
内
容
と
位
置
の
転
換
を
分
析
す
る
こ

と

に

よ

っ
て
、
 

マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
思
想
と
科
学(==

経
済
学)

の
関
係
の
あ
り
方
、
お
よ
び 

こ
れ
ら(

思
想
と
科
学
の
両
方
を
ふ
く
め
た
人
間
の
認
識)

.

の
人
間
存
在
全
体
と 

の
関
係
の
あ
り
方
に
一
つ
の
接
近
を
こ
こ
ろ
み
た
い
と

考
え
る
。

一
〇
七

.(

一
三
ニ
七)



il

「

ド
イ
ッ」

イ
デ
オ
ロ
ギ
I」

以
前
の
マ
ル
ク
ス
の
著
作
の
中
に
、
'マ
ル
ク
ス

(

1

)

の
経
済
学
を「
自
然
科
学」

と

し

て

、

す
な
わ
ち「

主
体
の
介
入
を
ゆ
る
さ
な 

1
容
観
的
34
裡」
と
1,
解
す
る
こ
と
を
ゆ
る
す
よ
う
な
も
の
は
あ
る
で
あ
.ろ
う 

か
。
否
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
は
、
い
わ
ゆ
る「

経
•哲
手
稿」

(

以
下
略
称) 

に
も
み
い
だ
せ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
手
稿
の
究
極
的
立
場
は
、
人
間
本
質 

に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の「

理
今
ど
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、〈

「

類」

的

に

「

労 

働」

.
し

「

生
産」

す
る
存
在〉

と

し

て

の

、

人
問
本
質
の
把
握
が
前
提
さ
れ
て 

い
る
.力
ら
で
あ
る
。「

疎
外」

.

.概
念
も
、
.こ
の
よ
う
に
前
提
さ
れ
た「

理
念」

. 

な

い

し「

本
質」

か
ら
の
背
離
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
そ
こ
に
は
、：
多
く
の
経
済
学
的
叙
述
が
み
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

こ
.れ

ら

「

国
民
経
済
学
的
辦
実」

.

.は
そ
の
究
極
の「

理
念
，

」

に
照
ら
し
て
は
か 

ら
れ
、
審
判
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
掛
体
の
メ
ヵ1

一.ズ
ム
の
価
値
の
た
め 

に
分
析
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
の
類
的
本
質——

労
働
し

生
産
す
る
類
-

-
と

い

う「

理
念」

か
ら
の
、「

国
民
経
済
学
的
事
実」
の
乖
離

を
証
明
す
る
た
め
で
あ
り
、
究
極
に
お
か
れ
て
い
.る

の

は「

理
念」

で

あ

る

。

マ
ル
ク
ス
の
中
で
、
こ

の

よ

う

な「

理
念」

を
前
提
す
る

立
場
が
克
服
さ 

れ
、「

史
的
唯
物
論」

が
成
立
し
、
し
た
が
っ
て「

経
済
学」

研
究
の
た
め
の 

方
法
的
基
礎
が
成
立
す
る
の
は
、「

ド

イ

ッ

•
イ

デ

ォ

口

ギ

I」

に
お
い
て
で 

あ
る
。
経
済
学
的
諸
事
実
は
.、
そ
れE

体
の
価
値
に
お
い
て
み
と

め

ら

れ

、
全 

認
識
世
界
の
®
礎

と

な

る

ベ

き
そ
の
地

位

を

確

立

し
た
。

そ
れ
は
認
識
一
般
と
人
間
存
在
と
の
関
係
を
原
理
的
に
定
め
た
、
と
い
う
意

一
〇
八

(

ニ
ー
.

1

ニ
八)

味
に
お
い
て
哲
学
で
あ
り
、
経
済
過
程
が
全
人
間
存
在
の
基
盤
で
あ
り
、
し
た 

が
っ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
、

ま
た
そ
れ
自
体
の
論
理
に
お
い
て
研
究
さ
れ
ね
ば 

な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
経
済
学
に
か
か
わ
っ
て
い
る
0 

こ
め
よ
う
な
著
作
の
中
に
、
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
思
想
と
科
学
の
関
係
の
.原
理
、
 

経
済
学
成
立
の
思
想
的
諸
前
提
を
求
め
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

三

と
こ
ろ
で「

ド
イ
ツ
.
.イ
デ
オ
ロ
ギ
ー」

そ
れ
自
体
の
検
討
に
入
る
以
前
に 

マ
ル
ク
ス
の「

理
念」

前
提
の
立
場
か
ら「

史
.的
唯
物
論」

へ
の
転
回
、
r

¥
 

哲
手
稿j

か

ら「

ド
イ
ツ
•
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー」

へ
の
転
回
を
果
た
さ
せ
た
そ
の 

過
程
を
検
討
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
過
程
の
解
明
自
体「

ド
イ
ツ
. 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
L-
に
お
け
る
、
理
念
.と
経
済
過
程
と
の
関
係
の
原
理
の
解
明
に 

と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
.

初
期
の
マ
ル
ク
ス
を
み
ち
び
い
た
理
念
は
人
間
解
放
で
■あ
り
、
そ
の
解
放
の 

内

容

は「

類」

の
実
現
で
あ
っ
た
。
類
と
は
人
間
共
同
体
お
よ
び
そ
の
意
識
と 

規
定
で
き
よ
•う
。
い
わ
ゆ
る「

ユ
ダ
ヤ
人
問
題」

に
お
い
て
、

マ
ル
ク
ス
は
へ 

丨
ゲ
ル
に
な
ら
っ
て
人
間
社
会
を
国
家
と
市
民
社
会
の
分
裂
に
お
い
て
と
ら
え 

た
。「

完
成
し
た
政
治
的
.国
家
は
'
そ
の
本
質
上
、
人
間
の
類
的
生
活
で
あ
っ 

て
、
彼
の
物
質
也
活
に
対
立
し
て
い
る
。
こ
の
利
己
的
な
生
活
の
い
っ
さ
い
の 

諸
UHU
堤
は
、
国
家
の
領
域
の
外
に
、
市
民
社
会
の
中
に
、
し
か
も
市
民
社
会
の 

特
性
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。」

政
治
的
解
放
は
政
治
的
国
家
の
領
域
で
の
、
 

つ
ま
り
、
単

に
「

観
念
的」

「

抽
象
的」

に
■人

間

の「

類」

を
実
現
し
た
に
す 

ぎ
ず
、
か
え
っ
て
そ
九
に
よ
っ
て「

感
性
的
、
個
別
的
、
直
接
的」

「

現
実
%
,

な
市
民
社
会
の
領
域
で
は
、
人

間

の「

類」

を
実
現
す
る
ど
こ
ろ
か
、■
そ
吵
利

己
主
義
を
と
き
は
な
つ
の
だ
、
と
の
べ
て
い
る
。

市
民
社
会
こ
そ
は
、
人

間

の「

類」

.
的
生
活
に
対
立
す
る「

秤
己
主
義」

.の

世
界
で
あ
る
。「

市
段
社
会
の
精
祌
、
す
な
わ
ち
利
己
主
義
の
領
域
、
.万
人
の

万
人
に
対
す
る
戦
い
の
領
域
の
精
神」

と
か
れ
は
の
べ
て
い
る
。「

市
民
社
会
、

(

4)

す
な
わ
ち
、
欲
望
と
労
働
と
私
益
と
私
権
の
世
界」

と
も
の
ベ
て
い
る
。

「

ユ 

ダ
ャ
人
問
題
,-
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が
か
か
げ
た「

理
念」

は
、
し
た
が
っ
て 

単
に
抽
象
的
な
政
治
的
人
間
が
類
を
実
現
す
る
だ
け
で
な
く
、

「

市
民
社
会
の 

■一
 

員
と
し
て
の
人
間」

「

そ
め
感
性
的
、
個
別
的
、
直
接
的
な
あ
り
方
に
お
け 

る
人
間」

が

直

接「

類」

を
奪
還
す
る
こ
と
で
あ
.る
。
.

「

現
実
の
個
別
的
な
人

力

.
類
的
存
在
と
な
っ
'た
と
き
は
じ
め
て
つ
ま
り
人
間
が
，自
分
..の
固
有

の
力
を
社
会
的
な
力
と
し
て
認
識
し
、
組
織
し
、
し
た
が
っ
て
社
会
的
な
力
を 

も
は
や
政
治
的
な
力
の
形
で
自
分
か
ら
切
り
は
な
さ
な
い
と
き
に
は
じ
め
て
、
 

そ
の
と
き
に
は
じ
め
て
、
人
間
的
解
放
は
完
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ 

る
。」

マ

ル

ク

ス

は「

あ
ら
ゆ
る
解
放
は
、

人
間
の
.世
界
を
、
諸

関
係
を
人
間 

そ
'の
も
'の
へ
復
帰
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る」

と

の

ベ

て
い
る
が
、
マ
ル
ク
ス
に
と 

っ
て
復
帰
さ
せ
る
べ
き「

人
間
そ
の
も
の」

人
間
.の
本
質
と
は
、「

類」
=

共
同 

体
と
そ
の
“截
識
”
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
マ
ル
ク
ス

の
.理
念
で
あ

ヶ

、
ァ• 

プ

リ

オ
リ
で
あ
っ
た
。四

「

へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
.序
説」

も

ま

た

、

哲
学
批
判
の
形
式
を
と
っ
て
い
る 

が
，そ

の
！：：：

的
は
、
ド
ィ
ッ
人
の
解
放
で
あ
り
、
そ
れ
を
媒
介
.に
し
て
の
人
類

初
相
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る「

乳
念」

(

上)

の
解
放
で
あ
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
の
ば
あ
い
、
政
治
批
判
は
哲
学
批
判
の
外
に
、
そ
れ
と
別
個
に
行

な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
ド
イ
ッ
人
.マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
近
代
を
批
判
し
、

人
類
を
解
放
す
る
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
、
ド
イ
ッ
の
近
代
を
代
表
し
、
包
.括

し
て
い
る
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
批
判
す
る
こ
と
、

へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
か
ら「

人

間」

を
現
実
に
解
放
す
る
.こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

か
れ
は
い
っ
て
い
る
。「

実
.際
上
可
能
な
解
放
.は
た
だ一

つ
、
人
問
が
人
間

に
と
っ
て
最
高
の
存
在
だ
と
宣
言
す
る
よ
う
な
罾
論
の
立
場
に
立
っ
た
猝
放
で 

.
(

6)

あ
る」

.
こ
.こ
で
も
マ
ル
，ク
ス
の
目
的
は
人
間
解
放
で
あ
り
、

へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学 

の
批
判
は
そ
の
手
段
で
あ
っ
た
。「

ユ
ダ
ヤ
人
問
題」

.と
の
関
係
で
、

マ
ル
ク 

ス
の
人
間
本
質
の
把
.握
に
、
こ
こ
で
つ
け
加
え
ら
れ
た
新
し
い
も
の
は
、
人
間 

に

「

類」

を
と
り
も
と
す
そ
の
担
b
手
と
し
て「

フ
ロ
レ
タ
リ
ア
I
トj

と
い 

う
階
級
.を
想
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「

ユ
ダ
ヤ
人
問
題」

ま
で
は
、市
民
社 

会

は

「

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
体
系」

「

私
有
財
産」

一■般
と
し
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
、
 

こ
れ
に
類
人
間
共
同
体
の
S ，
念
が
対
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
こ 

で
.は
市
民
社
会
は
一
つ
.の
階
級
社
会
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
人
間
に
類 

を
奪
還
す
る
も
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
な
っ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
は
プ
ロ 

レ
タ
リ
ア
ー
ト
を「

市
民
社
会
の
階
級
で
あ
り
な
が
ら
市
民
社
会
の
い
か
な
る 

階
級
：で
も
な
い
一
階
級」

と
の
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お 

い
て
で
あ
ろ
う
か
。
.マ
ル
ク
ス
■は
ま
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
I
ト
を
.「

中
間
身
分
.の 

解
体
の
結
果
出
現
す
る
犬
^」

と
の
べ
、「

貧
困」

を
も
っ
て
特
徴
づ
け
て
い 

る
。，
さ

ら

に「

プ
口
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
私
有
財
産
の
否
定
を
要
求
す
る
と
す
れ 

ば
、
そ
.め
さ
い
プ

ロ

レ

タ
リ
ア
ー
ト
は
た
だ
、
社
会
が
プ
口

レ
タ
リ
アー

ト
の

1
〇
九
へ
一
三
ニ
九)



原
理
と
し
て
打
ち
立
て
た
も
の
を
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の

助
力
を 

ま
.つ
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
社
会
の
否
定
的
帰
結
と
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト 

の
う
ち
に
体
現
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
社
会
の
原
理
と
し
て
打
ち
企
て
る
に
す 

き
な
.
.

>
」

と
の
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
も
し
、
市
民
社
会
と
は
私
有
財
産
の
世
界
で
あ
り
、
市

民

(

卩
ブ 

ル
ジ
3
ア
=
中
間
身
分)
と
は
、
私
有
財
産
の
所
有
者
の
こ

と

だ

と

す
れ
ば
、
 

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト

は

「

中
間
身
分
の
解
体
の
結
果
出
現
ず
る
大
衆」

で
あ
り 

「

人

為

別

に

作

り

だ

さ

れ

允

貧

困」
者
、「

私
有
財
産
の
否
定」

そ
の
も
の
と
な 

る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
市
民
社
会
の
中
に
生
ま
れ
た
市
民
社
会
の
否
定
で
あ 

り
、
ま
さ
に
市
民
社
会
の
階
級
で
あ
り
な
が
ら「

市
民
社
会
の
い
か
な
る
階
級 

で
も
な
い
一
階
級」

で
あ
る
ほ
か
は
な
い
、
■と
い
う
こ
と
と

な
る
。

こ
う
し
て
、

い
ぜ
ん
、

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
の
ア

•
プ

リ

オ

リ

は

、

人
間
の 

「

類」

の
実
現
、
そ
の
奪
還
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
克
服
さ
れ
る

べ

き
 

市
民
社
会
の
展
開
に
応
じ
て
豊
か
に
な

り

、「

私
有
財
産
の
否
定」

と

い

う

モ 

メ
ン
ト
共
産
主
義
へ
の
モ
メ
ン
ト
が
、
理
論
的
に

こ

こ

に

加

え

ら

れ

る

こ

と 

と
な
っ
た
。

い
わ
ゆ
る「

パ
リ
手
稿」

で
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
理
念
に
つ
け
加
え
た

も

の
1
. 

は
、
周
知
の
と
お
り
、
人
間
を〈

労
働
、
生
産〉

に
ょ
っ
て
自
己
.の〈

類〉

を
確
証 

す
る
存
在
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ょ
う
な
理
念
も
ま
.た
、そ

-^
パ 

対
置
す
る
市
民
社
会
像
の
展
開
に
相
応
し
て
内
容
を
発
展
さ
せ
ら
れ
，て
い
る
。

こ
こ
で
は——

と
く
に
第
一
手
稿
に
お
.い
て
は—

ア
ダ
ム
•
ス
ミ
ス
の
著

ニ

〇

(
一

三
三
〇)

.

作
の
か
き
ぬ
き
の
形
で「

国
民
経
済
学」

が
か
な
り

多
く
の
部
分
を
占
め
て
い 

る
が
、
す
で
に
の
ベ
た
と

お

り

、

そ
れ
は
そ
れ
自
体
の
価
値
の
た
め
で
丈
な
か

っ
た
。

.
そ
れ
は
マ
ル
ク

ス

自

身

、

序
文
の
冒
頭
で
の
ベ
て
い
る
ょ

う
に
、「

へ
ー 

ル
の
法
哲
学
の
批
判
と
い
う
形
式
を
か
り
て
、
法
と
国
家
と
に
か
ん
す
る
学
問 

の
批
判」

を
お
こ
な
う
意
図
の
も
と
に
、
そ
の
部
分
と
し
て
か
か
れ
て
い
る
の 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て「

こ
の
著
作
に
お
い
て
国
民
経
済
と
、
国
家
、
法

、

道 

徳
、
市
民
生
活
、
そ
の
他
と
の
.関
速
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
し

て

も

、

こ 

れ
は
、
国
民
経
済
学
d
SC
D
も
の
が
、
専
門
上
こ
れ
ら
諸
対
象
に
ふ
れ
て
い
る
、
 

そ
の
範
囲
を
で
て
い
な
い」

。
こ
の
.点
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
う
で 

な_
>

と
基
本
的
な
問
題
設
定
の
変
転
を
無
視
し
て
安
易
に
疎
外
論
と
資
本
論 

と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

く
り
か
え
し
て
い
う
が
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
パ
リ 

手
稿
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
国
民
経
済
学
批
判
の
.か
を
で
は
な
く
て
、
そ
の
. 

格
で
あ
る
。
内
容
の
相
似
だ
け
を
も
っ
て
そ
の
.連
関
を
も
と
め
て
は
な
ら
な 

い
。
国
民
経
済
学
の
批
判
が
い
か
な
る
任
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
か
、
'い
か
な 

る
体
系
上
の
位
®:
を
占
め
て
い
た
か
、
そ
れ
が
問
題
な
の
で
あ

る

。

と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
は
マ
•ル
ク
ス
の
市
民
社
会
観
の
具
体
化
発
展
過
程
を 

も
一
つ
の
問
題
と
し
て
提
起
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
国
民
経
済
学
批
判
の 

内
容
を
検
討
の
対
象
と
し
な
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
そ
の
位
置
、
任
務
の
検 

討
に
入
る
前
に
ま
ず
そ
の
内
容
を
み
ょ
.フ
。
こ
の
節
で
扱
う
の
は
、
第
一
手
稿 

の

中
の「

疎
外
さ
れ
た
労
働」

に
先
立
つ
部
分
で
あ
る
。

-

マ
ル
ク
ス
が
出
発
す
る
の
は「S

前
の
国
民
経
済
的
事
実」

で
あ
り
、
か
れ

は
ハ「

国
民
経
済
学
の
諸
前
提
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
の
言
葉
と
法
則
と
を
う
け 

い
れ」

る
0 

.

こ
こ
で

注
0
す
べ
き

は

、

マ
ル
ク
ス
の
国
民
経
済
学
批
判
の
要
点
が
マ
ル
ク 

ス
自
身
の
い
う
と
お
り
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
の「

国
民
経
済
学
批
判
大
綱」

か
ら
か 

り
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
相
違
点
は
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
が「

私
有
財
産」

の
批 

判
ま
で
に
と
ど
ま
っ
た
の
に
対
し
、

マ
ル
ク
ス
は
そ
の「

私
有
財
産」

そ
の
.も 

の

を

_:
つ
の
結
果」

と
み
た
こ
と
で
あ
る
。「

疎
外
さ
れ
た
労
働」

こ
そ
は
、
 

私
有
財
産
そ
の
も
の
を
生
み
だ
す
原
因
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。

す
で
にH

ン
ゲ
ル
ス
は「

国
民
経
済
学
批
判
大
綱」

の
中

で

、r

経
済
学
者
自 

身
が
資
本
と
は
.『

蓄
掼
さ
れ
た
労
働』

で
あ
る
こ
と
を
み
と
め
て
い
る
の
で
あ 

る
か
ら
、
資
本
と
労
働
と
が
同
一
物
で
あ
る
こ
と
は
た
だ
ち
に
わ
^
^」

と
の 

ベ
、
さ

ら

にr

生
産
の
さ
い
に
主
躲
な
も
の
で
あ
り『

富
の
源
泉』

で
あ
り
、
 

自
由
な
人
間
的
活
動
で
あ
る
労
働
は
、
経
済
学
者
の
も
と
で
は
さ
ん
ざ
ん
な
因 

に
あ
っ
て
い
る
。
す
で
に
資
本
が
労
働
か
ら
分
離
さ
れ
た
よ
う
に
、
い
ま
や
ふ 

た
た
び
、
労
働
が
虛
ね
て
分
裂
さ
せ
ら
れ
、
労
働
生
産
物
が
賃
金
と
し
て
労
働 

と
対
立
し
、
労
働
か
ら
分
離
さ
れ
、
か
つ
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
.生
産
に
対
す 

る
労
働
の
分
け
前
を
は
か
る
確
固
た
る
尺
度
が
な
い
の
で
、
ふ
た
た
び
、
例
の 

よ
う
に
、
競
争
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
と
の
べ
て
い
る
。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
労
働
が
富
の
源
崁
で
あ
り
、
 

資
本
そ
の
も
の
も
ま
た
、「

蓄
積
さ
れ
た
労
働」

で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
学
者
の
も
と
で
は
そ
の
労
働
は
、
そ
の
成
果
の
一
部 

分
し
か
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
事
実
を
一
つ
の
理
論
上
の
自 

己
矛
盾
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
.
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
こ
の
矛
盾
の
原
因
を
結
局
は 

初
期
マ
ル
ク
ス
に
ぉ
け
る「

理
念
|_(

上)

-私
有
財
産」

に
.も
と

め

、

そ
の
批
判
に
よ
っ
て
こ
れ
を
克
服
し
よ

う

と

し

た 

の
で
あ
っ
た
。

.第

一

手
稿
の
労
賃
や
利
潤
に
関
す
る
項
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス

は
同
様
に
語

っ
 

て
い
る
。「

資
本
と
は
何
か
、『

蓄
樹
さ
れ
か
つ
貯
蔵
さ
れ
た
労
働
の
ー
定
單
の 

z

で
あ
る』

、
ス
ミ
ス
、
ニ
〇
九
べ
ー
ジ
、
資
本
と
は
蓄
橫
さ
れ
た
労
働
で 

あ
る」

。「

か

れ

(

ス
ミ
ス)

い
わ
く
。
労
働
の
生
座
物
は
も
と
も
と
、
そ

し

て

.
 

概
念
か
ら
し
て
も
こ
と
ご
と
く
が
労
働
者
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
否
の
根 

も
か
わ
か
ぬ
う
ち
に
、
か
れ
は
こ
う
も
い
う
;0
現
実
に
は
生
産
物
の
最
小
に
し 

て
必
要
不
可
欠
の
部
分
し
か
労
働
者
の
手
.に
は
わ
た
ら
な
i

<t
!
3。」

こ

の

よ

う

に

エ
ン
ゲ
ル
ス——

マ
ル
ク
ス
を
引
)|
:]
し
た
目
的
は
、

マ
ル
ク
ス 

.の
い
わ
ゆ
る「

疎
外
さ
れ
た
労
働」

の
概
念
の
成
立
の
た
め
に
は
、

一
つ
の
系 

譜
と
し
て(

概
念
装
匱
の
系
譜
、
問
題
設
定
の
形
式
の
系
譜
で
は
な
く
、
そ
の
.内 

容
の
系
譜
と
し
て)

市
民
社
会
概
念
の
深
化
、
具
体
的
に
は
ス
ミ
ス
を
は
じ
め 

と
す
る
ィ
ギ
リ
ス
経
済
学
の
研
究
と
い
う

媒
介
項
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
、

を
論
証
す
る
と
ご
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
も
、
そ
れ
が
不
可
欠
だ
、
と

い

う

こ

と

一
 

般
で
は
な
く
、
具
体
的
に
こ
の
段
階
で
は
ス
ミ
ス
研
究
が
第
一
の
前
提
と
な
っ 

て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
，エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
る

そ
の
理
論
的
な
自
己
矛
盾
の
指 

摘
が
第
一
一
の
前
提
と
な
っ
て
い

る

こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ 

る
。
し
か
も
マ
ル
ク
ス
の
批
判
は
、
単
に
、
ス
ミ
ス
の
理
論
上
の
商
己
矛
盾
を 

形
式
的
に
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
の「

私
有
財
産
批
判」

を
一 

歩
す
す
め
、，
私
有
財
産
の
原
因
を「

労
働」

に
、
人
間
本
質
と
の
関
連
に
お
け 

る

「

労
働」

に
も
と
め
た
。

マ
ル
ク
ス
は
社
会
が
富
裕
に
な
る
の
'は
ど
う
い
う 

は
あ
V
力

問

う

て

次

の

よ

う

.^
こ
た
え
.て
い
る
。

「

労
働
が
多
量
に
蓄
積
さ

一
 

i 

1
(

ニ
ニ
三1)



れ
る
ぱ
あ
い
。
な
ぜ
な
ら
，
資
本
と
は
、
蓄
積
さ
れ
た
労
働
だ
か
ら
で
あ
る
。
，

そ
れ
ゆ
え
に
、
労
働
者
の
坐
産
.物
の

ま

す

ま

す

お

お

く

が

か

れ

の

手
.か
ら
と
り

あ
げ
ら
れ
て
い
く
ば
あ
い
、
す
な
わ
.ち
、
自
分
自
身
.の
労
働
が
他
人
の
財
産
と

し
て
ま
す
ま
す
は
げ
し
く
か
れ
に
対
立
し
て
，、
自
分
の
生
存
と
.活
動
と
の
た
め

の
諸
手
段
が
、
資
本
家
.の
手
中
に
ま
す
ま
す
多
最
に
集
中
し
て
い
く
ば
あ
い

だ
、
と
は
い
え
る
。」

こ
れ
に
対
応
す
る
資
本
は
次
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い

(

15)

る
。「

資
本
と
は
-

-
労
働
と
こ
れ
の
生
産
物
と
に
た
.い
す
る
支
配
権
で
あ
る
。」

な
る
ほ
ど
、
こ
こ
で
は
資
本
は
、
準
に
一
つ
の
抽
象
的
な
政
治
的
権
力
と
し 

て
の
み
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
商
品
と
し
て
の
労
働
力
の
把
握
の 

.欠
如
と
«
祁
関
係
.に
あ
る
® 

(

も
ち
.ろ
ん
、
そ
う
い
う
批
判
が
で
き
る
た
め
に
は
、
 

そ
の
前
提
と
し
て
商
品
論
の
欠
如
と
、
さ
ら
に
.そ
れ
以
前
に
分
業
論
の
未
成
熟
の
指 

摘
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。)

逆
に
い
え
ば
、
分
業
論
の
未
成
熟
を
前
提
に
し
て
、
 

資
本
と
労
働
力
商
品
と
の
交
換
関
係
が
合
理
的
な
も
.0
、
合
法
則
的
な
も
の
と 

し
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
な
ら
、
資
本
の
力
は
不
合
理
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
一 

個
の
政
治
的「

権
力」

と
し
て
、
理
解
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
私
有
財
産
一
般 

の
批
判
と
、
資

本

(

権
力)

の
批
判
と
、が
、

こ
こ
で
混
在
し
て
い
る
根
拠
は
こ 

こ
.に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

マ
ル
ク
ス
の
批
判
が
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
形
式
的
批 

判
を 

一
^
出
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ま

さ

に「

私
有
財
産」

批

判

を「

私
有 

財
鹿」

の
産
出
過
程
の
批
判
に
ま
で
深
め
た
か
ら
で
あ
り
、

「

私
有
財
産」

そ 

れ
自
体
を〈

疎
外
さ
れ
た
労
働〉

の

「

原
因」

で
は
な
く「

結
果」

と
し
て
と 

ら
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
マ
ル
ク
ス
の
市
民
社
会
観
は
私
有
財
産
の
世
界
、
万
人
の

ニ

ニ 

(

一
三
三
ニ)

万
人
に
対
す
る
闘
争
、
私
利
私
欲
の
社
会
等
々
の
素
朴
な(

ホ
ッ
ブ
ス
的
な) 

理
解
か
ら
大
き
な
進
歩
を
示
し
、
い
ま
や
具
体
的
な
国
民
経
済
学
的
内
容
を
獲 

得
し
た
ゼ
か
り
で
な
く
、「

労
働」

把
握
に
よ
っ
て

独
^
^
の
展
開
を
示
す
に
い 

た
っ
た
。
と

こ
で
マ
ル
ク
ス
め

労
働
把
握
は
思
想
的
に
は
の
ち
の
労
働
価
値
説 

の
肋
芽
と
し
て
、
そ
れ
へ
の
可
能
性
を
示
す
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら 

な
い
で
あ
ろ
う
。

だ
'力
忘
れ
て
は
な
ら
な
レ

.
そ
う
で
あ
る
か
.ら
と
い
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
の 

労
働
把
握
の
方
浪
な
い
し
形
式
は
、
資
本
論
の
そ
れ
と
決
し
て
同
じ
で
は
な
い 

し
' 
国
民
経
済
学
の
価
値
も
又
、
資
本
論
段
階
の
そ
れ
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
 

経
済
学
は
そ
れ
自
体
の
科
学
と
し
て
ま
だ
成
立
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

六

こ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る「

労
働
疎
外
論」

の
内
容
お
よ
び
形
式
を
考
察
し
よ

5
-
0

⑴

マ
ル
ク
ス
は「

目
前
の
国
民
経
済
的
事
実」

』

る
い
は「

国
民
経
済
学
の 

諸
前
提
か
ら
出
発
し
て」

そ
こ
に
一
，
つ
の
自
己
矛
盾
的
関
係
を
み
い
だ
し
た
。
 

富
の
唯
一
つ
の
生
産
者
た
る
労
働
者
は
、
富
を
生
產
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
ま
す
ま 

す
貧
し
く
な
り
、
ま
す
ま
す
人
間
で
な
く
な
る
。
こ
こ
で
確
認
さ
れ
る
の
が 

「
労
働
生
産
物
の
疎
外」

で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
い
う
。「

こ
の
事
実
が
な
に
を 

表
現
し
て
い
.る
か
と
い
え
ば
そ
れ
は
労
働
が
生
産
す
る
対
象
た
る
生
産
物
が
、
 

労
働
に
対
し
て
疎
遠
な
本
質
的
存
在
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
生
産
者
か
ら
独
立 

し
た
権
力
と
し
て
、
対
立
的
に
登
場
し
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
以
外
の
こ
と
で 

は
な
い
。
労
働
の
生
産
物
と
は
あ
る
対
象
の
う
ち
に
定
着
さ
れ
、
物
件
に
さ
れ

た

と

こ
ろ
.の
労
働
で
あ
る
。…

V
:
労
働
の
こ
の
萸
現
が
国
民
経
済
的
状
態
の
も 

と
で
は
、
.労
働
者
の
.現
実
性
の
剝
奪
と
し
て
、
対
象
化
は
対
象
の
喪
失
と
し 

て
、
ま
た
は
対
象
へ
の
隸
従
と
し
て
、
対
象
を
自
己
の
も
の
に
す
る
活
動
は
疎 

外
な
い
し
外
存
在
と
し
て
現
象
す
る
の
で
あ
る」

.

「『

労
働
者
は
み
ず
か
ら
の
生 

産
物
に
関
係
す
る
さ
い
に
、
こ
れ
に
疎
遠
な
対
象
と
し
て
関
係
す
る』

と
い
う 

こ
の
規
定
の
う
ち
に
、
こ
れ
ら
い
っ
さ
い
の
帰
結
が
存
し
て
い(

?)
1
,
。|_.

い
わ
ゆ
る
ー
労
働
坐
産
物
の
疎
外」

と
は
、
単
に
労
働
生
産
物
が
労
働
者
め 

手
か
ら
奪
わ
れ
、
喪
失
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
人
間 

の
、
人
間
と
し
て
の
本
質
の
喪
失
で
も
あ
る
、
と
い
う
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ 

ろ
う
。

だ
が
、
の
ち
の
资
本
論
段
階
で
の
マ
ル
ク
ス
を
#

み
れ
ば
判
る
よ
う
に
、
労 

働
生
産
物
が
労
働
者
の
手
を
離
れ
る
と

い

う

事
実
だ
け
か
ら
は
、
人
間
が
人
間 

で
な
く
な
る
、
と

い
う

規
定
は
す
ぐ
に
出
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う 

な
規
定
が
直
接
可
能
で
あ
る
為
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
あ
ら
か
じ
め
人
間
に
、つ 

い
て
^
提
さ
れ
た
理
念
が
必
3?
で
.あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
第
二
.に

そ

.
の

人

間

の
 

理
念
に
と
っ
て
労
働
が
、
そ
し
て
労
働
と
労
働
生
産
物
と
の
関
係
が
、.
何
ら
か 

本
質
的
な
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
.な
ら
な
い
。

.⑵

4V
実
、

マ
ル
ク
ス
は
労
働
生
産
物
を
準
に
物
品
と
し
て
み
た
の
で
は
な 

ぐ
、
人
間
労
働
の
成
果
と
し
て
、
人
間
’の
自
己
対
象
化
と
し
て
み
た
。
そ
れ
ゆ 

£
、
労
働
生
産
物
が
労
働
者
.か
ら
疎
遠
■に
な
る
と
.い
う
こ
と
は
、
単
に
物
品
が 

■生
産
者
の
手
.か
ら
離
脱
す
る
ど
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
.な
く
、
こ
の
労 

働
そ
'の
.も

の

(

こ
の
対
象
化
の
行
為
そ
の
も
の)

が
そ
の
行
為
の
.主
体
た
る
人 

間=

労
働
者
の
%:
の
で
は
な
ぐ
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。「

労
働
の

初
期
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る「

理
念」

(

上)

疎
外」

と
い
う
第
二
の
規
足
が
出
て
く
^;
の
は
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ 

る
。

■

「

で
は
労
働
の
外
在
化
と
は
ど
の
よ
う
な
点
に
存
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
第
一

に
、
労
働
が
労
働
者
に
と

っ
て
外
的
で
あ
る
と
'い
う
点
、
す
な
わ
ち
労
働
が
か

(
17)

れ
の
本
質
の
一
部
を
な
さ
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。」

か
れ
の
労
働
は
強
制
労
働
で
あ
っ
て
自
由
な
意
志
の
発
露
で
は
な
く
、
自
己

活
動
で
も
な
ぐ
、
逆
に
自
己
の
喪
失
と
な
る
、
と
マ
ル
ク
ス
は
い
う
。

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、.
労
働
生
産
物
の
疎
外
が
労
働
疎
外
で
あ
り
う
る
の

は
、
か
く
し
て
、
.労
働
と
い
う
人
間
主
体
の
行
為(

自
己
対
象
化
の
行
為)

と
、

そ
の
行
為
の
成
果
た
る
生
産
物
と
が
、
不
可
分
の
結
合
関
係
に
あ
り
' 

し
か
も

そ

の

自
己
対
象
化
の
行
為
そ

の

も

の

が

人
間
存
在
に
と

っ
て
ネ
M
的
な
も
の
で

あ
§'
と
1
う
贫
提
'ヵ
あ
>
0か
.ら
で
あ
る
。

⑶

で

は「

類
の
疎
外」

と
い
わ
れ
る
第
三
の
規
定
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る

の
で
务
ろ
う
が
。「

労
働」

.の
概
念
が「

類J
.

と
い
$
、
も
.う
一
つ
別
の
規
定

に
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
。
.：

そ
れ
は
、

マ
ル
ク
ス
の「

労
働」

概
念
の
社
会
的
性
格
を
示
す
も
の
で
あ 

,

(

18)

る
、
と
い
え
よ
う
0 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
手
稿
の
も
っ
て
い
る
社
会
的
性
格
-—

単
に
.抽
象
的
、
哲

学
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
観
と
し
て
の
性
格
-

-
は
最
初
か
ら
叨
ら
か
.

で
あ
る
。
.(

だ
か
ら
こ
そ
、「

国
民
経
済
的
琪
実」

か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
。)

だ
. 

が
、「

労
働
生
産
物
の
疎
外」

と

.

「

労
働
の
疎
外」

の
二
つ
の
規
定
は
、

労
働 

者
と
労
働
生
産
物
、
労
働
者
と
労
働
、
の
関
係
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い 

る

け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
体
が
す

ぐ

に
人
間
社
会
全
体
ひ
中
で
の
労
働
生
産
物
や

-

一

一

三(
一

三
三
三)



労
働
そ
の
も
の
.の
関
係
，(

や
が
て
分
業
論
を
媒
介
に
し
て
客
観
的
な
も
の
と
し
て 

把
握
さ
れ
る
に
い
..た
る)

.
，
を

明

ら

か

に

す

る

わ

，
け

.

.

で
は
け
っ
.U
て
な
•
い

。
.
一

そ

れ
 

は
辦
実
上
、
资
本
主
義
的
生
産
開
係
の
把
握
に
い
た
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
を 

さ
さ
え
る
ベ
き
商
品
経
済
的
分
業
の
把
握
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
に
、
，社
会
的 

総
労
働
、
社
会
的
生
産
全
体
と
の
有
機
的
関
速
.が
直
接
に
は
保
障
さ
れ
な
い
の 

で
あ
.る
。

:
そ
こ
で
，
こ
の
段
階
の
マ
ル
ク
ス
は
こ
の「

類」

と
い
う
哲
学
的
概
念
に
よ 

っ
て
、
労
働
者
の
社
全
体
、

人
類
全
体
と
の
関
係
を
回
復
し
、
.

「

人
間—

労 

働—

労
働
生
産
物」

と
い
う
抽
象
的
把
握
に
社
会
的
意
味
を
保
障
す
る
こ
と
に 

な
る
。「

市
民
社
会」

に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の「

類」

と
い
う
概
念
：そ
の 

も
の
が
、

マ
ル
ク
ス
の
理
念
と
し
て
す
で
に
存
在
し
て
い
，た
こ
と
は
、
こ
れ
ま 

.で
の
著
作
を
め
ぐ
っ
て
す
で
に
の
ベ
た
が
、
こ
こ
で
そ
れ
に「

^-
_」

の
概
念 

が
結
び
つ
け
ら
.れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
国
民
経
済
学
に
お
け
る
生
産
物
の
関
係 

ガ

人
沿
社
会
に
お
け
る「

労
挪」

の
関
係
と
し
て
と
ら
ん
な
お
さ
れ
る
こ
と 

も
、
ま
た
逭
耍
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

「

分
業」

論
が
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
こ
.と
が
、
社
会
的
諸
関
係
の
総 

体
的
分
析
を
阻
害
し
、
そ
れ
に
代
え
て
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
、
抽
象
的
概 

念
に
よ
る
分
析
を
結
果
し
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
と
き
、
資
本
丨
賃
労
働
阒 

係
は
一
個
の
非
合
理
的
な
権
力
関
係
と
し
て
と

ら

え

ら

れ

、
資

本

の

；冉
生
産 

.は
私
有
財
産一

般
の
再
中
：産
過
程
と
等
置
さ
れ
、
分
業
論
は
部
分
的
に
は 

「

類」

概
念
に
よ
っ
て
代
跤
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
分

業

論(

商
品
経
済
的
分 

業)

.が
成
熟
し
、
分
業
か
ら
生
ま
れ
る
生
産
力
が
一
.
つ
の
客
観
的
力
と
し
て

ニ

四

(

一
三
三
四)

.

.と
ら
え
ら
れ
"
そ
れ
が
個
々
の
人
間
の
意
志
や
意
図
を
こ
え
、
■そ
れ
を
支
配 

す
る
外
的
強
制
力
と
し
て
把
握
さ
れ
る

よ

う

に
な
る
ま
で
は
、
哲
学
が
経
済

:

学
の
内
容
を
支
え
る
こ
と
と
な
る
。
.経
済
的
諸
関
係
は
、
ま
.だ
、
そ
れ
自
本 

の
論
理
と
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
自
立
的
な
学
を
形
成
す
る 

こ
と
は
で
き
な
い
。
 

.

「

人
間
と
は
、
類
的
本
質
存
在
で
あ
&」

「

対
象
的
世
界
を
実
践
的
に
產
出
す 

る
こ
と
、
非
有
機
的5

1

然
を
改
作
す
る
と
と
、
こ
.れ

が『

人
問
が
意
識
的
な
類 

的
本
質
存
在
で
あ
る』

と
い
:'
5
こ
と
を
確
'証
ず
る
行
為
で
あ
る」

「

か
く
し
て
、
 

人
間
は
、
対
象
的
世
界
を
改
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
現
実
的
に
類 

的
本
質
存
在
と
し
て
の
自
分
を
確
証
す
る

の

で
あ
る
。
こ

の
生
産
活
動
が
か
れ 

の
制
作
的
な
類
的
生
活
で
あ
る
。
こ
の
生
産
に
よ
っ
て
自
然
は
か
れ
の
労
作
と 

し
て
ま
た
か
.れ
の
現
実
と
し
て
現
象
す
る
。
..そ
れ
ゆ
え
に
、
労
働
の
対
象
は
人 

間
の
類
的
生
活
の
対
.象
化
で
あ
る
。」

'マ
ル
ク
ス
の「

類
的
本
質
存
在」

と
い
う
概
念
に
は
あ
ら
が
じ
め
い
く
つ
.か 

の
規
定
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
人
間
は
あ
ら
か
じ
め「

類」

的
存 

在
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
'
.
.そ
う
い
う
も
の
と
し
て
自
己
を
確
立
す
る
，こ 

め
に
は
人
間
は
良
由
に
か
つ
意
識
的
に
対
象
的
世
界
を
産
出
し
な
け
れ
ば
な
ら 

ぬ
。
つ
ま
り
労
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
逆
.に
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
労 

働
し
、
生
産
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
か
れ
の
類
的
本
質
な 

の
で
あ
る
。
人
間
は
ァ
•
プ
リ
オ
リ
に「

類」

的
存
在
な
の
で
は
な
い
。
人
間 

は
自
由
か
つ
意
識
的
な「

労
働」

に
よ
っ
て「

類」

に
な
る
の
で
あ

る

し

、
ま 

た
、
こ

の「

労
働」
が
か
れ
の
類
的
生
活
な
の
で
あ
る
。

力

く

し
て
、

マ
ル
ク
ス
の「

類」

と

い
う

概
念
に
は「

労
働」

と
い
う
概
念 

が
不
可
分
に
結
合
し
て
い
る
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「

疎
外
さ
れ
た
労
働」

は
必
然
的
に
、
人
間
の「

類」 

的
本
質
に
深
刻
な
影
響
を
お
よ
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
な
い
の
は
む
し
ろ

当
然
で
あ

る

「

疎
外
さ
れ
た
労
働
は

.
人
問
か
ら
類
を
疎
外
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ

は
か
れ
の
類
的
生
活
を
個
人
的
生
活
の
手
段
に
転
化
し
て
し
t

5 2
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「

類
の
疎
外」

と
は
、
人
問
に
本
質
的
な
労
働
が
人
間
ら
し
い
自
凼
意
志
の
発 

露
で
は
な
く
な
り
、
強
制
労
働
に
転
化
し
た
こ
と
の「

結
果」

と
し
て
、
第
一 

に
、
人
間
に
本
質
的
な
類
的
生
活
が
う
ば
い
去
ら
れ
、
個
人
と
人
間
全
体
と
の 

関
係
が
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ぎ
に
、
生
産
に
お
け
る
人
間
の
共
同 

：£
：

性
格
*か

か

れ

個

人
.の
：
活
の
手
段
に
転
落
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

.

.

だ
が
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
も
、
実
は
あ
ら
か 

じ
め
、
マ
ル
ク
ス
が
人
間
に
つ
い
て
、「

労
働」

に
よ
っ
て
自
己
の「

類」

を
実 

現
す
る
も
の
、
と
い
う
理
念
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
.な
の
で
あ

り

、

い
わ
ば 

規
定
に
よ
っ
て
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
の
叙
述
は
い
わ
ば
論
理
的
に 

は
下
向
法
で
あ
り
、
究
極
に
あ
る
の
は
フ
ォ
ィ
ル
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
同
様
に
、
 

「

人
間」

に
つ
.い
て
の
マ
ル
ク
ス
の「

理
念」

で
あ
っ
た
。
決

定

的

に

変
っ
た 

の
は
そ
の
.「

理
念」

の
内
容
で
あ
っ
た
。

⑷

い
わ
ゆ
る「

人
間
の
疎
外」

と
よ
ば
れ
る
第
四
の
規
定
は
、
こ
れ
ま
で 

の
規
定
が
結
局
は「

労
働
に
よ
っ
て
街
己
を
.実
現
す
る
類」

と
い
う
マ
ル
ク
ス 

の
现
念
か
ら
流
れ
で
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
い
さ
さ
か
性
格
を
異
に 

し
て
い
る
よ
う
に
み
え
、
そ
れ
は
、「

類
の
疎
外」

の
別
の
表
现
に
.す
ぎ
な
い 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
.

初
期
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る「

理
念」

(

上)

「
一

般
的
に
い
っ
て『

人
間
の
類
的
本
質
存
在
が
人
問
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る』 

と
い
う
文
章
の
意
味
は
、
あ
る
人
間
が
他
の
人
間
か
ら
、
ま
た
か
れ
ら
双
方
が 

人
間
的
本
質
存
在
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
で
あ
る」

「

も
し
も
人 

間
が
自
分
自
身
と
対
立
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
に
は
他
の
人
間
が
対
立
し 

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。」

こ
れ
ま
で
展
開
し
て
き
た
よ
う
に
、

労
働
生
産
物
が
労
働
者
の
手
に
帰
さ 

ず
、
労
働
そ
の
も
の
も
ま
た
自
由
な
活
動
の
主
体
と
し
て
の
労
働
者
に
属
さ
な 

い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
労
働
者
以
外
の
他
の
人
間
に
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ま
ま
で
は
.、
こ
の
対
立
的
関
係
を
労
働
者
に
光
を
あ
て
て
み
て
き

た

が

、: 

こ
の
他
人
の
労
働
生
産
物
を
取
得
し
、
労
働
そ
の
も
の
を
支
配
す
る
人
間
に
注 

E

し
よ
う
。
そ

れ

は「

資
本
家」

あ
る
い
は「

労
働
主」

で
あ
る
。
労
働
者
は 

疎
外
さ
れ
た
労
働
に
よ
っ
て
、
同
時
に
自
分
自
身
に
対
立
し
自
分
自
身
を
支
配 

す
る
権
力(

資
本=

私
有
財
産)

を
つ
く

り

出
す
。

そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
司 

時
に
そ
れ
と
自
分
と
の
関
係
を
も
つ
く

り

出
す
。
だ
.か

ら「

私
有
げ
産
と
は
印 

然
や
自
分
自
身
に
た
い
す
る
労
働
者
の
外
的
な
関
係
の
、
す
な
わ
ち
外
在
化
さ 

れ
た
労
働
の
必
然
的
な
帰
結
、
成
果
な
の
で
i
-2
3
0

)

。」

.

こ
う
し
て
マ
ル
ク
ス

は
国
民
経
済
学
の
.諸
前
提
か
ら
出
発
し
、「

疎
外
さ

れ 

た
労
働」

と

い

う「

帰
結」

を
獲
得
し
た
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
他
人
の
生
産
物 

を
取
得
す
る「

原
因」

に
転
化
し
、
権
力
と
し
て
の
私
有
財
産(

=

資
本)

を 

「

帰
結」

し
た
の
で
あ

る

。
.
マ

ル

ク

ス

の

論
理
は
こ
の
よ
う
に
回
帰
し
た
。

マ 

ル

ク

ス

が「

相
互
作
用」

と
い
う
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

わ

れ

，わ

れ

は
マ
ル
ク

ス
の
論
理
展
開
と
は
逆
に
' 

第
一
の
規
定(

労
働
生
産 

物
の
疎
外)

.の
前
提
に
は
第
二
の
規
定
が
、
第

二

の

規

定(

労
働
の
疎
外)

の

' 

一一

五
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前
提
に
は
第
三
の
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
第
三
の
規
定(

類 

の
疎
外)
こ
そ
が
、

マ
ル
ク
ス
.の
究
極
の
理
念
で
あ

る

と

し
た
の
で
あ

る

。

第 

四
の
規
定(
人
間
の
疎
外)

は
第
三
の
規
定
の
中
に
す
で
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る 

も
の
で
あ

り

、

理
論
展
開
の
上
で
は
、
出
発
の
前
提
と
さ
れ
た
国
民
経
済
学
の 

諸
範
畴
を
ま
さ
に
人
間
と
人
間
の
関
係
と
し
て(

た
だ
し
非
合
理
的
な
権
力
関 

係
と
し
て)

：

冉
現
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

こ

の

よ

う

に

、

経
済
学
的
諸 

関
係
を
物
と
物
の
関
係
で
は
な
く
、「

労
働」

を
め
ぐ
.る
人
間
と
人
間
の
関
係 

と
し
て
と

ら

え

る

「

類」

，
の
視
点
は
、•「
ド

イ

ッ

•
イ

デ

オ

ロ

ギ

I」

に
，お
け 

る

分
業
概
念
の
進
展
に
媒
介
さ
れ
る
と

き
、
資
本
論
に
お

け

る

「

物
神
性」

の 

把
握
を
思
想
的
に
用
意
す
る

も
の
と
な
ろ
う
。

七

以
上
に
よ
り
問
題
の
核
心
は
、

マ
ル
ク
ス
の「

人
間」

に
つ
い
て
の
理
念
に 

あ
る
こ
と
が
叨
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
の
内
容
を
さ
ら
に
検
討
し
よ
う
。

「

キ
リ
，ス
ト

教

の

本

質.,
-

の

緒

論

に

お

い

て

フ

ォ

イ

エ

ル
バ
ッ
ハ
は
つ
ぎ
の
よ 

う
‘に
い
っ
て
い
る
。「

だ
が
人
間
が
動
物
と
本
質
的
.に
ち
が
っ
て
い
•る
点
と
い

う
の
は
な
ん
で
あ
る
か
？

.
そ
れ
は
意
識
だ
と
い
う
に
あ
る
。
.一—

だ
が
そ

れ
も
ぞ
の
も
っ
と
も
厳
密
な
意
味
で
の
意
識
で
あ
る
。」

「

も
っ
と

も

厳
密
な
意 

味
で
の
意
識
と
い
う
の
は
、
た
だ
あ
る
存
在
者
に
と
っ
て
そ
れ
み
ず
か
ら
の
種 

厲
、
そ
れ
み
ず
か
ら
の
本
質
性
が
対
象
で
あ
る
よ
う
な
場
合
だ
け
で
あ
る
。
な 

る
ほ
，ど
動
物
も
、
個
体
と
し
て
の
み
ず
か
ら
を
対
象
と
し
て
は
い
る——

だ
か 

ら
，IE
I
己
感
情
を
も
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
種
厲
と
し
て
の
み
ず
か
ら
を
対
象 

と
し
は
し
な
い」

。

ニ

六

(
一

三
三
六)

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、

人
間
が
み
ず
か
ら
の
種
厲
= 

類
、
み
ず
か
ら
の
本
質
を(

意
識
の)

対
象
と
な
し
た
も
の
が「

神
,-
.で
あ
る
、
 

と
論
を
す
す
め
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
人
間
本
質
の
把
握
の
形
式
が
、

マ
ル 

ク
ス
の
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は
容
爲
に
よ
み
と
れ
よ
う
。

整
理
し
て
み
よ
う
。
フ

ォ

イ

エ

ル
バ
ッ
ハ
も

マ
ル
ク
ス

も
問
題
に
し
て
い
る 

の

は「

人
間
の
本
質」

で
あ
る
。
フ

ォ

イ

エ

ル
バ
ッ
ハ
に
よ

っ

て
と
ら
え
ら
れ 

た

「

人
間
.

」

の
主
体
は「

意
識」

で

あ

り

、

そ

の

r

意
識
!-

が
厳
密
な
意
味
で 

人
間
の
意
識
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ

の

「

意
識」

の
対
象
が「

嵇
厲」

=
=
「

類」 

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
'「

人
間
の
対
象
は
人
間
の
対
象
的
本
質
そ
の
も
の
で
あ 

る」

の
だ
か
ら
、
神
は
対
象
化
さ
れ
た
人
間
の
木
質
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ

ハ

は

い

っ
て
い
る「

神
の
意
識
は
人
間
の
自
己
意
識
で
あ
り
、
神
の

(

25)

認
識
は
人
間
の
自
己
認
識
で
あ
る
。」

：

こ
れ
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、「

人
間」

の

主

体

は「

意
識」

で 

は
な
く
て「

改
作
者」

「

制
作
者」

つ
ま
り

生
産
者
、
労
働
者
と
し
て
の
人
間 

.で
あ
り
、
そ
の
産
出
の
対
象
は「

対
象
的
世
界」

で
あ
り
、「

非
有
機
的
自
然」 

で
あ
っ
て「

種
厲」

で
は
な
い
。
種
属=

類
は
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
改
作
の 

結
果
と
し
て
確
証
さ
れ
、
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
•す
で
に
の
ベ
た
と
お 

り
、

マ
ル
ク
ス
に
と
つ
て「

類」

と
は
あ
ら
か
じ
め「

あ
る」

も
の
で
は
な 

く
、
人
間
の
生
産
活
動
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
も
の
で
あ 

る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
れ
ら
両
者
は
同
一
の
思
考
様
式
の
枠
内
で 

考
え
て
い
た
.け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
が
ま

っ
た
く
興
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
‘ 

て
く
る
。
と
も
に
人
間
の
.本
質
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
理
念
的
な
問
い
を
提 

起
し
て
お
り
思
考
の
要
因
と
し
て
は「

類」

お
よ
‘び
、「

対
象
化」

を
も
つ
点

で
は
マ
ル
ク
ス
に

対
す
る
フ

ォ

イ

エ
ル
バ
ッ
ハ

の
影
響
は
圧
倒
的
で
あ
る
。
♦た 

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
両
者
を
根
本
的
に
す
で
に
訣
別
さ
せ
て
い 

る
も
の
は
、
人
問
主
体
の
把
握
_で
あ
：.っ
て
、
フ

ォ

イ

エ

ル
バ
ッ
ハ
は
そ
れ
を 

「

意
識」

に
も
と
め
、

マ
.ル
ク
ス
は
そ
れ
を「

労
働」

に
も
と
め
た
の
で
あ
る
-。

こ
の
主
体
の
転
換
は
極
め
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ 

て
人
間
は「

意
識」

や
'「

向
己
意
識」

か
ら
解
放
さ
れ
、「

心
情」

や

「

愛
情」 

の
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
、
か
つ
フ
ォ
イ
ヱ
ル
バ
ッ
ハ
の
想
像
力
か
ら
も
解
放
さ 

れ
た
。
人

間

の「

類」

的
本
質
は「

労
働」

に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
確
証
さ
れ 

て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「

人
間
.

」

の
概
念
は「

労
働」

の
過
程
が
無 

限
で
あ
る
の
に
応
じ
て
無
限
と
な
り
、「

労
働」

の
プ
ロ
セ
ス
が
歴
史
的
で
あ 

る
の
に
相
応
じ
て
歴
史
的
な
も
.の
と
な
る
。

「

キ
リ
ス
ト
教
の
本
質」

は
、
は
じ

め「

汝
み
ず
か
ら
を
知
れ」

と
題
さ
れ
よ
う 

と
し
た
が
、

「

人
間」

向
身
の
本
質
を
確
認
せ
よ
と
い
う
こ
の
要
請
は
、

抽
象 

化
さ
れ
、
個
体
化
さ
れ
、
歴
史
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た
自
然
的
人
間
の「

心
情」 

「

但
己
意
識」

を
知
る
こ
と
で
は
な
く
、
-1
生
産」
「

労
働」

行
為
の
過
程
を
知
る 

こ
と
、
人
問
の
類
の
歴
史
的
な
形
成
過
稃
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、

マ 

ル
ク
ス
の
-「

人
問
.学」

は
、
具
体
的
、
内
容
的
に
は
社
会
関
係
の
歴
史
を
ふ
く 

む
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
学
と
い
う
形
式
は
フ

ォ

イ

エ

ル
バ
ッ
ハ
で
あ 

る
が
、
内
容
は
も
は
や
こ
の
形
式
を
こ
え
ず
に
は
い
な
い
。
 

•

,
マ
ル
ク
ス
は
フ
ォ
イH

ル
バ
ッ
ハ
を
媒
介
に
、

へ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
を 

克
服
し
て
い
く
。
主
体
は
自
己
意
識
で
は
な
く
、
生
き
た
人
間
な
の
だ
。
だ
が

そ

う

い

い

な

が

ら

マ

ル

ク

ス

は

フ

ォ

イ

エ

ル

バ

ッ

ハ

を

も

の

り

こ

え

て

い

く

。

生
き
た
人
間
と
は
、
心
情
的
人
間
の
こ
と
で
は
な
く
、'
労
働
す
る
人
間
、
労
働 

初
期
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る「

理
念」

(

上)

犯

.1
っ
て
西
己
の
類
を
創
造
す
る
向
然
的
、
社
会
的
人
間
な
の
で
あ
る
。
や
が

て
、「

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
•
テ
ー
ゼ」
の
㈥
で
マ
ル
ク
ス
は
語
る
。

「

人
間
的
な
も
の
と
は
、
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
.は
、
社
4
的̂
諸
関
係
の
総
和

.で
あ
る
。」

フ
ォ
イ
ヱ
ル
バ
ッ
ハ
に
お
い
て
は
、「

人
間
的
な
も
の
は
た
だ『

類』

と
し
て
、
す
な
.わ
ち
多
く
の
個
人
を
自
然
的
に
結
び
つ
け
る
内
的
な
物
言
わ
ぬ

§

ー
般
蚀
と
し
て
し
か
把
握
さ
れ
な

い

。」

と

。

.

八

'

こ
の
稿(

上)

を
終
え
る
'に
当
っ
て
、
今
後
の
論
述
の
展
望
を
示
し
て
お
き 

た
ぃ
。

「

経

•
哲
手
稿」

段
階
で
の
マ
ル
ク
ス
の
達
成
は
、
人

間

を「

労
働」

に
よ
っ 

て

己

の

「

類」

，
を
確
証
す
る
存
在
と
し
て
と
.ら
え
た
こ
と
，で
あ
る
。
こ
れ
が 

マ
ル
ク
ス
の
人
間
に
関
す
る「

理
念」

で
あ
っ
た
。
だ
が
、
労
働
が
本
来
活
動 

で
あ
り
行
為
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や「

理
念」

と
い
う
形
式
に
お 

さ
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆
説
的
な
こ
と
だ
が
、

「

労
働」

を
人 

間
の
主
体
と
す
る
理
念
は
や
が
て「

理
念」

そ
の
も
の
を
相
対
的
な
も
の
と
し 

て
し
ま
う
-だ
ろ
う

C
人
間
の
主
体
を「

理
念」

に
お
き
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
る 

一
切
の「

哲
学
と
し
て
の
哲
学」

「

認
識
と
し
て
の
認
識」

は
否
定
さ
れ
、「

理 

念」

は
人
間
の「

労
働」

に
.附
随
す
る
も
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も 

の
と
な
り
、「

労
働
す
る
人
間」

の
.理
念
に
.な
る
。
そ
の
と
き
へ
ー
ゲ
ル
哲
学 

は
最
終
的
に
、'
か
.つ

「

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ」

に
克
服
さ
れ
る
で
あ
6 -

う
。

「

ド

イ

ツ

•
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー」

で
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
哲
学
そ 

の
も
の
を
人
間
の
社
会
的
労
働
の
一
環
と
し
て
、
分
業
と
し
て
と

ら

え

、

そ
れ

.

r

一一
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に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
そ
れ
自

体

と

し
て
自
立
し
、
主
•体

と

'し
て
一
人
歩 

き
を
す
る
よ
う
な
幻
想
を
生
み
出
す
根
拠
を
執
拗
に
追
求
し
て
い
る
が
、
そ
れ 

は
認
識
を
人
間
の
認
識
と
し
て
、
労
働
に
よ
りS

己
を
西
生
産
す
る
全
体
的
人 

間
の
属
性
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
は
や
哲
学
や
理 

念
は
自
己
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「

労
働」

を
め
ぐ
る
人
間
た
ち
の
関 

係
と
の
つ
な

が

り

の

中
で
は
じ
め
て
囟

己

の
地
位
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

そ
こ
で
は
、
国
民
経
済
が「
類」
理
念
の
た
か
に
分
析
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
 

「

類」

理
念
そ
の
も
の
が
国
民
経
済
に
よ
っ
て
迤
礎
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
思
想
と
し
て
そ
う
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
は
な
い
。
思
想
は
必 

然
的
に
そ
の
表
現
形
式
を
決
定
す
る
.と
す
れ
ば
、■.そ
.れ
は
'マ
ル

ク
ス

の
思
想
展 

開
の
形
態
と
し

て
も

そ
う
な
ら
.ね
ば
な
ら
な
い
。

_
つ

ま

り

論

述

の

形

式

と

し
て 

も

「

理
念」

は
二
次
的
、

相
対
的
な
位
置
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「

ド

ィ
ッ
•
ィ
デ
オ
ロ
ギ
ー」

以
降
の
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
形
式
、
た
と
え
ば
資
本
論 

の
.商
品
論
に
お
け
る「

商
品
の
物
神
的
性
格
と
そ
の
秘
密」

の
項
が
占
め
る
位 

置
や
上
向
法
に
よ
る
そ
の
展
開
形
式
は
単
に
論
理
形
式
と
し
て
の
弁
証
法
に
よ 

っ
て
説
明
さ
れ
う
る
も
の
.で
は
な
く
、

マ
ル
ク
ス
の
人
間
主
体
に
関
す
る
把 

握
、「

労
働」

と

「

認
識」

(

な
い
し
理
念)

と
の
関
連
把
握
の
構
造
そ
の
も
の 

か
ら
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。：

史
的
唯
物
論
お
よ
び
そ
の
展
開
形
態
の
成
立 

は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
こ
こ
で
人
は
い
う
か
も
，し
れ
な
い
。
史
的
唯
物
論
自
体
、
ま
た
資
本
論 

さ
え
も
そ
れ
が
認
識
さ
れ
た
も
の
•で
あ
る
か
ぎ

り

一
個
の
於
如
.

1

.卜
い
5' 

意

味

で「

理
念」

な
の
で
は
な
い
か
、
と
。
そ
の
指
摘
は
正
し
い
。
'%•
し
人 

が
、

史
的
唯
物
論
に
お
け
る「

経
济
学」

を
.、
そ
れ
自
体
と
し
て
実
体
と
考
え

\

 

二

八

a

三
三
八)

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
認
識
の
学
た
る
哲
学
に
、
経
‘済
分
析
の
を
た
る
経
済
学
を 

お
き
か
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
の
さ
い
、
経
済
学
が
科
学
と
し
て
も
っ 

て
い
る「

客
観
性」

の
範
_
が
、
経
済
学
を
人
間
の
意
識
を
こ
え
て
存
在
す
る 

実
在
そ
の
も
の
と
.し
て
理
解
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
神
と 

い
う
古
い
絶
対
者
に
、
科
学
と
い
う
新
し
い
絶
対
者
を
お
き
か
え
た
に
す
ぎ
な 

い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
え
て
し
て
特
定
の
.経
済
学 

が
唯
一
つ
の
実
在
の
構
造
と
し
て
岛
己
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
人
は「

労
働」 

の
概
念
を「

労
働」

と
い
う
行
為
そ
の
も
の
と
混
同
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て 

実
体
的
に
と
ら
.え
ら
れ
た
経
済
学(

と
い
う
認
識)

を
絶
対
化

し

、

こ
れ
に
よ 

っ
て
逆
に
生
き
た
人
間
を
支
配
す
る
で
あ
ろ
う
。

「

経

•
哲
手
稿」

で
は
ま

だ

マ
ル
ク
ス
は
ま

だ

こ

の「

労
働」

と
い
う
於
か
と 

「

労
働」

と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
明
確
に
区
別
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
 

そ
れ
は
国
民
経
済
と
国
民
経
済
学
と
い

う
意
味
が
言
葉
と
し
て
は
未
分
離
で
あ 

る

こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
、
概
念
と
実
在
と
の
区
別
は
ま

だ

明
確
で
は
な
い
。
 

理
念
と
実
在
の
位
置
転
換
は
こ

こ
で
は
ま
だ

完
成
し
な
い
。
だ
が
ひ
と
た
び
労 

働
が
人
間
の
行
為
そ
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
が
主
体
と
さ
れ
る
な 

ら
ば
、
労
働
と
い
う
概
念
や
、
認
識
と
.し
て
の
経
済
学
は
、
ま
さ
に
労
働
す
る 

人
間
主
体
の
認
識
、
人
間
の
概
念
構
成
物
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
す
で
に 

の
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
に
応
じ
て
そ
の
認
識
、
そ
の
概
念
構
成
物
の
展
開
の
形 

式
、
そ
の
構
造
も

ま

た

変
容
を
う
け
る
の
で
あ
る
。
史
的
唯
物
論
の
形
成
と
は 

こ
れ
ら
の
過
程
を
ふ
く
ん
で
い
る
、
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