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ー
経
済
学
批
判
へ
の
端
緒
と
し
て
の
「
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
評
註
」
を
中
心
と
し
て
ー
ー

本
稿
は
若
き
マ
ル
ク
ス
の
。
ハ
リ
時
代
(
-
八
四
三
年
十
一
月
ー
一
八
四
五
年
一
月
）
、

(

1

)

 

究
に
と
り
か
か
っ
た
時
期
に
も
の
さ
れ
た
「
経
済
学
研
究
ノ
ー
ト
」
の
う
ち
、
と
く
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
の
『
経
済
学
綱
要
」
か
ら

の
抜
卒
に
書
き
添
え
ら
れ
た
評
註
を
と
り
だ
し
、
若
き
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
「
経
済
学
批
判
へ
の
端
緒
」
の
確
立
と
い
う
視
角
か
ら
、

こ
れ
に
若
干
の
照
明
を
あ
た
え
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

一
八
四
四
年
の
二
月
。
ハ
リ
で
発
刊
さ
れ
た
『
独
仏
年
誌
』
第
一
輯
に
発
表
さ
れ
た
二
つ
の
論
稿
、

よ
び
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
」
に
お
い
て
、
か
れ
は
は
じ
め
て
独
自
の
社
会
主
義
的
立
場
を
う
ち
だ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
そ

の
こ
と
は
ま
た
別
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
当
時
の
彼
の
問
題
意
識
の
中
核
を
か
た
ち
づ
く
つ
て
い
た
人
間
の
自
己
疎
外
と
い
う
事
象

つ
ま
り
後
の
言
葉
で
い
え
ば
、
資
本
制
的
な
人
間
の
物
質
的
生
活
の
生
産
と
再
生
産
の
仕
方
の

な
か
に
ひ
そ
め
て
い
る
こ
と
が
、
感
知
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

か
く
て
い
ま
や
か
れ
は
問
題
解
決
の
鍵
が
経
済
学
の
研
究
に
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
主
と
し
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
経
済
学
批
判
大
綱
」

(

2

)

 

か
ら
剌
戟
を
受
け
つ
つ
、
ま
た
他
方
で
は
A
・
コ
ル
ニ
ュ
の
主
張
に
し
た
が
え
ば
、
ヘ
ス
か
ら
一
定
の
示
唆
を
え
て
、
当
時
の
主
要
な
経
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は
、
そ
の
根
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を
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大
量
の
抜
き
書
を
お
こ
な
い
、

理
』
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
『
経
済
学
網
要
』
、

ス
ト
、
オ
ジ
ア
ン
ダ
ー
、

シ
ュ
ツ
の
著
作
か
ら
も
、

「
ミ
ル
評
註
」
は
、

「
リ
カ

「
ミ
ル
評
註
」
は
量
的
に
い
つ
て
も
全
評
註
の
殆
ど
半
ば

済
学
者
の
著
作
、
論
文
に
次
々
と
検
討
を
加
え
て
い
っ
た
。
こ
の
研
究
の
過
程
で
、
か
れ
は
こ
れ
ら
の
経
済
学
者
の
著
作
、
論
文
か
ら

そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
に
は
か
れ
自
身
の
評
註
を
書
き
添
え
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
今
日
そ
の
大
半

を
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
第
一
部
第
三
巻
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
か
れ
は
ま
ず
研
究
の
導
き
の
糸

と
し
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
経
済
学
批
判
大
網
」
の
要
約
を
な
し
、
続
い
て
ス
ミ
ス
『
国
富
論
』
、
リ
カ
ー
ド
『
経
済
学
及
び
課
税
の
原

セ
イ
『
経
済
学
概
論
』
、
そ
の
他
マ
カ
ロ
ッ
ク
、

・
ト
ラ
シ
、
ボ
ア
ギ
ュ
イ
ベ
ー
ル
等
の
著
作
、
論
文
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
幸
を
お
こ
な
い
、

ス
カ
ル
ベ
ク
、
デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド

そ
の
う
ち
ス
ミ
ス
、

セ
イ
、

リ
カ
ー
ド
、
ジ

マ
カ
ロ
ッ
ク
、
ボ
ア
ギ
ュ
イ
ベ
ー
ル
に
つ
い
て
の
箇
所
で
は
、
量
的
な
ち
が
い
は
あ
る
が
、
か
れ
自
身
の
評
註
を

書
き
添
え
て
い
る
。
ま
た
ど
う
い
う
理
由
か
ら
か
全
集
は
収
録
し
て
い
な
い
が
、
か
れ
が
ビ
ュ
レ
ー
、

い
く
ら
か
の
抜
率
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
リ
ス
ト

(

3

)

 

の
『
政
治
経
済
学
の
国
民
的
体
系
』
か
ら
の
抜
率
は
、
リ
ス
ト
の
価
値
論
に
つ
い
て
の
簡
単
な
評
註
を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
経
済
学
研
究
ノ
ー
ト
」
の
う
ち
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
の
『
経
済
学
網
要
』
か
ら
の
抜
幸
の
と
こ
ろ
で
書
き
添
え

ら
れ
た
評
註
は
、
若
き
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
新
し
い
独
自
の
経
済
学
創
造
の
試
み
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
ば
あ
い
、
次
の
理
由
か
ら
、
と

り
わ
け
注
目
に
値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
こ
れ
ら
の
「
ノ
ー
ト
」
構
成
の
形
式
的
な
比
較
か
ら
い
う
と
、
ミ
ル
の
『
綱
要
」
そ

の
も
の
か
ら
の
抜
幸
は
、
他
の
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
等
か
ら
の
抜
率
に
較
べ
て
、
特
に
そ
の
量
が
多
い
と
は
い
わ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が

こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
自
身
の
書
き
添
え
た
評
註
に
つ
い
て
比
較
し
て
み
る
と
、

に
あ
た
り
、

こ
れ
に
次
ぐ
大
量
の
評
註
を
か
か
え
こ
ん
で
い
る
「
リ
カ
ー
ド
評
註
」
と
較
べ
て
み
て
も
、

ー
ド
評
註
」
の
ほ
ぼ
二
倍
の
大
い
さ
に
達
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
他
の
評
註
で
は
抜
率

エ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
、

初
期
マ
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ク
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の
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ロ
ー
ダ
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ー
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の
内
容
に
即
し
て
断
片
的
な
評
註
が
加
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
た
め
に
、
か
し
こ
で
は
テ
ー
マ
が
か
な
り
分
散
さ
れ
て
い
る
の

こ
こ
で
は
評
註
は
な
お
評
註
と
し
て
の
断
片
性

「
ミ
ル
評
註
」
で
は
テ
ー
マ
が
殆
ど
一
点
に
集
中
さ
れ
、

を
と
ど
め
つ
つ
も
、
殆
ど
評
註
の
域
を
脱
し
て
、

(

4

)

 

ン
ベ
ル
ク
の
研
究
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
論
述
の
便
宜
か
ら
簡
単
に
触
れ
て
お
く
と
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の

混
沌
た
る
評
註
か
ら
、
次
の
諸
特
徴
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

．
 

ま
ず
第
一
に
言
え
る
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
ミ
ル
の
『
綱
要
』
が
評
註
成
立
の
誘
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
疑
い
は
な
い
。
だ
が
評

(

5

)

 

註
の
中
心
主
題
は
あ
く
ま
で
も
「
国
民
経
済
学
」
全
体
の
基
本
的
性
格
の
批
判
に
あ
り
、
し
た
が
つ
て
他
の
評
註
と
異
つ
て
、
こ
の
評

註
は
、
ミ
ル
の
『
網
要
』
そ
の
も
の
に
は
殆
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
第
二
に
、

は
私
的
所
有
と
不
可
避
的
に
む
す
び
つ
い
た
諸
範
疇
で
あ
る
、
と
い
う
視
角
か
ら
遂
行
さ
れ
る
。
い
ま
こ
の
点
を
「
ミ
ル
評
註
」
の
形

式
的
な
構
成
か
ら
み
る
と
、

「
国
民
経
済
学
」
の
貨
幣
把
握
に
む
す
び
つ
け
て
こ
の
批
判
を
展
開
し
た
か
な
り
大
き
な
プ
ロ
ッ
ク
と
、

私
的
所
有
に
も
と
ず
く
交
換
は
、
人
間
の
他
の
人
間
と
の
敵
対
に
導
く
、
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
交
換
の
批
判
に
関
す
る
や
や
少

さ
な
プ
ロ
ッ
ク
と
の
二
つ
か
ら
な
り
た
つ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
評
註
を
丹
念
に
読
む
ば
あ
い
、
わ
れ
わ
れ
は
、
若
き
マ
ル
ク
ス
が
経

等
ー
ー
を
い
か
な
る
視
角
か
ら
批
判
し
、

ぽ
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
『
経
済
学
哲
学
手
稿
』
で
は
、

い
か
な
る
方
向
に
止
揚
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
、
ほ

(

6

)

 

こ
れ
ら
の
諸
範
疇
の
検
討
が
殆
ど
欠
け
て
い
る
だ
け
に
、

「
ミ
ル
評
註
」
は
、
若
き
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
経
済
学
の
形
成
を
あ
と
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
と
つ
て
、
見
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
資
料

で
あ
る
。
第
三
に
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

ほ
ぼ
こ
の
時
期
の
マ
ル
ク
ス
は
、

済
学
研
究
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
に
お
い
て
、

に
た
い
し
て
、

七
七

「
国
民
経
済
学
」
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
功
利
主
義

「
国
民
経
済
学
」
の
基
礎
範
疇
ー
ー
労
佑
、
私
有
財
産
、
分
業
、
交
換
、
価
値
、
貨
幣

「
国
民
経
済
学
」
の
批
判
は
、

こ
の
経
済
学
の
諸
範
疇

―
つ
の
試
論
に
近
い
姿
を
お
び
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
の
概
観
は
、

ロ
ー
ゼ

_・... ·___—-·.• 

そ
の
結
果
、
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思
想
と
不
可
分
離
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
考
え
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、

の
批
判
に
つ
な
が
り
、
し
た
が
つ
て
「
国
民
経
済
学
」
の
全
面
的
な
批
判
(
1
1
止
揚
）

思
想
的
源
泉
か
ら
汲
み
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
精
髄
1
1
疎
外
の
理
論
が
す
な
わ
ち

こ
れ
で
あ
る
。
い
ま
や
こ
の
「
ミ
ル
評
註
」
に
お
い
て
、
『
独
仏
年
誌
』
の
諸
論
稿
ま
で
の
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
研
究
と
、

「
国
民
経
済
学
」
の
研
究
と
は
、
漸
く
こ
こ
に
一
点
に
凝
集
し
、
以
後
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
起
点
と
す
る
史
的
唯
物
論
の
確
立

ー
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
本
格
的
形
成
と
い
う
大
河
に
向
つ
て
流
出
し
て
ゆ
く
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
、

『
資
本
論
』
に
お
い
て
は
経
済
学
諸
範
疇
の
展
開
そ
の
も
の
と
化
し
、
そ
の
背
後
に
ひ
そ
む
に
至
っ
た
方
法
原
理
の
ウ
ル
テ
イ
プ
ス
を
、

ま
た
そ
れ
が
い
か
な
る
思
想
的
源
泉
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
、

い
つ
そ
う
鮮
明
に
析
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
点

(

7

)

 

「
ミ
ル
評
註
」
は
、
他
の
評
註
や
四
四
年
『
手
稿
』
と
較
ぺ
て
、
独
自
の
意
義
を
も
つ
て
い
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

以
下
「
ミ
ル
評
註
J

の
も
つ
こ
れ
ら
の
諸
特
徴
に
着
目
し
な
が
ら
、

の
確
立
と
い
う
基
本
視
角
に
結
び
つ
け
て
、
若
干
の
考
察
を
試
み
て
み
た
い
。

の
原
理
は
、
功
利
主
義
思
想
に
対
立
す
る
他
の

バ
リ
時
代
の

こ
れ
を
若
き
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
「
経
済
学
批
判
へ
の
端
緒
」

註
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1

)
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な
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(
4
)
註

(
7
)
の
①
の
書
物
が
そ
れ
で
あ
る
。

で、

「
国
民
経
済
学
」
の
批
判
は
、

「
ミ
ル
評
註
」
か
ら
、
後
の

そ
の
ま
ま
功
利
主
義
思
想

七
八
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七
九

(
5
)
こ
の
時
期
の
マ
ル
ク
ス
は
、
い
ま
だ
な
お
「
俗
流
経
済
学
」
と
「
古
典
経
済
学
」
と
い
う
区
分
を
と
ら
な
い
で
、
「
重
商
主
義
」
や
「
フ
ィ

ジ
オ
ク
ラ
ー
ト
」
の
経
済
学
と
区
別
し
て
、
ス
ミ
ス
以
降
の
経
済
学
を
「
国
民
経
済
学
」
の
名
の
も
と
に
一
括
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
こ
こ

で
は
ス
、
、
）
ス
、
リ
カ
ー
ド
は
も
ち
る
ん
、
セ
イ
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
、
マ
カ
ロ
ッ
ク
も
同
一
の
分
類
基
準
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

本
稿
も
ま
た
カ
ッ
コ
で
包
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
こ
の
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

(
6
)
た
と
え
ば
『
手
稿
』
は
疎
外
さ
れ
た
労
佑
の
概
念
の
詳
細
な
分
析
や
、
分
業
に
関
す
る
言
及
を
含
み
、
ま
た
「
第
三
手
稿
」
は
、
綱
輯
者
に

よ
っ
て
「
貨
幣
」
と
題
せ
ら
れ
た
未
完
の
断
片
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
諸
範
疇
の
検
討
が
全
然
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
な
お
以
下
の
本
文
で
は
、
こ
の
『
手
稿
」
は
四
四
年
『
手
稿
』
と
略
記
す
る
。

(
7
)
参
考
ま
で
に
、
「
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
評
註
」
を
中
心
と
す
る
こ
の
「
研
究
ノ
ー
ト
」
に
言
及
し
た
文
献
の
う
ち
、
筆
者
の
目
に
触
れ
た
も

の
を
あ
げ
て
お
く
。

◎
 

D. I
.
 

R
o
s
e
n
b
e
r
g
,
 
D
i
e
 
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 d
e
r
 o
k
o
n
o
m
i
s
c
h
e
n
 
L
e
h
r
e
 v
o
n
 M
a
r
x
 u
n
d
 E
n
g
e
l
s
 in 
d
e
n
 vier, "
 

iger 
J
a
h
r
e
n
 
d
e
s
 

1
9
.
 J
a
h
r
h
u
n
d
e
r
t
s、
Berlin
1
9
5
8
,
 
S
S
.
 8
3
~
1
2
9
.
 • 

R

M

.

 R
u
b
e
l
 `
 
K
a
r
l
 M
a
r
x
,
 
E
s
s
a
i
 d
e
 biographie 
intellectuelliゞ

Paris
1
9
5
7
,
 
p
p
.
 1

1
7
~
1
2
5
.
 

@
 T. 
B. 
B
o
t
t
o
m
o
r
e
 a
n
d
 M
.
 R
u
b
e
l
 (ed.), 
K
a
r
l
 M
a
,、h,
 Selected W

r
i
t
i
n
g
s
 in Sociology a
n
d
 Social 
Philosophy, L
o
n
d
o
n
 

1
9
5
6
,
 
p
p
.
 1
7
1
~
1
7
2
.
 

右
の
諸
文
献
の
う
ち
、
①
は
一
九
五
四
年
に
ソ
ヴ
ェ
ッ
ト
で
出
阪
さ
れ
た
ロ
ー
ゼ
ン
ペ
ル
ク
の
遺
稿
の
独
訳
で
あ
っ
て
、
我
が
国
で
も
『
初

期
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
説
の
形
成
』
と
い
う
題
名
で
、
副
島
種
臣
氏
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
②
に
つ
い
て
い
え
ば
、
リ
ュ
ペ
ー
ル
は
、

第
一
篇
（
「
自
由
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
」
）
の
第
五
章
「
政
治
経
済
学
と
社
会
倫
理
」
に
お
い
て
、
若
き
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
「
国
民
経
済
学
」

批
判
の
倫
理
的
基
礎
確
立
の
視
角
か
ら
、
「
経
済
学
、
人
間
の
貧
困
の
科
学
」
の
標
題
で
セ
イ
、
リ
カ
ー
ド
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
の
評
註

を
考
察
し
、
「
経
済
の
社
会
学
、
人
間
的
社
会
」
と
い
う
題
名
の
も
と
に
、
「
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
評
註
」
に
若
千
の
分
析
を
加
え
て
い
る
。

③
は
マ
ル
ク
ス
の
著
作
、
論
文
か
ら
の
抜
惹
集
で
あ
っ
て
、
第
一
＿
一
篇
（
「
資
本
主
義
の
社
会
学
」
）
の
第
四
章
「
資
本
主
義
と
人
間
の
疎
外
」

で
、
「
ミ
ル
評
註
」
か
ら
二
つ
の
断
片
が
と
り
だ
さ
れ
、
英
訳
の
う
え
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
種
の
も
の
と
し
て
珍
し
い
。

な
お
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
時
永
淑
「
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
『
相
対
的
過
剰
人
口
』
論
の
成
立
に
つ
い
て
（
続
）
」
（
『
経
済
志
林
」
二
五

巻
三
号
）
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
論
稿
は
、
さ
き
の
ロ
ー
ゼ
ン
ペ
ル
ク
の
「
ミ
ル
評
註
」
解
釈
へ
の
一
批
判
を
含
ん
．
で
い
る
。

_:・.. -'. ＿＇＿＿三~- ....': 三． ---- ---二
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体
性
が
、
経
済
学
の
研
究
を
始
め
た
ば
か
り
の
マ
ル
ク
ス
に
は
、

「
国
民
経
済
学
」
の
批
判
に
便
利
だ
と
考
え
ら
れ
た
、

こ
と
な
ど

論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
お
そ
ら
く
は
直
ち
に
誰
れ
の
念
頭
に
も
浮
ぶ
で
あ
ろ
う
次
の
疑
問
に
考
察
の
目
を
む
け
る
こ
と
に
よ
っ

は
、
リ
カ
，
ド
理
論
の
形
式
論
理
的
な
整
合
化
へ
の
努
力
と
、

て
、
問
題
展
開
の
緒
と
し
た
い
。
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
の
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
の
経
済
理
論
の
基
本
的
な
性
格

(

1

)

 

こ
の
努
力
が
そ
の
ま
ま
リ
カ
ー
ド
学
派
解
体
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
、
と

い
う
点
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
他
方
で
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
若
き
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
ミ
ル
の
『
経
済
学
網
要
』
か
ら
の
抜
草
の
箇

所
で
、
少
く
と
も
ミ
ル
の
理
論
を
機
縁
と
し
て
、
「
国
民
経
済
学
」
の
基
本
的
性
格
の
批
判
と
、

こ
れ
に
か
わ
る
独
自
の
経
済
学
創
造
の

試
み
を
提
示
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
若
き
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
か
か
る
野
心
的
な
試
み
が
、
ミ
ル
か
ら
の
抜
率
を
機
縁
と
し
て
「
評

註
」
の
か
た
ち
で
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
さ
き
の
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
の
ミ
ル
評
価
と
の
間
に
は
、
か
な
り
大
き
な
断
層
が
介

在
し
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
「
ミ
ル
評
註
」
そ
の
も
の
の
検
討
に
入
る
に
先
立
つ
て
、
予
め
こ
の
点
を
解
決
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
し
あ
た
り
「
功
利
主
義
派
」
の
闘
将
と
し
て
、

こ
ん
で
、

り
あ
げ
、

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

一
八

0
0年
代
初
期
の
ヨ
ー
ロ
ツ
。
ハ
思
想
界
で
ミ
ル
の
博
し
て
い
た
名
声
と
地
位

が
、
あ
る
い
は
リ
カ
ー
ド
の
『
原
理
』
と
較
べ
た
ば
あ
い
、
ミ
ル
の
『
網
要
』
の
叙
述
に
み
ら
れ
る
教
科
書
風
に
体
系
だ
て
ら
れ
た
総

が
、
そ
の
理
由
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
勿
論
そ
う
い
っ
た
事
情
も
仇
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、

い
ま
一
歩
踏
み

こ
れ
ら
の
「
研
究
ノ
ー
ト
」
が
綴
ら
れ
て
よ
り
ほ
ぽ
一
年
後
に
書
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
を
と

そ
の
な
か
の
功
利
主
義
思
想
と
経
済
学
と
の
関
連
を
と
り
扱
っ
た
箇
所
を
顧
み
る
ば
あ
い
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
に
い
ま
一

層
深
い
理
由
が
佑
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
推
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。

八
〇
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八

「
功
利
説
は
は
じ
め
か
ら
公
益
説
の
性
格
を
お
び
て
い
た
」
と
言
い
、

そ

こ
の
功
利
主
義
思
想
と
関
連
せ
し
め
て
、
「
功
利
説
と
経
済
学
と
の
完
全
な
合
一
を
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
い
に
ミ
ル
に
お
い
て
み
い
だ

(

4

)

（

5
)
 

す
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
「
啓
蒙
思
想
の
最
後
の
成
果
」
と
も
い
わ
れ
る
、
も
つ
と
も
典
型
的
な
プ
ル
ジ
ョ
ワ
思
想
と
し
て
の
功
利
主
義

と
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
経
済
学
の
頂
点
と
し
て
の
リ
カ
ー
ド
経
済
学
の
、
ミ
ル
に
お
け
る
合
一
、
ー
ー
＇
後
の
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
そ
の
他

の
ミ
ル
評
価
と
い
さ
さ
か
異
っ
た
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
こ
の
ミ
ル
評
価
に
結
び
つ
け
て
、
若
き
マ
ル
ク
ス
の
ミ
ル
か
ら
の
抜
率
を
理
解

す
る
ば
あ
い
、
わ
れ
わ
れ
は
、

さ
て
、

こ
こ
に
「
ミ
ル
評
註
」
成
立
の
由
来
を
、
か
な
り
正
確
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
わ
れ
る
。

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
マ
ル
ク
ス
は
、

れ
に
続
い
て
、

「
し
か
し
な
が
ら
こ
の
性
格
は
経
済
的
諸
関
係
、
と
く
に
分
業
お
よ
び
交
換
を
と
り
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め

(

6

)

 

て
内
容
豊
か
な
も
の
に
な
っ
た
。
分
業
に
お
い
て
個
々
人
の
私
的
活
動
は
公
益
的
に
な
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
に

よ
れ
ば
、
分
業
、
交
換
こ
そ
、
「
国
民
経
済
学
」
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
の
一
般
化
た
る
功
利
主
義
思
想
と
の
接
合
を
、
端
的
に

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

以
上
の
よ
う
な
功
利
主
義
思
想
の
発
展
史
の
ス
ケ
ッ
チ
に
よ
り
な
が
ら
、

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
は
、
ミ
ル
の
経
済
理
論
を

き
の
有
用
性
は
個
々
の
階
級
の
一
定
の
利
用
関
係
と
し
て
、

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
よ
れ
ば
、
功
利
主
義
思
想
の
核
心
は
、

い
う
―
つ
の
関
係
に
解
消
す
る
」
点
に
あ
り
、

ェ
シ
ウ
ス
、

は
、
前
者
の
特
色
が
、

「
人
間
の
相
互
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
を
す
べ
て
有
用
性
と

そ
の
歴
史
的
社
会
的
な
基
礎
は
、

―
つ
の
抽
象
的
な
貨
幣
お
よ
び
商
売
の
関
係
の
も
と
に
実
践
的
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
」
、 「

近
代
市
民
社
会
の
内
部
で
は
、
す
べ
て
の
関
係
が

(

2

)

 

こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
か
れ
は
、
エ
ル
ヴ

ド
ル
バ
ッ
ク
の
思
想
と
ベ
ン
サ
ム
、
ミ
ル
の
思
想
と
を
、
次
の
点
で
区
別
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
か
れ
の
い
う
と
こ
ろ
で

そ
こ
で
は
実
証
的
な
経
済
的
な
内
容
が
と
り
去
ら
れ
て
、
な
に
よ
り
も
哲
学
体
系
と
し
て
の
「
一
般
性
」
に
関

心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
点
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
者
の
特
色
は
、
ま
さ
に
こ
こ
で
は
経
済
的
な
内
容
が
再
び
と
り
い
れ
ら
れ
て
、
さ

(

3

)

 

「
内
容
豊
か
な
総
体
性
」
を
お
び
る
に
至
っ
た
、
点
に
あ
っ
た
。
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甚
礎
で
も
あ
る
労
佑
の
究
明
に
ま
で
、
押
し
拡
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
国
民
経
済
学
」
の
分
析
・
批
判
は
、

疇
の
前
提
で
あ
り
、

示
す
範
疇
で
あ
る
。

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
け
る
分
業
、
交
換
範
疇
の
以
上
の
よ
う
な
解
釈
を
踏
ま
え
て
、

註
」
の
課
題
が
、
「
国
民
経
済
学
」
の
基
本
的
性
格
の
批
判
に
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
評
註
」
に
お
い
て
、

検
討
の
対
象
が
も
っ
ぱ
ら
交
換
、
価
値
、
貨
幣
等
に
集
中
さ
れ
た
理
由
の
一
端
が
、
那
辺
に
あ
っ
た
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
，
る
。

ミ
ル
の
経
済
理
論
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
の
功
利
説
に
つ
い
て
、

「
経
済
的
な
内
容
は
功
利
説
を
だ
ん
だ
ん
に
現
存
物
の
た
ん
な
る
弁
明
に
、
す
な
わ
ち
現
存
の
条
件
の
も
と
で
は
、
人

間
相
互
の
現
在
の
諸
関
係
こ
そ
も
っ
と
も
有
利
な
、
も
つ
と
も
公
益
的
な
も
の
で
あ
る
と
，
い
う
弁
明
に
か
え
て
ゆ
く
。
す
で
に
近
年
の

(

7

)

 

そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
性
格
を
お
び
て
い
る
」
。

経
済
学
者
の
ば
あ
い
に
は
、

お
そ
ら
く
こ
こ
で
、

交
換
、
価
値
、

こ
の
「
近
年
の
経
済
学
者
」
の
一
人
と
し
て
、

「
国
民
経
済
学
」
の
現
実
弁
護
論
的
性
格
を
別
出
す
る
た
め
に
、

「
国
民
経
済
学
」
者
達
が
た
ん
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
、

知
ら
な
か
っ
た
私
有
財
産
の
検
討
に
ま
で
、
あ
る
い
は
人
間
の
社
会
的
生
活
の
存
立
の
基
礎
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
ま
た
私
有
財
産
の

さ
て
以
上
の
よ
う
な
「
ミ
ル
評
註
」
と
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
一
叙
述
と
の
比
較
対
照
か
ら
、
要
約
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
次
の
よ
う
な
評
註
の
特
徴
づ
け
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
は
、

学
」
の
諸
範
疇
の
た
ん
な
る
内
在
的
経
済
学
的
な
検
討
に
限
定
さ
れ
な
い
で
、

こ
の
検
討
は
、

貨
幣
等
の
諸
範
疇
を
と
り
あ
げ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
検
討
を
、

こ
れ
ら
諸
範

こ
れ
を
批
判
的
に
考
察
す
る
こ
と
を

「
国
民
経
済

「
国
民
経
済
学
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

の
理
論
が
そ
の
代
表
的
一
例
で
あ
る
、

評
註
は
ま
た
、

さ
ら
に
そ
こ
か
ら
進
ん
で
、
ミ
ル

い
あ
る
ま
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

-
0

つ
て
い
る
。

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

「
ミ
ル
評
註
」
は
、

「
国
民
経
済
学
」
と
功
利
主
義
思
想
と
の
結
節
点
と
い
う
視
角
か
ら
、

マ
ル
ク
ス
の
念
頭
に
、
ミ
ル
が
浮
ん
で
い
た
、
と
推
定
し
て
間
違

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
は
、

さ
ら
に
次
の
よ
う
に

八

「
ミ
ル
評

ヽ~
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初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

邦
訳
、
同
上
、
二

011
一
頁
ー
ニ

0
七
頁
。

邦
訳
、
同
上
、
二

0
八
頁
。

邦
訳
、
同
上
、
二

0
三
頁
。

邦
訳
、
同
上
、
ニ
―

0
頁。

邦
訳
、
同
上
、
ニ
―

0
頁。

註
(
1
)
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
、
「
ミ
ル
は
、
リ
カ
ー
ド
の
理
論
を
、
か
な
り
抽
象
的
な
輪
廓
に
お
い
て
で
あ
る
が
、

と
に
か
く
組
織
的
な
形
態
で
叙
述
し
た
最
初
の
人
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
努
力
の
目
標
と
し
て
い
る
も
の
は
形
式
論
理
的
な
帰
結
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
リ
カ
ー
ド
学
派
の
崩
壊
も
ま
た
か
れ
と
と
も
に
は
じ
ま
る
」

(
T
h
e
o
r
i
e
n
思
er
d
e
n
 M
e
h
r葵
ert,
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
 v
o
n
 
K• 

K
a
u
t
s
k
y
,
 

B
d
.
 
]I, 
S
.
 9
4
.
 
邦
訳
、
マ
ル
・
エ
ン
全
集
、
一
一
巻
一

0
五

頁

）

。

』

な
お
以
下
の
論
述
で
は
煩
わ
し
さ
を
避
け
る
た
め
に
、
簡
単
に
、
ミ
ル
、
「
ミ
ル
評
註
」
．
、
ミ
ル
経
済
理
論
等
と
略
記
す
る
。

(

2

)

 

K. M
a
r
x
/
F
.
 E
n
g
e
l
s
,
 D
i
e
 d
e
u
t
s
c
h
e
 Ideologie, 
in M
a
r
x
 ,
 
E
n
g
e
l
s
 
W
e
r
k
e
,
 B
d
.
 
]I, 
S
.
 
3
9
4
.
 
邦
訳
、
岩
波
文
庫
阪
、
二

0
三
頁
。

な
お
功
利
主
義
思
想
の
核
心
を
、
「
人
間
相
互
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
を
す
べ
て
有
用
性
ど
い
う
一
つ
の
関
係
に
解
消
す
る
」
点
で
と
ら
え
る
見

解
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
（
六
、
精
神
、

B
、
自
己
疎
外
精
神
、
教
養

‘
l
I
、
啓
蒙
）
に
お
け
る
、
「
啓
蒙
の
真
理
」
に
関
す
る
論
議

に
由
来
し
て
い
る
か
に
解
さ
れ
る
。

(
3
)
 V
g
l
.
 E

b
e
n
食

ss.
3
9
4
~
3
9
7
.
 

(
4
)
E
b
eミ
da"

s. 3
9
7
.
 

(
5
)
E
b
eミ
da"

s. 3
9
4
.
 

(
6
)
E
b
eミ
d
a、

s.
3
9
8
.
 

(
7
)
E
b
eミ
da,
S
.
 3
9
9
.
 

学
」
の
基
礎
範
疇
の
批
判
と
編
成
替
え
の
試
み
を
中
心
に
、

。

「
ミ
ル
評
註
」
の
内
容
を
跡
づ
け
て
み
た
い
。

八

察
し
●

第
三
節
で
は
、

こ
の
思
想
的
基
礎
に
立
つ
て
も
の
さ
れ
た
独
自
の
方
法
的
原
理
の
確
立
と
、

こ
の
原
理
に
よ
る
「
国
民
経
済

「
国
民

性
格
の
全
面
的
な
批
判
と
結
び
あ
わ
さ
れ
、
し
た
が
つ
て
さ
き
の
分
析
・
批
判
は
、

び
つ
い
て
い
る
功
利
主
義
思
想
に
か
わ
る
新
し
い
思
想
的
基
礎
の
獲
得
、
さ
き
の
功
利
主
義
思
想
と
結
び
つ
い
た
「
国
民
経
済
学
」
の

諸
範
疇
の
再
規
定
の
た
め
の
方
法
的
原
理
の
確
立
、
お
よ
び
そ
の
適
用
と
い
う
姿
を
と
つ
て
現
わ
れ
る
。
以
下
第
二
節
で
は
、

経
済
学
」
の
そ
れ
に
か
わ
る
思
想
的
基
礎
の
確
立
を
、
若
き
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
労
佑
観
・
人
生
観
・
社
会
観
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
考

「
国
民
経
済
学
」
が
そ
の
基
礎
に
お
い
て
固
く
結

:, 

・・_c.:_ . . . ヽ_.. •• -・.... ___ . ___ ,_・ ー・← __・:.・__ :_~_j~---一,: _, 
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髄、

ヘ
ー
ゲ
ル
、

、、

「
人
間
の
本
質
は
た
だ
共
同
体
の
な
か
に
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
哲
学
の
批
判
的
摂
取
と
結
び
つ
い
て
、
な
し
と
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

(

5

)

人
間
と
人
間
と
の
統
一
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
」
、

と
い
う
規
定
に
も
み
ら
れ
る
よ
う

即
し
て
い
え
ば
、

す
で
に
、

明
ら
か
に
し
た
が
、

て
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、

一
般
に
「
国
民
経
済
学
」
は
、
分
業
に
も
と
ず
く
個
々
の
孤
立
し
た
個
人

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

以
下
考
察
の
主
題
を
、

と
こ
ろ
で
、

「
ミ
ル
評
註
」
に
お
け
る
「
国
民
経
済
学
」
批
判
の
基
礎
に
あ
る
若
き
マ
ル
ク
ス
の
人
間
観
、
労
仇
観
、
社

会
観
の
内
容
に
集
中
す
る
に
あ
た
り
、
後
期
の
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
こ
の
点
に
つ
い
て
の
見
解
の
い
く
つ
か
を
と
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ

の
生
産
を
絶
対
化
し
、
社
会
は
、

そ
の
生
産
物
の
交
換
に
よ
っ
て
、

す
る
、
と
考
え
た
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
マ
ル
ク
ス
は
2

「
社
会
で
生
産
し
つ
つ
あ
る
諸
個
人
」
、
あ
る
い
は
、
「
諸
個
人
の
社
会
的

(

2

)

 

(

1

)

 

に
規
定
さ
れ
た
生
産
」
と
い
う
規
定
を
こ
れ
に
対
置
し
て
い
る
。
第
二
に
、
四
四
年
『
手
稿
』
が
教
え
る
よ
う
に
、
「
国
民
経
済
学
」
は

私
有
財
産
の
主
体
的
本
質
を
労
佑
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
社
会
に
お
け
る
人
間
の
物
質
的
生
活
の
生
産
な
ら
び
に
再

生
産
の
科
学
的
な
理
解
の
基
軸
と
な
る
べ
き
も
の
を
、

者
は
こ
れ
を
承
け
継
ぎ
つ
つ
も
、
後
者
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
諸
個
人
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
じ
め
て
成
立

他
方
で
は
、
こ
の
労
仇
を
「
自
由
と
安
楽
と
幸
福
の
犠

(

3

)

 

牲
」
と
し
て
理
解
し
た
ス
ミ
ス
の
労
佑
把
握
に
後
の
『
資
本
論
』
が
批
判
を
加
え
た
よ
う
に
、
「
国
民
経
済
学
」
の
労
仇
把
握
は
、
す

で
に
そ
の
う
ち
に
、
後
の
俗
流
化
の
契
機
を
含
ん
で
い
た
。
か
か
る
「
国
民
経
済
学
」
の
労
佑
把
握
に
た
い
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
前

(

4

)

 

こ
れ
に
「
正
常
な
生
命
活
動
」
と
い
う
労
仇
の
本
質
規
定
を
対
置
し
て
い
る
。

「
国
民
経
済
学
」
の
そ
れ
に
と
つ
て
か
わ
る
べ
き
か
か
る
労
仇
観
、
人
間
観
、
社
会
観
の
確
立
は
、

そ
の
生
成
過
程
に

か
れ
が
『
独
仏
年
誌
』
の
諸
論
稿
に
至
る
ま
で
の
研
究
過
程
で
格
闘
し
て
き
た
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
精

゜

八
四



.509 

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
現
実
の
人
間
は
、
決
し
て
個
人
と
し
て
孤
立
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
は
、
も

と
も
と
感
性
と
理
性
と
の
統
一
と
し
て
全
体
的
な
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
の
人
間
と
の
統
一
と
し
て
共
同
的
な
存
在
で
も
あ
っ

「
社
会
で
生
産
し
つ
つ
あ
る
諸
個
人
」
と
い
う
規
定
を
志
向
す
る
歩
み
の
な
か
で
、
若
き
マ
ル
ク
ス
は
、
現
実
的
な
人
間
の
本
質

を
類
的
な
存
在
1
1
共
同
的
な
存
在
と
し
て
つ
か
む
フ
ナ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
考
え
を
承
け
継
ぐ
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ

ル
の
労
佑
観
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
き
の
類
的
存
在
と
い
う
人
間
把
握
に
独
自
の
内
容
を
与
え
た
。
こ
こ
に
ヘ

ー
ゲ
ル
の
労
仇
観
と
い
う
の
は
、
四
四
年
『
手
稿
』
が
精
力
的
な
検
討
の
対
象
と
し
た
一
論
点
で
あ
っ
て
、

(

6

)

 

『
現
象
学
」
を
貫
く
「
運
動
と
創
造
の
原
理
と
し
て
の
否
定
性
の
弁
証
法
」
と
い
わ
れ
る
も
の
か
ら
、
そ
の
核
心
と
し
て
‘
|
~
―
論

者
に
よ
れ
ば
ー
ー
＇
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
労
仇
を
人
間
の
自
己
形
成
の
弁
証
法
的
な
過
程
と
し
て
と
ら
え
、
人
間
を
か
か
る
労
佑
過
程
の
成
果

(

7

)

 

「
労
佑
が
人
間
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
」
を
と
り
だ
し

て
、
こ
れ
を
き
わ
め
て
高
く
評
価
し
た
。

そ
の
さ
い
注
目
す
べ
き
点
は
、
両
者
を
相
互
媒
介
的
に
止
揚
し
よ
う
と
す
る
若
き
マ
ル
ク
ス
の
努
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
両
者
か
ら

以
上
の
諸
点
を
承
け
継
ぐ
に
あ
た
り
、

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
お
け
る
「
感
性
的
対
象
的
な
存
在
」
と
い
う
人
間
把
握
に
よ
っ
て
、
結
局
は
抽
象
的
な
精
神
労
佑
に
解
消
さ
れ
て
し

と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
か
か
る
労
佑
観
を
媒
介
に
し
て
、
「
感
性
的
対
象
的
な
存
在
」
と
い
う
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
人
間
把
握
を
、

(

8

)

 

「
感
性
的
対
象
的
な
活
動
」
と
い
う
把
握
に
ま
で
深
め
る
べ
く
努
力
し
た
。

と
も
あ
れ
、

こ
の
時
期
に
開
始
さ
れ
た
経
済
学
の
研
究
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
つ
つ
、
か
れ
は
一
方
で
は
フ
ォ

「
国
民
経
済
学
」
の
研
究
を
媒
介
に
し
た
へ
|
ゲ
ル
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
批
判
的
摂
取
の
深
化
を
と
お
し
て
、
。
ハ

ま
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
さ
き
の
労
佑
を
、
対
象
的
感
性
的
な
労
佑
、

と
し
て
動
的
発
展
的
に
考
え
て
い
る
」
点
、

そ
の
意
味
で
、

こ。
ふー

八
五

つ
ま
り
生
産
的
実
践
と
し
て
の
労
佑
と
し
て
と
ら
え
な
お
す

『
手
稿
』
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
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リ
時
代
の
マ
ル
ク
ス
は
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
労
仇
観
・
人
間
観
・
社
会
銀
に
到
達
し
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
若
き
マ
ル
ク
ス
に
と
つ
て
は
、
も
と
も
と
人
間
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
類
的
存
在
1
1

社
会
的
な
存
在
で

あ
っ
た
。
だ
が
。
ハ
リ
時
代
の
マ
ル
ク
ス
の
か
か
る
人
間
観
を
し
て
、

は
、
こ
の
類
的
存
在
1
1

社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
本
質
の
核
心
を
、
生
産
的
実
践
と
し
て
の
労
佑
に
求
め
た
点
に
あ
っ
た
。
四
四

年
『
手
稿
』
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

(

9

)

 

わ
っ
て
い
る
」
。
あ
る
い
は
言
う
、

「
生
産
行
為
の
や
り
か
た
の
な
か
に
―
つ
の
種
の
全
性
格
が
、
種
の
類
的
性
格
が
よ
こ
た

「
対
象
的
世
界
の
実
践
的
産
出
、
非
有
機
的
自
然
の
加
工
は
、
人
間
が
―
つ
の
意
識
あ
る
類
的
存

在
で
あ
る
こ
と
の
、
す
な
わ
ち
類
に
た
い
し
て
は
彼
自
身
の
本
質
と
し
て
、
自
分
に
た
い
し
て
は
類
的
存
在
と
し
て
あ
い
た
い
す
る
も

(
1
0
)
 

の
で
あ
る
こ
と
の
確
証
で
あ
る
」
。

「
労
仇
発
展
史
の
な
か
に
全
社
会
史
解
釈
の
鍵
を
み
つ
け
る
」
、
と
い
う
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
史
的
唯

「
面
で
は
労
仇
の
発
展
史
観
で
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
労
仇
は
自
然
と
人
間
、
人
間
と
人
間
を
結
び
つ
け
る
人
間
の
根
源
的

な
存
り
方
で
あ
る
、
と
い
う
さ
き
の
四
四
年
『
手
稿
』
の
規
定
が
確
証
す
る
よ
う
に
、
史
的
唯
物
論
の
確
立
に
通
ず
る
基
軸
が
は
や
く
も

(

1

1

)

 

こ
こ
に
う
ち
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
「
ミ
ル
評
註
」
は
、
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
直
接
に
論
及
す
る
と

こ
ろ
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
が
、

物
論
は
、

「
ミ
ル
評
註
」
の
基
本
的
前
提
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
、

そ
れ
に
先
立
つ
時
期
の
そ
れ
か
ら
著
し
く
前
進
せ
し
め
て
い
る
点

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
評
註
」
の
全
叙
述
を
貫
く
方
法
的
原
理
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
さ
き
の
諸

点
が
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ま
そ
れ
ら
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

人
間
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
類
的
存
在
1
1

社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、

(

1

2

)

 

叙
述
中
に
お
け
る
こ
れ
に
類
す
る
語
の
頻
出
に
よ
っ
て
も
証
示
さ
れ
る
。
だ
が
そ
の
な
か
で
も
、
社
会
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
を
、

「
全
体
的
な
存
在
」
と
し
て
把
え
て
展
開
し
た
、
次
の
論
述
は
興
味
ぶ
か
い
。
す
な
わ
ち
「
評
註
」
は
、
「
国
民
経
済
学
」
は
交
換
の
規

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

八
六
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定
的
動
機
を
必
要
、
欲
求
に
求
め
て
い
る
、
と
肯
定
的
に
述
べ
な
が
ら
、
し
か
も
こ
の
必
要
、
欲
求
を
、

間
の
社
会
的
な
存
在
の
仕
方
と
結
び
つ
け
て
、
こ
れ
に
次
の
よ
う
な
変
容
を
加
え
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、

「
二
人
の
私
的
所
有
者
を
互
に
関
連
さ
せ
る
紐
帯
は
、
か
れ
ら
の
私
有
財
産
の
素
材
を
な
す
対
象
の
特
殊
な
本
性
で
あ
る
。
こ
の
双

方
の
対
象
に
た
い
す
る
憧
憬
、
つ
ま
り
そ
れ
ら
に
た
い
す
る
欲
求
は
、
私
的
所
有
者
の
お
の
お
の
に
た
い
し
て
次
の
こ
と
を
指
示
し
、

、
、
、
、

意
識
せ
し
め
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
は
私
有
財
産
の
ほ
か
に
な
お
諸
対
象
に
た
い
し
て
そ
れ
と
異
っ
た
本
質
的
な
関
係
を
も
つ
て
お
り
、

、
、
、
、

か
れ
は
自
分
で
そ
う
思
っ
て
い
る
よ
う
に
特
殊
な
存
在
で
は
な
く
て
、
全
体
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
か
れ
の
欲
求
は
、
他
人
の
労
佑
の

、
、
、

生
産
物
に
た
い
し
て
も
内
面
的
所
有
の
関
係
を
も
つ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
あ
る
物
象
に
た
い
す
る
欲
求
は
、
そ
の
物
象
が
わ
た
し
の
本

、
、
、
、
、
、

質
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
、
か
の
物
象
が
わ
た
し
に
と
つ
て
存
在
し
、
わ
た
し
が
そ
れ
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
の
本
質
を
わ
が

も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
わ
た
し
の
本
質
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
、
全
く
明
白
で
且
つ
反
論
の
余
地
の
な
い
証
拠
で
あ
る
の

だ
か
ら
」
．
（
S
.
5
3
7
~
5
器）。

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

八
七

「
人
間
の
自
然
的
本
性
の
現
実
化
」

(s.
5
3
9
)

、

「
ミ
ル
評
註
」
は
、

こ
れ
を
「
自
由
な
生

「
全
体
的
存
在
」
と
い
う
社
会
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
の
存
り
方
と
か
か
わ
ら
せ
て
理

交
換
の
規
定
動
機
た
る
必
要
、
欲
求
を
、

解
す
る
右
の
態
度
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
交
換
は
、
生
産
過
程
に
お
け
る
活
動
と
な
ら
ん
で
、
人
間
の
類
的
活
動
の
一
形
態
で
あ

る
、
と
い
う
見
地
に
直
接
に
連
り
、
や
が
て
市
民
社
会
に
お
け
る
交
換
は
、
分
業
と
並
ん
で
、
「
人
間
の
社
会
的
交
通
の
疎
外
さ
れ
た

形
態
」
で
あ
る
、
と
い
う
「
国
民
経
済
学
」
批
判
の
基
礎
視
角
に
つ
な
が
つ
て
ゆ
く
だ
け
に
、
右
の
叙
述
は
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

類
的
存
在
と
し
て
の
人
間
把
握
の
中
核
を
な
す
生
産
実
践
と
し
て
の
労
佑
に
つ
い
て
は
、

命
の
発
現
」
（
s.
547)
と
規
定
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
、

「
生
命
の
享
受
」
（
s.
547)
、

「
内
的
必
要
に
も
と
づ
く
活
動
」
（
s.
547)
等
と
言
い
換
え
て
い
る
。
労
仇
の
本
質
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
理
解
が
、
労
佑
を
「
自
由

と
安
楽
と
幸
福
の
犠
牲
」
と
考
え
る
ス
ミ
ス
の
理
解
と
、
直
接
に
対
立
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
市
民
社
会
の
労
佑
が

「
全
体
的
存
在
」
と
い
う
人

．．．． 
. . 

. . . . . . . . 
’●  .. 曹｀．．・: •'. . . ; . .. ・., ・... .・'.,. . •. .・ ・・. 

.•• -.・.・...... :_』'.____~:...:. ニ'-~--. •. .. .'. ,: .・. . . : :'; 
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ス
ミ
ス
の
目
に
か
か
る
も
の
と
し
て
映
じ
た
の
は
、
ー
—
'
後
に
述
べ
る
よ
う
に
ー
—
市
民
社
会
で
は
、

(

1

3

)

 

の
労
仇
が
自
己
疎
外
さ
れ
た
形
態
を
と
つ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
若
き
マ
ル
ク
ス
は
、
市
民
社
会
の
問
題
性
を
こ
の
点
に

『
資
本
論
』

し
か
も
そ
の
さ
い
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

さ
き
に
人
間
の
本
質
が
類
的

み
た
。
し
か
も
か
か
る
労
仇
の
本
質
規
定
は
、
市
民
社
会
の
労
仇
の
批
判
の
思
想
的
基
礎
と
し
て
、
『
賃
労
佑
と
資
本
』
(
-
八
四
九
年
）

の
「
正
常
な
る
生
命
活
動
」
と
い
う
規
定
に
お
い
て
再
出
し
、

『
ゴ
ー
タ
綱
領
批
判
』
(
-
八
七
五
年
）
は
、
共
産
主
義
社
会
に
お
け
る
現
実
の
労
仇
の
規
定
と
し
て
、

で
は
な
く
、
生
活
の
第
一
の
欲
求
」
と
な
っ
て
い
る
労
佑
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
再
び
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ

(

1

4

)

 

ば
、
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
経
済
学
研
究
の
発
端
に
お
い
て
う
ち
だ
し
た
さ
き
の
労
仇
の
本
質
規
定
は
、
そ
の
充
分
な
拡
が
り
に
お
い
て
理

解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
以
上
の
労
佑
の
本
質
規
定
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

~
す
な
わ
ち
「
評
註
」
は
言
う
、

、
、
、

的
活
動
の
交
換
で
あ
り
、
類
的
生
命
力
の
交
換
で
あ
っ
て
、

の
ほ
ぼ
同
一
の
表
現
を
介
し
て
、

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
0

重
田
）

「
ミ
ル
評
註
」
は
、

こ
の
労
佑
こ
そ
が
ー
「
愛
」
と
か
「
友
情
」
と
か
い
た

も
の
で
な
く
て
ー
~
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
い
わ
ゆ
る
我
と
汝
と
を
結
ぴ
つ
け
る
絆
で
あ
る
、
と
い
う
見
地
に
立
つ
。
ま
た
「
評
註
」

は
、
こ
の
見
地
を
さ
ら
に
具
体
化
し
て
、
生
産
過
程
で
お
こ
な
わ
れ
る
人
間
の
活
動
の
交
換
、
あ
る
い
は
こ
の
活
動
の
成
果
で
あ
る
生

産
物
の
交
換
と
い
う
姿
態
を
と
っ
た
「
人
間
の
社
会
的
な
交
通
」

(s.
5
3
8
)

こ
そ
、
人
間
の
も
つ
と
も
基
礎
的
な
社
会
的
諸
関
係
（
我

(

1

5

)

 

と
汝
の
関
係
）
で
あ
る
、
と
い
う
観
点
を
う
ち
だ
し
て
い
る
。

存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
、
労
佑
は
か
か
る
存
在
と
し
て
の
人
間
の
「
自
由
な
生
命
の
発
現
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
の
に
対
応
し
て
、

こ
こ
で
も
、
さ
き
の
人
間
の
諸
活
動
は
、
類
的
な
活
動
と
し
て
直
接
に
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
生
産
そ
の
も
の
の
内
部
に
お
け
る
人
間
的
活
動
の
交
換
も
、
人
間
的
生
産
物
の
相
互
的
な
交
換
も
類

、
、
、

そ
の
現
実
的
、
意
識
的
な
、
真
の
定
在
は
社
会
的
な
活
動
で
あ
り
、
社
会

（
一
八
六
七
年
）

「
た
ん
に
生
活
の
た
め
の
手
段

「
自
由
な
生
命
発
現
」
と
し
て

八
八

ま
た
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う
に
言
っ
て
い
る
。

法
論
批
判
』
に
み
い
だ
さ
れ
、

八
九

的
諸
活
動
を
根
源
的
に
は
以
上
の
如
く
と
ら
え
た
う
え
で
、
か
か
る
見
地
か
ら
、
市
民
社
会
に
お
け
る
分
業
・
交
換
を
「
人
間
の
社
会

的
交
通
の
疎
外
さ
れ
た
形
態
」
と
し
て
規
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

ま
た
「
ミ
ル
評
註
」
は
、
以
上
の
労
佑
観
・
人
間
観
に
対
応
し
て
、
「
国
民
経
済
学
」
の
市
民
社
会
把
握
批
判
の
基
礎
と
な
る
、
次

、
、
、
、
、
、
、
、

の
よ
う
な
社
会
観
を
う
ち
だ
し
て
い
る
。
「
人
間
の
本
質
は
、
人
間
は
真
に
共
同
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
か
ら
、
人
間
は

、
、
、

そ
の
本
質
の
活
動
に
よ
っ
て
人
間
的
な
共
同
体
、

な
く
、

そ
れ
自
体
個
々
人
の
本
質
で
あ
り
、
か
れ
ら
自
身
の
活
動
、
か
れ
ら
自
身
の
生
活
、
か
れ
ら
自
身
の
精
神
、
か
れ
ら
自
身
の
富

、
、
、

で
あ
る
よ
う
な
社
会
的
な
組
織
を
創
造
し
、
産
み
だ
す
」

(s.
5
3
6
)

。

か
か
る
社
会
観
は
、
政
治
国
家
と
市
民
社
会
の
分
裂
と
い
う
近
代
社
会
に
特
有
の
二
元
論
の
批
判

I
そ
の
発
端
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
国

(

1

6

)

 

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
の
中
心
主
題
と
な
る
＇
~
の
思
想
的
基
礎
と
し
て
、
若
き
マ
ル
ク
ス
の
諸
論
著
の

な
か
に
早
く
か
ら
そ
の
姿
を
現
わ
し
て
い
る
。
だ
が
「
そ
の
本
質
の
活
動
に
よ
っ
て
」
と
い
う
一
句
そ
の
他
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う

に
、
こ
こ
で
も
把
握
の
中
心
が
、
人
間
の
類
的
活
動
1
1
労
仇
に
凝
集
し
つ
つ
あ
る
の
が
、
記
憶
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

「
ミ
ル
評
註
」
の
叙
述
に
散
在
す
る
以
上
の
諸
規
定
は
、
評
註
の
叙
述
の
殆
ん
ど
最
後
に
位
す
る
一
断
片
に
お
い
て
、
み
ご
と
に
総

括
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
評
註
」
は
、
お
そ
ら
く
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
ヘ
の
一
批
判
を
め
ざ
し
つ
つ
、
労
佑
こ
そ
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
の
い
わ
ゆ
る
我
と
汝
と
の
統
一
を
媒
介
す
る
契
機
で
あ
る
、
と
の
基
礎
視
角
を
前
面
に
押
し
出
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ

「
わ
れ
わ
れ
が
人
間
と
し
て
生
産
し
た
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
生
産
で
、
自
己
自
身
と
他

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

、、
的
な
享
受
で
あ
る
」

(s.
5
3
5
~
5
3
6
)

。

つ
ま
り
、

個
々
の
人
間
に
た
い
し
て
決
し
て
抽
象
的
一
般
的
な
力
と
な
る
こ
と
が

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

「
評
註
」
は
、
分
業
、
交
換
に
お
い
て
表
示
さ
れ
て
い
る
人
間
の
社
会
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1
性
（
虚
為
意
識
）
は
、

こ
の
人
間
の
類
的
生
活
の
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た

「
国
民
経
済
学
」
は
交
換
、
分
業
を
市
民

「
疎
外
さ
れ
た
形
態
」
を
固
定
化
し
、

な
い
で
、

さ
て
「
ミ
ル
評
註
」
は
、
．

る
」
（
s.
5
4
7
)

と。

「
生
産
は
、

ニここ~-し：こ_'.__―_-_:_____こ----

い
わ
ば
姿
見
で
あ

（
四
）
私
は
私
の

. -_,_:、：..·• ―二:__··-·•----··. ,. 

、

、

、

、

、

、

、

（
一
）
私
は
私
の
生
産
に
お
い
て
私
の
個
性
と
そ
の
独
自
性
と
を
対
象
化
す
る
。
し
た
が
つ

（
三
）
汝
に
と
つ
て
私
は
汝
と
種
族

し
た
が
つ
て
汝
が
私
を
汝
の
固
有
の
本
質
の
補
足
物
ヽ

済
生
活
の
永
遠
の
存
立
条
件
と
考
え
た
点
に
あ
っ
た
。
す
で
に
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

社
会
の
公
益
性
を
示
す
も
の
と
し
て
讃
美
し
た
が
、

汝
自
身
の
不
可
欠
の
部
分
で

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

人
と
を
二
重
に
肯
定
し
た
こ
と
に
な
る
。

、
、
、
、

て
そ
の
活
動
の
間
に
個
人
的
な
生
命
発
現
を
た
の
し
む
と
と
も
に
、
対
象
物
の
観
照
に
お
い
て
、
個
人
的
な
喜
び
と
私
の
人
格
性
と
を
対

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

象
的
な
、
感
性
的
に
観
照
し
う
る
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
疑
問
の
余
地
の
な
い
力
と
し
て
知
る
こ
と
を
味
わ
う
で
あ
ろ
う
。
（
二
）
私
の
生

、

、

、

、

、

、

‘

ヽ

．

産
物
を
汝
が
享
受
あ
る
い
は
使
用
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
私
は
私
の
労
佑
に
よ
っ
て
人
間
的
な
欲
求
を
充
足
し
、
人
間
的
な
本
質
を
対

、
、
、
、

象
化
し
、
他
の
人
間
的
な
存
在
の
欲
求
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
対
象
を
供
給
し
た
と
意
識
し
、

、
、
、

(
G
a
t
t
u
n
g
)

と
の
媒
介
者
で
あ
っ
た
と
感
じ
、

あ
る
と
悟
り
、
感
じ
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
私
が
汝
の
思
惟
と
身
体
と
に
お
い
て
、
確
証
さ
れ
て
い
る
と
意
識
し
、

個
人
的
な
生
命
発
現
に
よ
っ
て
直
接
に
汝
の
生
命
発
現
を
つ
く
り
だ
し
、
し
た
が
つ
て
私
の
個
人
的
な
活
動
の
う
ち
に
私
の
真
の
本
質
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

私
の
人
間
的
本
質
、
私
の
社
会
的
本
質
を
確
証
し
、
実
現
し
た
と
意
識
す
る
喜
び
を
直
接
に
味
わ
う
で
あ
ろ
う
」

'(s.
5
4
6
~
5
4
7
)

。

、
か
＜
て
「
評
註
」
は
い
ま
や
言
う
、
そ
れ
を
と
お
し
て
わ
れ
わ
れ
の
本
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
、

「
国
民
経
済
学
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

「
国
民
経
済
学
」
．
の
功
利
主
義
的
性
格
の
批
判
を
●
ざ
し
て
な
し
と
げ
ら
れ
た
以
上
の
労
佑
観
、
人
間

観
、
社
会
観
に
立
つ
て
、
私
的
所
有
を
前
提
に
す
る
市
民
社
会
で
は
、
人
間
の
類
的
生
活
、
共
同
体
は
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
は
現
わ
れ

(
1
7
)
 

「
疎
外
さ
れ
た
形
態
」
を
と
つ
て
現
わ
れ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
「
評
註
」
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
を
人
間
の
経

ロ
評
註
」
は
こ
れ
を
「
人
間
の
社
会
的
交
通
の
疎
外
さ
れ
た
形
態
」

(s.
5
3
7
)

と

九
〇
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初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

外
さ
れ
た
形
態
で
あ
る
、
と
い
う
観
点
か
ら
、

九

「
国
民
経
済
学
」
の
展
開
す
る
諸
範
疇
ー
~
分
業
、
交
換
、
価
値
、
貨
幣
等
ー
！
‘
は
、

い
ま
や
「
ミ
ル
評
註
」
は
、

し
て
つ
か
む
観
点
か
ら
、
「
国
民
経
済
学
」
の
基
本
的
性
格
に
、
次
の
よ
う
な
原
理
的
な
批
判
を
加
え
る
。

、
、
、
、
、
、
、

「
国
民
経
済
学
は
人
間
の
共
同
的
存
在
を
、
す
な
わ
ち
自
己
活
動
的
な
人
間
存
在
を
、
つ
ま
り
類
的
生
活
、
真
に
人
間
的
な
生
活
の

、
、
、
、

た
め
の
相
互
的
な
補
足
を
、
交
換
な
ら
び
に
取
引
の
形
態
の
も
と
に
理
解
し
て
い
る
。
•
…
・
・
国
民
経
済
学
が
社
会
的
交
通
の
疎
外
さ
れ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

た
形
態
を
、
人
間
の
本
分
に
ふ
さ
わ
し
い
、
本
質
的
で
根
源
的
な
交
通
と
し
て
固
定
化
し
て
い
る
こ
と
は
、

5
3
6
~
5
3
7
)
。

よ
っ
て
、

明
ら
か
で
あ
る
」

(ss.

こ
の
点
を
具
体
的
に
示
す
た
め
に
、
私
有
財
産
を
軸
に
す
る
近
代
市
民
社
会
は
人
間
の
類
的
生
活
の
疎

そ
の
真
の
内
容
に
つ
い
て
い
え
ば
、
人
間
の
類
的
活
動
の
外
在
化
の
展
開
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
そ
れ
に

こ
の
経
済
学
の
止
揚
の
基
本
的
方
向
を
は
や
く
も
う
ち
だ
し
て
い
る
。
以
下
節
を
あ
ら
た
め
て
こ
の
点
を
論
じ
た
い
。

註

(
1
)
K
.
 M
a
r
x
,
 
N
 
u
r
 K
r
i
t
i
k
 
d
e
r
 p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
n
 
0
苓
n
o
m
S
B
e
r
l
i
n
 
1951, 
S.235. 
邦
訳
、
国
民
文
庫
阪
、
二
七
一
頁
。

(
2
)
 
Vgl• 

K
.
'
M
a
r
x
,
 O
k
o
n
o
m
i
s
c
hー

p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e

M
a
n
u
s
k
r
i
p
t
e
 (
1
8
4
4
)
 
,
 in
 
M
E
G
A
 A
b
t
.
 
I
,
 B
d
.
 
3, 
S
S
.
 1
0
7
~
1
0
9
 
• 

.¥ii;:! 訳
、

マ
ル
・
エ
ン
選
集
補
巻
4
、
三
三

0
頁

ー

三

三

二

頁

。

．

．

(
3
)
 
K. M
a
r
x
,
 D
a
s
 K
a
p
i
t
a
l
,
 
B
d
.
 
H

、
Berlin-
1953, 
S. 
51. 
長
谷
部
訳
、
第
一
部
（
上
）
、
一
三
二
頁
。

(
4
)
E
b
eミ
d
a
,
S. 
51. 
邦
訳
、
同
上
。

(5)L• 

Feuerbach• 

G
r
u
n
d
s
a
t
z
e
 
d
e
r
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 d
e
r
 Z
u
k
u
n
f
t
,
 
i
n
 
R
 ̀

 
leine p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
 
Schriflen, 
L
e
i
p
z
i
g
 
1950, 
S
.
 168. 

邦
訳
、
岩
波
文
庫
阪
、
一
四
―
―
一
頁
。

(
6
)
 K. M
a
r
x
,
 O
k
o
n
o
m
i
s
c
hー

p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
e
h
e
 
Ma~uskripte 

(1844), 
in 
11

、E
G
A
A
b
t
.
 
I
,
 B

d
.
 3, 
s. 
156. 

邦
訳
、
マ
ル
・
エ
ン
選

集
補
巻
4
、
四

0
三
頁
。

(
7
)
杉
原
四
郎
、
『
0
、
ル
と
マ
ル
ク
ス
」
七

0
頁

。

．

．

(
8
)
例
え
ば
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
は
言
う
、
「
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
は
、
『
純
粋
な
』
唯
物
論
者
に
く
ら
べ
る
と
、
人
間
も
ま
た
『
惑

性
的
な
対
象
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
み
ぬ
い
て
い
る
点
で
非
常
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
と
い
う
も
の
を
た
だ
『
惑
性
的

... 
A 
•, 

色. .. .'.  

~. 
'... 

--・'・"・-- ." ,, .. . . -・--・--・・- :_.c__ニ~~..:._:
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対
象
』
と
し
て
の
み
と
ら
え
て
『
感
性
的
活
動
』
と
し
て
と
ら
え
て
い
な
い
…
…
」

(
M
a
r
x
-
E
n
g
e
l
s
W
e
r
k
e
,
 B
d
.
 
][, 
S
.
 4
4
.
 
邦
訳
、
岩
波

．
文
庫
阪
、
六
ニ
ー
六
三
頁
）
。

(
9
)
 K. M
a
r
x
,
 O
k
o
n
o
m
i
s
c
h
-
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
 M
a
n
u
s
k
r
i
p
t
e
 (
1
8
4
4
)
,
 
in 
M
E
G
A
,
 A
b
t
.
 I
,
 

B
d
.
3
 "
 s. 8
8
.
 
邦
訳
、
マ
ル
・
エ
ン
選
集

補
巻
4
、
三

0
六
頁
。

(
1
0
)
 
E
b
e
n
d
a
,
 S
.
 
8
8
.
 
邦
訳
、
同
上
頁
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

(
1
1
)

史
的
唯
物
論
の
基
礎
視
角
の
端
緒
的
確
立
に
照
応
し
て
、
す
で
に
四
四
年
・
『
手
稿
』
で
は
、
断
片
的
に
で
は
あ
る
が
、
い
生
産
関
係
範
疇
の

端
緒
的
把
握
、
あ
る
い
は
、
回
「
社
会
の
土
台
と
上
部
構
造
と
の
関
係
」
の
洞
察
等
が
み
い
だ
さ
れ
る
。
例
え
ば
い
に
つ
い
て
は
、

W
o
l
f
g
a
n
g

J
a
h
n
,
 
D
e
r
 i
>
k
o
n
o
m
i
s
c
h
e
 lnhalt 
d
e
s
 Begriffs 
d
e
r
 E
n
t
f
r
e
m
d
u
n
g
 d
e
r
 A
r
b
e
i
t
 in d
e
n
 Friihschriften v
o
n
 K. M
a
r
x
,
 in W
i
r
t
 ,
 

schaftswissenschaft, 
N
r
.
 6
,
 
1
8
5
7
,
 
S
.
 
8
5
4

、
い
[
に
つ
い
て
は
、
杉
口
回
5

四
I

郎
~
ヽ
『
ミ
ル
と
マ
ル
ク
ス
』
七
七
頁
1

七
八
頁
参
伝
加
の
l
J

と
o

(12)
例
え
ば
「
ミ
ル
評
註
」
で
は
、
「
類
的
生
活
（
活
動
）
」
、
「
共
同
的
存
在
」
、
「
社
会
的
交
通
」
、
「
全
体
的
な
存
在
」
等
、
と
い
う
概
念

が
頻
出
し
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
人
間
の
本
質
、
あ
る
い
は
そ
の
「
運
動
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

(
1
3
)こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
白
杉
庄
一
郎
、
『
価
値
の
理
論
』
五

0
頁
—
五
三
頁
参
照
。
．

(14)

『
賃
労
佑
と
資
本
』
に
つ
い
て
は
マ
ル
ク
ス
、
て
ン
ゲ
ル
ス
ニ
巻
選
集
第
一
巻
（
ペ
ル
リ
ン
、
5

一
九
五
三
年
）
、
七

0
頁
ー
七
一
頁
（
邦

訳
、
マ
ル
・
エ
ン
選
集
二
巻
、
二
三
四
頁
ー
ニ
三
五
頁
）
、
『
資
本
論
』
に
つ
い
て
は
本
節
註
⑥
、
『
ゴ
ー
タ
網
領
批
判
』
に
つ
い
て
は
同
上

選
集
第
二
巻
、
一
七
頁
（
邦
訳
、
同
上
―
二
巻
、
二
四
三
頁
）
参
照
の
こ
と
。

(15)
こ
の
観
点
は
さ
ら
に
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
、
「
と
こ
ろ
で
生
活
の
生
産
は
、
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
二
重
の
関
係
と
し
て
ー
ー
ー
一
方

で
は
自
然
的
な
、
他
方
で
は
社
会
的
な
関
係
と
し
て

1

あ
ら
わ
れ
る
。
こ
こ
に
社
会
的
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
条
件
の
も
と
に
し
て
も
、
ど

ん
な
様
式
に
よ
る
に
し
て
も
、
ま
た
ど
ん
な
目
的
の
た
め
に
し
て
も
、
い
く
た
り
か
の
個
人
の
協
佑
と
い
う
意
味
で
あ
る
」

(
M
a
r
x
,
Eミ
gels

w.ヽ
ke,
B
d
.
 
][, 
S
S
.
 2
9
~
3
0
.
 
邦
訳
三
六
頁
）
、
と
い
う
観
点
に
連
つ
て
ゆ
く
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
ド
イ
ツ
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
で
は
生
産
関
係
、
生
産
様
式
範
疇
は
、
し
ば
し
ば
「
交
通
関
係
」
、
「
交
通
形
態
」
、
「
交
通
様
式
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る

こ
と
に
注
意
。

(16)

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」
に
つ
い
て
は
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
著
作
集
第
二
巻
（
ベ
ル
リ
ン
、
一
九
五
七
年
）
、
三
七

0
頁
（
邦
訳
、

マ
ル
・
エ
ン
選
集
補
巻
4
、
一
六
一
頁
）
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』
に
つ
い
て
は
同
上
、
二
三

0
頁
ー
ニ
三
四
頁
（
邦
訳
、
マ
ル
・
エ
ン
全

九
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集
一
巻
、
二
八
一
頁
ー
ニ
八
五
頁
）
参
照
の
こ
と
。
な
お
『
神
聖
家
族
』
（
第
六

0
、
b
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
。
第
三
）
に
お
い
て
、
こ
の
近
代
市

民
社
会
に
特
有
の
政
治
国
家
と
市
民
社
会
と
の
二
元
論
批
判
の
問
題
が
再
出
す
る
が
、
こ
の
時
期
の
経
済
学
の
研
究
に
媒
介
さ
れ
て
、
批
判
の

定
式
化
が
い
つ
そ
う
鋭
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
。

(17)

「
ミ
ル
評
註
」
は
言
う
、
「
人
間
が
人
間
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、
し
た
が
つ
て
世
界
を
人
間
的
に
組
織
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、

、
、
、
、
、
、
、

は
疎
外
さ
れ
た
形
態
の
も
と
に
現
わ
れ
る
」

(s.
5
3
6
)

。

こ
の
点
の
分
析
に
入
る
に
先
立
つ
て
、
再
び
ニ
・
三
の
予
備
的
な
考
察
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。

近
代
市
民
社
会
を
人
間
の
類
的
生
活
の
疎
外
さ
れ
た
形
態
と
し
て
つ
か
み
、

の
よ
う
に
若
き
マ
ル
ク
ス
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
次
の
理
論
、
す
な
わ
ち
、

九

こ
れ
に
批
判
的
な
分
析
を
加
え
る
に
あ
た
っ
て
、
周
知

キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
を
人
間
の
そ
と
に
外
在
化
さ
れ
、

人
格
化
さ
れ
た
人
間
そ
れ
自
体
の
類
的
本
質
で
あ
る
と
説
き
、
人
間
解
放
の
中
心
課
題
を
こ
の
疎
外
さ
れ
た
類
的
本
質
の
奪
還
に
も
と

め
、
こ
れ
を
神
に
た
い
す
る
愛
に
か
わ
る
人
類
愛
に
よ
っ
て
お
こ
な
お
う
と
し
た
、
疎
外
の
理
論
を
承
け
継
い
だ
。
と
と
も
に
コ
ル
ニ

ュ
の
言
葉
を
借
れ
ば
、
若
き
マ
ル
ク
ス
は
「
こ
の
外
在
化
を
宗
教
的
な
立
場
か
ら
よ
り
も
、
む
し
ろ
政
治
的
、
社
会
的
な
立
場
か
ら
考

察
し
」
、
「
そ
れ
は
神
に
お
い
て
ば
か
り
か
、
国
家
に
お
い
て
も
表
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
し
た
が
つ
て
そ
の
止
揚
は
宗
教
と
国
家
と

(

1

)

 

の
同
時
的
批
判
に
よ
っ
て
の
み
お
こ
な
わ
れ
う
る
、
と
考
え
た
」
点
で
、
す
で
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
超
え
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
疎
外
を
こ
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
て
社
会
的
な
性
格
を
お
び
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
に
さ
い
し
て
、
か
れ
に
影
響
を
及
ぽ
し

た
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
こ
で
も
再
び
ヘ
ー
ゲ
ル
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
詳
論
の
余
裕
は
な
い
が
、
四

四
年
『
手
稿
』
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
現
象
学
』
に
く
だ
し
た
次
の
よ
う
な
解
釈
、
す
な
わ
ち
、
「
そ
の
こ
と
は
た
だ
思
想
形
態
に
お
い
て
お
こ

、
、
、

こ
の
共
同
体
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い
。
そ
し
て
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、

つ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
」
と
の
留
保
を
お
き
つ
つ
も
、

(

2

)

 

れ
た
存
在
と
し
て
把
え
て
い
る
」
と
い
つ
て
い
る
の
が
、

動
・
労
仇
の
疎
外
の
根
拠
を
私
有
財
産
制
度
に
求
め
る
に
至
っ
た
次
第
に
つ
い
て
は
、

(

3

)

 

想
、
と
り
わ
け
論
稿
「
貨
幣
の
本
質
に
つ
い
て
」
の
影
響
を
重
視
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
精
髄
1
1
疎
外
の
理
論
の
か
か
る
方
向
へ
の
深
化
は
、

判
』
に
お
い
て
本
格
化
し
、
続
い
て
『
独
仏
年
誌
』
の
二
論
稿
、
と
り
わ
け
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」
が
こ
れ
を
精
力
的
に
追
求

し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
れ
ら
の
諸
論
稿
で
は
、
論
及
の
中
心
を
な
す
人
間
の
自
己
疎
外
の
問
題
は
、
な
お
主
と
し
て
、
人
間

生
活
の
政
治
的
国
家
（
そ
こ
で
は
人
間
は
共
同
的
存
在
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
）
と
市
民
社
会
（
そ
こ
で
は
人
間
は
私
人
と
し
て
行
動
し
、
生
活
す

る
）
と
へ
の
分
裂
、
人
間
そ
れ
自
体
の
公
人
と
私
人
と
へ
の
分
裂
と
い
う
視
角
か
ら
論
じ
ら
れ
、

の
に
お
け
る
人
間
の
類
的
生
活
の
疎
外
態
の
分
析
が
欠
け
て
い
た
点
で
、

の
の
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
は
貨
幣
の
本
質
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
人
間
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
間
の

(

4

)

 

労
仇
お
よ
び
人
間
の
定
在
の
本
質
で
あ
る
」
と
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
分
析
視
角
の
前
者
（
人
間
生
活
の
政
治
国
家
と
市
民
社
会
へ
の
分
裂
）

か
ら
後
者
（
市
民
社
会
そ
の
も
の
に
お
け
る
人
間
の
類
的
生
活
の
疎
外
の
分
析
）
へ
の
深
ま
り
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な

「
ミ
ル
評
註
」
を
一
環
と
す
る
若
き
マ
ル
ク
ス
の
「
国
民
経
済
学
」
の
批
判
的
分
析
は
、

'
ヤ
人
問
題
」
の
貨
幣
把
握
そ
の
他
に
み
ら
れ
る
、
市
民
社
会
に
お
け
る
人
間
の
類
的
生
活
の
疎
外
の
端
緒
的
分
析
を
、

進
め
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

再
び
コ
ル
ニ
ュ
に
つ
い
て
い
え
ば
、

か
れ
は
、

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

「
ユ
ダ

「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
例
え
ば
富
、
国
家
権
力
等
々
を
人
間
的
存
在
か
ら
疎
外
さ

そ
の
点
で
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

マ
ル
ク
ス
が
社
会
主
義
の
立
場
か
ら
、
経
済
・
社
会
的
な
形
態
に
お
け
る
人
間
の
活

は
や
く
も
す
で
に
草
稿
『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批

い
ま
や
こ
こ
に
「
ミ
ル
評
註
」
を
媒
介
に
し
て
、

そ
の
根
拠
た
る
、
市
民
社
会
そ
の
も

そ
れ
ら
は
な
お
大
き
な
制
約
を
う
け
て
い
た
。
と
は
い
う
も

い
つ
そ
う
お
し

「
国
民
経
済
学
」
の
研
究
と
ド
イ
ツ

モ
ー
ゼ
ス
・
ヘ
，
ス
の
空
想
的
共
産
主
義
の
思

九
四

・,.,.. :: ・ .,・.. 『:.•.••. ヽ ・・--・- , .. ,、...........り..........., ● • 一...ー・.~
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間
の
類
的
活
動
の
外
在
化
の
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

る
労
佑
な
ら
び
に
労
仇
の
諸
関
係
の
以
上
の
よ
う
な
洞
察
に
も
と
づ
き
、

九
五

市
民
社
会
の
「
公
益
性
」
を
論
証
し
よ
う
と
す

「
国
民
経
済
学
」
の
展
開
す
る
諸
範
疇
の
真
の
内
容
は
、
人 「人

わ
が
も
の
と
す
る
に
至
っ
た
。

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
で
は
私
的
人
間
の
利
己
的
活
動
と
し
て
な
お
抽
象
的
に
つ
か
ま
れ
て
い

た
市
民
社
会
の
人
間
の
労
仇
な
ら
び
に
労
佑
の
諸
関
係
を
、
い
ま
や
い
つ
そ
う
厳
密
に
、

的
に
規
定
さ
れ
た
特
定
の
労
仇
形
態
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
人
間
の
類
的
生
活
の
疎
外
態
と
し
て
把
握
す
る
た
め
の
て
が
か
り
を
、

で
は
労
仇
の
自
己
疎
外
、
あ
る
い
は
疎
外
さ
れ
た
労
仇
と
は
い
か
な
る
事
態
を
さ
し
て
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
？
「
ミ
ル
評
註
」
は
市
民

よ
っ
て
、
「
生
命
の
自
由
な
発
現
」
と
し
て
の
労
仇
は
、
「
生
命
の
外
在
化
」
、

社
会
に
お
け
る
人
間
の
労
仇
の
根
本
的
な
問
題
性
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
事
実
の
洞
察
に
達
す
る
。
ま
ず
労
仇
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い

え
ば
、
私
的
所
有
を
前
提
に
す
る
市
民
社
会
で
は
、
人
間
は
生
き
る
た
め
に
、
生
活
手
段
を
獲
得
す
る
た
め
に
の
み
労
仇
す
る
こ
と
に

「
強
制
さ
れ
た
労
仇
」
に
、
「
内
的
必
然
的
欲
求
に
も
と

づ
く
」
労
佑
は
、
「
外
的
偶
然
的
な
必
要
に
よ
る
」
労
仇
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
は
労
仇
の
か
か
る
疎
外
さ
れ
た
労
仇
へ
の
転
化
に
対

応
し
て
、
市
民
社
会
で
は
、
「
人
間
的
活
動
の
創
造
物
」
は
「
彼
に
と
つ
て
疎
遠
な
力
」
と
化
し
、
「
人
間
の
創
り
だ
し
た
富
」
は
「
創

り
出
し
た
者
の
貧
困
」
と
な
っ
て
現
わ
れ
、

「
人
間
を
他
の
人
間
と
結
び
つ
け
る
本
質
的
な
紐
帯
」
は
「
非
本
質
的
な
紐
帯
」
、

(

5

)

 

間
の
他
の
人
間
か
ら
の
分
離
」
に
転
化
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
か
く
て
第
二
に
、
い
ま
や
「
評
註
」
は
、
市
民
社
会
に
お
け

つ
ま
り
「
疎
外
さ
れ
た
労
仇
」
と
い
う
歴
史

め
た
か
た
ち
で
つ
か
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

に
人
間
の
自
己
疎
外
と
し
て
論
じ
て
き
た
も
の
を
、

と
い
う
の
は
こ
う
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、

古
典
哲
学
の
研
究
と
は
、
若
き
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
独
自
の
社
会
主
義
的
立
場
の
い
つ
そ
う
の
深
化
の
立
場
か
ら
、

め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

「
ミ
ル
評
註
」
は
す
で
に
述
べ
た
労
佑
観
に
依
拠
し
て
、

「
人
間
の
類
的
活
動
の
疎
外
」
、

こ
れ
ま
で
の
論
稿
で
は
た
ん

つ
ま
り
「
労
佑
の
自
己
疎
外
」
と
い
う
つ
き
っ

一
点
に
合
流
せ
し

・ー ・.--~ ー.....一・- ーニニ＿＿．．．．．．
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る
「
国
民
経
済
学
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
明
る
み
に
だ
す
と
と
も
に
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
経
済
学
の
止
揚
の
方
向
を
明
ら
か

さ
て
「
ミ
ル
評
註
」
は
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
課
題
を
、
ミ
ル
の
『
網
要
』
に
お
け
る
貨
幣
の
本
質
規
定
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
「
ユ
ダ

ヤ
人
問
題
」
に
お
い
て
な
さ
れ
た
独
特
の
貨
幣
の
本
質
規
定
を
い
つ
そ
う
徹
底
せ
し
め
る
形
で
遂
行
す
る
。
す
な
わ
ち
「
評
註
」
は
、

(

6

)

 

貨
幣
の
本
質
を
す
ぐ
れ
て
そ
の
交
換
手
段
機
能
に
お
い
て
規
定
し
た
ミ
ル
の
規
定
を
、

本
質
を
理
解
し
て
い
る
」

(s.
5
3
1
)

と
一
面
で
は
肯
定
し
つ
つ
も
、
他
面
で
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
方
法
に
倣

つ
て
、

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

「
評
註
」
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
属
性

こ
の
貨
幣
を
神
人
媒
介
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
の
地
位
、
機
能
に
な
ぞ
ら
え
つ
つ
、
疎
外
論
の
視
角
か
ら
、
さ
き
の
ミ
ル
に
お
け

る
交
換
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
本
質
規
定
の
真
の
内
容
は
、
実
は
人
間
の
類
的
活
動
の
外
在
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し

(

7

)

 

て
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

す
で
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
交
換
の
本
質
は
、
生
産
過
程
に
お
け
る
労
佑
の
交
換
と
同
様
に
、
人
間
の
類
的
活
動
の
交
換

の
一
形
態
で
あ
り
、
人
間
の
社
会
的
交
通
の
一
形
態
で
あ
る
点
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
私
的
所
有
の
も
と
で
は
、
人
間
の
つ
く
り
だ
し

た
も
の
が
相
互
に
補
足
さ
れ
あ
う
と
こ
ろ
の
こ
の
社
会
的
な
行
為
が
外
在
化
さ
れ
て
、
そ
の
結
果
、
も
と
も
と
人
間
の
類
的
活
動
の
一
属

性
で
あ
る
こ
の
媒
介
す
る
運
動
が
、
人
間
の
外
に
あ
る
、
あ
る
質
料
的
な
も
の
の
属
性
に
な
る
。

を
も
つ
に
至
っ
た
も
の
が
貨
幣
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
方
人
間
は
、
宗
教
的
世
界
（
意
識
の
世
界
）
に
お
い
て
自
己
の
類
的
本
質
を
神
人

媒
介
者
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
無
力
な
存
在
に
化
し
た
よ
う
に
、
経
済
的
世
界
（
現
実
の
世
界
）

で
も
、
人
間
は
さ
き
の
媒
介
す
る
運
動
を
自
己
の
外
に
あ
る
物
象
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
自
己
を
喪
失
し
た
、
非

人
間
的
な
人
間
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
も
と
も
と
「
自
己
の
意
志
」
、
「
自
己
の
活
動
」
、
「
自
己
の
他
の
人
間
に
た
い
す
る
関
係
」
の
外

に
す
る
。

「
そ
れ
は
ま
こ
と
に
み
ご
と
で
、
ま
た
問
題
の

九
六
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初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

在
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
物
象
の
運
動
に
自
己
を
従
属
さ
せ
、

異
つ
て
、

九
七

い
ま
や
「
ミ
ル
評
註
」
が
、

こ
れ
を
自
己
か
ら
全
く
独
立
し
た
力
と
し
て
眺
め
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
ミ
ル
評
註
」
は
、
貨
幣
を
す
ぐ
れ
て
交
換
手
段
機
能
に
お
い
て
と
ら
え
た
ミ
ル
の
貨
幣
把
握
の
内
容
に
、
疎
外
論
の

視
角
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
で
端
緒
的
に
把
握
さ
れ
た
貨
幣
の
本
質
に
つ
い
て
の
独
自
の
規
定
に
、

い
つ
そ
う
詳
細
な
内
容
づ
け
を
与
え
る
に
至
っ
た
。
だ
が
し
か
し
前
者
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
点
で
、
後
者
に
較
べ
て
、
画
期
的
な
前
進
を

遂
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
評
註
」
は
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
こ
ん
で
、
貨
幣
発
生
の
根
拠
で
あ
る
人
間
の
類
的
活
動
の
疎
外
を
、
市
民
社

会
の
前
提
で
あ
る
私
有
財
産
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
有
財
産
ー
ー
＇
交
換
＇
~
価
値
ー
ー
貨
幣
と
い
う
「
国
民
経
済
学
」
の
範

疇
展
開
が
、
人
間
の
類
的
活
動
の
外
在
化
の
展
開
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

疇
の
全
展
開
を
単
な
る
事
実
と
し
て
と
ら
え
、
偶
然
的
な
必
要
の
所
産
と
し
て
し
か
把
握
で
き
な
い
」

「
こ
れ
ら
の
諸
範

(s. 5
4
0
)
 

そ
れ
ら
の
諸
範
疇
が
私
的
所
有
と
結
び
つ
い
た
特
定
の
範
疇
（
歴
史
的
な
範
疇
）
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

、
、
、

ま
ず
「
ミ
ル
評
註
」
の
一
節
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
自
問
自
答
を
展
開
し
て
い
る
。
「
私
有
財
産
は
な
ぜ
貨
幣
態
（
含
l

、

、、

dwesen)
に
ま
で
ゆ
き
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
、
人
間
は
社
会
的
な
存
在
と
し
て
交
換
に
ま
で

ゆ
き
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
私
的
所
有
を
前
提
に
す
れ
ば
、
交
換
は
価
値
に
ま
で
ゆ
き
つ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
」
。
さ
ら
に

「
国
民
経
済
学
」
と

こ
の
点
を
敷
術
し
て
言
う
。
「
す
な
わ
ち
交
換
を
お
こ
な
う
人
間
の
媒
介
的
な
運
動
は
、
社
会
的
な
運
動
で
も
な
け
れ
ば
、
人
間
的
な

9

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

運
動
で
も
な
く
、
ま
た
人
間
的
な
関
係
で
も
な
い
。
そ
れ
は
私
的
所
有
と
私
的
所
有
と
の
抽
象
的
な
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
抽
象

的
な
関
係
が
価
値
で
あ
っ
て
、
こ
の
価
値
の
価
値
と
し
て
の
現
実
的
な
実
存
こ
そ
、
ま
さ
に
貨
幣
で
あ
る
」

(s. 5
3
2
)

。

以
上
に
引
用
し
た
私
有
財
産
ー
交
換
ー
価
値
ー
貨
幣
と
い
う
経
済
学
諸
範
疇
の
規
定
を
と
お
し
て
、

「
国
民
経
済
学
」
の
諸
範
疇
の
内
実
は
人
間
の
類
的
活
動
の
外
在
化
の
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
か
か
る
観
点

・: :'.:~,; ，＇ ，言・'·•,:,,'●,. . 
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産
の
規
定
」
ー
「
外
在
化
さ
れ
た
私
有
財
産
の
規
定
の
対
自
化
」
と
い
う
展
開
に
お
い
て
と
ら
え
る
。

で
は
価
値
が
外
在
化
さ
れ
た
私
有
財
産
の
規
定
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
が
、
私
有
財
産
の
外
在
化
の
関
係
で
あ
る
交
換
過
程
の
い
か
な

れ
た
類
的
生
活
と
い
う
前
提
に
立
つ
て
、

再
び
さ
き
に
引
用
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
一
の
範
疇
規
定
に
よ
っ
て
貨
幣
発
生
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
つ
つ
も
、
い
ま
や
こ

れ
ら
の
諸
範
疇
の
間
の
移
行
の
契
機
を
私
有
財
産
の
外
在
化
と
い
う
規
定
に
も
と
め
て
、
さ
き
の
範
疇
規
定
は
私
有
財
産
の
外
在
化
と

い
う
規
定
の
展
開
過
程
で
あ
る
と
説
き
、
し
か
も
こ
の
過
程
が
、
そ
の
ま
ま
、
人
間
の
類
的
活
動
の
外
在
化
の
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い

(

8

)

(

9

)

 

こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
有
財
産
の
基
礎
に
あ
る
労
仇
は
疎
外
さ
れ
た
労
仇
で
あ
っ
た
が
、
．
そ
れ
に
対
応
し
て
、
私
有
財
産
の
本

質
は
「
人
間
の
外
在
化
さ
れ
た
類
的
生
活
」
で
あ
る
こ
と
を
、

交
換
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
「
私
的
所
有
者
の
双
方
の
側
か
ら
措
定
さ
れ
る
相
互
規
定
的
な
外
在
化
の
関
係
」
と
し
て
規
定
す
る
。
そ
し

て
「
評
註
」
に
よ
れ
ば
、
価
値
と
は
か
か
る
私
有
財
産
の
外
在
化
の
成
果
と
し
て
析
出
さ
れ
た
も
の
、

財
産
」
の
一
規
定
で
あ
っ
て
、
貨
幣
は
こ
の
外
在
化
さ
れ
た
私
有
財
産
の
規
定
の
「
対
自
化
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。
か
く

て
「
評
註
」
は
さ
き
の
私
有
財
産
ー
（
交
換
）
ー
価
値
ー
貨
幣
と
い
う
経
済
学
的
諸
範
疇
の
展
開
を
、

私
有
財
産
ー
（
「
私
有
財
産
の
相
互
規
定
的
な
外
在
化
の
関
係
」
）
ー
「
外
在
化
さ
れ
た
私
有
財

と
こ
ろ
で
「
評
註
」
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、

私
有
財
産
1
1

人
間
の
外
在
化
さ

つ
ま
り
「
外
在
化
さ
れ
た
私
有

「
評
註
」
は
ま
ず
確
認
す
る
。
か
か
る
前
提
に
立
つ
て
、

「
評
註
」
は

他
の
筒
所
で
い
ま
少
し
詳
細
に
、

こ
の
構
想
を
述
べ
て
い
る
。

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

す
な
わ
ち
そ
こ
で
も

か
ら
、
こ
れ
ら
の
諸
範
疇
を
、
ひ
と
た
び
私
的
所
有
が
措
定
さ
れ
る
や
、
そ
の
他
の
諸
範
疇
は
一
定
の
論
理
必
然
的
な
順
序
で
も
つ
て

措
定
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
諸
範
疇
と
し
て
と
ら
え
直
そ
う
と
い
う
、
独
自
の
構
想
を
う
ち
だ
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が

そ
れ
と
と
も
に
、
引
用
し
た
か
ぎ
り
の
も
の
で
は
、
そ
の
説
明
は
な
お
は
な
は
だ
抽
象
的
で
あ
る
。

九
八
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「
す
で
に
私
有
財
産
と
私
有
財
産
と
の
社
会
的
な
関
係
は
私
有
財
産
の
自
己
疎
外
さ
れ
た
関
係
で
あ

、
、
、

る
。
だ
か
ら
こ
の
関
係
が
対
自
的
に
な
っ
た
実
存
、
す
な
わ
ち
貨
幣
は
、
私
有
財
産
の
外
在
化
で
あ
り
、
そ
れ
に
特
有
の
人
格
的
本
性

の
捨
象
で
あ
る
」

(
S
.
5
3
2
)

。

か
く
て
「
評
註
」
は
、
貨
幣
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
人
間
の
類
的
活
動
の
自
己
疎
外
の
一
応
の
完
成
態
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
、
再
び
ー

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

る」

(
S
.
5
4
0
)

。
あ
る
い
は
言
う
、

価
値
の
な
か
に
あ
っ
た
よ
う
に
、

九
九

る
プ
ロ
セ
ス
を
と
お
し
て
析
出
さ
れ
、
明
ら
か
に
さ
れ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
評
註
」
は
次
の
よ
う
な
独
自
の
交
換
過
程
論
と
も
い
う

べ
き
も
の
を
展
開
す
る
。
「
私
有
財
産
は
他
の
私
有
財
産
と
関
連
せ
し
め
ら
れ
、
こ
れ
と
等
置
さ
れ
る
。
か
れ
の
私
有
財
産
の
位
置
に
は

、

、

、

、

他
の
本
性
を
も
っ
た
私
有
財
産
が
入
り
こ
み
、
そ
れ
自
体
は
他
の
本
性
を
も
っ
た
私
有
財
産
の
位
置
を
代
表
す
る
。
か
く
て
双
方
の
側

、
、
、

つ
ま
り
他
の
自
然
生
産
物
(
N
a
t
u
r
p
r
o
d
u
k
t
)
の
同
等
物
と

に
お
い
て
私
有
財
産
は
他
の
本
性
を
も
っ
た
私
有
財
産
の
代
表
者
と
し
て
、

し
て
現
わ
れ
、
し
た
が
つ
て
双
方
の
側
は
お
の
お
の
か
れ
の
他
者
の
定
在
を
代
表
し
、
ま
た
お
の
お
の
は
こ
も
ご
も
か
れ
自
身
お
よ
ぴ

か
れ
の
他
者
の
代
理
人
と
し
て
相
互
に
関
係
し
あ
う
。
か
く
て
そ
の
も
の
と
し
て
の
(als
s
o
l
c
h
e
n
)
私
有
財
産
の
定
在
は

E
r
s
a
t
z
、
つ
ま

り
等
価
物
(
A
q
u
i
v
a
l
e
n
t
)
に
な
る
。
直
接
に
自
己
自
身
と
の
統
一
に
お
い
て
あ
る
か
わ
り
に
、
私
有
財
産
は
い
ま
で
は
も
は
や
他
の
私

、
、
、
、

有
財
産
と
の
関
係
と
し
て
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
て
私
有
財
産
は
価
値
、
直
接
に
は
交
換
価
値
と
な
る
」

(s.
5
3
8
)

。

い
ま
や
「
ミ
ル
評
註
」
は
以
上
の
分
析
の
成
果
と
し
て
、
価
値
を
規
定
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
価
値
と
し
て
の
私
有
財
産
の
定

、
、
、
、
、
、

在
は
、
私
有
財
産
の
直
接
の
定
在
と
区
別
さ
れ
た
、
私
有
財
産
に
特
有
の
本
質
に
と
つ
て
は
偶
然
的
な
規
定
で
あ
り
、
私
有
財
産
そ
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

自
体
の
外
在
化
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
定
の
相
対
的
な
定
在
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」

(s. 5
3
8
)

。
ま
た
貨
幣
は
、
外
在
化
さ

、、

れ
た
私
有
財
産
の
規
定
と
し
て
の
価
値
が
「
対
自
的
に
な
っ
た
実
存
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
評
註
」
は
言
う
、
・
「
私
有
財
産
の
外
在

、

、

、

、

、

、

、

、

化

の

規

定

が

、

す

で

に

等

価

物

、

貨

幣

は

こ

の

外

在

化

の

感

性

的

、

自

己

対

象

的

な

定

在

で

あ



•,", ．， 
. I 

524 

論
を
も
と
に
も
ど
す
。
す
で
に
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

は
、
や
や
一
面
的
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

て、 が
「
私
有
財
産
の
外
在
化
の
関
係
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

私
有
財
産
の
規
定
」
）
ー
貨
幣

(11
「
外
在
化
さ
れ
た
栽
有
財
産
の
規
定
の
対
自
化
」
）
と
い
う
展
開
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

経
済
学
」
に
お
け
る
交
換
、
価
値
、
貨
幣
等
の
諸
範
疇
が
、
．
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
人
間
の
類
的
活
動
の
外
在
態
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と

を
追
求
し
た
。

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
に
お
い
て
端
緒
的
に
つ
か
み
だ
さ
れ
た
貨
幣
の
物
神
性
把
握
が
、

済
学
」
の
基
礎
的
諸
範
疇
の
こ
の
批
判
的
分
析
を
媒
介
に
し
て
、

い
か
に
飛
躍
的
に
前
進
を
と
げ
た
か
は
も
は
や
い
う
ま
で
も
な
い
。

、
、
、
、
、
、

だ
が
ち
な
み
に
一
言
し
て
お
け
ば
、
疎
外
の
理
論
に
も
と
づ
く
貨
幣
の
発
生
の
必
然
性
の
追
求
の
な
か
で
、
ー
な
お
朋
芽
的
と
い
う

、
、
、
、
、
、

限
定
を
附
し
て
で
は
あ
る
が
ー
貨
幣
が
と
も
か
く
価
値
の
自
立
姿
態
と
し
て
つ
か
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
る
に
四
四

年
『
手
稿
』
に
の
み
よ
っ
た
と
い
う
制
約
に
も
と
づ
く
点
も
あ
る
が
、

A
・
ベ
ナ
リ
、

H
・
グ
ラ
ゥ
ル
は
、

幣
把
握
を
評
価
し
て
、

一
方
で
は
「
貨
幣
の
物
神
性
把
握
の
確
立
」
は
こ
れ
を
承
認
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
こ
の
把
握
の
限
界
と
し

(
1
0
)
 

「
貨
幣
を
一
般
的
等
価
と
し
て
認
識
し
て
い
る
な
ど
と
は
と
う
て
い
い
わ
れ
な
い
」
、

さ
て
以
上
の
よ
う
に
、

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

「
国
民
経
済
学
」
に
あ
っ
て
は
、
分
業
と
交
換
こ
そ
市
民
社
会
の
公
益

と
述
べ
て
い
る
が
、

だ
が
以
上
の
分
析
に
支
え
ら
れ
媒
介
さ
れ
た
か
た
ち
で
ー
た
ち
か
え
つ
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
貨
幣
に
お
い
て
、
つ
ま
り
素
材
の
本
性

や
私
有
財
産
の
特
殊
な
本
性
に
た
い
し
て
、
そ
し
て
ま
た
私
有
財
産
の
人
格
的
本
性
に
た
い
し
て
も
全
く
無
関
心
な
も
の

(Gleichgiil
,
 

、
、
、
、
、

t
i
g
k
e
i
t
)
に
お
い
て
、
人
間
に
た
い
す
る
疎
外
さ
れ
た
物
象
の
完
全
な
支
配
が
現
わ
れ
る
」
。
「
も
と
も
と
人
間
の
人
間
に
た
い
す
る
支
配
と

、
、
、
、

し
て
あ
る
べ
き
も
の
が
、
い
ま
や
物
象
の
人
間
に
た
い
す
る
、
生
産
物
の
生
産
者
に
た
い
す
る
普
遍
的
な
支
配
と
な
っ
て
い
る
」
（
s.

540)。

「
ミ
ル
評
註
」
は
、
私
有
財
産
即
「
外
在
化
さ
れ
た
人
間
の
類
的
生
活
」
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
ま
た
交
換

こ
れ
ら
の
上
に
立
つ
て
＼
私
有
財
産
ー
価
値

(
I
「
外
在
化
さ
れ
た

「
評
註
」
に
お
け
る
「
国
民
経

パ
リ
時
代
の
マ
ル
ク
ス
の
貨

こ
の
よ
う
な
評
価

1
0
0
 

「
国
民

/;---_:_.・... 
,
9
 

1
.
＿
 

--_. ___ , __ . ,_:__. --ー・．． ＿＿ と一--- -・ ··-—.-~·-. ・・ ロ
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、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
交
換
関
係
を
前
提
に
す
れ
ば
、
労
佑
は
直
接
に
営
利
労
佑

、
、
、
、
、
、
、

続
い
，
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
交
換
に
よ
っ
て
労
佑
は
営
利
の
源
泉
と
な
っ
た
。
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、

く
て
い
ま
や
労
佑
の
目
的
と
定
在
と
は
様
々
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
生
産
物
は
価
値
、
交
換
価
値
、
等
価
物
と
し
て
生
産
さ
れ
る
の

(Erw_erbsarbeit) 

に
な
る
」
と
述
べ
、

ま
ず
「
評
註
」
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
佑
と
交
換
と
の
関
連
に
つ
い
て
、

1
0
 

的
な
叙
述
を
遺
し
て
い
る
。

で、 性
を
端
的
に
示
す
範
疇
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
「
ミ
ル
評
註
」
に
よ
れ
ば
、
分
業
、
交
換
の
か
か
る
範
疇
的
把
握
こ
そ
「
国
民
経
済

学
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
人
間
の
社
会
的
交
通
の
疎
外
さ
れ
た
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ

た
。
交
換
に
つ
い
て
は
す
で
に
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
分
業
に
つ
い
て
も
「
評
註
」
は
こ
の
点
を
指
摘
し
て
言
う
。
「
人
間
紅

、
、
、
、
、
、
、
、

活
動
の
生
産
物
の
相
互
的
な
交
換
が
交
換
取
引
、
暴
利
商
業
と
し
て
現
象
す
る
よ
う
に
、
活
動
そ
れ
自
身
の
相
互
的
な
補
足
と
交
換
と

島

は
分
業
と
し
て
現
象
す
る
。
…
…
社
会
的
な
組
織
は
そ
の
反
対
物
と
し
て
の
み
、
つ
ま
り
疎
外
の
形
態
を
と
つ
て
存
在
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
ま
さ
に
人
間
的
労
仇
の
統
一
は
分
割
と
し
て
の
み
考
察
さ
れ
る
」

(s.
540)
。

さ
て
、
市
民
社
会
に
お
け
る
人
間
の
諸
関
係
の
も
つ
と
も
基
礎
的
な
結
節
点
た
る
、
分
業
と
交
換
と
を
右
の
よ
う
に
と
ら
え
た
う
え

「
評
註
」
は
、

し
て
の
生
産
」
と
、

「
生
産
物
の
価
値
と

こ
れ
ま
で
の
論
述
の
総
括
を
示
す
か
の
如
く
、
こ
の
分
業
あ
る
い
は
交
換
を
媒
介
に
し
て
、

そ
の
根
底
に
あ
る
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
特
定
の
労
仇
1
1

「
疎
外
さ
れ
た
労
佑
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
、
断
片

で
あ
っ
て
、
も
は
や
生
産
者
に
た
い
す
る
直
接
に
人
格
的
な
関
係
の
た
め
に
生
産
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
生
産
が
多
面
的
に
な
れ
ば
な

る
だ
け
、
し
た
が
つ
て
一
方
で
は
生
産
者
の
欲
求
が
、
他
方
で
は
生
産
者
の
仕
事
が
多
面
的
に
な
れ
ば
な
る
だ
け
、
い
つ
そ
う
労
佑
は
営

利
労
仇
の
範
疇
に
入
り
、
遂
に
は
労
佑
は
も
は
や
こ
の
よ
う
な
意
義
し
か
も
た
な
い
で
、
生
産
者
が
自
己
の
生
産
物
に
た
い
し
て
直
接

、
、
、
、
、
、

的
な
享
受
や
人
格
的
な
欲
求
の
関
係
に
立
つ
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
活
動
す
る
こ
と
、
労
仇
の
行
為
そ
れ
自
体
が
か
れ
に
と
つ
て
人
格
性

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）
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(s. 

540)。

1
0
ニ

、
、
、
、

の
享
受
で
あ
り
、
自
然
的
資
質
の
現
実
化
で
あ
り
、
精
神
的
目
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
全
く
偶
然
的
で
非
本
質
的
な
も
の
に
な
つ
て

(s. 5
3
9
)

。

ま
た
「
評
註
」
は
す
で
に
述
ぺ
た
分
業
把
握
に
立
つ
て
、
分
業
と
営
利
労
佑
、
生
産
物
の
価
値
と
し
て
の
生
産
と
の
関
連
を
総
括
し

て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
分
業
を
前
提
す
れ
ば
、
そ
の
内
部
で
は
私
有
財
産
の
素
材
を
な
す
生
産
物
は
、
個
々
人
に
と
つ
て

、

、

、

、

、

、

ま
す
ま
す
等
価
物
た
る
の
意
義
を
お
び
、
い
ま
や
個
々
人
は
も
は
や
剰
余
物
を
交
換
に
だ
す
の
で
は
な
く
て
、
生
産
の
対
象
物
が
彼
に

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

と
つ
て
全
く
関
心
が
な
い

(gleichgiiltig)

の
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
は
も
は
や
彼
の
生
産
物
を
自
己
の
必
要
と
す
る
も
の
と
直
接
に
交

換
し
な
い
。
等
価
物
は
等
価
物
と
し
て
の
実
存
を
貨
幣
の
う
ち
に
受
け
と
る
。
い
ま
や
貨
幣
が
営
利
労
仇
の
直
接
の
結
果
で
あ
り
、
交

換
の
媒
介
者
で
あ
る
」

わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
に
「
評
註
」
が
、

を
明
る
み
に
だ
す
に
至
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
し
た
が
、

「
国
民
経
済
学
」
の
展
開
す
る
諸
範
疇
は
人
間
の
類
的
活
動
の
疎
外
態
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と

そ
の
こ
と
は
ま
た
、

い
ま
や
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
ら
の
諸
範
疇
を
私
的
所

有
と
結
び
つ
い
た
す
ぐ
れ
て
歴
史
的
な
範
疇
と
し
て
把
握
す
る
に
至
っ
た
、
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
右
に
引
用
し
た
二
つ

の
総
括
的
叙
述
は
、
価
値
、
貨
幣
等
の
諸
範
疇
、
あ
る
い
は
そ
の
基
礎
に
あ
る
労
仇
範
疇
1
1

営
利
労
佑
が
、
私
的
所
有
を
前
提
す
る
特

定
の
分
業
制
度
、
交
換
関
係
と
結
び
つ
い
た
歴
史
な
範
疇
で
あ
る
こ
と
を
直
載
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
点
（
経
済
的
諸
範
疇
の

R
 

歴
史
性
）
を
い
つ
そ
う
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
や
。
ハ
リ
時
代
の
マ
ル
ク
ス
が
、
「
国
民
経
済
学
」
の
批
判

の
基
準
を
ど
こ
に
求
め
、
い
か
な
る
方
法
原
理
に
し
た
が
つ
て
、
こ
の
経
済
学
を
止
揚
し
よ
う
と
企
図
す
る
に
至
っ
た
か
が
、
ほ
ぼ
そ

の
大
筋
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

註
(

1

)

A
.
 C
o
r
n
u
,
 
K
a
r
l
 M
a
r
x
 u
n
d
 Friedrich 
E
n
g
e
l
s
,
 
L
e
b
e
n
 
g
 
d
 W
e
r
k
,
 
B
d
.
 I
,
 Berlin 1
9
5
4
,
 
S
.
 4
1
8
・
 

(

2

)

 

K
 Ma
r
x
,
 O
k
o
n
o
m
i
s
c
hー

philosophische

M
a
n
u
s
k
r
i
p
t
e
 (1844)• 

in 
M
E
G
A
,
 A
b
t
.
 I• 

B
d
.
 3
,
 
S
.
 
1
5
4
.
 

い
る
」

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

邦
訳
、
マ
ル
・
エ
ン
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選
集
補
巻
4
、
四

0
0
頁。

(
3
)
 V
g
l
.
 A
.
 C
o
r
n
u
,
 a. a. 
0., 
S
.
 
523, 
S
.
 
533, 
S
.
 
546. 

A
.
 C
o
r
n
u
,
 K
a
,
 ｀
 

l
 M
a
,、N
"
D
i
e
6
k
oミ
o
m
i
s
c
h
,
 
Philosophisc/ien 
M
a
n
u
s
k
r
i
p
t
e
,
 Berlin 
1955, 
S
.
 
7, 
S
.
 
9. 

例
え
ば
コ
ル
ニ
ュ
は
『
K
・
マ
ル
ク
ス
と

F
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
』
で
言
う
、
「
ヘ
ス
の
論
文
（
「
貨
幣
の
本
質
に
つ
い
て
」
ー
筆
者
註
）
は
、
そ
の

欠
陥
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
に
過
小
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
。
い
ま
や
そ
れ
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
経
済
学
に
つ
い

て
の
論
稿
と
あ
い
な
ら
ん
で
、
か
れ
が
新
た
に
手
に
入
れ
た
共
産
主
議
の
理
論
を
経
済
学
的
に
基
礎
．
つ
け
る
た
め
の
て
が
か
り
を
提
供
し
た
。

マ
ル
ク
ス
は
い
ま
や
こ
れ
ら
の
影
轡
の
も
と
に
、
疎
外
を
政
治
ー
社
会
的
な
立
場
か
ら
、
そ
し
て
ま
た
経
済
ー
社
会
的
な
立
場
か
ら
考
察
し
た

」

(s.
5
2
3
)
。

な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
初
期
マ
ル
ク
ス
と
青
年
＾
・
ー
ゲ
ル
派
ー
初
期
マ
ル
ク
ス
研
究
に
関
す
る
一
展
望
」
（
『
経
済
論
集
』
第
七

'

巻

、

第

七

号

）

第

四

節

参

照

。

．

(
4
)
 K. M
a
r
x
 `
 
Z
u
r
 Jude'nfrage! 
in M
a
r
x
•
E

ミ
g
e
l
sWe
r
k
e
,
 
B
d
;
 
I[, 
S
 ,
 375. 
邦
訳
、
マ
ル
・
エ
ン
選
集
補
巻
4
、
一
六
七
頁
。

(
5
)
 V
g
l
.
 
M
E
G
A
,
 A
b
t
.
 I
,
 

B
d
.
 3
 `
 
s. 
537, 
s. 539, 
s. 547. 

(
6
)
 V
g
l
.
 
J
a
m
e
s
 Mill, 
E
l
e
m
e
n
t
 of-Political 
E
c
o
n
 
0my• 

3
r
d
 ed., 
L
o
n
d
o
n
 1826, 
c
h
a
p
.
 
3, 
sect. 
6
 ̀

 
pp. 128~130. 

(

7

)

 V
g
l
.
 
M
E
G
A
,
 A
b
t
.
 I
,
 

B
d
.
 3, 
S
S
.
 
5
3
1
~
5
3
2
.
 

(

8

)

「
ミ
ル
評
註
」
は
、
「
私
有
財
産
の
外
在
化
」
と
い
う
規
定
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
私
が
私
の
私
有
財
産
を
他
人
に
譲

、
、
、
、

渡
す
る
ば
あ
い
、
そ
れ
は
私
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
私
か
ら
独
立
し
た
、
私
の
領
分
の
外
に
あ
る
物
象
、
私
に
と

、
、
、

つ
て
外
的
な
物
象
に
な
る
。
か
く
て
私
は
試
の
私
有
財
産
を
外
在
化
す
る
」

(s.
5
3
7
)
。
ま
た
「
外
在
化
さ
れ
た
私
有
財
産
」
と
い
う
規
定
に

、
、
、
、
、
、

つ
い
て
は
、
「
菰
有
財
産
が
私
の
私
有
財
産
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
が
ら
、
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
有
財
産
一
般
で
あ
る
こ
と
を
や
め

、
、
、
、

な
い
ば
あ
い
、
つ
ま
り
そ
れ
が
私
の
外
に
あ
る
他
の
人
間
に
た
い
し
て
、
か
つ
て
そ
れ
が
私
に
た
い
し
て
も
つ
て
い
た
と
同
一
の
関
係
を
も
っ

9

、
、

て
あ
ら
わ
れ
る
ば
あ
い
、
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
が
他
の
人
間
の
私
有
財
産
と
な
っ
て
い
る
ば
あ
い
、
そ
れ
は
外
在
化
さ
れ
た
私
有
財
産
と
な

つ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」

(s.
5
3
7
)
と
言
う
。

ち
な
み
に
一
言
し
て
お
け
ば
、
ル
カ
ー
チ
は
、
「
外
在
化
」
、
「
疎
外
」
と
い
う
言
葉
が
、
「
売
却
」
、
「
譲
渡
」
と
い
う
言
葉
（
但
し
マ
ル
ク

ス
は
こ
こ
で
は

ablas器
n'
を
用
い
て
い
る
）
に
由
来
す
る
こ
と
を
説
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
も
と
も
と
『
外
在
化
』
、
『
疎
外
』

と
い
う
表
現
は
決
し
て
新
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
表
現
は
全
く
の
と
こ
ろ

6̂alienation"
と
い
う
言
葉
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
あ
っ

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）
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ほ
ど
「
評
註
」
は
、

的
な
意
義
を
賦
与
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
。
だ
が
そ
の
た
め
に
、

、
、
、
、
、
、

「
リ
カ
ー
ド
は
、
価
値
の
大
い
さ
の

「
評
註
」
の
叙
述
は
、
な
お
は
な
は
だ
末
成
熟
で
あ
る
こ
と
は

「
評
註
」
の
も
っ
て
い
る
限
界
が
見
失
わ
れ
て
は
な
る
ま
い
。
な
る

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、

の
論
点
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
若
き
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
「
経
済
学
批
判
へ
の
端
緒
」
確
立
の
視
角
か
ら
、

「
国
民
経
済
学
」
の
基
本
的
な
性
格
に
根
本
的
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
明

る
み
に
ひ
き
だ
す
と
と
も
に
、

い
の
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、

こ
の
経
済
学
の
止
揚
の
基
本
的
な
方
向
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
の
考
察
の
主
題
も

ま
た
そ
こ
に
あ
っ
た
が
、
し
か
し
経
済
学
そ
の
も
の
と
し
て
見
れ
ば
、

否
定
さ
れ
う
べ
く
も
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
幾
多
の
面
か
ら
こ
れ
を
論
ず
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
本
稿
の
主
題
は
そ
こ
に
は
な

い
ま
は
二
つ
の
論
点
に
か
ぎ
つ
て
、
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

『
剰
余
価
値
学
説
史
』
は
、
リ
カ
ー
ド
の
価
値
論
を
批
評
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

四

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

て
、
こ
の
言
葉
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
で
は
商
品
の
売
却

(
V
e
r
a
u
l
3
e
r
u
n
g
)
の
関
係
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
仕
と
ん
ど
す
べ
て
の
自
然
法
的
社
会

契
約
理
論
で
は
、
原
初
的
自
由
の
喪
失

(Verlust)
の
関
係
、
つ
ま
り
契
約
か
ら
生
れ
る
社
会
へ
の
、
原
初
的
自
由
の
譲
渡

(
U
汀
rtragung,

V
e
r
a
u
&
 "
 
r
u
n
g
)

の
関
係
に
用
い
ら
れ
た
」

(
D
e
r
jミ
sge
Hegel, 
Be "
 
rlin 
1
9
5
4
,
 
S
.
 
6
1
3
.
)
。

(

9

)

以
上
の
外
在
化
の
規
定
に
立
つ
て
、
「
ミ
ル
評
註
」
は
交
換
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
し
た
が
つ
て
交
換
あ
る
い
は
交
換

、
、
、
、

取
引
は
、
私
有
財
産
の
内
部
で
の
社
会
的
な
行
為
、
類
的
行
為
、
共
同
的
組
織
、
社
会
的
な
交
通
、
人
間
の
統
合
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

外
的
な
類
的
行
為
、
外
在
化
さ
れ
た
類
的
行
為
で
あ
る
。
…
•
•
•
そ
れ
は
社
会
的
な
関
係
の
反
対
物
で
あ
る
。
」
(
s
.53
8
)
。

(10) 
A. 
唇
品
r
y
/H. 
Graul, 
N
 u
r
 
E
n
t
s
t
e
h
u
n
g
 
d
e
r
 f
i
k
o
n
o
m
i
s
c
h
e
n
 
L
e
h
r
e
 
v
o
n
 
K
a
r
l
 
M
a
r
x
,
 
in 
Wirtschaftswissenschaft, 

N
r
 
3• 

1
9
5
4
,
"
 
s. 3
2
8
.
 

こ
れ
ま
で
の
初
期
マ
ル
ク
ス
研
究
で
は
比
較
的
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
「
ミ
ル
評
註
」
が
、
注
目
す
べ
き
幾
多

1
0
四

こ
れ
に
積
極

i, :,: ―ー・一`＿ こ＿＿．一 ----—--— ここ＿＿＿・ユ—- _' ' .'~: ~-~:··(:_ー'~::一・~-~ニ



~29 

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
．
考
察
（
重
田
）

き
な
い
」

(s.

540)
「
国
民
経
済
学
」
と
異
つ
て
、

し
た
が
つ
て
か
れ
に
あ
っ

て
は
、
商
品
の
貨
幣
へ
の
変
態
は
た
ん
に
形
式
的
な
あ
る
も
の
と
見
え
、
資
本
制
生
産
の
内
奥
に
深
く
喰
い
入
っ
て
い
る
も
の
と
は
見

(

2

)

 

え
な
い
」

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
経
済
的
諸
範
疇
の
全
展
開
を
「
単
な
る
事
実
と
し
て
と
ら
ぇ
、
偶
然
的
必
要
の
所
産
と
し
て
し
か
把
握
で

「
ミ
ル
評
註
」
は
、
人
間
の
類
的
活
動
の
自
己
疎
外
の
視
角
か
ら
、

範
疇
が
、
私
的
所
有
と
論
理
必
然
的
に
結
び
つ
い
た
諸
範
疇
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
な
お
朋
芽
的
な
形
で
で
は
あ
る
が
、
貨
幣
を

、
、
、
、
、
、
、
、
(

3

)

価
値
の
自
立
姿
態
と
し
て
と
ら
え
る
べ
く
試
み
て
い
た
。
し
た
が
つ
て
、
貨
幣
を
「
商
品
の
交
換
価
値
の
自
立
化
」
と
し
て
、
し
た
が

(

3

)

 

つ
て
そ
れ
自
体
「
交
換
過
程
の
産
物
」
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
か
ぎ
り
で
は
、
「
ミ
ル
評
註
」
は
、
リ
カ
ー
ド
価
値
論
に
集
中
的
に
示

さ
れ
て
い
る
「
国
民
経
済
学
」
の
根
本
的
な
欠
陥
が
那
辺
に
あ
り
、
如
何
な
る
方
向
に
克
服
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、

゜

が
商
品
の
統
一
態
と
し
て
現
わ
れ
る
特
殊
な
形
態
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
か
れ
は
貨
幣
を
理
解
し
な
い
。

み
を
と
り
あ
っ
か
い
、
し
た
が
つ
て
そ
の
注
意
を
、
さ
ま
ざ
ま
の
商
品
で
表
現
さ
れ
、

ま
た
言
う
、

1
0
五

こ
れ
ら
の
商
品
の
中
に
価
値
と
し
て
体
化
さ
れ

て
含
ま
れ
て
い
る
、
労
佑
の
相
対
的
な
量
に
の
み
注
い
で
い
る
点
で
、
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
商
品
に
含
ま
れ
て
い
る

労
仇
は
社
会
的
労
佑
と
し
て
、
外
在
化
さ
れ
た
個
別
的
労
仇
と
し
て
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
諸
商
品
に
含
ま
れ
て
い
る
私

、
、
、
、
、
、
、
、

的
個
人
の
労
佑
の
、
同
等
な
社
会
的
労
佑
へ
の
こ
の
変
態
、
し
た
が
つ
て
ま
た
あ
ら
ゆ
る
使
用
価
値
で
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
一

、
、
、
、
、
、
、
、

切
の
使
用
価
値
と
交
換
す
る
こ
と
の
で
き
る
労
仇
と
し
て
の
同
等
な
社
会
的
労
佑
へ
の
こ
の
変
態
、
ー
ー
＇
リ
カ
ー
ド
に
あ
っ
て
は
、
貨

幣
と
し
て
の
交
換
価
値
の
表
現
に
含
ま
れ
て
い
る
、
問
題
の
こ
の
質
的
側
面
が
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
事
情
を
ー
|
‘
諸
商
品
に
含

、
、
、
、
ヽ
ヽ
ヽ

(
1
)

ま
れ
て
い
る
労
仇
を
同
等
な
社
会
的
労
仇
と
し
て
、
す
な
わ
ち
貨
幣
と
し
て
叙
述
す
る
心
要
を
ー
~
リ
カ
ー
ド
は
看
過
し
て
い
る
」
。

「
諸
商
品
は
す
べ
て
そ
の
統
一
態
と
し
て
の
労
仇
に
分
解
さ
れ
う
る
。
リ
カ
ー
ド
が
研
究
し
て
い
な
い
も
の
は
、
労
佑

こ
れ
ら
の
諸

『
剰
余
価
値
学
説

． ：ーニ-~一・ニー・-..'.~-- _・_ . _・-- ~----~-··.. •. — 
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い
ま
少
し
立
ち
入
っ
て

1
な
さ
れ
た
分
業
把
握
を
、
四
四
年
『
手
稿
』
の
中
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
四
四
年
『
手
稿
』

の
分
業
把
握
に
つ
い
て
、
杉
原
教
授
は
、

そ
の
積
極
的
意
義
を
十
分
に
評
価
し
つ
つ
も
、

論
著
と
対
比
し
な
が
ら
、
①
「
分
業
が
一
般
に
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
媒
介
環
と
し
て
有
す
る
意
義
の
解
明
に
つ
い
て
は
、

ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
け
る
ほ
ど
の
整
備
さ
れ
た
叙
述
を
わ
れ
わ
れ
は
『
手
稿
』
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
、
②
「
い

わ
ん
や
資
本
主
義
的
分
業
を
相
対
的
剰
余
価
値
生
産
の
為
の
一
形
態
と
し
て
と
り
あ
っ
か
う
『
資
本
論
』
の
分
析
方
法
の
ご
と
き
は
、

剰
余
価
値
論
の
明
確
な
論
理
を
も
た
ぬ
『
手
稿
」
に
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
、
と
い
う
二
点
か
ら
明
ら
か
に
し
、
全
体
と
し
て
こ
の

と
並
ん
で
、
分
業
に
多
大
の
注
目
を
払
っ
た
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
、

『
ド
イ

約
十
五
年
に
わ
た
る
マ
ル
ク
ス
の
刻
苦
に
み
ち
た
研
究
の
過
程
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い

(

7

)

 

た
。
い
ま
そ
の
間
の
里
程
標
を
明
ら
か
に
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
の
点
は
充
分
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
国
民
経
済
学
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
端
的
に
示
す
範
疇
と
し
て
、
交
換

そ
れ
の
も
つ
限
界
を
、
後
の
マ
ル
ク
ス
の
諸

「
評
註
」
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
一
の
分
析
視
角
か
ら
ー
ー
＇
だ
が

ま
た
し
ば
し
ば
触
れ
た
よ
う
に
、

「
ミ
ル
評
註
」
は
、

こ
の
労
仇
の
二
重
性
が
「
は
じ
め
て
批
判
的
に
指
摘
さ
れ
た
」
の
は
、

（
一
八

史
』
の
批
判
の
根
本
的
な
方
向
の
原
型
を
、
す
で
に
う
ち
だ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
点
は
明
確
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
）

と
こ
ろ
で
こ
の
リ
カ
ー
ド
の
価
値
論
の
根
本
的
欠
陥
の
科
学
的
な
解
決
は
、
さ
き
の
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
か
ら
の
二
つ
の
引
用
文
か

「
経
済
学
を
理
解
す
る
た
め
の
軸
点
」
を
な
す
と
い
わ
れ
る
、

ら

も

明

ら

か

な

よ

う

に

、

「

商

品

に

含

ま

れ

て

い

る

労

仇

の

二

者

斗

争

(

4

)

 

的
な
本
性
」
の
把
握
を
前
提
に
す
る
。
こ
の
「
労
仇
の
二
重
性
」
把
握
に
視
点
を
お
け
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
「
評
註
」
の
中
に
そ
の
朋
芽

す
ら
み
い
だ
し
え
な
い
点
で
、

(

5

)

 

な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
発
端
を
、
市
民
社
会
の
労
佑
を
疎
外
さ
れ
た
労
仇
と
し
て
つ
か
む
見
地
の
な
か
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
が
、

「
評
註
」
は
、
経
済
学
と
し
て
は
、
な
お
根
本
的
な
欠
陥
を
も
つ
て
い
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

そ
の
ば
あ
い
に
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
以
上
の
て
が
か
り
を
、

マ
ル
ク
ス
自
身
の
言
明
に
よ
れ
ば
、

(

6

)

 

五
九
年
）
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
は
、

『
経
済
学
批
判
』

「
評
註
」
か
ら
探
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

-
0
六
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ろ
う
が
、

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

そ
の
さ
い
「
評
註
」
の
把
握
は
、

う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ま
ま
「
評
註
」
の
分
業
把
握
に
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

1
0
七

「
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
段
階
を
い
ま
だ
十
分
脱
却
し
て
い
な
か
っ
た
一
八
四

0
年
代
初
頭
の
ド
イ
ツ

(

8

)

 

ラ
ン
ス
）
の
現
実
の
反
映
」
を
読
み
と
ろ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
四
四
年
『
手
稿
』
に
お
け
る
分
業
把
握
に
た
い
す
る
こ
の
評
価
は
、

以
上
の
諸
点
に
例
証
さ
れ
る
、
経
済
学
と
し
て
眺
め
た
ば
あ
い
の
「
ミ
ル
評
註
」
の
限
界
を
十
分
わ
き
ま
え
た
う
え
で
、
前
節
ま
で

の
「
評
註
」
の
考
察
か
ら
、
と
く
に
そ
の
積
極
的
意
義
と
思
わ
れ
る
も
の
に
力
点
を
集
中
し
て
若
干
の
結
論
を
ひ
き
だ
せ
ば
、
次
の
よ

マ
ル
ク
ス
経
済
学
を
他
の
経
済
学
か
ら
区
別
す
る
方
法
的
な
特
質
の
―
つ
は
、
前
者
は
物
神
性
の
概
念
に
よ
っ
て
、
資
本
制
社
会
の

経
済
的
諸
形
態
ー
ー
志
四
品
、
貨
幣
、
資
本
、
利
潤
、
利
子
、
地
代
1

お
よ
び
そ
れ
ら
相
互
の
諸
渕
係
の
歴
史
的
に
独
自
の
特
質
を
規

定
づ
け
て
い
る
点
に
あ
る
c

し
た
が
つ
て
こ
れ
ま
で
の
初
期
マ
ル
ク
ス
研
究
に
お
い
て
も
こ
の
点
に
着
目
し
て
、

や
四
四
年
『
手
稿
』
か
ら
「
貨
幣
の
物
神
性
」
把
握
の
端
緒
を
、
あ
る
い
は
四
四
年
『
手
稿
』
か
ら
「
資
本
の
物
神
性
」
把
握
へ
の
発

(

9

)

 

端
を
と
り
だ
す
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。

い
ま
か
か
る
展
開
の
線
に
沿
つ
て
「
ミ
ル
評
註
」
を
眺
め
る
ば
あ
い
、

注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

お
よ
び
人
間
の
定
在
の
本
質
」
と
し
て
直
接
に
規
定
し
な
い
で
、

も
と
づ
く
立
場
か
ら
、

か
な
ら
ぬ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

分
業
把
握
の
中
に
、

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」

こ
こ
で
も
貨
幣
の
物
神
性
把
握
が
検
討
の
中
心
に
な
る
で
あ

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
に
較
べ
て
、
次
の
点
で
決
定
的
な
前
進
を
と
げ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず

こ
こ
で
は
後
者
の
如
く
、
貨
幣
を
「
人
間
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
間
の
労
仇

ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
精
髄
1
1

疎
外
の
理
論
の
独
自
の
批
判
的
摂
取
に

「
国
民
経
済
学
」
の
基
礎
的
諸
範
疇
に
全
面
的
な
批
判
を
加
え
、
そ
れ
が
人
間
の
類
的
活
動
の
自
己
疎
外
に
ほ

こ
れ
を
媒
介
的
に
規
定
し
よ
i

っ
と
試
み
た
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。

（
乃
至
フ
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こ
に
あ
る
。

も
と
よ
り
個
々
の
点
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
す
で
に
そ
の
若
干
に
つ
い
て
見
た
よ
う
に
、

追
跡
す
る
『
資
本
論
』
の
方
法
的
原
理
に
照
応
す
る
論
理
を
、

き
る
。
そ
し
て
こ
の
点
が
本
稿
の
考
察
の
基
本
線
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
論
証
は
な
お
欠
陥
の
多
い
も
の
で
あ
る

が
、
私
有
財
産
ー
ー
価
値
1

貨
幣
と
い
う
経
済
学
的
な
範
疇
展
開
の
な
か
に
、
人
間
の
類
的
生
活
の
疎
外
態
の
展
開
を
見
よ
う
と
す

る
そ
の
根
本
的
な
構
想
は
、
商
品
＇
~
価
値
—
{
貝
幣
と
い
う
経
済
学
的
な
範
疇
展
開
の
な
か
に
、
生
産
諸
関
係
の
物
象
化
の
展
開
を

そ
の
ウ
ル
テ
ィ
プ
ス
に
お
い
て
う
ち
だ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で

と
こ
ろ
で
、
生
産
諸
関
係
の
物
象
化
の
論
理
と
し
て
の
物
神
性
概
念
に
結
実
す
る
、
若
き
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
さ
き
の
方
法
的
原
理

の
確
立
は
、
そ
の
成
立
過
程
か
ら
み
る
と
、
「
国
民
経
済
学
」
が
陰
に
陽
に
そ
れ
と
固
く
結
び
つ
い
て
い
た
功
利
主
義
的
思
想
に
か
わ

る
新
し
い
思
想
的
な
基
礎
、
つ
ま
り
市
民
社
会
を
疎
外
さ
れ
た
社
会
と
み
う
る
よ
う
な
思
想
と
論
理
の
確
立
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ

マ
ル
ク
ス
の
ば
あ
い
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
批
判
的
摂
取
と
結
び
つ
い
て
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
関
説
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
か
く
て
「
ミ
ル
評
註
」
は
、
経
済
学
と
し
て
は
、
漸
く
こ
こ
に
そ
の
新
し
い
独
自
の
展
開
の
端
緒
が
き
り
ひ
ら
か
れ
た

に
と
ど
ま
り
、
な
お
は
な
は
だ
未
完
成
な
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
端
緒
を
構
築
す
る
に
あ
た
つ
て
必
要
と
さ
れ
た

方
法
的
原
理
の
確
立
を
め
ざ
し
て
苦
斗
す
る
若
き
マ
ル
ク
ス
の
姿
が
、
あ
ざ
や
か
に
映
し
だ
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
、

経
済
学
に
お
け
る
経
済
学
と
哲
学
と
の
交
渉
関
係
が
、
・
い
わ
ば
そ
の
生
成
過
程
に
お
け
る
躍
動
す
る
混
然
一
体
の
姿
で
わ
れ
わ
れ
の
前

に
提
出
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
「
ミ
ル
評
註
」
が
、
若
き
マ
ル
ク
ス
の
著
作
、
論
文
、
手
稿
の
な
か
で
占
め

「
評
註
」
に
お
け
る
物
象
化
の
論
理
の
原
型
の
析
出
に
考
察
の
基
本
線
を
お
き

つ
つ
も
、
論
を
そ
の
基
礎
に
あ
る
若
き
マ
ル
ク
ス
の
人
間
観
、
労
佑
観
、
社
会
観
の
確
立
の
考
察
に
ま
で
拡
げ
た
ゆ
え
ん
も
、
ま
た
こ

「
ミ
ル
評
註
」
を
い
ろ
ど
る
こ
の
特
質
は
、

こ
れ
を
ほ
ぽ
同
じ
時
期
に
も
の
さ
れ
た
他
の
経
済
学
者
に
た
い
す
る
「
評
註
」
や
、
四

る
独
自
の
意
義
も
、
ま
た
こ
の
点
に
あ
り
、
本
稿
が
、

り、

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

1
0
八

マ
ル
ク
ス
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.533 

初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

と
こ
ろ
で
近
年
の

ち
、
そ
の
一
面
を
強
調
す
る
傾
き
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
D
.
I
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
、
さ
き
の
混
然
一
体
と
な
っ
た
も
の
か
ら
そ
の

一
面
で
あ
る
後
の
整
備
さ
れ
た
経
済
学
諸
範
疇
の
朋
芽
を
と
り
だ
す
の
に
性
急
な
あ
ま
り
、

(

1

2

)

 

社
会
学
的
な
性
格
を
お
び
て
い
る
が
」
、
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
や
や
も
す
れ
ば
こ
の
朋
芽
を
生
み
だ
し
た
原
理
で
あ
る
方
法
的
原

理
の
確
立
の
側
面
を
軽
視
す
る
と
い
う
一
面
化
に
お
ち
い
つ
て
い
る
。
他
方

M

・
リ
ュ
ベ
ー
ル
は
、

・
(

1

3

)

経
済
理
論
の
推
進
者
と
は
な
ら
な
い
が
、
科
学
的
な
社
会
学
の
先
駆
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
、
と
い
う
立
場
か
ら
、
さ
き
に
ロ
ー
ゼ
ン

「
ミ
ル
評
註
」
を
と
り
扱
っ
た
文
献
を
み
る
に
、

そ
れ
ら
は
さ
き
の
い
わ
ゆ
る
混
然
一
体
と
な
っ
た
も
の
の
う

披
歴
し
て
い
る
が
、
論
を
そ
こ
ま
で
進
め
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

試
み
を
示
す
も
の
と
し
て
、

「
疎
外
さ
れ
た
労
仇
」
と
題
す
る
草
稿
の
断
片
を
残
し
て
い
て
、

1
0
九

「
マ
ル
ク
ス
は
決
し
て
新
し
い

「
ま
だ
あ
ま
り
に
一
般
的
な
、
主
と
し
て

そ
こ
で
は
、

四
四
年
『
手
稿
』
に
つ
い
て
い
え
ば
、

四
年
『
手
稿
』
と
比
較
し
て
み
た
ば
あ
い
、

い
つ
そ
う
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
リ
カ
ー
ド
評
註
」
を
と
り
だ
し
て
み
る

と
、
そ
こ
で
は
リ
カ
ー
ド
に
お
け
る
自
然
価
格
と
市
場
価
格
の
問
題
、
純
収
入
の
観
点
へ
の
偏
り
と
総
収
入
の
観
点
の
脱
落
、
過
剰
生

(

1

0

)

 

産
恐
慌
の
否
定
等
に
断
片
的
な
評
註
が
加
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
。
も
と
よ
り
そ
こ
で
も
以
上
の
諸
点
へ
の
評
註
は
、

経
済
学
の
非
人
間
的
な
帰
結
」
を
白
日
の
も
と
に
さ
ら
す
、
と
い
う
視
角
に
お
い
て
統
一
さ
れ
て
い
る
が
、

る
よ
う
な
、
独
自
の
新
し
い
方
法
的
原
理
の
確
立
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
国
民
経
済
学
」
批
判
の
箇
所
で
は
主
と
し
て
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
を
と
り
あ
げ
、
批
判

は
そ
の
諸
命
題
の
反
対
物
へ
の
転
化
と
い
う
視
角
か
ら
遂
行
さ
れ
て
、

そ
の
た
め
の
方
法
的
原
理
の
確
立
は
、
お
お
む
ね
ヘ
ー
ゲ
ル
『

精
神
現
象
学
』
の
批
判
の
箇
所
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
『
手
稿
』
は
、
両
者
を
統
一
し
た
独
自
の
経
済
学
創
造
の

「
わ
れ
わ
れ
は
疎
外
さ
れ

(

1

1

)

 

た
労
仇
と
私
有
財
産
と
の
二
つ
の
要
因
の
た
す
け
を
か
り
て
、
国
民
経
済
学
の
諸
範
疇
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
の
構
想
を

「
ミ
ル
評
註
」
に
み
ら
れ

「
国
民

;_::: .:・: . ,・ 
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ベ
ル
ク
が
軽
視
し
た
方
法
的
原
理
を
重
視
し
つ
つ
も
、
か
か
る
評
価
の
立
場
に
制
約
さ
れ
て
、

成
果
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
経
済
学
批
判
へ
の
端
緒
確
立
の
意
義
を
見
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

を
統
一
的
に
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
本
稿
も
「
ミ
ル
評
註
」
の
か
か
る
特
質
を
浮
彫
り
す
る
の
に
成
功
し
た

と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
以
上
の
諸
点
に
鑑
み
、

こ
の
点
を
重
ね
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
原
理
に
も
と
ず
き
、

こ
こ
で
も
再
び
両
者
の
密
接
な
交
渉
関
係

註
(

1

)

K
.
 M
a
r
x
,
 
Theorien 
tlber 
d
e
n
 
M
e
h
r
w
e
r
t
 "
 h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
 v
o
n
 
K
.
 K
a
u
t
s
k
y
,
 Bd. 
]I[, 
Berlin 19~3, 

S
.
 
1
5
4
.
 

ル
・
エ
ン
全
集
―
―
巻
、
一
六
一
頁
。

(
2
)
E
b
eミ
da,
S
.
 
1
6
4
.
 

邦
訳
、
同
上
、
一
七

0
頁。

(
3
)
E
b
e
ミ
ia,
S
.
 
1
5
4
.
 

邦
訳
、
同
上
、
一
六
一
頁
。

(

4

)

 

K
.
 M
a
r
x
,
 D
a
s
 
Kapital• 

Bd. I
,
 
S
.
 4
6
.
 

長
谷
部
訳
、
第
一
部
（
上
）
、
ご
一
三
頁
。

(
5
)こ
れ
に
関
連
し
て
若
干
の
論
点
を
追
加
し
て
お
く
0
•

本
稿
の
「
ま
え
が
き
」
の
註
(
1
)
で
述
ぺ
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
マ
ル
ク

ス
は
、
リ
カ
ー
ド
、
ミ
ル
、
セ
イ
を
「
国
民
経
済
学
」
な
る
同
一
の
範
疇
に
入
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
か
か
る
評
価
に
対
応
し
て
、

こ
こ
で
は
な
お
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
大
綱
」
の
、
「
現
実
価
値
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
セ
イ
は
効
用
を
、
．
リ
カ
ー
ド
と
、
、
、
ル
は
生
産
費
を
あ
げ

る
」
と
い
う
考
え
、
ま
た
両
者
を
と
も
に
一
面
的
、
抽
象
的
と
し
て
退
け
る
考
え
が
承
け
継
が
れ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ

の
時
期
の
マ
ル
ク
ス
が
、
リ
カ
ー
ド
に
お
け
る
投
下
労
佑
量
に
よ
る
価
値
の
大
い
さ
の
規
定
の
も
つ
経
済
学
的
な
意
義
を
、
ど
の
程
度
ま
で
内

在
的
に
摂
取
し
う
る
状
態
に
あ
っ
た
か
は
、
な
お
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
の
限
界
は
、
貨
弊
の
本
質
規
定
を
、
経
済
学
的
に
は
、
も
っ
ぱ

ら
流
通
手
段
機
能
に
か
か
わ
ら
せ
て
行
い
、
貨
弊
の
機
能
の
第
一
規
定
で
あ
る
、
価
値
尺
度
機
能
へ
の
言
及
が
全
然
み
ら
れ
ぬ
、
こ
と
に
も
現

わ
れ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。

(

6

)

 
K
.
 M
a
r
x
,
 D
a
s
 Kapital, 
B
d
.
 I
,
 

S
.
 4
6
.
 

長
谷
部
訳
、
第
一
部
（
上
）
、
一
六

0
頁
ー
一
六
一
頁
。

(

7

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
杉
原
四
郎
、
『
ミ
ル
と
マ
ル
ク
ス
』
八
二
頁
ー
八
三
頁
参
照
。

(
8
)
前
掲
書
、
八
二
頁
。

(
9
)
例
え
ば
「
ユ
ダ
人
間
題
」
に
つ
い
て
は
、

A
.
C
o
r
n
u
,
 K
a
r
l
 M
a
r
x
 u
n
d
 .Friedrich Engels• 

Bd. I
,
 

S
S
.
 4
7
6
~
4
7
7
、
あ
る
い
は
長

州
―
二
、
「
『
独
仏
年
誌
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
」
（
『
エ
コ
ノ
ミ
ア
』
六
巻
三
、
四
号
）
七
六
頁
ー
七
八
頁
。
四
四
年
『
手
稿
』
に
つ
い
て

―1
0
 

邦
訳
、
マ

そ
の
直
接
の
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初
期
マ
ル
ク
ス
の
一
考
察
（
重
田
）

と
と
も
に
他
日
こ
れ
を
補
正
し
た
い
。

む

す

び

は
、
向
坂
逸
郎
、
「
『
物
神
性
』
の
発
見
」
（
『
思
想
』
一
九
五
七
年
五
号
）
。

(10)
自
然
価
格
と
市
場
価
格
の
問
題
に
つ
い
て
の
「
評
註
」
は
、
全
集
、
第
一
部
第
三
巻
、
四
九
四
頁
、
五

0
二
頁
等
、
純
収
入
の
観
点
へ
の
偏

り
に
つ
い
て
の
「
評
註
」
は
、
同
上
、
五
一
四
頁
ー
五
一
六
頁
等
、
過
剰
生
産
恐
慌
の
否
定
に
つ
い
て
の
「
評
註
」
は
、
同
上
、
五
一

0
頁
等

に
み
い
だ
さ
れ
る
。
な
お
「
リ
カ
ー
ド
評
註
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
も
の
を
参
照
。

D. I• 

R
o器
n
宮
rg,
D
i
e
 E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 d
e
r
 likonomischen 
L
e
h
r
e
 
v
o
n
 M
a
r
x
 u
n
d
 
E
n
g
e
l
s
 in 
d
e
n
 vierziger J
a
h
r
e
n
 d
e
s
 
1
9
 

j
a
h
r
h
u
m
d
e
r
g
 
ss. 9
1
~
1
0
6
.
 
l
n
a
l
l
!
I
I
R

訳
、
八
五
頁
'
—
1
0
0
頁
。

M
.
 R
u
b
e
l
,
 
K
a
r
l
 M
a
r
x
,
 E
s
s
a
i
 d
e
 biographie 
intellectuelle, 
Paris 1
9
5
7
,
 
pp. 1
1
7
~
1
2
0
.
 

(
1
1
)
 
K
.
 M
a
r
x
 ̀

 
O
k
o
n
o
m
i
s
c
hー

philosophische

M
a
n
u
s
k
r
i
p
t
e
 (
1
8
4
4
)
,
 
in 
M
E
G
A
 A
b
t
.
 I
,
 

B
d
.
 3
,
 
S
.
 
9
3
.
 

邦
訳
、
マ
ル
・
エ
ン
選

集
補
巻
4
、
三
一
四
頁
。

な
お
あ
る
意
味
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
以
上
考
察
し
た
「
ミ
ル
評
註
」
の
中
に
、
か
か
る
樅
想
の
具
体
化
の
一
端
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

(12) 
D. I. 
R
o器
n
ぼ
rg,
a. 
a. 
0., 
S
.
 
1
2
4
.
 

副
島
訳
、
一
―
八
頁
。

な
お
ほ
ぽ
同
一
の
批
評
の
仕
方
が

‘
1
0
九
頁
（
邦
訳
一

0
三
頁
）
に
も
散
見
し
て
い
る
c

(
1
3
)
 

M
.
 R
u
b
e
l
.
 
a. a. 
0., 
p. 
1
2
1
.
 

こ
の
稿
を
む
す
ぶ
に
あ
た
り
、
本
稿
で
留
保
し
て
き
た
一
論
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
準
備
の
不
足
か

ら
、
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
と
イ
ギ
リ
ス
古
典
経
済
学
と
を
媒
介
す
る
若
き
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
社
会
主
義
的
立
場
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、

初
期
社
会
主
義
思
想
の
及
ぽ
し
た
影
響
に
つ
い
て
殆
ん
ど
触
れ
え
な
か
っ
た
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
点
は
こ
こ
で
は
留
保
し
て
お
く




