
　

タイトル 世界史的諸個人の陶冶の世紀

著者 神山, 義治; KAMIYAMA, Yoshiharu

引用 北海学園大学学園論集(163): (1)-(15)

発行日 2015-03-25



世
界
史
的
諸
個
人
の
陶
冶
の
世
紀

神

山

義

治

１

資
本
主
義
に
疎
外
さ
れ
た
人
間
存
在
｜

資
本
の
人
類
史

資
本
主
義
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
発
生
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
最
終
地
点
に
帰
着
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
は
、
地
球
規
模
で
の
問

題
群
が
私
た
ち
に
提
起
し
て
い
る
問
で
あ
り
、
資
本
主
義
み
ず
か
ら
が
そ
の
解

決
を
資
本
主
義
に
生
き
る
諸
個
人
に
迫
っ
て
い
る
問
で
あ
る
。
資
本
主
義
が
私

た
ち
自
身
の
産
物
で
あ
り
、
高
次
の
自
己
の
姿
で
あ
り
、
必
然
的
に
再
生
産
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
私
た
ち
は
資
本
主
義
自
身
か
ら
新
た
な
道
を

聞
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
資
本
主
義
を
必
然
的
な

理
由
を
も
っ
て
生
ま
れ
、
や
が
て
そ
の
理
由
を
解
消
し
て
衰
滅
す
る「
通
過
点
」

と
よ
ぶ
と
き
、
そ
れ
は
対
象
把
握
に
疎
遠
な
価
値
観
や
、
対
象
の
外
部
の
理
念

や
、
由
来
の
み
え
な
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
で
は
な
く
、
私
た
ち
自
身
の
疎

外
さ
れ
た
自
己
の
運
動
に
内
在
す
る
把
握
と
し
て
語
っ
て
い

１る
。

彼
は
、
労
働
に
よ
る
社
会
形
成
に
お
い
て
資
本
主
義
が
必
然
的
な
役
割
を
遂

行
し
、
こ
の
遂
行
に
お
い
て
自
己
を
世
界
史
の
特
殊
な
通
過
点
と
し
て
絶
え
ず

否
定
し
つ
つ
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
資
本
主
義
の
現
在
の
運
動
自
身
か
ら
つ
か

み
と
り
、
諸
個
人
を
担
い
手
と
す
る
資
本
主
義
自
身
の
生
き
た
総
体
と
し
て
の

自
覚
化
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
理
論
的
に
開
陳
し
て
い
る
。

資
本
は
、
そ
れ
自
体
は
そ
の
本
性
か
ら
し
て
局
限
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る

が
、
生
産
諸
力
の
普
遍
的
な
発
展
に
つ
と
め
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
新

生
産
様
式
の
前
提
と
な
る
。
…
…
こ
の
傾
向
は
｜

…
…
同
時
に
、
一
つ
の

局
限
さ
れ
た
生
産
形
態
と
し
て
の
資
本
自
身
に
矛
盾
し
、
だ
か
ら
ま
た
み

ず
か
ら
の
解
体
へ
と
資
本
を
駆
り
立
て
て
い
く
傾
向
な
の
で
あ
っ
て

｜

、資
本
を
そ
れ
に
先
行
す
る
一
切
の
生
産
様
式
か
ら
区
別
す
る
と
同
時

に
、
資
本
は
単
な
る
通
過
点
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ

と
を
う
ち
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。（『
経
済
学
批
判
要

２綱
』）

労
働
の
社
会
的
生
産
力
の
解
放
さ
れ
た
、
自
己
目
的
化
し
た
発
展
こ
そ
が
資

本
の
諸
世
紀
を
特
徴
づ
け
る
。
生
産
力
の
「
普
遍
的
な
発
展
」
に
自
己
を
駆
り

立
て
る
資
本
の
「
傾
向
」
は
、
自
己
自
身
の
局
限
性
と
矛
盾
し
、
資
本
の
発
展

は
不
断
に
自
己
解
体
的
で
あ
る
。
資
本
の
絶
え
ざ
る
蓄
積
の
永
久
性
は
仮
象
で
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あ
り
、
蓄
積
は
そ
の
自
己
矛
盾
す
る
運
動
に
お
い
て
資
本
主
義
自
身
の
有
限
性

を
告
知
し
て
い
る
。
自
己
に
お
い
て
矛
盾
す
る
存
在
と
し
て
自
己
を
徹
底
し
て

展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
本
主
義
は
自
己
の
止
揚
へ
と
突
き
進
む
「
新
生
産

様
式
の
前
提
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。

…
…
資
本
が
は
じ
め
て
、
市
民
社
会
を
、
そ
し
て
社
会
の
成
員
に
よ
る
自

然
お
よ
び
社
会
的
関
連
そ
れ
自
体
の
普
遍
的
取
得
を
、
つ
く
り
だ
す
の
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
資
本
の
偉
大
な
文
明
化
作
用
が
生
じ
、
資
本
に
よ
る
一

つ
の
社
会
段
階
の
生
産
が
生
じ
る
…
…
。（『
経
済
学
批
判
要

３綱
』）

…
資
本
の
制
限
と
は
、
こ
の
発
展
の
全
体
が
対
立
的
に
行
わ
れ
る
、
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
生
産
諸
力
、
一
般
的
富
等
々
、
知
識
等
々
を
作
り
出
す

こ
と
が
、
労
働
す
る
個
人
自
身
が
自
分
を
外
在
化
さ
せ
る
と
い
う
か
た
ち

で
、
す
な
わ
ち
彼
が
、
自
分
の
な
か
か
ら
作
り
出
し
た（
生
産
諸
力
等
々
）

に
た
い
し
て
、自
分
自
身
の
富
の
諸
条
件
に
た
い
す
る
様
態
で
で
は
な
く
、

他
人
の
富
の
諸
条
件
、
自
分
自
身
の
貧
困
の
諸
条
件
に
た
い
す
る
様
態
で

関
わ
る
と
い
う
か
た
ち
で
現
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
こ
の
対
立
的
形
態
そ
の
も
の
が
瞬
過
的
な
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、

自
己
自
身
の
止
揚
の
実
在
的
な
諸
条
件
を
つ
く
り
だ
す
の
で
あ
る
。
結
果

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
生
産
諸
力
｜

富
一
般
｜

が
土
台
と
し
て
、

こ
の
形
態
の
傾
向
と
可
能
性
か
ら
見
て
、
一
般
的
に
発
展
す
る
こ
と
、
同

じ
く
ま
た
、
土
台
と
し
て
の
、
交
易
の
普
遍
性
、
そ
れ
ゆ
え
世
界
市
場
。

こ
の
土
台
が
個
人
の
普
遍
的
発
展
の
可
能
性
と
し
て
、
そ
し
て
こ
の
土
台

か
ら
生
じ
る
、
諸
個
人
の
現
実
的
発
展
が
、
自
分
た
ち
の
制
限
…
…
の
不

断
の
止
揚
と
し
て
。（『
経
済
学
批
判
要

４綱
』）

資
本
は
「
地
球
全
体
を
自
己
の
市
場
と
し

５て
」
創
出
す
る
。
世
界
市
場
は
資

本
の
世
界
市
場
で
あ
り
、
資
本
は
そ
こ
で
生
産
力
の
発
展
に
邁
進
す
る
自
己
の

存
在
理
由
を
地
球
的
に
証
し
つ
つ
、
矛
盾
と
し
て
の
自
己
の
人
類
史
的
な
特
別

の
意
義
を
そ
の
極
点
に
達
す
る
ま
で
徹
底
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
自
己
矛
盾
す

る
発
展
の
線
上
に
資
本
主
義
は
自
己
を
超
出
す
る
、
矛
盾
を
解
消
す
る
安
定
し

た
総
体
に
変
換
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
資
本
と
い
う
対
立
性
は
「
瞬
過
的
」
で

あ
り
、
労
働
す
る
諸
個
人
の
普
遍
性
の
他
者
に
お
け
る
形
成
は
、
対
立
性
を
と

お
し
て
、
資
本
主
義
が
自
己
を
「
止
揚
」
す
る
「
実
在
的
な
諸
条
件
」
を
絶
え

ず
結
果
す
る
。
資
本
が
も
た
ら
す
世
界
市
場
は
「
諸
個
人
の
普
遍
的
発
展
の
可

能
性
」
の
発
展
で
あ
り
、
世
界
的
諸
個
人
の
対
立
的
な
実
在
化
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
本
来
の
任
務
は
、
世
界
市
場
を
作
り
だ
す
こ
と
（
少

な
く
と
も
そ
の
輪
郭
だ
け
で
も
）
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
に
も
と
づ
く
生
産

を
作
り
だ
す
こ
と
だ
。（
マ
ル
ク
ス
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
宛
の
書
簡
、
一
九
五
八

年
一
〇
月
八

６日
）

歴
史
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
時
代
は
、
新
世
界
の
物
質
的
基
礎
を
つ
く
り
だ
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｜

一
方
で
は
、
人
類
の
相
互
依
存
に
も
と
づ
く
世
界

的
交
通
と
こ
の
交
通
の
手
段
、
他
方
で
は
、
人
間
の
生
産
力
の
発
展
と
、

物
質
的
生
産
を
自
然
力
の
科
学
的
支
配
に
転
化
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
そ
の

基
礎
で
あ
る
。（「
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
の
将
来
の
結

７果
」）
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世
界
市
場
で
は
、
す
べ
て
の
人
々
と
の
個
人
の
連
関
は
、
他
方
で
は
同
時

に
ま
た
諸
個
人
そ
れ
自
身
か
ら
の
こ
の
連
関
の
独
立
性
は
、
こ
の
連
関
の

形
成
が
同
時
に
そ
れ
自
身
か
ら
の
移
行
の
条
件
を
も
す
で
に
含
ん
で
い
る

ほ
ど
の
高
さ
に
ま
で
発
展
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。（『
経
済
学
批
判
要

８綱
』）

資
本
の
も
と
で
の
生
産
力
の
発
展
、
資
本
と
し
て
の
諸
個
人
の
普
遍
性
の
対

象
化
は
、
人
間
を
手
段
に
す
る
、
諸
個
人
に
た
い
し
て
疎
遠
な
客
観
的
目
的
の

実
行
で
あ
り
対
立
的
で
あ
り
、
自
己
に
お
け
る
対
立
、
矛
盾
で
あ
る
。
人
間
諸

個
人
が
自
己
の
外
部
と
し
て
現
わ
れ
る
力
に
服
属
し
、
対
立
的
に
実
現
す
る
こ

の
疎
外
さ
れ
た
発
展
は
、
ゆ
え
に
、
単
な
る
外
部
か
ら
の
侵
食
で
は
な
く
、
自

己
の
疎
外
で
あ
り
、
自
己
の
普
遍
性
の
対
象
化
で
あ
る
。
資
本
に
お
け
る
生
産

力
の
発
展
は
、
自
己
の
対
立
に
お
け
る
人
間
の
、
自
己
の
生
産
力
の
発
展
を
意

味
す
る
。

…
…
人
間
が
つ
ね
に
生
産
の
目
的
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
古
代
の
考
え
方

は
、
生
産
が
人
間
の
目
的
と
し
て
現
わ
れ
、
富
が
生
産
の
目
的
と
し
て
現

わ
れ
て
い
る
近
代
世
界
に
対
比
す
れ
ば
、
は
る
か
に
高
尚
な
も
の
で
あ
る

か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
偏
狭
な
ブ
ル

ジ
ョ
ア
的
形
態
が
剥
ぎ
取
ら
れ
れ
ば
、
富
は
、
普
遍
的
な
交
換
に
よ
っ
て

つ
く
り
だ
さ
れ
る
、
諸
個
人
の
欲
求
、
諸
能
力
、
諸
享
楽
、
生
産
諸
力
、

等
々
の
普
遍
性
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
？
…
…
こ
の
歴
史
的
発
展
は
、

発
展
の
こ
の
よ
う
な
総
体
性
を
、
す
な
わ
ち
、
既
存
の
尺
度
で
は
測
れ
な

い
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
諸
力
そ
の
も
の
の
発
展
の
総
体
性
を
、
そ

の
自
己
目
的
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
？
（『
経
済
学
批
判
要

９綱
』）

…
…
こ
の
よ
う
な
転
倒
は
、
富
そ
の
も
の
の
創
造
を
、
す
な
わ
ち
、
た
だ

そ
れ
だ
け
が
自
由
な
人
間
社
会
の
物
質
的
基
礎
を
形
成
し
う
る
社
会
的
労

働
の
無
容
赦
な
生
産
力
の
創
造
を
、
多
数
者
の
犠
牲
に
お
い
て
強
要
す
る

た
め
の
、
必
然
的
な
通
過
点
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
立
的
な

形
態
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ち
ょ
う
ど
、
人
間
が
自
分
の
精

神
的
諸
力
を
ま
ず
第
一
に
自
分
に
対
立
す
る
独
立
な
諸
力
と
し
て
宗
教
的

に
形
づ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間

自
身
の
労
働
の
疎
外
過
程
で
あ
る
。（『
直
接
的
生
産
過
程
の
諸
結

10果
』）

人
間
の
自
由
な
発
展
の
基
礎
を
築
く
生
産
力
の
創
出
を
、
資
本
主
義
は
人
類

史
的
自
己
疎
外
の
最
高
点
と
し
て
、
転
倒
的
に
遂
行
す
る
。
資
本
と
い
う
自
立

的
物
象
の
自
己
目
的
運
動
を
介
し
て
、
労
働
の
自
己
疎
外
が
創
造
す
る
の
は
労

働
の
世
界
的
な
生
産
力
で
あ
る
。
資
本
と
い
う
他
者
の
力
に
お
け
る
社
会
的
労

働
発
展
の
無
慈
悲
な
追
求
は
、
対
立
的
な
外
皮
に
く
る
ま
れ
な
が
ら
も
、
自
由

な
社
会
状
態
の
前
提
を
形
成
す
る
。
資
本
主
義
と
い
う
対
立
的
形
態
を
突
破
し

て
、
生
産
力
の
発
展
が
、
自
然
に
働
き
か
け
る
人
間
の
発
展
で
あ
り
、
人
間
自

身
の
自
己
の
発
展
、
自
然
の
人
間
的
形
態
の
展
開
で
あ
る
こ
と
を
現
さ
ね
ば
な

ら
な
い
。

２

資
本
の
蓄
積
欲
求
の
実
現

｜

労
働
す
る
諸
個
人
に
よ
る
民
主
主
義
の
普
遍
化
へ

諸
個
人
は
自
己
の
対
象
世
界
か
ら
分
離
し
、
自
己
の
総
体
性
を
疎
外
す
る
の
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で
あ
る
が
、
し
か
し
、
他
者
で
あ
る
資
本
が
無
自
覚
的
に
創
出
す
る
総
体
性
は

諸
個
人
の
存
在
根
拠
の
形
成
で
あ
る
。
諸
個
人
は
、
資
本
の
諸
連
関
と
し
て
形

成
さ
れ
た
地
球
的
な
労
働
の
生
産
力
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
転
倒
し
つ

つ
も
そ
れ
を
自
己
の
延
長
に
と
ら
え
て
い
る
。
孤
立
し
あ
う
諸
個
人
の
人
格
的

形
態
は
、
そ
の
地
盤
と
し
て
「
交
換
価
値
」
の
支
配
す
る
物
象
的
連
関
を
形
成

し
、
そ
れ
が
「
全
自
然
の
探
究
」「
地
球
の
全
面
的
な
探
究
」「
自
然
科
学
の
最

高
度
ま
で
の
発

11展
」
を
実
現
す
る
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
。

物
象
的
な
依
存
性
の
う
え
に
き
ず
か
れ
た
人
格
的
独
立
性
は
第
二
の
大
き

な
形
態
で
あ
り
、
こ
の
形
態
に
お
い
て
初
め
て
、
一
般
的
社
会
的
物
質
代

謝
、
普
遍
的
諸
関
連
、
全
面
的
諸
欲
求
と
、
普
遍
的
諸
力
能
と
い
っ
た
も

の
の
一
つ
の
体
系
が
形
成
さ
れ
る
。（『
経
済
学
批
判
要

12綱
』）

個
別
的
生
産
過
程
を
孤
立
的
過
程
か
ら
世
界
的
過
程
の
諸
器
官
に
転
換
し
て

い
く
世
界
市
場
と
し
て
創
造
さ
れ
た
対
象
世
界
に
連
動
し
て
諸
個
人
の
生
命
過

程
は
世
界
的
で
あ

13り
、
資
本
の
対
立
性
は
世
界
的
な
問
題
群
と
し
て
彼
ら
に
資

本
の
止
揚
を
、
資
本
と
し
て
発
展
す
る
彼
ら
自
身
の
生
産
力
を
彼
ら
自
身
の
生

産
力
と
し
て
制
御
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
資
本
主
義
は
「
諸
個
人
の
世
界
史
的

存
14在

」
を
生
み
だ
し
、
諸
個
人
を
「
世
界
史
的
な
、
経
験
的
に
普
遍
的
な
諸
個

15人
」
と
い
う
主
体
へ
と
つ
く
り
あ
げ
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
…
…
世
界
史
的
に
し
か
存
在
し
え
な
い
…
…
。

（『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ

16ー
』）

生
産
諸
力
に
た
い
し
て
大
多
数
の
個
人
が
向
き
あ
っ
て
お
り
、
こ
の
諸
力

は
彼
ら
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
現

実
的
な
生
活
内
容
を
う
ば
わ
れ
て
、
抽
象
的
な
諸
個
人
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
彼
ら
は
、
諸
個

人
と
し
て
相
互
に
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
境
遇
に
お
か
れ
る
の
で
あ

る
。（
同
上

17書
）

資
本
主
義
の
前
提
で
あ
る
二
重
の
意
味
で
自
由
な
労
働
者
は
、
労
働
の
客
体

的
諸
条
件
か
ら
分
離
し
、
自
己
の
対
象
的
内
容
を
喪
失
し
、
孤
立
化
し
抽
象
化

し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
自
然
発
生
的
共
同
性
の
依
存
の
鎖
か
ら
自

立
し
た
抽
象
的
に
で
は
あ
る
が
自
由
な
法
的
人
格
で
あ
り
、
自
覚
的
に
能
動
的

に
社
会
的
連
結
を
結
ぶ
こ
と
が
可
能
な
能
動
的
・
主
体
的
な
存
在
に
な
り
う
る
。

対
象
的
内
容
を
自
己
に
対
立
す
る
資
本
の
世
界
と
し
て
つ
く
り
だ
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
ら
は
、
他
者
の
な
か
に
、
み
ず
か
ら
の
自
由
な
発
展
の
土
台
を
見

い
だ
し
、
そ
れ
を
ま
さ
に
自
由
な
発
展
の
土
台
と
し
て
制
御
し
よ
う
と
す
る
。

抽
象
的
な
諸
個
人
、
疎
外
さ
れ
た
諸
個
人
は
対
象
世
界
に
対
立
的
に
向
き
あ
う

こ
と
で
そ
の
抽
象
性
を
み
ず
か
ら
否
定
し
、
自
由
に
自
覚
的
に
、
自
発
的
・
積

極
的
に
協
同
す
る
社
会
的
主
体
と
し
て
、
彼
ら
の
対
象
世
界
で
あ
る
社
会
的
労

働
の
生
産
力
を
制
御
し
よ
う
と
運
動
し
て
い
く
。
資
本
と
し
て
能
動
化
し
た
制

御
さ
れ
ざ
る
社
会
的
内
容
を
自
由
な
諸
個
人
が
そ
の
自
覚
的
な
連
帯
・
結
合
の

も
と
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
。

「
民
主
主
義
」「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
な
か
み
は
、
諸
個
人

の
自
覚
的
な
結
合
で
あ
る
。「
民
主
制
は
人
間
か
ら
出
発
し
て
、
国
家
を
客
体
化

さ
れ
た
人
間
た
ら
し
め
る
」（『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
（
第
二
六
一
節
｜
第
三
一
三
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節
）
の
批

18判
』）。
自
然
発
生
的
な
世
界
的
生
産
過
程
を
民
主
的
に
協
同
す
る
諸

個
人
が
制
御
す
る
こ
と
、
先
進
的
で
民
主
的
な
労
働
す
る
諸
個
人
の
協
同
の
も

と
に
世
界
的
生
産
力
を
制
御
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
諸
個
人
は
「
他
人
の
富

の
諸
条
件
」
に
疎
外
さ
れ
た
自
己
の
諸
条
件
を
自
己
の
諸
条
件
に
変
え
、
役
割

を
終
え
た
資
本
と
い
う
生
産
の
あ
り
か
た
を
止
揚
す
る
で
あ
ろ
う
。

労
働
す
る
諸
個
人
が
民
主
主
義
的
制
御
に
よ
る
包
摂
を
世
界
的
に
有
機
的
に

発
展
し
た
生
産
過
程
に
及
ぼ
す
こ
と
、
労
働
す
る
諸
個
人
に
よ
る
民
主
主
義
的

協
同
が
徹
底
さ
れ
普
遍
化
す
る
こ
と
が
、
資
本
の
生
み
だ
す
成
果
の
主
体
的
形

態
と
客
体
的
形
態
の
統
一
と
し
て
資
本
主
義
の
自
己
超
出
を
実
現
す
る
は
ず
で

あ
る
。
社
会
を
つ
く
り
だ
す
自
覚
的
な
存
在
と
し
て
の
諸
個
人
の
も
と
に
、
自

然
発
生
的
に
資
本
が
担
っ
て
き
た
、
彼
ら
自
身
の
生
産
的
土
台
で
あ
る
労
働
の

個
別
性
と
普
遍
性
の
媒
介
が
現
実
化
す
る
で
あ
ろ
う
。

『
資
本
論
』第
一
部
第
七
篇
第
二
二
章
は
、
資
本
の
蓄
積
に
お
け
る
現
在
の
矛

盾
す
る
運
動
を
と
ら
え
る
。
こ
こ
に
、
私
た
ち
は
、
抽
象
的
諸
個
人
の
危
機
と

し
て
現
れ
た
、
先
進
的
で
民
主
的
な
労
働
す
る
諸
個
人
に
よ
る
生
産
過
程
の
制

御
と
い
う
主
題
を
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

現
代
世
界
は
資
本
主
義
と
い
う
生
き
た
シ
ス
テ
ム
、
社
会
的
生
産
有
機
体
を

本
体
と
す
る
。
社
会
的
生
産
有
機
体
は
、
対
象
世
界
（
自
然
・
社
会
）
に
た
い

し
て
、
自
己
の
有
機
的
延
長
と
し
て
自
己
の
普
遍
性
の
対
象
化
と
し
て
関
わ
る

人
間
を
根
源
的
な
主
体
と
す
る
。
こ
の
主
体
で
あ
る
労
働
す
る
個
人
の
矛
盾
、

自
己
に
お
け
る
矛
盾
が
彼
に
対
立
す
る
総
体
を
形
成
し
、
こ
の
総
体
が
生
産
関

係
の
物
象
化
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
諸
範
疇
を
分
化
し
運
動
し
て
い
る
。

資
本
主
義
は
商
品
の
シ
ス
テ
ム
の
否
定
的
な
自
己
実
現
で
あ

19る
。
商
品
は
、

排
除
し
あ
う
私
的
諸
労
働
へ
の
社
会
的
労
働
の
解
消
と
、
社
会
的
労
働
へ
の
私

的
諸
労
働
の
統
合
を
担
う
実
体
で
あ
る
。労
働
は
私
的
な
社
会
的
労
働
と
し
て
、

そ
の
社
会
的
性
格
を
商
品
に
対
象
化
し
て
い
る
。
単
純
流
通
Ｗ
｜
Ｇ
｜
Ｗ
に
た

い
し
て
、
Ｇ
を
起
点
と
す
る
循
環
と
し
て
自
己
を
保
持
し
増
大
す
る
生
き
た
貨

幣
が
存
立
す
る
。
こ
れ
が
資
本
で
あ
り
、
貨
幣
の
資
本
へ
の
不
断
の
転
化
に
よ

り
、
そ
れ
は
実
現
し
て
い
る
。
こ
の
転
化
の
要
を
な
す
の
が
、
二
重
の
意
味
で

自
由
な
労
働
者
の
存
在
、
す
な
わ
ち
、
生
産
手
段
か
ら
分
離
し
、
か
つ
法
的
に

自
由
で
あ
る
労
働
者
の
存
在
で
あ
る
。
資
本
は
、
買
い
手
に
よ
る
そ
の
消
費（
使

用
価
値
の
実
現
）
が
一
日
の
労
働
で
あ
る
よ
う
な
商
品
す
な
わ
ち
労
働
能
力＝

労
働
力
を
彼
か
ら
購
入
し
、
自
己
の
過
程
に
包
摂
す
る
。

Ｇ
｜
Ｗ
｜
G’
の
秘
密
は
、
一
日
の
労
働
が
対
象
化
す
る
価
値
が
、
資
本
家
が

対
価
を
払
う
労
働
力
の
日
価
値
よ
り
も
大
き
い
点
に
あ
る
。
労
働
力
商
品
の
価

値
を
規
定
す
る
の
は
、
労
働
者
が
消
費
す
る
必
須
生
活
手
段
の
生
産
に
要
す
る

必
須
労
働
時
間
で
あ
る
が
、
資
本
家
に
よ
る
私
的
消
費
過
程
に
お
け
る
労
働
力

の
使
用
は
こ
れ
に
限
定
さ
れ
ず
、
剰
余
労
働
時
間
に
よ
る
剰
余
価
値
の
対
象
化

が
こ
の
消
費
過
程
内
で
秘
密
裏
に
進
行
す
る
。

『
資
本
論
』
第
一
部
に
お
け
る
「
剰
余
価
値
の
生
産
」
は
、
一
回
の
過
程
の
把

握
で
あ
っ
た
。「
労
賃
」に
お
い
て
は
、
こ
の
過
程
の
産
物
で
あ
る
剰
余
価
値
が

そ
の
源
泉
を
隠
蔽
さ
れ
て
現
わ
れ
る
。「
労
賃
」形
態
は
、
労
働
力
の
価
値
ま
た

は
価
格
か
ら
分
離
し
て
、
労
働
者
の
受
け
と
る
貨
幣
が
「
労
働
の
価
値
ま
た
は

価
格
」
と
い
う
法
的
形
態
を
ま
と
っ
た
姿
で
あ
る
。「
労
賃
」
は
、
生
産
過
程
か

ら
独
立
化
し
た
、
交
換
過
程
の
仮
象
的
な
自
己
完
結
で
あ
る
。
物
神
的
形
態
の

こ
の
完
結
は
、
必
須
労
働
時
間
と
剰
余
労
働
時
間
の
区
別
を
消
し
去
り
、
こ
こ

で
は
、
労
働
者
と
資
本
家
は
自
由
で
平
等
と
い
う
法
的
規
定
が
貫
か
れ
る
存
在

と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
労
働
者
が
対
象
化
し
た
価
値
は
、
生
産
と
い
う
根
拠
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か
ら
孤
立
化
し
、「
労
賃
」「
利
潤
」
と
い
う
架
空
の
源
泉
を
付
与
さ
れ
た
物
神

的
形
態
を
ま
と
っ
て
い
る
。

「
労
賃
」
に
続
く
『
資
本
論
』
第
一
部
第
七
篇
「
資
本
の
蓄
積
過
程
」
が
把
握

す
る
の
は
、
資
本
と
い
う
物
象
的
能
動
性
が
ま
と
う
正
当
性
形
態
の
破
綻
で
あ

20る
。
第
二
一
章
「
単
純
再
生
産
」
と
第
二
二
章
「
剰
余
価
値
へ
の
資
本
の
転
化
」

を
み
て
み
よ
う
。

一
回
か
ぎ
り
の
生
産
過
程
に
た
い
し
て
、
そ
の
反
復
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ

た
再
生
産
を
み
る
と
、
巨
大
な
反
転
が
現
わ
れ
る
。「
こ
の
単
な
る
繰
り
返
し
ま

た
は
連
続
が
こ
の
過
程
に
い
く
つ
か
の
新
し
い
性
格
を
押
印
す
る
」（『
資
本
論
』

S
.

21

592

）。
自
己
再
生
産
す
る
資
本
主
義
総
体
が
い
か
に
自
己
否
定
的
に
自
己
を

媒
介
し
て
い
る
の
か
。
商
品
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
資
本
主
義
の
把
握
の
要
は

こ
れ
に
つ
き
る
と
い
っ
て
よ
い
。

剰
余
価
値
を
資
本
家
が
消
費
し
て
投
下
資
本
額
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
生
産
過

程
が
同
一
の
規
模
で
繰
り
返
さ
れ
る
単
純
再
生
産
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
剰

余
価
値
を
資
本
に
転
化
す
る
資
本
の
蓄
積
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
。

不
断
の
更
新
に
お
い
て
は
、
労
働
力
に
投
下
さ
れ
る
可
変
資
本
が
、
資
本
家

の
フ
ァ
ン
ド
で
あ
る
と
す
る
外
観
が
消
え
、
労
働
者
自
身
の
労
働
フ
ァ
ン
ド
、

生
活
手
段
の
フ
ァ
ン
ド
の
形
態
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
資
本
家

の
自
己
労
働
を
想
定
し
た
総
資
本
も
ま
た
、
他
人
の
剰
余
労
働
の
対
象
化
に
転

化
す
る
。
た
と
え
ば
、
剰
余
価
値
二
〇
〇
ポ
ン
ド
を
毎
年
消
費
す
る
資
本
家
が
、

彼
の
も
つ
一
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
前
貸
資
本
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
資
本
価
値
一

〇
〇
〇
ポ
ン
ド
は
五
年
を
経
た
の
ち
に
は
、
彼
が
食
い
尽
く
し
た
価
値
の
等
価

と
な
る
。
資
本
家
が
消
費
し
た
剰
余
価
値
総
額
が
、
前
貸
資
本
価
値
の
等
価
に

達
し
、
彼
が
労
働
す
る
こ
と
な
く
無
償
で
取
得
し
消
費
し
た
剰
余
価
値
総
額
を

資
本
が
代
表
す
る
。

労
働
す
る
諸
個
人
が
自
己
の
客
体
的
諸
条
件
か
ら
分
離
し
て
い
る
疎
外
は
、

資
本
の
基
礎
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
資
本
の
過
程
自
身
の
産
物
と
し
て
現
わ

れ
て
い
る
。「
彼
自
身
の
労
働
は
彼
自
身
か
ら
疎
外
さ
れ
、
資
本
家
の
も
の
と
さ

れ
、
資
本
に
合
体
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
労
働
は
こ
の
過
程
の
な
か
で

絶
え
ず
他
人
の
生
産
物
に
対
象
化
さ
れ
る
」（S

.596

）。
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ

た
二
重
の
意
味
で
自
由
な
労
働
者
の
存
在
が
「
特
有
の
結
果
と
し
て
絶
え
ず
繰

り
返
し
生
産
さ
れ
永
久
化
さ
れ
る
」（S

.595

）。
労
働
者
に
よ
る
自
由
な
個
人
的

消
費
も
、
資
本
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
活
手
段
が
労
働
力
に
転
化
す
る
資
本
の
再

生
産
の
契
機
を
な
す
。
労
働
者
は
直
接
的
生
産
過
程
の
外
で
も
資
本
の
付
属
物

で
あ
る
。
労
働
力
と
そ
の
客
体
的
諸
条
件
の
分
離
を
資
本
は
再
生
産
す
る
。
孤

立
し
た
交
換
で
は
、
労
働
者
と
資
本
家
の
相
対
は
偶
然
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
不
断
に
流
れ
る
過
程
の
総
体
に
お
い
て
は
、
労
働
力
販
売
は
強
制
と
し
て

現
わ
れ
、
資
本
家
の
側
で
は
他
人
の
労
働
の
産
物
が
無
償
で
消
費
フ
ァ
ン
ド
に

転
化
し
て
い
る
。

剰
余
価
値
の
う
ち
資
本
家
の
消
費
フ
ァ
ン
ド
で
は
な
い
部
分
は
、
追
加
資
本

に
転
化
し
、
資
本
蓄
積
を
実
現
す
る
。
追
加
資
本
が
取
得
し
た
剰
余
価
値
は
、

さ
ら
に
追
加
資
本
に
転
化
し
、「
過
去
の
不
払
労
働
の
所
有
」（S

.609

）が
、
拡

大
す
る
規
模
で
の
他
人
労
働
の
無
償
の
取
得
の
条
件
と
な
る
。
蓄
積
を
導
い
た

原
資
本
に
よ
る
交
換
は
、
ま
た
一
つ
一
つ
の
交
換
そ
れ
自
体
は
、
等
価
交
換
で

あ
り
、
自
由
で
平
等
な
私
的
所
有
者
と
い
う
法
的
人
格
の
規
定
を
交
換
者
は
受

け
と
っ
て
い
る
。
資
本
家
の
私
的
所
有
は
自
己
労
働
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
流
れ
に
お
い
て
事
態
は
一
転
す

22る
。
労
働
力
と
交
換
さ
れ
る
資
本
部
分

は
無
償
で
取
得
し
た
他
人
労
働
の
産
物
で
あ
り
、
こ
れ
は
再
び
剰
余
価
値
を
取
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得
し
て
補
塡
さ
れ
る
。
私
的
所
有
は
「
資
本
家
の
側
で
は
他
人
の
不
払
労
働
ま

た
は
そ
の
生
産
物
を
取
得
す
る
権
利
」に
、「
労
働
者
の
側
で
は
彼
自
身
生
産
物

を
取
得
す
る
こ
と
の
不
可
能
」
に
転
化
し
、
交
換
の
外
観
を
解
消
す
る
。
こ
れ

が
商
品
生
産
の
所
有
法
則
の
資
本
主
義
的
取
得
法
則
へ
の
転
回
で
あ
る
。
蓄
積

が
前
提
す
る
交
換
は
、
孤
立
的
に
は
自
由
な
私
的
所
有
を
そ
れ
自
身
の
尺
度
と

す
る
が
、
蓄
積
に
お
い
て
拡
が
る
流
れ
の
契
機
と
し
て
私
的
所
有
は
承
認
さ
れ

ざ
る
権
利
と
い
う
承
認
に
お
い
て
、
自
由
な
私
的
所
有
と
は
正
反
対
の
内
容
を

不
可
避
的
に
露
出
す
る
。
労
賃
の
物
神
的
形
態
は
破
綻
し
、
本
質
で
あ
っ
た
関

係
が
現
れ
出

23る
。

３

地
球
規
模
で
の
普
遍
的
世
界
と
社
会
的
諸
個
人
の
形
成

｜

現
代
民
主
主
義
に
よ
る
変
革
の
立
脚
点

第
二
一
章
と
第
二
二
章
の
内
容
の
中
心
部
を
確
認
し
た
。
商
品
の
シ
ス
テ
ム

と
し
て
の
資
本
主
義
の
実
現
は
、
社
会
的
生
産
実
体
を
機
動
力
と
す
る
資
本
蓄

積
と
、
資
本
の
前
提
で
あ
る
自
由
な
私
的
所
有
と
い
う
相
互
承
認
と
の
相
互
批

判
と
し
て
、
資
本
主
義
の
自
己
批
判
で
あ
る
。
資
本
主
義
は
発
展
す
る
が
ゆ
え

に
自
己
批
判
す
る
。

資
本
主
義
の
こ
の
正
当
性
破
綻
は
、
生
産
過
程
を
労
働
す
る
諸
個
人
が
自
己

の
環
境
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
孤
立
し
た
交
換
の
合
法
的
形
式

か
ら
分
離
し
て
、
過
程
の
総
体
は
労
働
す
る
諸
個
人
自
身
の
環
境
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

す
で
に
相
対
的
剰
余
価
値
論
に
お
い
て
人
権
は
労
働
す
る
諸
個
人
の
人
権
と

し
て
具
体
化
し
て
お
り
、
大
工
業
と
い
う
内
容
に
即
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が

生
産
過
程
を
制
御
す
る
方
向
に
発
展
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を

ふ
ま
え
て
前
節
で
確
認
し
た
「
転
回
」
論
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
／
民
主
主
義
の
現

代
的
徹
底
を
把
握
し
て
い
る
。
諸
個
人
が
対
象
か
ら
引
き
裂
か
れ
た
自
己
と
し

て
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
起
点
で
あ
っ
た
。
生
産
手
段
と
共
同

体
を
喪
失
す
る
代
わ
り
に
自
己
の
み
を
諸
個
人
は
世
界
の
根
拠
と
し
て
自
覚
す

る
。
抽
象
的
で
は
あ
る
が
、
ま
さ
に
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
個
人

は
自
己
を
自
覚
し
、
自
己
を
対
象
世
界
の
形
成
者
と
し
て
自
覚
し
う
る
。
資
本

主
義
が
つ
く
り
だ
す
社
会
的
生
産
は
、
こ
の
主
体
に
対
立
す
る
他
者
と
し
て
、

物
象
の
世
界
と
し
て
形
成
さ
れ
た
対
象
世
界
で
あ
る
。
転
回
と
は
、
こ
の
対
象

世
界
を
他
者
に
お
け
る
自
己
の
世
界
と
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
主
体
に
対
面
さ

せ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
陶
冶
を
導
く
こ
と
で
あ
る
。

単
純
に
つ
か
ま
れ
た
貨
幣
諸
関
係
の
な
か
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
内

在
的
対
立
が
す
べ
て
消
し
去
ら
れ
た
よ
う
に
み
え
、
ま
た
こ
の
面
か
ら
し

て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
者
に
よ
っ
て
現
存
の
経
済
的
諸
関
係
を
弁
護
す

る
た
め
の
逃
げ
場
と
さ
れ
る
以
上
に
（
か
れ
ら
は
こ
の
ば
あ
い
少
な
く
と

も
首
尾
一
貫
し
て
い
て
、
交
換
価
値
と
交
換
と
い
う
、
貨
幣
関
係
以
上
に

単
純
な
関
係
に
さ
か
の
ぼ
る
）、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
に
よ
っ
て
、
こ
の

貨
幣
関
係
が
ふ
た
た
び
逃
げ
場
に
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。（『
経
済
学
批
判

要
24綱

』）

再
生
産
の
媒
介
か
ら
分
離
し
た
「
貨
幣
諸
関
係
」
の
抽
象
性
、
抽
象
化
さ
れ

た
交
換
の
諸
関
連
に
と
ど
ま
り
、
労
働
す
る
諸
個
人
を
蓄
積
の
手
段
と
し
て
消

費
す
る
資
本
の
「
内
在
的
対
立
」
を
隠
蔽
す
る
こ
と
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
物
神

崇
拝
的
制
限
性
で
あ
る
。
諸
個
人
の
自
由
な
自
発
的
な
社
会
形
成
原
理
と
し
て
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の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
一
般
に
対
す
る
嘲
笑
と
い
う
知
的
・
実
践
的
退
廃
は
こ
の
幻

想
的
形
態
か
、
そ
の
裏
返
し
に
す
ぎ
な
い
。
現
実
総
体
の
自
己
疎
外
、
分
裂
を

つ
か
む
こ
と
な
く
、
民
主
主
義
一
般
を
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
の
は
、
物
神
性
に

囚
わ
れ
た
思
考
で
あ
る
。
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
労
働
す
る
諸
個
人
が
資
本
の

生
産
諸
力
・
諸
関
係
を
真
に
普
遍
的
な
自
己
に
転
換
す
る
た
め
の
関
係
で
あ
り

運
動
で
あ
る
。

資
本
主
義
は
絶
え
ず
そ
の
市
民
諸
個
人
の
人
権
と
い
う
建
前
を
裏
切
り
全
体

を
主
体
化
さ
せ
て
し
ま
う
。
労
働
す
る
諸
個
人
が
こ
の
敵
対
的
な
全
体
の
力
と

し
て
現
れ
る
人
間
諸
個
人
の
自
然
的
・
社
会
的
諸
力
を
自
己
の
も
と
に
包
摂
し

よ
う
と
す
る
闘
い
は
、
労
働
す
る
市
民
の
人
権
の
発
展
と
し
て
現
わ
れ
る
。
労

働
す
る
諸
個
人
は
、
市
民
革
命
の
崇
高
さ
を
受
け
つ
ぎ
、
表
現
の
自
由
な
ど
市

民
的
な
権
利
を
擁
護
し
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
労
働
す
る
諸
個
人
は
、
労
働

日
の
法
律
的
制
限
や
社
会
保
障
の
権
利
な
ど
に
人
権
を
具
体
化
す
る
。
資
本
の

大
工
業
に
お
い
て
、
そ
の
社
会
的
一
体
性
を
資
本
の
力
に
疎
外
し
て
い
る
人
民

は
労
働
す
る
諸
個
人
で
あ
り
、
市
民
革
命
の
革
命
的
精
神
と
対
立
し
、
そ
こ
に

包
摂
さ
れ
る
べ
き
対
象
は
い
ま
や
企
業
社
会
で
あ
る
。
資
本
と
そ
の
世
界
を
、

す
べ
て
労
働
す
る
諸
個
人
の
対
象
化
さ
れ
た
自
己
と
し
て
暴
き
出
す
の
が
「
転

回
」
で
あ
っ
た
。

抽
象
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
そ
の
抽
象
性
と
い
う
限
界
を
露
呈
し
、
生
産
過

程
が
形
成
す
る
自
己
の
対
象
世
界
を
そ
の
対
象
と
し
て
、
発
展
す
る
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
へ
と
転
換
す
る
。
民
主
的
で
先
進
的
な
労
働
す
る
諸
個
人
の
実
践
的
な
陶

冶
と
し
て
民
主
主
義
／
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
徹
底
さ
れ

25る
。
現
代
の
労
働
す
る
諸

個
人
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
す
る
諸
個
人
が
そ
こ
で
実

践
的
に
陶
冶
さ
れ
る
自
由
な
連
合
に
お
い
て
、
対
象
的
世
界
の
す
べ
て
が
労
働

す
る
諸
個
人
の
対
象
的
自
己
で
あ
る
と
い
う
人
類
史
の
真
理
が
変
革
の
根
拠
と

し
て
総
括
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
私
的
所
有
の
下
で
対
立
的
に
成
長
し
た

社
会
的
労
働
・
社
会
的
生
産
手
段
、
世
界
的
交
通
を
前
提
し

26て
、
世
界
的
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
徹
底
線
上

27に
自
由
な
人
間
社
会
が
狭
隘
な
外
皮
を
破
っ
て
形
態
化

す
る
で
あ
ろ
う
。

４

人
権
・
労
働
・
環
境

｜

グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
展
開

資
本
の
も
と
で
の
生
産
の
発
展
は
、
労
働
す
る
諸
個
人
の
社
会
的
生
産
の
対

立
的
な
形
態
に
お
け
る
発
展
で
あ
り
、
対
立
的
形
態
を
脱
し
て
諸
個
人
の
自
由

な
発
展
の
真
の
基
礎
に
転
換
・
現
実
化
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、

一
八
七
〇
年
の
イ
ギ
リ
ス
を
資
本
主
義
が
全
産
業
に
浸
透
し
、
世
界
市
場
を
支

配
す
る
ま
で
に
成
熟
し
た
唯
一
の
国
と
と
ら
え
、
イ
ギ
リ
ス
に
成
熟
し
た
生
産

の
諸
条
件
を
イ
ギ
リ
ス
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
万
人
が
共
有
す
べ
き
、
万
人

が
奪
回
す
べ
き
変
革
の
諸
条
件
と
し
て
考
え
て
い
た
。

イ
ギ
リ
ス
は
…
…
そ
の
世
界
市
場
の
支
配
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
済
関
係
に

お
け
る
ど
ん
な
革
命
も
、
直
接
に
全
世
界
に
作
用
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
え
な

い
た
だ
ひ
と
つ
の
国
で
あ
る
。
地
主
制
度
と
資
本
主
義
が
こ
の
国
に
そ
の

古
典
的
な
本
拠
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
他
方
で
は
こ
れ
を
破
壊
す
る

物
質
的
諸
条
件
が
こ
こ
で
最
も
成
熟
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
…
…
こ
れ

を
イ
ギ
リ
ス
人
だ
け
の
手
に
ゆ
だ
ね
る
の
は
、
な
ん
と
い
う
ば
か
げ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
は
た
ん
に
他
の
諸
国
と
な
ら
ぶ
国
と
し
て
扱
わ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
｜

イ
ギ
リ
ス
は
資
本
の
本
国
と
し
て
扱
わ
れ
る
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べ
き
で
あ
る
。
…
…
（「
総
評
議
会
か
ら
ラ
テ
ン
系
ス
イ
ス
連
合
評
議
会

28へ
」）

発
展
し
た
資
本
は
一
国
民
の
も
の
で
は
な
く
、
万
国
の
労
働
す
る
諸
個
人
が

奪
還
す
べ
き
普
遍
的
な
力
で
あ
る
。「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
時
代
の
成
果
で
あ
る
世
界
市

場
と
近
代
的
生
産
力
を
わ
が
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
を
も
っ
と
も
先
進
的
な
諸
国

人
民
の
共
同
管
理
の
も
と
に
お
い
た
と

29き
」、資
本
の
形
式
で
つ
く
り
だ
さ
れ
た

普
遍
的
な
も
の
は
諸
個
人
自
身
の
普
遍
的
な
も
の
に
、
進
歩
は
諸
個
人
を
犠
牲

に
す
る
敵
対
的
な
形
態
に
お
け
る
も
の
か
ら
諸
個
人
自
身
の
進
歩
に
転
換
す

る
。資

本
主
義
の
つ
く
り
だ
す
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
資
本
の
内
面
的
矛
盾

の
展
開
で
あ
り
、容
赦
の
な
い
疎
外
の
過
程
で
あ
る
こ
と
は
い
う
を
ま
た
な
い
。

こ
れ
ま
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
個
人
を
も
全
人
民
を
も
、
血
と
泥
の
な

か
、
悲
惨
と
堕
落
の
な
か
を
引
き
ず
る
こ
と
な
く
、
一
つ
の
進
歩
で
も
な

し
と
げ
た
こ
と
が
あ
る
か
？
（「
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
の
将
来
の
結

30果
」）

人
間
・
自
然
を
犠
牲
に
す
る
人
間
・
自
然
の
発
展
は
狭
隘
な
通
過
点
で
あ
り
、

そ
れ
を
突
破
し
て
悲
惨
に
よ
る
進
歩
、
敵
対
的
な
進
歩
を
人
間
自
身
の
進
歩
に

転
換
す
る
の
も
、
自
己
疎
外
し
て
い
る
人
間
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
労
働
す

る
諸
個
人
が
彼
ら
を
覆
う
局
地
的
な
共
同
的
な
ヴ
ェ
ー
ル
を
剥
が
さ
れ
、
資
本

の
付
属
物
へ
と
徹
底
的
に
解
体
さ
れ
る
悲
運
が
、
彼
ら
を
普
遍
的
な
人
類
社
会

に
実
践
的
に
関
心
を
有
す
る
世
界
的
な
主
体
へ
と
転
換
し
て
い
く
。

も
し
産
業
革
命
が
お
こ
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
き
わ
め
て
ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
情
緒
に
富
ん
で
は
い
た
が
、
人
間
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
こ
う
し
た
生
活
か
ら
、
け
っ
し
て
ぬ
け
で
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
彼
ら
は
ま
さ
に
人
間
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
歴
史
を
導
い
て
き
た
少

数
の
貴
族
に
奉
仕
す
る
働
く
機
械
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
産
業
革
命
は
、
こ

の
よ
う
な
状
態
か
ら
の
帰
結
を
徹
底
的
に
お
し
す
す
め
た
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
っ
て
、
労
働
者
を
た
だ
の
機
械
に
ま
っ
た
く
変
え
て
し
ま
い
、
労
働

者
の
手
に
残
さ
れ
て
い
た
独
立
的
な
活
動
の
最
後
の
残
り
か
す
ま
で
奪
い

去
っ
た
が
、
ま
さ
に
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
に
た
い
し
て
も

の
を
考
え
、
人
間
的
地
位
を
要
求
す
る
刺
激
を
あ
た
え
た
の
で
あ
る
。
一

般
的
な
人
類
の
利
害
に
た
い
し
て
無
感
覚
と
な
っ
て
い
た
最
後
の
階
級
を

歴
史
の
渦
中
に
ま
き
こ
ん
だ
も
の
こ
そ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
政
治
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
工
業
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
一
般
の
運
動
で
あ
っ

た
。（
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
状

31態
』）

資
本
の
も
と
で
の
大
工
業
が
、
労
働
す
る
諸
個
人
を
「
人
間
」
と
し
て
目
覚

め
さ
せ
、
自
覚
的
に
結
び
あ
う
連
合
の
力
に
よ
っ
て
、
諸
個
人
は
資
本
の
壊
滅

的
影
響
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
。彼
ら
を
剰
余
価
値
を
生
む
物
と
し
て
消
費
し
、

蓄
積
の
材
料
と
し
て
直
接
搾
取
さ
れ
る
群
と
予
備
軍
に
分
割
し
、
貧
困
を
蓄
積

す
る
資
本
の
飽
く
な
き
拡
大
欲
求
が
、
彼
ら
を
「
も
の
を
考
え
」
連
帯
す
る
諸

個
人
へ
と
社
会
化
す
る
。
資
本
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
力
と
し
て
対
立

的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
は
、
諸
個
人
の
非
有
機
的
身
体
と
し
て
の
対
象
世
界

で
あ
り
、
こ
の
諸
個
人
自
身
の
自
然
・
社
会
の
力
を
諸
個
人
の
制
御
の
も
と
に

包
摂
す
る
べ
く
、諸
個
人
の
連
帯
も
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

32い
。
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資
本
主
義
は
連
帯
す
る
「
万
国
の
」
自
由
な
労
働
す
る
諸
個
人
を
生
み
だ
す
の

で
あ
る
。

資
本
主
義
が
産
出
す
る
客
体
的
な
人
類
史
的
獲
得
物
は
、
私
的
所
有
を
前
提

し
つ
つ
そ
れ
を
止
揚
す
る
形
態
で
あ
る
、
大
工
業
に
お
け
る
科
学
を
適
用
し
た

社
会
的
生
産
手
段
と
社
会
的
労
働
組
織
の
体
系
、
お
よ
び
、
諸
資
本
の
連
動
す

る
世
界
的
な
交
通
、
世
界
市
場
で
あ

33り
、
主
体
的
な
形
態
の
成
果
は
、
自
由
に

社
会
化
す
る
人
間
、
世
界
的
に
結
合
し
自
由
に
「
も
の
を
考
え
」
行
動
す
る
労

働
す
る
諸
個
人
の
階
級
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
資
本
主
義
が
生
み
だ
す
の
は
、
自

由
な
労
働
す
る
諸
個
人
と
社
会
的
生
産
に
立
脚
し
た
そ
の
民
主
主
義
的
・
自
覚

的
社
会
的
連
合
な
の
で
あ
る
。
世
界
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
担
う
労
働
す
る
諸

個
人
を
資
本
主
義
は
必
然
化
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
資
本
主
義
は
み
ず
か
ら
を

解
消
し
つ
つ
あ
る
通
過
点
な
の
で
あ
る
と
も
い
っ
て
よ
い
。

資
本
主
義
は
、人
権
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
主
体
で
あ
る
諸
個
人
に
た
い
し
て
、

資
本
主
義
の
問
題
と
し
て
社
会
的
・
世
界
的
生
産
過
程
を
、
民
主
的
に
協
同
管

理
す
べ
き
公
共
性
と
し
て
公
開
し
、
諸
個
人
を
自
覚
的
な
社
会
的
諸
個
人
と
し

て
陶
冶
す
る
。
こ
の
世
界
的
な
諸
個
人
に
対
し
て
転
倒
的
な
客
体
的
世
界
と
し

て
の
資
本
が
現
象
す
る
の
は
、
地
球
規
模
で
の
三
つ
の
問
題
群
、
す
な
わ
ち「
人

権
」「
労
働
」「
環
境
」
で
あ

34る
。
こ
れ
ら
の
問
題
群
と
し
て
資
本
主
義
の
問
題

が
民
主
的
に
解
決
す
べ
き
も
の
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
問
題
群
は
、
関
連
の
な
い
孤
立
し
た
主
題
で
は
な
く
、
有
機
的

な
統
一
に
帰
し
つ
つ
浮
上
す
る
同
一
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
資
本
が
そ
の

物
神
的
神
秘
化
か
ら
飛
び
出
し
て
そ
の
対
立
性
、
転
倒
的
能
動
性
を
民
主
的
な

諸
個
人
の
意
識
に
対
し
て
露
出
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
分
野

に
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
蓄
積
の
た
め
の
蓄
積
、
成
長
の
た
め
の
成
長
の
限
界

で
あ
り
、
敵
対
的
利
害
の
運
動
に
収
奪
さ
れ
て
い
る
私
た
ち
の
世
界
の
あ
り
よ

う
と
、
そ
の
解
決
に
向
け
て
先
進
的
諸
人
民
の
国
際
的
合
意
が
不
断
に
形
成
さ

れ
、
国
際
的
管
理
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
企
業
と
人
権
」と
し
て
意
識
さ
れ
る
問
題
に
お
い
て
は
、
人
間
の
尊
厳
、
自

由
な
諸
個
人
と
し
て
の
社
会
的
承
認
を
企
業
と
い
う
現
実
的
な
社
会
的
労
働
組

織
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
資
本
に
成
立
し
た
実
態

と
し
て
の
公
共
空
間
、
人
々
の
共
同
的
な
空
間
を
、
社
会
の
主
人
公
で
あ
る
諸

個
人
の
協
同
の
土
台
に
、
真
に
諸
個
人
が
自
由
な
結
び
あ
う
世
界
に
転
換
す
る

と
い
う
根
源
的
な
課
題
が
そ
こ
に
は
現
わ
れ
て
い
る
。
超
国
籍
企
業
の
社
会
的

責
任
（
Ｃ
Ｓ

35Ｒ
）
な
ど
の
形
で
企
業
が
人
権
保
障
の
義
務
を
負
う
の
も
、
人
権

が
抽
象
的
な
「
政
治
的
解

36放
」
の
空
間
か
ら
、
現
実
世
界
の
対
立
的
な
竈
で
あ

る
市
民
社
会
、
経
済
世
界
に
お
け
る
武
器
に
ま
で
具
体
化
し
て
い
る
こ
と
を
意

味
す
る
。「
企
業
献
金
」に
お
い
て
は
、
自
由
な
諸
個
人
の
政
治
的
結
合
、
共
同

体
権
力
の
人
民
主
権
に
よ
る
掣
肘
に
た
い
し
て
、
社
会
的
生
産
の
力
が
資
本
の

増
殖
の
力
と
し
て
現
わ
れ
対
立
し
て
い
る
。
こ
れ
も
「
取
得
法
則
の
転
回
」
の

問
題
圏
を
示
す
現
象
で
あ
る
。
企
業
に
お
い
て
社
会
的
生
産
過
程
が
私
的
所
有

に
疎
遠
に
実
体
的
な
公
共
性
と
し
て
露
出
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
人
権
・
労
働
・

環
境
が
企
業
の
社
会
的
責
任
と
し
て
も
問
題
化
し
て
い
る
。
労
働
す
る
諸
個
人

の
自
己
の
環
境
と
し
て
社
会
的
生
産
過
程
を
管
理
す
る
こ
と
が
実
践
的
な
課
題

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

資
本
主
義
は
、
諸
個
人
か
ら
自
然
と
社
会
と
い
う
対
象
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
ら
を
局
地
的
な
自
然
と
共
同
体
の
小
宇
宙
に
埋
も
れ
た
有
機
的
客
体
の

器
官
か
ら
、
内
容
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
抽
象
化
さ
れ
た
人
間
に
解
体
し
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
を
自
覚
的
に
連
合
し
う
る
諸
個
人
に
転
換
し
た
。つ
ぎ
に
、
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資
本
主
義
は
、
自
由
に
な
っ
た
労
働
力
を
集
中
し
社
会
的
生
産
手
段
に
結
合
す

る
資
本
の
力
と
し
て
、
諸
個
人
の
社
会
的
生
産
と
い
う
土
台
を
急
速
に
発
展
さ

せ
、
諸
個
人
の
民
主
的
制
御
の
対
象
と
し
て
現
実
の
生
産
過
程
そ
の
も
の
を
つ

く
り
だ
す
。
資
本
主
義
は
、
抽
象
的
な
形
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
成
立
さ
せ
、
社

会
的
労
働
の
対
立
的
発
展
に
よ
っ
て
そ
れ
を
陶
冶
す
る
。

「
児
童
労
働
」「
強
制
労
働
」
に
お
い
て
は
、
交
換
に
お
け
る
自
由
な
法
的
主

体
性
と
い
う
外
観
す
ら
突
破
し
て
物
象
的
生
産
関
係
が
露
出
し
、
搾
取
が
露
呈

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
廃
絶
し
よ
う
と
す
る
国
際
的
な
取
り
組
み
も
、「
す
べ
て

の
人
に
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
」
と
い
う
国
際
機
関
に
お
け
る
合
意
形
成

と
そ
の
実
現
の
た
め
の
努
力
も
、
労
働
の
世
界
化
に
不
可
欠
で
あ
り
、
資
本
に

対
し
て
世
界
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
網
を
か
け
る
試
み
で
あ
る
。

資
本
の
文
明
的
な
面
の
一
つ
は
、
資
本
が
こ
の
剰
余
労
働
を
、
生
産
力
や

社
会
的
関
係
の
発
展
の
た
め
に
も
、
ま
た
よ
り
高
度
な
新
形
成
の
た
め
の

諸
要
素
の
創
造
の
た
め
に
も
、
以
前
の
奴
隷
制
や
農
奴
制
な
ど
の
諸
形
態

の
も
と
で
よ
り
も
よ
り
有
利
な
仕
方
と
条
件
と
の
も
と
で
強
要
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。（『
資
本
論
』
第
三

37部
）

諸
個
人
の
自
由
な
時
間
を
創
造
す
る
可
能
性
を
も
た
ら
す
大
工
業
の
発
展

は
、
そ
の
資
本
主
義
的
実
現
に
お
い
て
、
諸
個
人
の
時
間
を
収
奪
す
る
他
人
の

富
の
発
展
で
あ

38り
、
こ
の
資
本
の
力
の
展
開
が
諸
個
人
の
環
境
を
収
奪
、
破
壊

し
て
い
る
。
資
本
の
剰
余
労
働
へ
の
渇
望
は
、
持
続
可
能
な
環
境
の
維
持
・
形

成
で
は
あ
り
え
な
い
。
労
働
問
題
と
環
境
問
題
は
別
々
の
問
題
で
は
な
い
。
諸

個
人
を
価
値
増
殖
運
動
に
吸
収
す
る
、
貨
幣
の
た
め
の
貨
幣
の
増

39大
と
い
う
悪

無
限
的
な
成
長
の
、蓄
積
の
た
め
の
蓄
積
の
限
界
が
露
呈
し
て
い

40る
の
で
あ
り
、

物
象
・
資
本
の
無
政
府
的
運
動
に
発
展
を
ゆ
だ
ね
る
シ
ス
テ
ム
の
有
限
性
が
問

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
地
球
環
境
問
題
」
は
、
人
間
一
般
と
そ
の
外
部
の
自
然
の
関
係

な
ど
で
は
な
く
、
資
本
主
義
と
し
て
実
現
し
た
経
済
総
体
が
諸
個
人
の
自
己
の

環
境
と
し
て
制
御
す
べ
き
対
象
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
り
、
地
球
規
模
で

の
労
働
問
題
と
じ
つ
は
同
一
の
問
題
で
あ

41る
。

課
題
は
ト
ー
タ
ル
な
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
。
資
本
が
人
権
・
労
働
・

環
境
と
表
象
さ
れ
る
世
界
を
自
己
の
運
動
に
対
立
的
に
統
一
し
、
世
界
か
ら
地

域
へ
、
地
域
か
ら
世
界
へ
有
機
的
に
自
己
を
形
成
す
る
こ
と
に
即
し
て
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
も
ま
た
統
一
的
で
有
機
的
な
も
の
と
し
て
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
市
場
の
拡
大
が
す
べ
て
を
解
決
す
る
と
考
え
る
無
思
想

は
、
成
長
主
義
と
し
て
現
わ
れ
た
膨
張
し
つ
づ
け
る
貨
幣
へ
の
物
神
崇
拝
に
す

ぎ
ず
、
反
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
反
市
場
と
い
う
空
想
も
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
を
外
部
と
と
ら
え
て
周
辺
や
局
地
を
対
置
す

42る
二
元
論
的
主
張
も
、
現
象
に

現
わ
れ
た
矛
盾
を
見
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
諸
個
人
の
自
由
な
発
展
の
確
固
と
し

た
物
質
的
諸
条
件
の
生
成
を
矛
盾
と
し
て
つ
か
む
こ
と
が
な
い
。
労
働
す
る
個

人
の
自
己
矛
盾
に
定
位
し
対
象
の
生
き
た
矛
盾
を
把
握
す
る
マ
ル
ク
ス
の
批
判

的
現
代
認
識
は
生
き
た
総
体
性
に
発
展
す
る
対
象
の
自
己
を
把
握
す
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
一
部
は
、
交
換
銀
行
や
労
働
者
協
同
組
合
の
よ
う

な
、
空
論
的
な
実
験
に
熱
中
す
る
。
つ
ま
り
、
古
い
世
界
自
身
の
も
っ
て

い
る
巨
大
な
手
段
を
す
べ
て
使
っ
て
、
こ
の
古
い
世
界
を
変
革
す
る
こ
と
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を
あ
き
め
て
、
む
し
ろ
社
会
の
う
し
ろ
で
、
個
人
的
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

卜
の
限
ら
れ
た
生
存
条
件
の
範
囲
内
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
救
い
を

な
し
と
げ
よ
う
と
す
る
運
動
、
し
た
が
っ
て
か
な
ら
ず
失
敗
す
る
に
き

ま
っ
て
い
る
運
動
に
、
熱
中
す
る
。（『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー

ル
一
八

43日
』）

…
…
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
、
つ
ま
り
交
換
価
値
に
立
脚
し
た
社
会
の
内
部
で

つ
く
り
だ
さ
れ
る
生
産
諸
関
係
な
ら
び
に
交
易
諸
関
係
こ
そ
は
、
同
時
に

ま
た
、
そ
れ
ら
と
ち
ょ
う
ど
同
数
の
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
を
爆
破
す
る
た

め
の
爆
弾
と
も
な
る
の
で
あ
る
。（『
経
済
学
批
判
要

44綱
』）

資
本
主
義
と
は
、
人
類
社
会
の
産
み
の
苦
し
み
の
総
括
で
あ
り
、
自
己
を
止

揚
し
つ
つ
あ
る
過
渡
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
限
界
を
指
し
示
す

問
題
群
と
し
て
、
人
権
と
民
主
主
義
の
展
開
、
労
働
問
題
、
地
球
環
境
が
与
え

ら
れ
、
こ
の
人
類
史
的
課
題
の
解
決
と
し
て
マ
ル
ク
ス
の
と
ら
え
た
人
間
解
放

の
運
動
が
現
代
に
生
き
て
い
る
。
端
的
に
そ
れ
は
、
無
政
府
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
た
い
し
て
、
民
主
的
な
協
同
的
制
御
の
網
を
か
け
、
資
本
の
物

象
的
力
と
し
て
の
諸
力
の
敵
対
的
発
動
を
永
眠
に
導
く
運
動
で
あ
る
。
世
界
市

場
に
総
体
化
し
た
資
本
を
総
合
的
な
計
画
性
の
も
と
で
制
御
の
網
に
包
摂
し
総

体
的
に
調
整
・
運
転
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
徹
底
を
と
お
し
て
、
社
会
的
生
産

過
程
の
協
同
的
管
理
を
と
お
し
て
、
労
働
す
る
諸
個
人
の
普
遍
性
が
そ
の
総
体

的
疎
外
に
お
い
て
資
本
の
力
と
し
て
発
動
す
る
転
倒
を
止
揚
す
る
こ
と
が
真
に

グ
ロ
ー
バ
ル
な
課
題
で
あ
る
。

資
本
主
義
の
自
己
否
定
の
終
了
、
新
た
な
生
産
の
あ
り
か
た
へ
の
転
換
は
、

総
体
的
で
あ
る
。
法
、
国
家
、
銀
行
な
ど
の
社
会
の
諸
関
係
は
そ
れ
自
体
孤
立

的
に
現
わ
れ
る
が
、
資
本
主
義
の
自
己
形
態
と
し
て
資
本
主
義
と
い
う
自
己
に

と
ら
え
ら
れ
て
必
然
的
に
存
立
す
る
。
資
本
主
義
の
総
体
性
を
前
提
し
て
い
る

そ
の
諸
器
官
の
孤
立
的
変
更
の
試
み
は
「
か
な
ら
ず
失
敗
す
る
に
き
ま
っ
て
い

る
運
動
」
で
あ
る
。
そ
の
プ
ル
ー
ド
ン
批
判
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
マ
ル

ク
ス
が
一
貫
し
て
批
判
す
る
の
は
、
労
働
者
の
銀
行
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
・

資
本
に
転
化
す
る
の
を
防
ご
う
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
幻
想
で
あ
り
、
幻
想
的

な
出
発
点
と
し
て
現
わ
れ
る
所
有
関
係
を
変
革
す
る
こ
と
で
社
会
を
変
革
す
る

試
み
で
あ
り
、
姿
態
の
変
革
が
生
き
た
社
会
総
体
を
変
革
で
き
る
か
の
よ
う
に

と
ら
え
る
幻
想
で
あ
っ
た
。

資
本
主
義
の
到
達
点
は
、
主
体
の
形
態
と
し
て
は
、
矛
盾
に
お
い
て
民
主
主

義
を
発
展
さ
せ
て
い
る
自
由
な
個
人
（
普
遍
的
な
人
権
）
で
あ
り
、
客
体
と
し

て
は
、
矛
盾
と
し
て
深
化
す
る
世
界
的
な
交
通
・
流
通
（
世
界
市
場
）、
矛
盾
と

し
て
発
展
す
る
世
界
的
な
生
産
（
社
会
的
労
働
と
社
会
的
生
産
手
段
）
で
あ
っ

た
。
成
長
主
義
を
乗
り
越
え
る
ト
ー
タ
ル
な
変
革
へ
の
道
は
、
こ
の
到
達
点
を

土
台
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
切
り
開
か
れ
る
。
貨
幣
と
い
う
物
象
を
原
理

と
す
る
現
在
の
持
続
不
可
能
な
、
成
長
主
義
的
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
人
間
そ
の
も

の
を
原
理
と
す
る
シ
ス
テ
ム
へ
と
巨
大
な
転
換
が
必
然
化
し
て
い
る
。
対
象
世

界
を
人
間
が
自
己
に
有
機
化
す
る
運
動
を
搾
取
し
な
が
ら
生
産
の
た
め
の
生

産
、
蓄
積
の
た
め
の
蓄
積
を
無
慈
悲
に
遂
行
す
る
成
長
主
義
、
資
本
の
自
己
増

殖
に
よ
る
発
展
か
ら
、
世
界
的
な
生
産
と
市
場
を
自
由
で
民
主
的
な
諸
個
人
が

協
同
的
に
制
御
し
、
自
覚
的
な
発
展
の
基
盤
に
転
換
す
る
こ
と
が
、
現
代
の
課

題
で
あ
る
。
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１

対
象
に
お
け
る
対
象
の
発
生
を
把
握
す
る
こ
と
、
対
象
を
自
己
と
し
て
把
握
す

る
「
存
在
主
義
」
が
ヘ
ー
ゲ
ル
を
批
判
的
に
継
承
し
た
マ
ル
ク
ス
の
労
働
論
の
意

義
で
あ
り
、
そ
の
資
本
主
義
把
握
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
論
・
生
産
関
係
の
物
象

化
論
・
私
的
所
有
の
正
当
性
破
綻
論
と
し
て
実
現
す
る
矛
盾
論
的
シ
ス
テ
ム
把
握

で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
包
括
的
な
学
問
的
意
義
を
復
権
す
る
作
業
は
、
有
井

行
夫
『
マ
ル
ク
ス
の
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
』
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
、
同
『
株
式

会
社
の
正
当
性
と
所
有
理
論
』
青
木
書
店
、
一
九
九
一
年
、
同
『
マ
ル
ク
ス
は
い

か
に
考
え
た
か
｜

資
本
の
現
象
学
』
桜
井
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
な
ど
。
現
在

の
自
己
（
生
き
た
総
体
性
）
の
矛
盾
す
る
運
動
が
そ
の
止
揚
を
、
将
来
の
媒
介
的

な
統
一
を
指
示
す
る
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
は
資
本
の
現
在
が
語
る
人
類
史
を
理

論
的
に
と
ら
え
た
。
マ
ル
ク
ス
の
人
類
史
把
握
が
矛
盾
と
し
て
の
現
在
を
中
心
に

本
源
的
統
一
と
し
て
の
過
去
と
媒
介
的
統
一
と
し
て
の
未
来
と
い
う
三
段
階
論
で

あ
り
、
こ
れ
が
労
働
・
物
象
・
人
格
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
存
在
層
に
即
し
て
三
つ

提
起
さ
れ
る
点
は
、
有
井
、
前
掲『
マ
ル
ク
ス
は
い
か
に
考
え
た
か
』二
二
六
｜
二

二
七
頁
、
同
『
株
式
会
社
の
正
当
性
と
所
有
理
論
』
二
六
七
｜
二
七
〇
頁
。
マ
ル

ク
ス
の
未
来
社
会
把
握
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
発
生
点
に
お

け
る
本
質
的
矛
盾
に
立
脚
し
て
お
り
、
対
象
に
外
在
的
な
理
想
な
ど
で
は
な
い
。

大
谷
禎
之
介
『
マ
ル
ク
ス
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
論
｜

未
来
社
会
は
資
本
主
義

の
な
か
に
見
え
て
い
る
』桜
井
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
八
一
｜
八
三
頁
。「
資
本
主

義
の
胎
内
に
社
会
主
義
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
」（
山
口
正
之『
社
会
経
済
学

な
に

を
再
生
す
る
か
』
青
木
書
店
、
一
九
九
四
年
、
二
二
八
頁
）。

２

M
E
G
A
(K
a
rl M

a
rx E

ried
rich E

n
g
els G

esa
m
ta
u
sg
a
b
e)
II /1.2,1981,

S
.438.

資
本
論
草
稿
集
翻
訳
委
員
会
訳
『
資
本
論
草
稿
集
二

一
八
五
七
｜
一
八

五
八
年
の
経
済
学
草
稿
』
大
月
書
店
、
一
九
九
三
年
、
二
一
六
｜
二
一
七
頁
。
以

下
、
マ
ル
ク
ス
か
ら
の
引
用
に
さ
い
し
、
訳
文
は
、
原
文
の
強
調
を
省
く
な
ど
断

り
な
く
若
干
手
を
入
れ
る
場
合
が
あ
る
。
引
用
文
中
の
…
…
は
引
用
者
に
よ
る
省

略
を
意
味
す
る
。

３

E
b
d
.,
S
.
322.

同
上
邦
訳
書
、
一
七
｜
一
八
頁
。

４

E
b
d
.,
S
.
439 -440.

同
上
邦
訳
書
、
二
一
八
｜
二
一
九
頁
。

５

E
b
d
.,
S
.
438 -440.

同
上
邦
訳
書
、
二
一
六
頁
。

６

M
E
W
(K
a
rl M

a
rx
-
E
ried

rich E
n
g
els W

erk
e)
B
d
.
29,

1963,
S
.
360.

大
内
兵
衛
・
細
川
嘉
六
監
訳
『
マ
ル
ク
ス＝

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
二
九
巻
、
大

月
書
店
、
一
九
七
二
年
、
二
八
二
頁
。

７

M
E
W
 
B
d
.
9,
1960,

S
.
226.

『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
九
巻
、

一
九
六
二
年
、
二
一
七
｜
二
一
八
頁
。

８

M
E
G
A
 
II /1.1,

S
.
94.

資
本
論
草
稿
集
翻
訳
委
員
会
訳
『
資
本
論
草
稿
集
一
』

一
九
八
一
年
、
一
四
四
頁
。

９

M
E
G
A
 
II /1.2,

S
.
322.

『
資
本
論
草
稿
集
二
』
一
三
七
｜
一
三
八
頁
。

10

M
E
G
A
 
II /4.1,S

.65.

岡
崎
次
郎
訳
、
国
民
文
庫
、
一
九
七
〇
年
、
三
二
｜
三

三
頁
。

11

M
E
G
A
 
II /1.2,

S
.
321 -322.

『
資
本
論
草
稿
集
二
』
一
七
頁
。

12

M
E
G
A
 
II /1.1,

1976,
S
.
91.

『
資
本
論
草
稿
集
一
』
一
三
八
頁
。

13

「
大
工
業
は
世
界
市
場
を
つ
く
り
だ
し
た
。
…
…
／
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
歴
史

上
き
わ
め
て
革
命
的
な
役
割
を
演
じ
た
。／
…
…
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、世
界
市
場

の
開
発
を
つ
う
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
々
の
生
産
と
消
費
を
全
世
界
的
な
も
の
に
し

た
。
…
…
昔
の
地
方
的
、
ま
た
国
民
的
な
自
給
自
足
や
閉
鎖
に
代
わ
っ
て
、
諸
国

民
の
全
面
的
な
交
通
、
そ
の
全
面
的
な
依
存
関
係
が
現
わ
れ
て
く
る
」（『
共
産
党

宣
言
』M

E
W
 
B
d
.
4,
1959,

S
.
463 -466.

『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』

第
四
巻
、
一
九
六
〇
年
、
四
七
七
｜
四
七
九
頁
）。

14

渋
谷
正
編
・
訳
『
草
稿
完
全
復
刻
版

ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹇
序
文
・
第

１
巻
第
１
章
﹈』
新
日
本
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
六
九
頁
。

15

同
上
邦
訳
書
、
六
七
頁
。

16

同
上
邦
訳
書
、
六
七
｜
六
九
頁
。

17

同
上
邦
訳
書
、
一
六
六
｜
一
六
七
頁
。

18

M
E
W
 
B
d
.
1,
1956,

S
.
231.

『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
一
巻
、

一
九
五
九
年
、
二
六
三
頁
。

19

有
井
、
前
掲
『
マ
ル
ク
ス
は
い
か
に
考
え
た
か
』
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
、
商

品
、
二
重
の
意
味
で
自
由
な
労
働
者
と
い
う
主
体
の
関
係
運
動
（
三
つ
の
「
ル
ー

プ
」）
の
記
述
と
し
て
『
資
本
論
』
を
つ
か
ん
で
い
る
。『
資
本
論
』
は
疎
外
さ
れ

た
労
働
を
前
提
し
つ
つ
、
直
接
の
出
発
点
で
あ
る
商
品
が
自
己
の
前
提
を
措
定
す

る
生
き
た
関
係
の
把
握
で
あ
る
。

20

「
労
賃
」
形
態
に
お
け
る
物
神
的
形
態
の
完
成
と
、
単
純
再
生
産
・
拡
大
再
生
産
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が
そ
れ
を
破
綻
さ
せ
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、
有
井
前
掲
『
株
式
会
社
の

正
当
性
と
所
有
理
論
』
二
五
四
｜
二
六
〇
頁
。

21

以
下
、『
資
本
論
』
第
一
部
第
七
篇
（M

E
W
 
B
d
.
23b

,
1962.

『
マ
ル
ク
ス
・

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
二
三
巻
第
二
分
冊
、
一
九
六
五
年
）
か
ら
の
引
用
に
際
し

て
は
、
本
文
中
に
丸
括
弧
で
原
典
頁
番
号
を
記
す
。

22

「
過
程
の
連
続
に
お
い
て
事
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
、商
品
交
換
の
個
人
主
義
的

視
野
の
提
起
す
る
内
容
に
そ
く
し
て
こ
れ
を
突
破
し
て
、
階
級
的
・
社
会
的
連
関

に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
」（
有
井
、
前
掲『
株
式
会
社
の
正
当
性
と
所
有

理
論
』
二
五
八
頁
）。

23

「
転
回
」
論
は
、「
私
的
姿
態
」（「
承
認
の
抽
象
性
」）
と
「
社
会
的
姿
態
」（「
搾

取
」「
非
承
認
性
」）
と
の
「
相
互
批
判
」
と
し
て
「
資
本
の
シ
ス
テ
ム
」
の
「
自

己
批
判
を
完
遂
で
き
ず
に
自
己
批
判
を
つ
づ
け
る
存
立
」
を
と
ら
え
る
（
有
井
、

同
上
書
、
二
六
四
頁
）。

24

M
E
G
A
 
II /1.1,

S
.
162 -165.

『
資
本
論
草
稿
集
一
』
二
七
五
頁
。

25

民
主
主
義
の
具
体
化
は
、
有
井
、
前
掲
『
株
式
会
社
の
正
当
性
と
所
有
理
論
』

三
四
九
｜
三
五
一
頁
。「
内
容
的
な
民
主
主
義
の
現
実
性
は
、
そ
の
形
成
対
象
と
す

る
…
…
相
対
す
る
社
会
的
な
も
の
の
現
実
性
に
依
存
す
る
」（
同
上
書
、
三
四
九

頁
）。

26

「
諸
資
本
は
…
…
諸
資
本
の
公
共
性
の
形
態
化
を
、国
際
的
公
共
性
の
形
態
化
と

し
て
実
現
し
つ
つ
あ
る
」（
同
上
書
、
三
四
八
頁
）。

27

「
資
本
主
義
的
発
展
の
も
っ
と
も
民
主
主
義
的
な
『
形
態
』
の
た
め
の
闘
争
の
ほ

か
に
、
ど
こ
か
純
粋
な
『
社
会
革
命
』
の
た
め
の
闘
争
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」

（
山
口
、
前
掲
書
、
二
七
六
頁
）。

28

M
E
W
 
B
d
.
16,

1962,
S
.
386 -387.

『
マ
ル
ク
ス＝

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
一

六
巻
、
一
九
六
六
年
、
三
八
〇
｜
三
八
一
頁
。
引
用
箇
所
に
つ
づ
け
て
マ
ル
ク
ス

は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
イ
ギ
リ
ス
の
地
主
制
の
「
堡
塁
」
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
と

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
「
分
裂
」
を
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

が
「
そ
の
権
力
の
維
持
の
真
の
秘
訣
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い

る（S
.387 -388.

三
八
一
｜
三
八
二
頁
）。
労
働
す
る
諸
個
人
の
普
遍
的
な
団
結
の

重
要
性
が
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
の
進
む
現
在
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、

現
在
の
「
排
外
主
義
」
の
横
行
、
諸
個
人
の
分
断
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
統
合
な
ど
に

も
明
ら
か
で
あ
る
。

29

「
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
の
将
来
の
結
果
」M

E
W
 
B
d
.
9,
S
.
226.

『
マ
ル

ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
九
巻
、
二
一
八
頁
。

30

E
b
d
.,
S
.
224.

同
上
邦
訳
書
、
二
一
六
頁
。

31

M
E
W
 
B
d
.
2,
1957,

S
.
239.

『
全
集
』
一
九
六
〇
年
、
第
二
巻
、
二
三
二
頁
。

「
資
本
主
義
の
『
不
安
定
』
こ
そ
、
社
会
的
発
展
を
促
進
し
、
ま
す
ま
す
多
数
の
住

民
大
衆
を
社
会
生
活
の
う
ず
に
ま
き
こ
み
、
彼
ら
に
社
会
生
活
の
体
制
に
つ
い
て

熟
考
さ
せ
、
彼
ら
に
自
分
で
『
自
分
の
幸
福
を
き
た
え
る
』
よ
う
に
さ
せ
る
と
こ

ろ
の
巨
大
な
進
歩
的
要
因
で
あ
る
と
い
う
事
実
」（
レ
ー
ニ
ン『
経
済
学
的
ロ
マ
ン

主
義
の
特
徴
づ
け
に
よ
せ
て
』
ソ
同
盟
共
産
党
中
央
委
員
会
付
属
マ
ル
ク
ス
・
エ

ン
ゲ
ル
ス
・
レ
ー
ニ
ン
研
究
所
編
・
マ
ル
ク
ス＝

レ
ー
ニ
ン
主
義
研
究
所
訳
『
レ
ー

ニ
ン
全
集
』
第
二
巻
、
大
月
書
店
、
一
九
五
四
年
、
二
〇
五
頁
）。「
強
制
さ
れ
る

苦
痛
が
、
結
合
を
自
覚
的
連
帯
に
発
展
さ
せ
る
必
要
を
ま
す
ま
す
強
く
意
識
さ
せ

る
」（
山
口
正
之『
経
済
科
学
に
お
け
る
レ
ー
ニ
ン
主
義
』汐
文
社
、
一
九
七
三
年
、

七
一
頁
）。

32

「
人
間
は
原
生
的
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
自
然
の
楽
園
に
も
う
一
度
立
ち
戻
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
前
に
進
ん
で
全
体
的
に
発
達
し
た
個
人
と
し
て
の
世
界
史
的

人
間
の
た
め
に
、
自
由
な
人
間
の
た
め
に
、
た
た
か
い
抜
く
べ
き
な
の
で
あ
る
」

（
山
口
、
前
掲
『
社
会
経
済
学

な
に
を
再
生
す
る
か
』
一
三
三
頁
）。

33

「
資
本
主
義
的
生
産
の
主
要
事
実
」
と
し
て
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
第
三
部
第

一
五
章
で
あ
げ
て
い
る
の
は
、
対
立
的
形
態
で
私
的
所
有
と
私
的
労
働
を
廃
棄
す

る
生
産
手
段
の
集
積
と
社
会
的
労
働
の
組
織
、
そ
し
て
世
界
市
場
で
あ
っ
た

（M
E
W
 
B
d
.
25a

,
1964,

S
.
276 -277.

M
E
G
A
 
II /4.2,

1992,
S
.
339.

『
全
集
』

第
二
五
ａ
巻
、
一
九
六
六
年
、
三
三
三
｜
三
三
四
頁
）。

34

シ
ス
テ
ム
の
存
在
層
に
即
し
た
資
本
の
限
界
の
露
出
を
、
地
球
環
境
問
題
、
長

時
間
労
働
、
企
業
の
政
治
献
金
に
お
い
て
示
し
た
、
有
井
行
夫
「『
物
象
化
』
と
現

代
社
会
｜

マ
ル
ク
ス
の
問
題
提
起
を
考
え
る
」『
法
経
論
集
』（
静
岡
大
学
）
第

三
〇
号
、
一
九
九
四
年
三
月
。
環
境
・
労
働
・
人
権
が
、
国
際
社
会
の
課
題
と
し

て
合
意
さ
れ
て
い
る
の
も
、そ
れ
が
資
本
の
飽
く
な
き
増
大
が
衝
突
す
る
、自
然＝

人
間＝

社
会
の
普
遍
的
な
場
面
の
区
別
だ
か
ら
で
あ
る
。

35

国
連
や
国
際
機
関
に
よ
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
制
度
化
も
、
現
代
に
お
け
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る
資
本
の
自
己
否
定
的
な
展
開
で
あ
る
（
小
栗
崇
資
「
現
代
株
式
資
本
の
自
己
否

定
性
」『
季
刊

経
済
理
論
』
第
四
四
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
四
月
）。

36

『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
』（M

E
W
 
B
d
.
1,
1956

『
全
集
』
第
一
巻
、
一
九

五
九
年
）
に
お
け
る
「
政
治
的
解
放
」
か
ら
、「
貨
幣
の
力
」
を
止
揚
す
る
「
人
間

的
解
放
」
へ
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
想
起
さ
れ
た
い
。

37

M
E
W
 
B
d
.
25b

,
1964,

S
.
827.

M
E
G
A
 
II /4.2,

S
.
837.

『
全
集
』
第
二
五

ｂ
巻
、
一
九
六
七
年
、
一
〇
五
〇
頁
。

38

『
資
本
論
』
第
三
部
「
三
位
一
体
的
定
式
」
に
お
け
る
、
労
働
日
の
短
縮
を
諸
個

人
の
発
展
の
土
台
と
す
る
「
自
由
」
の
記
述
（M

E
W
 
B
d
.25b

,S
.828.M

E
G
A

 
II /4.2,

S
.
837 -838.

『
全
集
』
第
二
五
ｂ
巻
、
一
九
六
七
年
、
一
〇
五
〇
｜
一
〇

五
一
頁
）。
ま
た
、
ケ
イ
ン
ズ
の
「
三
時
間
労
働
」
論
（
ケ
イ
ン
ズ
「
わ
が
孫
た
ち

の
経
済
的
可
能
性
」『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』第
九
巻
、
宮
崎
義
一
訳
、
東
洋
経
済
新
報

社
、
一
九
八
一
年
、
三
九
六
頁
）。

39

「
富
の
蓄
積
が
も
は
や
高
い
社
会
的
重
要
性
を
も
た
な
い
よ
う
に
な
る
と
…
…

財
産
と
し
て
の
貨
幣
愛
は
…
…
半
ば
病
理
的
な
性
癖
の
一
つ
と
し
て
、
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」（
ケ
イ
ン
ズ
、
同
上
邦
訳
書
、
三
九
七
頁
）。

40

成
長
主
義
の
行
き
詰
ま
り
と
し
て
資
本
主
義
の
有
限
性
を
と
ら
え
た
、
久
留
間

健
『
資
本
主
義
は
存
続
で
き
る
か
｜

成
長
至
上
主
義
の
破
綻
』
大
月
書
店
、
二

〇
〇
三
年
。

41

マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
の
労
働
論
を
資
本
主
義
の
批
判
的
把
握

の
拠
点
と
し
て
ふ
ま
え
た
、
山
本
孝
則
「
現
代
資
本
主
義
社
会
の
対
立
基
軸
と
し

て
の
『
環
境
』
｜

『
環
境＝

自
己
外
部
』
論
か
ら
『
自
己
延
長
論
』
へ
」『
政
経

研
究
』
第
一
〇
三
号
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
。

42

「
小
生
産
に
対
す
る
大
資
本
の
進
歩
性
の
認
知
は
、
け
っ
し
て
『
弁
護
』
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
」（
前
掲
『
経
済
学
的
ロ
マ
ン
主
義
の
特
徴
づ
け
に
よ
せ
て
』
二
六

三
頁
）。

43

M
E
W
 
B
d
.
8,
1960,

S
.
122.

『
マ
ル
ク
ス＝

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
二
九
巻
、

一
九
六
二
年
、
一
一
五
頁
。

44

M
E
G
A
 
II /1.1,

S
.
92.

『
資
本
論
草
稿
集
一
』
一
四
〇
頁
。
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あ
り
、
蓄
積
は
そ
の
自
己
矛
盾
す
る
運
動
に
お
い
て
資
本
主
義
自
身
の
有
限
性

を
告
知
し
て
い
る
。
自
己
に
お
い
て
矛
盾
す
る
存
在
と
し
て
自
己
を
徹
底
し
て

展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
本
主
義
は
自
己
の
止
揚
へ
と
突
き
進
む
「
新
生
産

様
式
の
前
提
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。

…
…
資
本
が
は
じ
め
て
、
市
民
社
会
を
、
そ
し
て
社
会
の
成
員
に
よ
る
自

然
お
よ
び
社
会
的
関
連
そ
れ
自
体
の
普
遍
的
取
得
を
、
つ
く
り
だ
す
の
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
資
本
の
偉
大
な
文
明
化
作
用
が
生
じ
、
資
本
に
よ
る
一

つ
の
社
会
段
階
の
生
産
が
生
じ
る
…
…
。（『
経
済
学
批
判
要

３綱
』）

…
資
本
の
制
限
と
は
、
こ
の
発
展
の
全
体
が
対
立
的
に
行
わ
れ
る
、
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
生
産
諸
力
、
一
般
的
富
等
々
、
知
識
等
々
を
作
り
出
す

こ
と
が
、
労
働
す
る
個
人
自
身
が
自
分
を
外
在
化
さ
せ
る
と
い
う
か
た
ち

で
、
す
な
わ
ち
彼
が
、
自
分
の
な
か
か
ら
作
り
出
し
た（
生
産
諸
力
等
々
）

に
た
い
し
て
、自
分
自
身
の
富
の
諸
条
件
に
た
い
す
る
様
態
で
で
は
な
く
、

他
人
の
富
の
諸
条
件
、
自
分
自
身
の
貧
困
の
諸
条
件
に
た
い
す
る
様
態
で

関
わ
る
と
い
う
か
た
ち
で
現
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
こ
の
対
立
的
形
態
そ
の
も
の
が
瞬
過
的
な
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、

自
己
自
身
の
止
揚
の
実
在
的
な
諸
条
件
を
つ
く
り
だ
す
の
で
あ
る
。
結
果

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
生
産
諸
力
｜

富
一
般
｜

が
土
台
と
し
て
、

こ
の
形
態
の
傾
向
と
可
能
性
か
ら
見
て
、
一
般
的
に
発
展
す
る
こ
と
、
同

じ
く
ま
た
、
土
台
と
し
て
の
、
交
易
の
普
遍
性
、
そ
れ
ゆ
え
世
界
市
場
。

こ
の
土
台
が
個
人
の
普
遍
的
発
展
の
可
能
性
と
し
て
、
そ
し
て
こ
の
土
台

か
ら
生
じ
る
、
諸
個
人
の
現
実
的
発
展
が
、
自
分
た
ち
の
制
限
…
…
の
不

断
の
止
揚
と
し
て
。（『
経
済
学
批
判
要

４綱
』）

資
本
は
「
地
球
全
体
を
自
己
の
市
場
と
し

５て
」
創
出
す
る
。
世
界
市
場
は
資

本
の
世
界
市
場
で
あ
り
、
資
本
は
そ
こ
で
生
産
力
の
発
展
に
邁
進
す
る
自
己
の

存
在
理
由
を
地
球
的
に
証
し
つ
つ
、
矛
盾
と
し
て
の
自
己
の
人
類
史
的
な
特
別

の
意
義
を
そ
の
極
点
に
達
す
る
ま
で
徹
底
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
自
己
矛
盾
す

る
発
展
の
線
上
に
資
本
主
義
は
自
己
を
超
出
す
る
、
矛
盾
を
解
消
す
る
安
定
し

た
総
体
に
変
換
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
資
本
と
い
う
対
立
性
は
「
瞬
過
的
」
で

あ
り
、
労
働
す
る
諸
個
人
の
普
遍
性
の
他
者
に
お
け
る
形
成
は
、
対
立
性
を
と

お
し
て
、
資
本
主
義
が
自
己
を
「
止
揚
」
す
る
「
実
在
的
な
諸
条
件
」
を
絶
え

ず
結
果
す
る
。
資
本
が
も
た
ら
す
世
界
市
場
は
「
諸
個
人
の
普
遍
的
発
展
の
可

能
性
」
の
発
展
で
あ
り
、
世
界
的
諸
個
人
の
対
立
的
な
実
在
化
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
本
来
の
任
務
は
、
世
界
市
場
を
作
り
だ
す
こ
と
（
少

な
く
と
も
そ
の
輪
郭
だ
け
で
も
）
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
に
も
と
づ
く
生
産

を
作
り
だ
す
こ
と
だ
。（
マ
ル
ク
ス
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
宛
の
書
簡
、
一
九
五
八

年
一
〇
月
八

６日
）

歴
史
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
時
代
は
、
新
世
界
の
物
質
的
基
礎
を
つ
く
り
だ
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｜

一
方
で
は
、
人
類
の
相
互
依
存
に
も
と
づ
く
世
界

的
交
通
と
こ
の
交
通
の
手
段
、
他
方
で
は
、
人
間
の
生
産
力
の
発
展
と
、

物
質
的
生
産
を
自
然
力
の
科
学
的
支
配
に
転
化
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
そ
の

基
礎
で
あ
る
。（「
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
の
将
来
の
結

７果
」）
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世
界
市
場
で
は
、
す
べ
て
の
人
々
と
の
個
人
の
連
関
は
、
他
方
で
は
同
時

に
ま
た
諸
個
人
そ
れ
自
身
か
ら
の
こ
の
連
関
の
独
立
性
は
、
こ
の
連
関
の

形
成
が
同
時
に
そ
れ
自
身
か
ら
の
移
行
の
条
件
を
も
す
で
に
含
ん
で
い
る

ほ
ど
の
高
さ
に
ま
で
発
展
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。（『
経
済
学
批
判
要

８綱
』）

資
本
の
も
と
で
の
生
産
力
の
発
展
、
資
本
と
し
て
の
諸
個
人
の
普
遍
性
の
対

象
化
は
、
人
間
を
手
段
に
す
る
、
諸
個
人
に
た
い
し
て
疎
遠
な
客
観
的
目
的
の

実
行
で
あ
り
対
立
的
で
あ
り
、
自
己
に
お
け
る
対
立
、
矛
盾
で
あ
る
。
人
間
諸

個
人
が
自
己
の
外
部
と
し
て
現
わ
れ
る
力
に
服
属
し
、
対
立
的
に
実
現
す
る
こ

の
疎
外
さ
れ
た
発
展
は
、
ゆ
え
に
、
単
な
る
外
部
か
ら
の
侵
食
で
は
な
く
、
自

己
の
疎
外
で
あ
り
、
自
己
の
普
遍
性
の
対
象
化
で
あ
る
。
資
本
に
お
け
る
生
産

力
の
発
展
は
、
自
己
の
対
立
に
お
け
る
人
間
の
、
自
己
の
生
産
力
の
発
展
を
意

味
す
る
。

…
…
人
間
が
つ
ね
に
生
産
の
目
的
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
古
代
の
考
え
方

は
、
生
産
が
人
間
の
目
的
と
し
て
現
わ
れ
、
富
が
生
産
の
目
的
と
し
て
現

わ
れ
て
い
る
近
代
世
界
に
対
比
す
れ
ば
、
は
る
か
に
高
尚
な
も
の
で
あ
る

か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
偏
狭
な
ブ
ル

ジ
ョ
ア
的
形
態
が
剥
ぎ
取
ら
れ
れ
ば
、
富
は
、
普
遍
的
な
交
換
に
よ
っ
て

つ
く
り
だ
さ
れ
る
、
諸
個
人
の
欲
求
、
諸
能
力
、
諸
享
楽
、
生
産
諸
力
、

等
々
の
普
遍
性
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
？
…
…
こ
の
歴
史
的
発
展
は
、

発
展
の
こ
の
よ
う
な
総
体
性
を
、
す
な
わ
ち
、
既
存
の
尺
度
で
は
測
れ
な

い
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
諸
力
そ
の
も
の
の
発
展
の
総
体
性
を
、
そ

の
自
己
目
的
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
？
（『
経
済
学
批
判
要

９綱
』）

…
…
こ
の
よ
う
な
転
倒
は
、
富
そ
の
も
の
の
創
造
を
、
す
な
わ
ち
、
た
だ

そ
れ
だ
け
が
自
由
な
人
間
社
会
の
物
質
的
基
礎
を
形
成
し
う
る
社
会
的
労

働
の
無
容
赦
な
生
産
力
の
創
造
を
、
多
数
者
の
犠
牲
に
お
い
て
強
要
す
る

た
め
の
、
必
然
的
な
通
過
点
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
立
的
な

形
態
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ち
ょ
う
ど
、
人
間
が
自
分
の
精

神
的
諸
力
を
ま
ず
第
一
に
自
分
に
対
立
す
る
独
立
な
諸
力
と
し
て
宗
教
的

に
形
づ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間

自
身
の
労
働
の
疎
外
過
程
で
あ
る
。（『
直
接
的
生
産
過
程
の
諸
結

10果
』）

人
間
の
自
由
な
発
展
の
基
礎
を
築
く
生
産
力
の
創
出
を
、
資
本
主
義
は
人
類

史
的
自
己
疎
外
の
最
高
点
と
し
て
、
転
倒
的
に
遂
行
す
る
。
資
本
と
い
う
自
立

的
物
象
の
自
己
目
的
運
動
を
介
し
て
、
労
働
の
自
己
疎
外
が
創
造
す
る
の
は
労

働
の
世
界
的
な
生
産
力
で
あ
る
。
資
本
と
い
う
他
者
の
力
に
お
け
る
社
会
的
労

働
発
展
の
無
慈
悲
な
追
求
は
、
対
立
的
な
外
皮
に
く
る
ま
れ
な
が
ら
も
、
自
由

な
社
会
状
態
の
前
提
を
形
成
す
る
。
資
本
主
義
と
い
う
対
立
的
形
態
を
突
破
し

て
、
生
産
力
の
発
展
が
、
自
然
に
働
き
か
け
る
人
間
の
発
展
で
あ
り
、
人
間
自

身
の
自
己
の
発
展
、
自
然
の
人
間
的
形
態
の
展
開
で
あ
る
こ
と
を
現
さ
ね
ば
な

ら
な
い
。

２

資
本
の
蓄
積
欲
求
の
実
現

｜

労
働
す
る
諸
個
人
に
よ
る
民
主
主
義
の
普
遍
化
へ

諸
個
人
は
自
己
の
対
象
世
界
か
ら
分
離
し
、
自
己
の
総
体
性
を
疎
外
す
る
の

世界史的諸個人の陶冶の世紀（神山義治)
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で
あ
る
が
、
し
か
し
、
他
者
で
あ
る
資
本
が
無
自
覚
的
に
創
出
す
る
総
体
性
は

諸
個
人
の
存
在
根
拠
の
形
成
で
あ
る
。
諸
個
人
は
、
資
本
の
諸
連
関
と
し
て
形

成
さ
れ
た
地
球
的
な
労
働
の
生
産
力
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
転
倒
し
つ

つ
も
そ
れ
を
自
己
の
延
長
に
と
ら
え
て
い
る
。
孤
立
し
あ
う
諸
個
人
の
人
格
的

形
態
は
、
そ
の
地
盤
と
し
て
「
交
換
価
値
」
の
支
配
す
る
物
象
的
連
関
を
形
成

し
、
そ
れ
が
「
全
自
然
の
探
究
」「
地
球
の
全
面
的
な
探
究
」「
自
然
科
学
の
最

高
度
ま
で
の
発

11展
」
を
実
現
す
る
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
。

物
象
的
な
依
存
性
の
う
え
に
き
ず
か
れ
た
人
格
的
独
立
性
は
第
二
の
大
き

な
形
態
で
あ
り
、
こ
の
形
態
に
お
い
て
初
め
て
、
一
般
的
社
会
的
物
質
代

謝
、
普
遍
的
諸
関
連
、
全
面
的
諸
欲
求
と
、
普
遍
的
諸
力
能
と
い
っ
た
も

の
の
一
つ
の
体
系
が
形
成
さ
れ
る
。（『
経
済
学
批
判
要

12綱
』）

個
別
的
生
産
過
程
を
孤
立
的
過
程
か
ら
世
界
的
過
程
の
諸
器
官
に
転
換
し
て

い
く
世
界
市
場
と
し
て
創
造
さ
れ
た
対
象
世
界
に
連
動
し
て
諸
個
人
の
生
命
過

程
は
世
界
的
で
あ

13り
、
資
本
の
対
立
性
は
世
界
的
な
問
題
群
と
し
て
彼
ら
に
資

本
の
止
揚
を
、
資
本
と
し
て
発
展
す
る
彼
ら
自
身
の
生
産
力
を
彼
ら
自
身
の
生

産
力
と
し
て
制
御
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
資
本
主
義
は
「
諸
個
人
の
世
界
史
的

存
14在

」
を
生
み
だ
し
、
諸
個
人
を
「
世
界
史
的
な
、
経
験
的
に
普
遍
的
な
諸
個

15人
」
と
い
う
主
体
へ
と
つ
く
り
あ
げ
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
…
…
世
界
史
的
に
し
か
存
在
し
え
な
い
…
…
。

（『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ

16ー
』）

生
産
諸
力
に
た
い
し
て
大
多
数
の
個
人
が
向
き
あ
っ
て
お
り
、
こ
の
諸
力

は
彼
ら
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
現

実
的
な
生
活
内
容
を
う
ば
わ
れ
て
、
抽
象
的
な
諸
個
人
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
彼
ら
は
、
諸
個

人
と
し
て
相
互
に
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
境
遇
に
お
か
れ
る
の
で
あ

る
。（
同
上

17書
）

資
本
主
義
の
前
提
で
あ
る
二
重
の
意
味
で
自
由
な
労
働
者
は
、
労
働
の
客
体

的
諸
条
件
か
ら
分
離
し
、
自
己
の
対
象
的
内
容
を
喪
失
し
、
孤
立
化
し
抽
象
化

し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
自
然
発
生
的
共
同
性
の
依
存
の
鎖
か
ら
自

立
し
た
抽
象
的
に
で
は
あ
る
が
自
由
な
法
的
人
格
で
あ
り
、
自
覚
的
に
能
動
的

に
社
会
的
連
結
を
結
ぶ
こ
と
が
可
能
な
能
動
的
・
主
体
的
な
存
在
に
な
り
う
る
。

対
象
的
内
容
を
自
己
に
対
立
す
る
資
本
の
世
界
と
し
て
つ
く
り
だ
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
ら
は
、
他
者
の
な
か
に
、
み
ず
か
ら
の
自
由
な
発
展
の
土
台
を
見

い
だ
し
、
そ
れ
を
ま
さ
に
自
由
な
発
展
の
土
台
と
し
て
制
御
し
よ
う
と
す
る
。

抽
象
的
な
諸
個
人
、
疎
外
さ
れ
た
諸
個
人
は
対
象
世
界
に
対
立
的
に
向
き
あ
う

こ
と
で
そ
の
抽
象
性
を
み
ず
か
ら
否
定
し
、
自
由
に
自
覚
的
に
、
自
発
的
・
積

極
的
に
協
同
す
る
社
会
的
主
体
と
し
て
、
彼
ら
の
対
象
世
界
で
あ
る
社
会
的
労

働
の
生
産
力
を
制
御
し
よ
う
と
運
動
し
て
い
く
。
資
本
と
し
て
能
動
化
し
た
制

御
さ
れ
ざ
る
社
会
的
内
容
を
自
由
な
諸
個
人
が
そ
の
自
覚
的
な
連
帯
・
結
合
の

も
と
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
。

「
民
主
主
義
」「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
な
か
み
は
、
諸
個
人

の
自
覚
的
な
結
合
で
あ
る
。「
民
主
制
は
人
間
か
ら
出
発
し
て
、
国
家
を
客
体
化

さ
れ
た
人
間
た
ら
し
め
る
」（『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
（
第
二
六
一
節
｜
第
三
一
三

()4
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節
）
の
批

18判
』）。
自
然
発
生
的
な
世
界
的
生
産
過
程
を
民
主
的
に
協
同
す
る
諸

個
人
が
制
御
す
る
こ
と
、
先
進
的
で
民
主
的
な
労
働
す
る
諸
個
人
の
協
同
の
も

と
に
世
界
的
生
産
力
を
制
御
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
諸
個
人
は
「
他
人
の
富

の
諸
条
件
」
に
疎
外
さ
れ
た
自
己
の
諸
条
件
を
自
己
の
諸
条
件
に
変
え
、
役
割

を
終
え
た
資
本
と
い
う
生
産
の
あ
り
か
た
を
止
揚
す
る
で
あ
ろ
う
。

労
働
す
る
諸
個
人
が
民
主
主
義
的
制
御
に
よ
る
包
摂
を
世
界
的
に
有
機
的
に

発
展
し
た
生
産
過
程
に
及
ぼ
す
こ
と
、
労
働
す
る
諸
個
人
に
よ
る
民
主
主
義
的

協
同
が
徹
底
さ
れ
普
遍
化
す
る
こ
と
が
、
資
本
の
生
み
だ
す
成
果
の
主
体
的
形

態
と
客
体
的
形
態
の
統
一
と
し
て
資
本
主
義
の
自
己
超
出
を
実
現
す
る
は
ず
で

あ
る
。
社
会
を
つ
く
り
だ
す
自
覚
的
な
存
在
と
し
て
の
諸
個
人
の
も
と
に
、
自

然
発
生
的
に
資
本
が
担
っ
て
き
た
、
彼
ら
自
身
の
生
産
的
土
台
で
あ
る
労
働
の

個
別
性
と
普
遍
性
の
媒
介
が
現
実
化
す
る
で
あ
ろ
う
。

『
資
本
論
』第
一
部
第
七
篇
第
二
二
章
は
、
資
本
の
蓄
積
に
お
け
る
現
在
の
矛

盾
す
る
運
動
を
と
ら
え
る
。
こ
こ
に
、
私
た
ち
は
、
抽
象
的
諸
個
人
の
危
機
と

し
て
現
れ
た
、
先
進
的
で
民
主
的
な
労
働
す
る
諸
個
人
に
よ
る
生
産
過
程
の
制

御
と
い
う
主
題
を
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

現
代
世
界
は
資
本
主
義
と
い
う
生
き
た
シ
ス
テ
ム
、
社
会
的
生
産
有
機
体
を

本
体
と
す
る
。
社
会
的
生
産
有
機
体
は
、
対
象
世
界
（
自
然
・
社
会
）
に
た
い

し
て
、
自
己
の
有
機
的
延
長
と
し
て
自
己
の
普
遍
性
の
対
象
化
と
し
て
関
わ
る

人
間
を
根
源
的
な
主
体
と
す
る
。
こ
の
主
体
で
あ
る
労
働
す
る
個
人
の
矛
盾
、

自
己
に
お
け
る
矛
盾
が
彼
に
対
立
す
る
総
体
を
形
成
し
、
こ
の
総
体
が
生
産
関

係
の
物
象
化
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
諸
範
疇
を
分
化
し
運
動
し
て
い
る
。

資
本
主
義
は
商
品
の
シ
ス
テ
ム
の
否
定
的
な
自
己
実
現
で
あ

19る
。
商
品
は
、

排
除
し
あ
う
私
的
諸
労
働
へ
の
社
会
的
労
働
の
解
消
と
、
社
会
的
労
働
へ
の
私

的
諸
労
働
の
統
合
を
担
う
実
体
で
あ
る
。労
働
は
私
的
な
社
会
的
労
働
と
し
て
、

そ
の
社
会
的
性
格
を
商
品
に
対
象
化
し
て
い
る
。
単
純
流
通
Ｗ
｜
Ｇ
｜
Ｗ
に
た

い
し
て
、
Ｇ
を
起
点
と
す
る
循
環
と
し
て
自
己
を
保
持
し
増
大
す
る
生
き
た
貨

幣
が
存
立
す
る
。
こ
れ
が
資
本
で
あ
り
、
貨
幣
の
資
本
へ
の
不
断
の
転
化
に
よ

り
、
そ
れ
は
実
現
し
て
い
る
。
こ
の
転
化
の
要
を
な
す
の
が
、
二
重
の
意
味
で

自
由
な
労
働
者
の
存
在
、
す
な
わ
ち
、
生
産
手
段
か
ら
分
離
し
、
か
つ
法
的
に

自
由
で
あ
る
労
働
者
の
存
在
で
あ
る
。
資
本
は
、
買
い
手
に
よ
る
そ
の
消
費（
使

用
価
値
の
実
現
）
が
一
日
の
労
働
で
あ
る
よ
う
な
商
品
す
な
わ
ち
労
働
能
力＝

労
働
力
を
彼
か
ら
購
入
し
、
自
己
の
過
程
に
包
摂
す
る
。

Ｇ
｜
Ｗ
｜
G’
の
秘
密
は
、
一
日
の
労
働
が
対
象
化
す
る
価
値
が
、
資
本
家
が

対
価
を
払
う
労
働
力
の
日
価
値
よ
り
も
大
き
い
点
に
あ
る
。
労
働
力
商
品
の
価

値
を
規
定
す
る
の
は
、
労
働
者
が
消
費
す
る
必
須
生
活
手
段
の
生
産
に
要
す
る

必
須
労
働
時
間
で
あ
る
が
、
資
本
家
に
よ
る
私
的
消
費
過
程
に
お
け
る
労
働
力

の
使
用
は
こ
れ
に
限
定
さ
れ
ず
、
剰
余
労
働
時
間
に
よ
る
剰
余
価
値
の
対
象
化

が
こ
の
消
費
過
程
内
で
秘
密
裏
に
進
行
す
る
。

『
資
本
論
』
第
一
部
に
お
け
る
「
剰
余
価
値
の
生
産
」
は
、
一
回
の
過
程
の
把

握
で
あ
っ
た
。「
労
賃
」に
お
い
て
は
、
こ
の
過
程
の
産
物
で
あ
る
剰
余
価
値
が

そ
の
源
泉
を
隠
蔽
さ
れ
て
現
わ
れ
る
。「
労
賃
」形
態
は
、
労
働
力
の
価
値
ま
た

は
価
格
か
ら
分
離
し
て
、
労
働
者
の
受
け
と
る
貨
幣
が
「
労
働
の
価
値
ま
た
は

価
格
」
と
い
う
法
的
形
態
を
ま
と
っ
た
姿
で
あ
る
。「
労
賃
」
は
、
生
産
過
程
か

ら
独
立
化
し
た
、
交
換
過
程
の
仮
象
的
な
自
己
完
結
で
あ
る
。
物
神
的
形
態
の

こ
の
完
結
は
、
必
須
労
働
時
間
と
剰
余
労
働
時
間
の
区
別
を
消
し
去
り
、
こ
こ

で
は
、
労
働
者
と
資
本
家
は
自
由
で
平
等
と
い
う
法
的
規
定
が
貫
か
れ
る
存
在

と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
労
働
者
が
対
象
化
し
た
価
値
は
、
生
産
と
い
う
根
拠
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か
ら
孤
立
化
し
、「
労
賃
」「
利
潤
」
と
い
う
架
空
の
源
泉
を
付
与
さ
れ
た
物
神

的
形
態
を
ま
と
っ
て
い
る
。

「
労
賃
」
に
続
く
『
資
本
論
』
第
一
部
第
七
篇
「
資
本
の
蓄
積
過
程
」
が
把
握

す
る
の
は
、
資
本
と
い
う
物
象
的
能
動
性
が
ま
と
う
正
当
性
形
態
の
破
綻
で
あ

20る
。
第
二
一
章
「
単
純
再
生
産
」
と
第
二
二
章
「
剰
余
価
値
へ
の
資
本
の
転
化
」

を
み
て
み
よ
う
。

一
回
か
ぎ
り
の
生
産
過
程
に
た
い
し
て
、
そ
の
反
復
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ

た
再
生
産
を
み
る
と
、
巨
大
な
反
転
が
現
わ
れ
る
。「
こ
の
単
な
る
繰
り
返
し
ま

た
は
連
続
が
こ
の
過
程
に
い
く
つ
か
の
新
し
い
性
格
を
押
印
す
る
」（『
資
本
論
』

S
.

21

592

）。
自
己
再
生
産
す
る
資
本
主
義
総
体
が
い
か
に
自
己
否
定
的
に
自
己
を

媒
介
し
て
い
る
の
か
。
商
品
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
資
本
主
義
の
把
握
の
要
は

こ
れ
に
つ
き
る
と
い
っ
て
よ
い
。

剰
余
価
値
を
資
本
家
が
消
費
し
て
投
下
資
本
額
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
生
産
過

程
が
同
一
の
規
模
で
繰
り
返
さ
れ
る
単
純
再
生
産
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
剰

余
価
値
を
資
本
に
転
化
す
る
資
本
の
蓄
積
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
。

不
断
の
更
新
に
お
い
て
は
、
労
働
力
に
投
下
さ
れ
る
可
変
資
本
が
、
資
本
家

の
フ
ァ
ン
ド
で
あ
る
と
す
る
外
観
が
消
え
、
労
働
者
自
身
の
労
働
フ
ァ
ン
ド
、

生
活
手
段
の
フ
ァ
ン
ド
の
形
態
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
資
本
家

の
自
己
労
働
を
想
定
し
た
総
資
本
も
ま
た
、
他
人
の
剰
余
労
働
の
対
象
化
に
転

化
す
る
。
た
と
え
ば
、
剰
余
価
値
二
〇
〇
ポ
ン
ド
を
毎
年
消
費
す
る
資
本
家
が
、

彼
の
も
つ
一
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
前
貸
資
本
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
資
本
価
値
一

〇
〇
〇
ポ
ン
ド
は
五
年
を
経
た
の
ち
に
は
、
彼
が
食
い
尽
く
し
た
価
値
の
等
価

と
な
る
。
資
本
家
が
消
費
し
た
剰
余
価
値
総
額
が
、
前
貸
資
本
価
値
の
等
価
に

達
し
、
彼
が
労
働
す
る
こ
と
な
く
無
償
で
取
得
し
消
費
し
た
剰
余
価
値
総
額
を

資
本
が
代
表
す
る
。

労
働
す
る
諸
個
人
が
自
己
の
客
体
的
諸
条
件
か
ら
分
離
し
て
い
る
疎
外
は
、

資
本
の
基
礎
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
資
本
の
過
程
自
身
の
産
物
と
し
て
現
わ

れ
て
い
る
。「
彼
自
身
の
労
働
は
彼
自
身
か
ら
疎
外
さ
れ
、
資
本
家
の
も
の
と
さ

れ
、
資
本
に
合
体
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
労
働
は
こ
の
過
程
の
な
か
で

絶
え
ず
他
人
の
生
産
物
に
対
象
化
さ
れ
る
」（S

.596

）。
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ

た
二
重
の
意
味
で
自
由
な
労
働
者
の
存
在
が
「
特
有
の
結
果
と
し
て
絶
え
ず
繰

り
返
し
生
産
さ
れ
永
久
化
さ
れ
る
」（S

.595

）。
労
働
者
に
よ
る
自
由
な
個
人
的

消
費
も
、
資
本
か
ら
排
出
さ
れ
た
生
活
手
段
が
労
働
力
に
転
化
す
る
資
本
の
再

生
産
の
契
機
を
な
す
。
労
働
者
は
直
接
的
生
産
過
程
の
外
で
も
資
本
の
付
属
物

で
あ
る
。
労
働
力
と
そ
の
客
体
的
諸
条
件
の
分
離
を
資
本
は
再
生
産
す
る
。
孤

立
し
た
交
換
で
は
、
労
働
者
と
資
本
家
の
相
対
は
偶
然
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
不
断
に
流
れ
る
過
程
の
総
体
に
お
い
て
は
、
労
働
力
販
売
は
強
制
と
し
て

現
わ
れ
、
資
本
家
の
側
で
は
他
人
の
労
働
の
産
物
が
無
償
で
消
費
フ
ァ
ン
ド
に

転
化
し
て
い
る
。

剰
余
価
値
の
う
ち
資
本
家
の
消
費
フ
ァ
ン
ド
で
は
な
い
部
分
は
、
追
加
資
本

に
転
化
し
、
資
本
蓄
積
を
実
現
す
る
。
追
加
資
本
が
取
得
し
た
剰
余
価
値
は
、

さ
ら
に
追
加
資
本
に
転
化
し
、「
過
去
の
不
払
労
働
の
所
有
」（S

.609

）が
、
拡

大
す
る
規
模
で
の
他
人
労
働
の
無
償
の
取
得
の
条
件
と
な
る
。
蓄
積
を
導
い
た

原
資
本
に
よ
る
交
換
は
、
ま
た
一
つ
一
つ
の
交
換
そ
れ
自
体
は
、
等
価
交
換
で

あ
り
、
自
由
で
平
等
な
私
的
所
有
者
と
い
う
法
的
人
格
の
規
定
を
交
換
者
は
受

け
と
っ
て
い
る
。
資
本
家
の
私
的
所
有
は
自
己
労
働
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
流
れ
に
お
い
て
事
態
は
一
転
す

22る
。
労
働
力
と
交
換
さ
れ
る
資
本
部
分

は
無
償
で
取
得
し
た
他
人
労
働
の
産
物
で
あ
り
、
こ
れ
は
再
び
剰
余
価
値
を
取
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得
し
て
補
塡
さ
れ
る
。
私
的
所
有
は
「
資
本
家
の
側
で
は
他
人
の
不
払
労
働
ま

た
は
そ
の
生
産
物
を
取
得
す
る
権
利
」に
、「
労
働
者
の
側
で
は
彼
自
身
生
産
物

を
取
得
す
る
こ
と
の
不
可
能
」
に
転
化
し
、
交
換
の
外
観
を
解
消
す
る
。
こ
れ

が
商
品
生
産
の
所
有
法
則
の
資
本
主
義
的
取
得
法
則
へ
の
転
回
で
あ
る
。
蓄
積

が
前
提
す
る
交
換
は
、
孤
立
的
に
は
自
由
な
私
的
所
有
を
そ
れ
自
身
の
尺
度
と

す
る
が
、
蓄
積
に
お
い
て
拡
が
る
流
れ
の
契
機
と
し
て
私
的
所
有
は
承
認
さ
れ

ざ
る
権
利
と
い
う
承
認
に
お
い
て
、
自
由
な
私
的
所
有
と
は
正
反
対
の
内
容
を

不
可
避
的
に
露
出
す
る
。
労
賃
の
物
神
的
形
態
は
破
綻
し
、
本
質
で
あ
っ
た
関

係
が
現
れ
出

23る
。

３

地
球
規
模
で
の
普
遍
的
世
界
と
社
会
的
諸
個
人
の
形
成

｜

現
代
民
主
主
義
に
よ
る
変
革
の
立
脚
点

第
二
一
章
と
第
二
二
章
の
内
容
の
中
心
部
を
確
認
し
た
。
商
品
の
シ
ス
テ
ム

と
し
て
の
資
本
主
義
の
実
現
は
、
社
会
的
生
産
実
体
を
機
動
力
と
す
る
資
本
蓄

積
と
、
資
本
の
前
提
で
あ
る
自
由
な
私
的
所
有
と
い
う
相
互
承
認
と
の
相
互
批

判
と
し
て
、
資
本
主
義
の
自
己
批
判
で
あ
る
。
資
本
主
義
は
発
展
す
る
が
ゆ
え

に
自
己
批
判
す
る
。

資
本
主
義
の
こ
の
正
当
性
破
綻
は
、
生
産
過
程
を
労
働
す
る
諸
個
人
が
自
己

の
環
境
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
孤
立
し
た
交
換
の
合
法
的
形
式

か
ら
分
離
し
て
、
過
程
の
総
体
は
労
働
す
る
諸
個
人
自
身
の
環
境
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

す
で
に
相
対
的
剰
余
価
値
論
に
お
い
て
人
権
は
労
働
す
る
諸
個
人
の
人
権
と

し
て
具
体
化
し
て
お
り
、
大
工
業
と
い
う
内
容
に
即
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が

生
産
過
程
を
制
御
す
る
方
向
に
発
展
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を

ふ
ま
え
て
前
節
で
確
認
し
た
「
転
回
」
論
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
／
民
主
主
義
の
現

代
的
徹
底
を
把
握
し
て
い
る
。
諸
個
人
が
対
象
か
ら
引
き
裂
か
れ
た
自
己
と
し

て
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
起
点
で
あ
っ
た
。
生
産
手
段
と
共
同

体
を
喪
失
す
る
代
わ
り
に
自
己
の
み
を
諸
個
人
は
世
界
の
根
拠
と
し
て
自
覚
す

る
。
抽
象
的
で
は
あ
る
が
、
ま
さ
に
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
個
人

は
自
己
を
自
覚
し
、
自
己
を
対
象
世
界
の
形
成
者
と
し
て
自
覚
し
う
る
。
資
本

主
義
が
つ
く
り
だ
す
社
会
的
生
産
は
、
こ
の
主
体
に
対
立
す
る
他
者
と
し
て
、

物
象
の
世
界
と
し
て
形
成
さ
れ
た
対
象
世
界
で
あ
る
。
転
回
と
は
、
こ
の
対
象

世
界
を
他
者
に
お
け
る
自
己
の
世
界
と
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
主
体
に
対
面
さ

せ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
陶
冶
を
導
く
こ
と
で
あ
る
。

単
純
に
つ
か
ま
れ
た
貨
幣
諸
関
係
の
な
か
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
内

在
的
対
立
が
す
べ
て
消
し
去
ら
れ
た
よ
う
に
み
え
、
ま
た
こ
の
面
か
ら
し

て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
者
に
よ
っ
て
現
存
の
経
済
的
諸
関
係
を
弁
護
す

る
た
め
の
逃
げ
場
と
さ
れ
る
以
上
に
（
か
れ
ら
は
こ
の
ば
あ
い
少
な
く
と

も
首
尾
一
貫
し
て
い
て
、
交
換
価
値
と
交
換
と
い
う
、
貨
幣
関
係
以
上
に

単
純
な
関
係
に
さ
か
の
ぼ
る
）、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
に
よ
っ
て
、
こ
の

貨
幣
関
係
が
ふ
た
た
び
逃
げ
場
に
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。（『
経
済
学
批
判

要
24綱

』）

再
生
産
の
媒
介
か
ら
分
離
し
た
「
貨
幣
諸
関
係
」
の
抽
象
性
、
抽
象
化
さ
れ

た
交
換
の
諸
関
連
に
と
ど
ま
り
、
労
働
す
る
諸
個
人
を
蓄
積
の
手
段
と
し
て
消

費
す
る
資
本
の
「
内
在
的
対
立
」
を
隠
蔽
す
る
こ
と
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
物
神

崇
拝
的
制
限
性
で
あ
る
。
諸
個
人
の
自
由
な
自
発
的
な
社
会
形
成
原
理
と
し
て
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の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
一
般
に
対
す
る
嘲
笑
と
い
う
知
的
・
実
践
的
退
廃
は
こ
の
幻

想
的
形
態
か
、
そ
の
裏
返
し
に
す
ぎ
な
い
。
現
実
総
体
の
自
己
疎
外
、
分
裂
を

つ
か
む
こ
と
な
く
、
民
主
主
義
一
般
を
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
の
は
、
物
神
性
に

囚
わ
れ
た
思
考
で
あ
る
。
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
労
働
す
る
諸
個
人
が
資
本
の

生
産
諸
力
・
諸
関
係
を
真
に
普
遍
的
な
自
己
に
転
換
す
る
た
め
の
関
係
で
あ
り

運
動
で
あ
る
。

資
本
主
義
は
絶
え
ず
そ
の
市
民
諸
個
人
の
人
権
と
い
う
建
前
を
裏
切
り
全
体

を
主
体
化
さ
せ
て
し
ま
う
。
労
働
す
る
諸
個
人
が
こ
の
敵
対
的
な
全
体
の
力
と

し
て
現
れ
る
人
間
諸
個
人
の
自
然
的
・
社
会
的
諸
力
を
自
己
の
も
と
に
包
摂
し

よ
う
と
す
る
闘
い
は
、
労
働
す
る
市
民
の
人
権
の
発
展
と
し
て
現
わ
れ
る
。
労

働
す
る
諸
個
人
は
、
市
民
革
命
の
崇
高
さ
を
受
け
つ
ぎ
、
表
現
の
自
由
な
ど
市

民
的
な
権
利
を
擁
護
し
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
労
働
す
る
諸
個
人
は
、
労
働

日
の
法
律
的
制
限
や
社
会
保
障
の
権
利
な
ど
に
人
権
を
具
体
化
す
る
。
資
本
の

大
工
業
に
お
い
て
、
そ
の
社
会
的
一
体
性
を
資
本
の
力
に
疎
外
し
て
い
る
人
民

は
労
働
す
る
諸
個
人
で
あ
り
、
市
民
革
命
の
革
命
的
精
神
と
対
立
し
、
そ
こ
に

包
摂
さ
れ
る
べ
き
対
象
は
い
ま
や
企
業
社
会
で
あ
る
。
資
本
と
そ
の
世
界
を
、

す
べ
て
労
働
す
る
諸
個
人
の
対
象
化
さ
れ
た
自
己
と
し
て
暴
き
出
す
の
が
「
転

回
」
で
あ
っ
た
。

抽
象
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
そ
の
抽
象
性
と
い
う
限
界
を
露
呈
し
、
生
産
過

程
が
形
成
す
る
自
己
の
対
象
世
界
を
そ
の
対
象
と
し
て
、
発
展
す
る
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
へ
と
転
換
す
る
。
民
主
的
で
先
進
的
な
労
働
す
る
諸
個
人
の
実
践
的
な
陶

冶
と
し
て
民
主
主
義
／
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
徹
底
さ
れ

25る
。
現
代
の
労
働
す
る
諸

個
人
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
す
る
諸
個
人
が
そ
こ
で
実

践
的
に
陶
冶
さ
れ
る
自
由
な
連
合
に
お
い
て
、
対
象
的
世
界
の
す
べ
て
が
労
働

す
る
諸
個
人
の
対
象
的
自
己
で
あ
る
と
い
う
人
類
史
の
真
理
が
変
革
の
根
拠
と

し
て
総
括
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
私
的
所
有
の
下
で
対
立
的
に
成
長
し
た

社
会
的
労
働
・
社
会
的
生
産
手
段
、
世
界
的
交
通
を
前
提
し

26て
、
世
界
的
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
徹
底
線
上

27に
自
由
な
人
間
社
会
が
狭
隘
な
外
皮
を
破
っ
て
形
態
化

す
る
で
あ
ろ
う
。

４

人
権
・
労
働
・
環
境

｜

グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
展
開

資
本
の
も
と
で
の
生
産
の
発
展
は
、
労
働
す
る
諸
個
人
の
社
会
的
生
産
の
対

立
的
な
形
態
に
お
け
る
発
展
で
あ
り
、
対
立
的
形
態
を
脱
し
て
諸
個
人
の
自
由

な
発
展
の
真
の
基
礎
に
転
換
・
現
実
化
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、

一
八
七
〇
年
の
イ
ギ
リ
ス
を
資
本
主
義
が
全
産
業
に
浸
透
し
、
世
界
市
場
を
支

配
す
る
ま
で
に
成
熟
し
た
唯
一
の
国
と
と
ら
え
、
イ
ギ
リ
ス
に
成
熟
し
た
生
産

の
諸
条
件
を
イ
ギ
リ
ス
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
万
人
が
共
有
す
べ
き
、
万
人

が
奪
回
す
べ
き
変
革
の
諸
条
件
と
し
て
考
え
て
い
た
。

イ
ギ
リ
ス
は
…
…
そ
の
世
界
市
場
の
支
配
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
済
関
係
に

お
け
る
ど
ん
な
革
命
も
、
直
接
に
全
世
界
に
作
用
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
え
な

い
た
だ
ひ
と
つ
の
国
で
あ
る
。
地
主
制
度
と
資
本
主
義
が
こ
の
国
に
そ
の

古
典
的
な
本
拠
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
他
方
で
は
こ
れ
を
破
壊
す
る

物
質
的
諸
条
件
が
こ
こ
で
最
も
成
熟
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
…
…
こ
れ

を
イ
ギ
リ
ス
人
だ
け
の
手
に
ゆ
だ
ね
る
の
は
、
な
ん
と
い
う
ば
か
げ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
は
た
ん
に
他
の
諸
国
と
な
ら
ぶ
国
と
し
て
扱
わ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
｜

イ
ギ
リ
ス
は
資
本
の
本
国
と
し
て
扱
わ
れ
る
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べ
き
で
あ
る
。
…
…
（「
総
評
議
会
か
ら
ラ
テ
ン
系
ス
イ
ス
連
合
評
議
会

28へ
」）

発
展
し
た
資
本
は
一
国
民
の
も
の
で
は
な
く
、
万
国
の
労
働
す
る
諸
個
人
が

奪
還
す
べ
き
普
遍
的
な
力
で
あ
る
。「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
時
代
の
成
果
で
あ
る
世
界
市

場
と
近
代
的
生
産
力
を
わ
が
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
を
も
っ
と
も
先
進
的
な
諸
国

人
民
の
共
同
管
理
の
も
と
に
お
い
た
と

29き
」、資
本
の
形
式
で
つ
く
り
だ
さ
れ
た

普
遍
的
な
も
の
は
諸
個
人
自
身
の
普
遍
的
な
も
の
に
、
進
歩
は
諸
個
人
を
犠
牲

に
す
る
敵
対
的
な
形
態
に
お
け
る
も
の
か
ら
諸
個
人
自
身
の
進
歩
に
転
換
す

る
。資

本
主
義
の
つ
く
り
だ
す
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
資
本
の
内
面
的
矛
盾

の
展
開
で
あ
り
、容
赦
の
な
い
疎
外
の
過
程
で
あ
る
こ
と
は
い
う
を
ま
た
な
い
。

こ
れ
ま
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
個
人
を
も
全
人
民
を
も
、
血
と
泥
の
な

か
、
悲
惨
と
堕
落
の
な
か
を
引
き
ず
る
こ
と
な
く
、
一
つ
の
進
歩
で
も
な

し
と
げ
た
こ
と
が
あ
る
か
？
（「
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
の
将
来
の
結

30果
」）

人
間
・
自
然
を
犠
牲
に
す
る
人
間
・
自
然
の
発
展
は
狭
隘
な
通
過
点
で
あ
り
、

そ
れ
を
突
破
し
て
悲
惨
に
よ
る
進
歩
、
敵
対
的
な
進
歩
を
人
間
自
身
の
進
歩
に

転
換
す
る
の
も
、
自
己
疎
外
し
て
い
る
人
間
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
労
働
す

る
諸
個
人
が
彼
ら
を
覆
う
局
地
的
な
共
同
的
な
ヴ
ェ
ー
ル
を
剥
が
さ
れ
、
資
本

の
付
属
物
へ
と
徹
底
的
に
解
体
さ
れ
る
悲
運
が
、
彼
ら
を
普
遍
的
な
人
類
社
会

に
実
践
的
に
関
心
を
有
す
る
世
界
的
な
主
体
へ
と
転
換
し
て
い
く
。

も
し
産
業
革
命
が
お
こ
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
き
わ
め
て
ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
情
緒
に
富
ん
で
は
い
た
が
、
人
間
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
こ
う
し
た
生
活
か
ら
、
け
っ
し
て
ぬ
け
で
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
彼
ら
は
ま
さ
に
人
間
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
歴
史
を
導
い
て
き
た
少

数
の
貴
族
に
奉
仕
す
る
働
く
機
械
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
産
業
革
命
は
、
こ

の
よ
う
な
状
態
か
ら
の
帰
結
を
徹
底
的
に
お
し
す
す
め
た
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
っ
て
、
労
働
者
を
た
だ
の
機
械
に
ま
っ
た
く
変
え
て
し
ま
い
、
労
働

者
の
手
に
残
さ
れ
て
い
た
独
立
的
な
活
動
の
最
後
の
残
り
か
す
ま
で
奪
い

去
っ
た
が
、
ま
さ
に
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
に
た
い
し
て
も

の
を
考
え
、
人
間
的
地
位
を
要
求
す
る
刺
激
を
あ
た
え
た
の
で
あ
る
。
一

般
的
な
人
類
の
利
害
に
た
い
し
て
無
感
覚
と
な
っ
て
い
た
最
後
の
階
級
を

歴
史
の
渦
中
に
ま
き
こ
ん
だ
も
の
こ
そ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
政
治
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
工
業
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
一
般
の
運
動
で
あ
っ

た
。（
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
状

31態
』）

資
本
の
も
と
で
の
大
工
業
が
、
労
働
す
る
諸
個
人
を
「
人
間
」
と
し
て
目
覚

め
さ
せ
、
自
覚
的
に
結
び
あ
う
連
合
の
力
に
よ
っ
て
、
諸
個
人
は
資
本
の
壊
滅

的
影
響
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
。彼
ら
を
剰
余
価
値
を
生
む
物
と
し
て
消
費
し
、

蓄
積
の
材
料
と
し
て
直
接
搾
取
さ
れ
る
群
と
予
備
軍
に
分
割
し
、
貧
困
を
蓄
積

す
る
資
本
の
飽
く
な
き
拡
大
欲
求
が
、
彼
ら
を
「
も
の
を
考
え
」
連
帯
す
る
諸

個
人
へ
と
社
会
化
す
る
。
資
本
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
力
と
し
て
対
立

的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
は
、
諸
個
人
の
非
有
機
的
身
体
と
し
て
の
対
象
世
界

で
あ
り
、
こ
の
諸
個
人
自
身
の
自
然
・
社
会
の
力
を
諸
個
人
の
制
御
の
も
と
に

包
摂
す
る
べ
く
、諸
個
人
の
連
帯
も
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

32い
。
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資
本
主
義
は
連
帯
す
る
「
万
国
の
」
自
由
な
労
働
す
る
諸
個
人
を
生
み
だ
す
の

で
あ
る
。

資
本
主
義
が
産
出
す
る
客
体
的
な
人
類
史
的
獲
得
物
は
、
私
的
所
有
を
前
提

し
つ
つ
そ
れ
を
止
揚
す
る
形
態
で
あ
る
、
大
工
業
に
お
け
る
科
学
を
適
用
し
た

社
会
的
生
産
手
段
と
社
会
的
労
働
組
織
の
体
系
、
お
よ
び
、
諸
資
本
の
連
動
す

る
世
界
的
な
交
通
、
世
界
市
場
で
あ

33り
、
主
体
的
な
形
態
の
成
果
は
、
自
由
に

社
会
化
す
る
人
間
、
世
界
的
に
結
合
し
自
由
に
「
も
の
を
考
え
」
行
動
す
る
労

働
す
る
諸
個
人
の
階
級
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
資
本
主
義
が
生
み
だ
す
の
は
、
自

由
な
労
働
す
る
諸
個
人
と
社
会
的
生
産
に
立
脚
し
た
そ
の
民
主
主
義
的
・
自
覚

的
社
会
的
連
合
な
の
で
あ
る
。
世
界
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
担
う
労
働
す
る
諸

個
人
を
資
本
主
義
は
必
然
化
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
資
本
主
義
は
み
ず
か
ら
を

解
消
し
つ
つ
あ
る
通
過
点
な
の
で
あ
る
と
も
い
っ
て
よ
い
。

資
本
主
義
は
、人
権
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
主
体
で
あ
る
諸
個
人
に
た
い
し
て
、

資
本
主
義
の
問
題
と
し
て
社
会
的
・
世
界
的
生
産
過
程
を
、
民
主
的
に
協
同
管

理
す
べ
き
公
共
性
と
し
て
公
開
し
、
諸
個
人
を
自
覚
的
な
社
会
的
諸
個
人
と
し

て
陶
冶
す
る
。
こ
の
世
界
的
な
諸
個
人
に
対
し
て
転
倒
的
な
客
体
的
世
界
と
し

て
の
資
本
が
現
象
す
る
の
は
、
地
球
規
模
で
の
三
つ
の
問
題
群
、
す
な
わ
ち「
人

権
」「
労
働
」「
環
境
」
で
あ

34る
。
こ
れ
ら
の
問
題
群
と
し
て
資
本
主
義
の
問
題

が
民
主
的
に
解
決
す
べ
き
も
の
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
問
題
群
は
、
関
連
の
な
い
孤
立
し
た
主
題
で
は
な
く
、
有
機
的

な
統
一
に
帰
し
つ
つ
浮
上
す
る
同
一
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
資
本
が
そ
の

物
神
的
神
秘
化
か
ら
飛
び
出
し
て
そ
の
対
立
性
、
転
倒
的
能
動
性
を
民
主
的
な

諸
個
人
の
意
識
に
対
し
て
露
出
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
分
野

に
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
蓄
積
の
た
め
の
蓄
積
、
成
長
の
た
め
の
成
長
の
限
界

で
あ
り
、
敵
対
的
利
害
の
運
動
に
収
奪
さ
れ
て
い
る
私
た
ち
の
世
界
の
あ
り
よ

う
と
、
そ
の
解
決
に
向
け
て
先
進
的
諸
人
民
の
国
際
的
合
意
が
不
断
に
形
成
さ

れ
、
国
際
的
管
理
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
企
業
と
人
権
」と
し
て
意
識
さ
れ
る
問
題
に
お
い
て
は
、
人
間
の
尊
厳
、
自

由
な
諸
個
人
と
し
て
の
社
会
的
承
認
を
企
業
と
い
う
現
実
的
な
社
会
的
労
働
組

織
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
資
本
に
成
立
し
た
実
態

と
し
て
の
公
共
空
間
、
人
々
の
共
同
的
な
空
間
を
、
社
会
の
主
人
公
で
あ
る
諸

個
人
の
協
同
の
土
台
に
、
真
に
諸
個
人
が
自
由
な
結
び
あ
う
世
界
に
転
換
す
る

と
い
う
根
源
的
な
課
題
が
そ
こ
に
は
現
わ
れ
て
い
る
。
超
国
籍
企
業
の
社
会
的

責
任
（
Ｃ
Ｓ

35Ｒ
）
な
ど
の
形
で
企
業
が
人
権
保
障
の
義
務
を
負
う
の
も
、
人
権

が
抽
象
的
な
「
政
治
的
解

36放
」
の
空
間
か
ら
、
現
実
世
界
の
対
立
的
な
竈
で
あ

る
市
民
社
会
、
経
済
世
界
に
お
け
る
武
器
に
ま
で
具
体
化
し
て
い
る
こ
と
を
意

味
す
る
。「
企
業
献
金
」に
お
い
て
は
、
自
由
な
諸
個
人
の
政
治
的
結
合
、
共
同

体
権
力
の
人
民
主
権
に
よ
る
掣
肘
に
た
い
し
て
、
社
会
的
生
産
の
力
が
資
本
の

増
殖
の
力
と
し
て
現
わ
れ
対
立
し
て
い
る
。
こ
れ
も
「
取
得
法
則
の
転
回
」
の

問
題
圏
を
示
す
現
象
で
あ
る
。
企
業
に
お
い
て
社
会
的
生
産
過
程
が
私
的
所
有

に
疎
遠
に
実
体
的
な
公
共
性
と
し
て
露
出
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
人
権
・
労
働
・

環
境
が
企
業
の
社
会
的
責
任
と
し
て
も
問
題
化
し
て
い
る
。
労
働
す
る
諸
個
人

の
自
己
の
環
境
と
し
て
社
会
的
生
産
過
程
を
管
理
す
る
こ
と
が
実
践
的
な
課
題

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

資
本
主
義
は
、
諸
個
人
か
ら
自
然
と
社
会
と
い
う
対
象
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
ら
を
局
地
的
な
自
然
と
共
同
体
の
小
宇
宙
に
埋
も
れ
た
有
機
的
客
体
の

器
官
か
ら
、
内
容
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
抽
象
化
さ
れ
た
人
間
に
解
体
し
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
を
自
覚
的
に
連
合
し
う
る
諸
個
人
に
転
換
し
た
。つ
ぎ
に
、
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資
本
主
義
は
、
自
由
に
な
っ
た
労
働
力
を
集
中
し
社
会
的
生
産
手
段
に
結
合
す

る
資
本
の
力
と
し
て
、
諸
個
人
の
社
会
的
生
産
と
い
う
土
台
を
急
速
に
発
展
さ

せ
、
諸
個
人
の
民
主
的
制
御
の
対
象
と
し
て
現
実
の
生
産
過
程
そ
の
も
の
を
つ

く
り
だ
す
。
資
本
主
義
は
、
抽
象
的
な
形
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
成
立
さ
せ
、
社

会
的
労
働
の
対
立
的
発
展
に
よ
っ
て
そ
れ
を
陶
冶
す
る
。

「
児
童
労
働
」「
強
制
労
働
」
に
お
い
て
は
、
交
換
に
お
け
る
自
由
な
法
的
主

体
性
と
い
う
外
観
す
ら
突
破
し
て
物
象
的
生
産
関
係
が
露
出
し
、
搾
取
が
露
呈

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
廃
絶
し
よ
う
と
す
る
国
際
的
な
取
り
組
み
も
、「
す
べ
て

の
人
に
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
」
と
い
う
国
際
機
関
に
お
け
る
合
意
形
成

と
そ
の
実
現
の
た
め
の
努
力
も
、
労
働
の
世
界
化
に
不
可
欠
で
あ
り
、
資
本
に

対
し
て
世
界
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
網
を
か
け
る
試
み
で
あ
る
。

資
本
の
文
明
的
な
面
の
一
つ
は
、
資
本
が
こ
の
剰
余
労
働
を
、
生
産
力
や

社
会
的
関
係
の
発
展
の
た
め
に
も
、
ま
た
よ
り
高
度
な
新
形
成
の
た
め
の

諸
要
素
の
創
造
の
た
め
に
も
、
以
前
の
奴
隷
制
や
農
奴
制
な
ど
の
諸
形
態

の
も
と
で
よ
り
も
よ
り
有
利
な
仕
方
と
条
件
と
の
も
と
で
強
要
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。（『
資
本
論
』
第
三

37部
）

諸
個
人
の
自
由
な
時
間
を
創
造
す
る
可
能
性
を
も
た
ら
す
大
工
業
の
発
展

は
、
そ
の
資
本
主
義
的
実
現
に
お
い
て
、
諸
個
人
の
時
間
を
収
奪
す
る
他
人
の

富
の
発
展
で
あ

38り
、
こ
の
資
本
の
力
の
展
開
が
諸
個
人
の
環
境
を
収
奪
、
破
壊

し
て
い
る
。
資
本
の
剰
余
労
働
へ
の
渇
望
は
、
持
続
可
能
な
環
境
の
維
持
・
形

成
で
は
あ
り
え
な
い
。
労
働
問
題
と
環
境
問
題
は
別
々
の
問
題
で
は
な
い
。
諸

個
人
を
価
値
増
殖
運
動
に
吸
収
す
る
、
貨
幣
の
た
め
の
貨
幣
の
増

39大
と
い
う
悪

無
限
的
な
成
長
の
、蓄
積
の
た
め
の
蓄
積
の
限
界
が
露
呈
し
て
い

40る
の
で
あ
り
、

物
象
・
資
本
の
無
政
府
的
運
動
に
発
展
を
ゆ
だ
ね
る
シ
ス
テ
ム
の
有
限
性
が
問

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
地
球
環
境
問
題
」
は
、
人
間
一
般
と
そ
の
外
部
の
自
然
の
関
係

な
ど
で
は
な
く
、
資
本
主
義
と
し
て
実
現
し
た
経
済
総
体
が
諸
個
人
の
自
己
の

環
境
と
し
て
制
御
す
べ
き
対
象
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
り
、
地
球
規
模
で

の
労
働
問
題
と
じ
つ
は
同
一
の
問
題
で
あ

41る
。

課
題
は
ト
ー
タ
ル
な
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
。
資
本
が
人
権
・
労
働
・

環
境
と
表
象
さ
れ
る
世
界
を
自
己
の
運
動
に
対
立
的
に
統
一
し
、
世
界
か
ら
地

域
へ
、
地
域
か
ら
世
界
へ
有
機
的
に
自
己
を
形
成
す
る
こ
と
に
即
し
て
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
も
ま
た
統
一
的
で
有
機
的
な
も
の
と
し
て
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
市
場
の
拡
大
が
す
べ
て
を
解
決
す
る
と
考
え
る
無
思
想

は
、
成
長
主
義
と
し
て
現
わ
れ
た
膨
張
し
つ
づ
け
る
貨
幣
へ
の
物
神
崇
拝
に
す

ぎ
ず
、
反
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
反
市
場
と
い
う
空
想
も
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
を
外
部
と
と
ら
え
て
周
辺
や
局
地
を
対
置
す

42る
二
元
論
的
主
張
も
、
現
象
に

現
わ
れ
た
矛
盾
を
見
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
諸
個
人
の
自
由
な
発
展
の
確
固
と
し

た
物
質
的
諸
条
件
の
生
成
を
矛
盾
と
し
て
つ
か
む
こ
と
が
な
い
。
労
働
す
る
個

人
の
自
己
矛
盾
に
定
位
し
対
象
の
生
き
た
矛
盾
を
把
握
す
る
マ
ル
ク
ス
の
批
判

的
現
代
認
識
は
生
き
た
総
体
性
に
発
展
す
る
対
象
の
自
己
を
把
握
す
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
一
部
は
、
交
換
銀
行
や
労
働
者
協
同
組
合
の
よ
う

な
、
空
論
的
な
実
験
に
熱
中
す
る
。
つ
ま
り
、
古
い
世
界
自
身
の
も
っ
て

い
る
巨
大
な
手
段
を
す
べ
て
使
っ
て
、
こ
の
古
い
世
界
を
変
革
す
る
こ
と
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を
あ
き
め
て
、
む
し
ろ
社
会
の
う
し
ろ
で
、
個
人
的
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

卜
の
限
ら
れ
た
生
存
条
件
の
範
囲
内
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
救
い
を

な
し
と
げ
よ
う
と
す
る
運
動
、
し
た
が
っ
て
か
な
ら
ず
失
敗
す
る
に
き

ま
っ
て
い
る
運
動
に
、
熱
中
す
る
。（『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー

ル
一
八

43日
』）

…
…
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
、
つ
ま
り
交
換
価
値
に
立
脚
し
た
社
会
の
内
部
で

つ
く
り
だ
さ
れ
る
生
産
諸
関
係
な
ら
び
に
交
易
諸
関
係
こ
そ
は
、
同
時
に

ま
た
、
そ
れ
ら
と
ち
ょ
う
ど
同
数
の
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
を
爆
破
す
る
た

め
の
爆
弾
と
も
な
る
の
で
あ
る
。（『
経
済
学
批
判
要

44綱
』）

資
本
主
義
と
は
、
人
類
社
会
の
産
み
の
苦
し
み
の
総
括
で
あ
り
、
自
己
を
止

揚
し
つ
つ
あ
る
過
渡
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
限
界
を
指
し
示
す

問
題
群
と
し
て
、
人
権
と
民
主
主
義
の
展
開
、
労
働
問
題
、
地
球
環
境
が
与
え

ら
れ
、
こ
の
人
類
史
的
課
題
の
解
決
と
し
て
マ
ル
ク
ス
の
と
ら
え
た
人
間
解
放

の
運
動
が
現
代
に
生
き
て
い
る
。
端
的
に
そ
れ
は
、
無
政
府
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
た
い
し
て
、
民
主
的
な
協
同
的
制
御
の
網
を
か
け
、
資
本
の
物

象
的
力
と
し
て
の
諸
力
の
敵
対
的
発
動
を
永
眠
に
導
く
運
動
で
あ
る
。
世
界
市

場
に
総
体
化
し
た
資
本
を
総
合
的
な
計
画
性
の
も
と
で
制
御
の
網
に
包
摂
し
総

体
的
に
調
整
・
運
転
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
徹
底
を
と
お
し
て
、
社
会
的
生
産

過
程
の
協
同
的
管
理
を
と
お
し
て
、
労
働
す
る
諸
個
人
の
普
遍
性
が
そ
の
総
体

的
疎
外
に
お
い
て
資
本
の
力
と
し
て
発
動
す
る
転
倒
を
止
揚
す
る
こ
と
が
真
に

グ
ロ
ー
バ
ル
な
課
題
で
あ
る
。

資
本
主
義
の
自
己
否
定
の
終
了
、
新
た
な
生
産
の
あ
り
か
た
へ
の
転
換
は
、

総
体
的
で
あ
る
。
法
、
国
家
、
銀
行
な
ど
の
社
会
の
諸
関
係
は
そ
れ
自
体
孤
立

的
に
現
わ
れ
る
が
、
資
本
主
義
の
自
己
形
態
と
し
て
資
本
主
義
と
い
う
自
己
に

と
ら
え
ら
れ
て
必
然
的
に
存
立
す
る
。
資
本
主
義
の
総
体
性
を
前
提
し
て
い
る

そ
の
諸
器
官
の
孤
立
的
変
更
の
試
み
は
「
か
な
ら
ず
失
敗
す
る
に
き
ま
っ
て
い

る
運
動
」
で
あ
る
。
そ
の
プ
ル
ー
ド
ン
批
判
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
マ
ル

ク
ス
が
一
貫
し
て
批
判
す
る
の
は
、
労
働
者
の
銀
行
に
よ
っ
て
商
品
が
貨
幣
・

資
本
に
転
化
す
る
の
を
防
ご
う
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
幻
想
で
あ
り
、
幻
想
的

な
出
発
点
と
し
て
現
わ
れ
る
所
有
関
係
を
変
革
す
る
こ
と
で
社
会
を
変
革
す
る

試
み
で
あ
り
、
姿
態
の
変
革
が
生
き
た
社
会
総
体
を
変
革
で
き
る
か
の
よ
う
に

と
ら
え
る
幻
想
で
あ
っ
た
。

資
本
主
義
の
到
達
点
は
、
主
体
の
形
態
と
し
て
は
、
矛
盾
に
お
い
て
民
主
主

義
を
発
展
さ
せ
て
い
る
自
由
な
個
人
（
普
遍
的
な
人
権
）
で
あ
り
、
客
体
と
し

て
は
、
矛
盾
と
し
て
深
化
す
る
世
界
的
な
交
通
・
流
通
（
世
界
市
場
）、
矛
盾
と

し
て
発
展
す
る
世
界
的
な
生
産
（
社
会
的
労
働
と
社
会
的
生
産
手
段
）
で
あ
っ

た
。
成
長
主
義
を
乗
り
越
え
る
ト
ー
タ
ル
な
変
革
へ
の
道
は
、
こ
の
到
達
点
を

土
台
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
切
り
開
か
れ
る
。
貨
幣
と
い
う
物
象
を
原
理

と
す
る
現
在
の
持
続
不
可
能
な
、
成
長
主
義
的
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
人
間
そ
の
も

の
を
原
理
と
す
る
シ
ス
テ
ム
へ
と
巨
大
な
転
換
が
必
然
化
し
て
い
る
。
対
象
世

界
を
人
間
が
自
己
に
有
機
化
す
る
運
動
を
搾
取
し
な
が
ら
生
産
の
た
め
の
生

産
、
蓄
積
の
た
め
の
蓄
積
を
無
慈
悲
に
遂
行
す
る
成
長
主
義
、
資
本
の
自
己
増

殖
に
よ
る
発
展
か
ら
、
世
界
的
な
生
産
と
市
場
を
自
由
で
民
主
的
な
諸
個
人
が

協
同
的
に
制
御
し
、
自
覚
的
な
発
展
の
基
盤
に
転
換
す
る
こ
と
が
、
現
代
の
課

題
で
あ
る
。
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１

対
象
に
お
け
る
対
象
の
発
生
を
把
握
す
る
こ
と
、
対
象
を
自
己
と
し
て
把
握
す

る
「
存
在
主
義
」
が
ヘ
ー
ゲ
ル
を
批
判
的
に
継
承
し
た
マ
ル
ク
ス
の
労
働
論
の
意

義
で
あ
り
、
そ
の
資
本
主
義
把
握
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
論
・
生
産
関
係
の
物
象

化
論
・
私
的
所
有
の
正
当
性
破
綻
論
と
し
て
実
現
す
る
矛
盾
論
的
シ
ス
テ
ム
把
握

で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
包
括
的
な
学
問
的
意
義
を
復
権
す
る
作
業
は
、
有
井

行
夫
『
マ
ル
ク
ス
の
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
』
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
、
同
『
株
式

会
社
の
正
当
性
と
所
有
理
論
』
青
木
書
店
、
一
九
九
一
年
、
同
『
マ
ル
ク
ス
は
い

か
に
考
え
た
か
｜

資
本
の
現
象
学
』
桜
井
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
な
ど
。
現
在

の
自
己
（
生
き
た
総
体
性
）
の
矛
盾
す
る
運
動
が
そ
の
止
揚
を
、
将
来
の
媒
介
的

な
統
一
を
指
示
す
る
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
は
資
本
の
現
在
が
語
る
人
類
史
を
理

論
的
に
と
ら
え
た
。
マ
ル
ク
ス
の
人
類
史
把
握
が
矛
盾
と
し
て
の
現
在
を
中
心
に

本
源
的
統
一
と
し
て
の
過
去
と
媒
介
的
統
一
と
し
て
の
未
来
と
い
う
三
段
階
論
で

あ
り
、
こ
れ
が
労
働
・
物
象
・
人
格
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
存
在
層
に
即
し
て
三
つ

提
起
さ
れ
る
点
は
、
有
井
、
前
掲『
マ
ル
ク
ス
は
い
か
に
考
え
た
か
』二
二
六
｜
二

二
七
頁
、
同
『
株
式
会
社
の
正
当
性
と
所
有
理
論
』
二
六
七
｜
二
七
〇
頁
。
マ
ル

ク
ス
の
未
来
社
会
把
握
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
発
生
点
に
お

け
る
本
質
的
矛
盾
に
立
脚
し
て
お
り
、
対
象
に
外
在
的
な
理
想
な
ど
で
は
な
い
。

大
谷
禎
之
介
『
マ
ル
ク
ス
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
論
｜

未
来
社
会
は
資
本
主
義

の
な
か
に
見
え
て
い
る
』桜
井
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
八
一
｜
八
三
頁
。「
資
本
主

義
の
胎
内
に
社
会
主
義
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
」（
山
口
正
之『
社
会
経
済
学

な
に

を
再
生
す
る
か
』
青
木
書
店
、
一
九
九
四
年
、
二
二
八
頁
）。

２

M
E
G
A
(K
a
rl M

a
rx E

ried
rich E

n
g
els G

esa
m
ta
u
sg
a
b
e)
II /1.2,1981,

S
.438.

資
本
論
草
稿
集
翻
訳
委
員
会
訳
『
資
本
論
草
稿
集
二

一
八
五
七
｜
一
八

五
八
年
の
経
済
学
草
稿
』
大
月
書
店
、
一
九
九
三
年
、
二
一
六
｜
二
一
七
頁
。
以

下
、
マ
ル
ク
ス
か
ら
の
引
用
に
さ
い
し
、
訳
文
は
、
原
文
の
強
調
を
省
く
な
ど
断

り
な
く
若
干
手
を
入
れ
る
場
合
が
あ
る
。
引
用
文
中
の
…
…
は
引
用
者
に
よ
る
省

略
を
意
味
す
る
。

３

E
b
d
.,
S
.
322.

同
上
邦
訳
書
、
一
七
｜
一
八
頁
。

４

E
b
d
.,
S
.
439 -440.

同
上
邦
訳
書
、
二
一
八
｜
二
一
九
頁
。

５

E
b
d
.,
S
.
438 -440.

同
上
邦
訳
書
、
二
一
六
頁
。

６

M
E
W
(K
a
rl M

a
rx
-
E
ried

rich E
n
g
els W

erk
e)
B
d
.
29,

1963,
S
.
360.

大
内
兵
衛
・
細
川
嘉
六
監
訳
『
マ
ル
ク
ス＝

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
二
九
巻
、
大

月
書
店
、
一
九
七
二
年
、
二
八
二
頁
。

７

M
E
W
 
B
d
.
9,
1960,

S
.
226.

『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
九
巻
、

一
九
六
二
年
、
二
一
七
｜
二
一
八
頁
。

８

M
E
G
A
 
II /1.1,

S
.
94.

資
本
論
草
稿
集
翻
訳
委
員
会
訳
『
資
本
論
草
稿
集
一
』

一
九
八
一
年
、
一
四
四
頁
。

９

M
E
G
A
 
II /1.2,

S
.
322.

『
資
本
論
草
稿
集
二
』
一
三
七
｜
一
三
八
頁
。

10

M
E
G
A
 
II /4.1,S

.65.

岡
崎
次
郎
訳
、
国
民
文
庫
、
一
九
七
〇
年
、
三
二
｜
三

三
頁
。

11

M
E
G
A
 
II /1.2,

S
.
321 -322.

『
資
本
論
草
稿
集
二
』
一
七
頁
。

12

M
E
G
A
 
II /1.1,

1976,
S
.
91.

『
資
本
論
草
稿
集
一
』
一
三
八
頁
。

13

「
大
工
業
は
世
界
市
場
を
つ
く
り
だ
し
た
。
…
…
／
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
歴
史

上
き
わ
め
て
革
命
的
な
役
割
を
演
じ
た
。／
…
…
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、世
界
市
場

の
開
発
を
つ
う
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
々
の
生
産
と
消
費
を
全
世
界
的
な
も
の
に
し

た
。
…
…
昔
の
地
方
的
、
ま
た
国
民
的
な
自
給
自
足
や
閉
鎖
に
代
わ
っ
て
、
諸
国

民
の
全
面
的
な
交
通
、
そ
の
全
面
的
な
依
存
関
係
が
現
わ
れ
て
く
る
」（『
共
産
党

宣
言
』M

E
W
 
B
d
.
4,
1959,

S
.
463 -466.

『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』

第
四
巻
、
一
九
六
〇
年
、
四
七
七
｜
四
七
九
頁
）。

14

渋
谷
正
編
・
訳
『
草
稿
完
全
復
刻
版

ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹇
序
文
・
第

１
巻
第
１
章
﹈』
新
日
本
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
六
九
頁
。

15

同
上
邦
訳
書
、
六
七
頁
。

16

同
上
邦
訳
書
、
六
七
｜
六
九
頁
。

17

同
上
邦
訳
書
、
一
六
六
｜
一
六
七
頁
。

18

M
E
W
 
B
d
.
1,
1956,

S
.
231.

『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
一
巻
、

一
九
五
九
年
、
二
六
三
頁
。

19

有
井
、
前
掲
『
マ
ル
ク
ス
は
い
か
に
考
え
た
か
』
は
、
疎
外
さ
れ
た
労
働
、
商

品
、
二
重
の
意
味
で
自
由
な
労
働
者
と
い
う
主
体
の
関
係
運
動
（
三
つ
の
「
ル
ー

プ
」）
の
記
述
と
し
て
『
資
本
論
』
を
つ
か
ん
で
い
る
。『
資
本
論
』
は
疎
外
さ
れ

た
労
働
を
前
提
し
つ
つ
、
直
接
の
出
発
点
で
あ
る
商
品
が
自
己
の
前
提
を
措
定
す

る
生
き
た
関
係
の
把
握
で
あ
る
。

20

「
労
賃
」
形
態
に
お
け
る
物
神
的
形
態
の
完
成
と
、
単
純
再
生
産
・
拡
大
再
生
産

( )13
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が
そ
れ
を
破
綻
さ
せ
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、
有
井
前
掲
『
株
式
会
社
の

正
当
性
と
所
有
理
論
』
二
五
四
｜
二
六
〇
頁
。

21

以
下
、『
資
本
論
』
第
一
部
第
七
篇
（M

E
W
 
B
d
.
23b

,
1962.

『
マ
ル
ク
ス
・

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
二
三
巻
第
二
分
冊
、
一
九
六
五
年
）
か
ら
の
引
用
に
際
し

て
は
、
本
文
中
に
丸
括
弧
で
原
典
頁
番
号
を
記
す
。

22

「
過
程
の
連
続
に
お
い
て
事
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
、商
品
交
換
の
個
人
主
義
的

視
野
の
提
起
す
る
内
容
に
そ
く
し
て
こ
れ
を
突
破
し
て
、
階
級
的
・
社
会
的
連
関

に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
」（
有
井
、
前
掲『
株
式
会
社
の
正
当
性
と
所
有

理
論
』
二
五
八
頁
）。

23

「
転
回
」
論
は
、「
私
的
姿
態
」（「
承
認
の
抽
象
性
」）
と
「
社
会
的
姿
態
」（「
搾

取
」「
非
承
認
性
」）
と
の
「
相
互
批
判
」
と
し
て
「
資
本
の
シ
ス
テ
ム
」
の
「
自

己
批
判
を
完
遂
で
き
ず
に
自
己
批
判
を
つ
づ
け
る
存
立
」
を
と
ら
え
る
（
有
井
、

同
上
書
、
二
六
四
頁
）。

24

M
E
G
A
 
II /1.1,

S
.
162 -165.

『
資
本
論
草
稿
集
一
』
二
七
五
頁
。

25

民
主
主
義
の
具
体
化
は
、
有
井
、
前
掲
『
株
式
会
社
の
正
当
性
と
所
有
理
論
』

三
四
九
｜
三
五
一
頁
。「
内
容
的
な
民
主
主
義
の
現
実
性
は
、
そ
の
形
成
対
象
と
す

る
…
…
相
対
す
る
社
会
的
な
も
の
の
現
実
性
に
依
存
す
る
」（
同
上
書
、
三
四
九

頁
）。

26

「
諸
資
本
は
…
…
諸
資
本
の
公
共
性
の
形
態
化
を
、国
際
的
公
共
性
の
形
態
化
と

し
て
実
現
し
つ
つ
あ
る
」（
同
上
書
、
三
四
八
頁
）。

27

「
資
本
主
義
的
発
展
の
も
っ
と
も
民
主
主
義
的
な
『
形
態
』
の
た
め
の
闘
争
の
ほ

か
に
、
ど
こ
か
純
粋
な
『
社
会
革
命
』
の
た
め
の
闘
争
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」

（
山
口
、
前
掲
書
、
二
七
六
頁
）。

28

M
E
W
 
B
d
.
16,

1962,
S
.
386 -387.

『
マ
ル
ク
ス＝

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
一

六
巻
、
一
九
六
六
年
、
三
八
〇
｜
三
八
一
頁
。
引
用
箇
所
に
つ
づ
け
て
マ
ル
ク
ス

は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
イ
ギ
リ
ス
の
地
主
制
の
「
堡
塁
」
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
と

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
「
分
裂
」
を
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

が
「
そ
の
権
力
の
維
持
の
真
の
秘
訣
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い

る（S
.387 -388.

三
八
一
｜
三
八
二
頁
）。
労
働
す
る
諸
個
人
の
普
遍
的
な
団
結
の

重
要
性
が
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
の
進
む
現
在
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、

現
在
の
「
排
外
主
義
」
の
横
行
、
諸
個
人
の
分
断
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
統
合
な
ど
に

も
明
ら
か
で
あ
る
。

29

「
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
の
将
来
の
結
果
」M

E
W
 
B
d
.
9,
S
.
226.

『
マ
ル

ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
九
巻
、
二
一
八
頁
。

30

E
b
d
.,
S
.
224.

同
上
邦
訳
書
、
二
一
六
頁
。

31

M
E
W
 
B
d
.
2,
1957,

S
.
239.

『
全
集
』
一
九
六
〇
年
、
第
二
巻
、
二
三
二
頁
。

「
資
本
主
義
の
『
不
安
定
』
こ
そ
、
社
会
的
発
展
を
促
進
し
、
ま
す
ま
す
多
数
の
住

民
大
衆
を
社
会
生
活
の
う
ず
に
ま
き
こ
み
、
彼
ら
に
社
会
生
活
の
体
制
に
つ
い
て

熟
考
さ
せ
、
彼
ら
に
自
分
で
『
自
分
の
幸
福
を
き
た
え
る
』
よ
う
に
さ
せ
る
と
こ

ろ
の
巨
大
な
進
歩
的
要
因
で
あ
る
と
い
う
事
実
」（
レ
ー
ニ
ン『
経
済
学
的
ロ
マ
ン

主
義
の
特
徴
づ
け
に
よ
せ
て
』
ソ
同
盟
共
産
党
中
央
委
員
会
付
属
マ
ル
ク
ス
・
エ

ン
ゲ
ル
ス
・
レ
ー
ニ
ン
研
究
所
編
・
マ
ル
ク
ス＝

レ
ー
ニ
ン
主
義
研
究
所
訳
『
レ
ー

ニ
ン
全
集
』
第
二
巻
、
大
月
書
店
、
一
九
五
四
年
、
二
〇
五
頁
）。「
強
制
さ
れ
る

苦
痛
が
、
結
合
を
自
覚
的
連
帯
に
発
展
さ
せ
る
必
要
を
ま
す
ま
す
強
く
意
識
さ
せ

る
」（
山
口
正
之『
経
済
科
学
に
お
け
る
レ
ー
ニ
ン
主
義
』汐
文
社
、
一
九
七
三
年
、

七
一
頁
）。

32

「
人
間
は
原
生
的
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
自
然
の
楽
園
に
も
う
一
度
立
ち
戻
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
前
に
進
ん
で
全
体
的
に
発
達
し
た
個
人
と
し
て
の
世
界
史
的

人
間
の
た
め
に
、
自
由
な
人
間
の
た
め
に
、
た
た
か
い
抜
く
べ
き
な
の
で
あ
る
」

（
山
口
、
前
掲
『
社
会
経
済
学

な
に
を
再
生
す
る
か
』
一
三
三
頁
）。

33

「
資
本
主
義
的
生
産
の
主
要
事
実
」
と
し
て
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
第
三
部
第

一
五
章
で
あ
げ
て
い
る
の
は
、
対
立
的
形
態
で
私
的
所
有
と
私
的
労
働
を
廃
棄
す

る
生
産
手
段
の
集
積
と
社
会
的
労
働
の
組
織
、
そ
し
て
世
界
市
場
で
あ
っ
た

（M
E
W
 
B
d
.
25a

,
1964,

S
.
276 -277.

M
E
G
A
 
II /4.2,

1992,
S
.
339.

『
全
集
』

第
二
五
ａ
巻
、
一
九
六
六
年
、
三
三
三
｜
三
三
四
頁
）。

34

シ
ス
テ
ム
の
存
在
層
に
即
し
た
資
本
の
限
界
の
露
出
を
、
地
球
環
境
問
題
、
長

時
間
労
働
、
企
業
の
政
治
献
金
に
お
い
て
示
し
た
、
有
井
行
夫
「『
物
象
化
』
と
現

代
社
会
｜

マ
ル
ク
ス
の
問
題
提
起
を
考
え
る
」『
法
経
論
集
』（
静
岡
大
学
）
第

三
〇
号
、
一
九
九
四
年
三
月
。
環
境
・
労
働
・
人
権
が
、
国
際
社
会
の
課
題
と
し

て
合
意
さ
れ
て
い
る
の
も
、そ
れ
が
資
本
の
飽
く
な
き
増
大
が
衝
突
す
る
、自
然＝

人
間＝

社
会
の
普
遍
的
な
場
面
の
区
別
だ
か
ら
で
あ
る
。

35

国
連
や
国
際
機
関
に
よ
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
制
度
化
も
、
現
代
に
お
け
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る
資
本
の
自
己
否
定
的
な
展
開
で
あ
る
（
小
栗
崇
資
「
現
代
株
式
資
本
の
自
己
否

定
性
」『
季
刊

経
済
理
論
』
第
四
四
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
四
月
）。

36

『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
』（M

E
W
 
B
d
.
1,
1956

『
全
集
』
第
一
巻
、
一
九

五
九
年
）
に
お
け
る
「
政
治
的
解
放
」
か
ら
、「
貨
幣
の
力
」
を
止
揚
す
る
「
人
間

的
解
放
」
へ
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
想
起
さ
れ
た
い
。

37

M
E
W
 
B
d
.
25b

,
1964,

S
.
827.

M
E
G
A
 
II /4.2,

S
.
837.

『
全
集
』
第
二
五

ｂ
巻
、
一
九
六
七
年
、
一
〇
五
〇
頁
。

38

『
資
本
論
』
第
三
部
「
三
位
一
体
的
定
式
」
に
お
け
る
、
労
働
日
の
短
縮
を
諸
個

人
の
発
展
の
土
台
と
す
る
「
自
由
」
の
記
述
（M

E
W
 
B
d
.25b

,S
.828.M

E
G
A

 
II /4.2,

S
.
837 -838.

『
全
集
』
第
二
五
ｂ
巻
、
一
九
六
七
年
、
一
〇
五
〇
｜
一
〇

五
一
頁
）。
ま
た
、
ケ
イ
ン
ズ
の
「
三
時
間
労
働
」
論
（
ケ
イ
ン
ズ
「
わ
が
孫
た
ち

の
経
済
的
可
能
性
」『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』第
九
巻
、
宮
崎
義
一
訳
、
東
洋
経
済
新
報

社
、
一
九
八
一
年
、
三
九
六
頁
）。

39

「
富
の
蓄
積
が
も
は
や
高
い
社
会
的
重
要
性
を
も
た
な
い
よ
う
に
な
る
と
…
…

財
産
と
し
て
の
貨
幣
愛
は
…
…
半
ば
病
理
的
な
性
癖
の
一
つ
と
し
て
、
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」（
ケ
イ
ン
ズ
、
同
上
邦
訳
書
、
三
九
七
頁
）。

40

成
長
主
義
の
行
き
詰
ま
り
と
し
て
資
本
主
義
の
有
限
性
を
と
ら
え
た
、
久
留
間

健
『
資
本
主
義
は
存
続
で
き
る
か
｜

成
長
至
上
主
義
の
破
綻
』
大
月
書
店
、
二

〇
〇
三
年
。

41

マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
の
労
働
論
を
資
本
主
義
の
批
判
的
把
握

の
拠
点
と
し
て
ふ
ま
え
た
、
山
本
孝
則
「
現
代
資
本
主
義
社
会
の
対
立
基
軸
と
し

て
の
『
環
境
』
｜

『
環
境＝

自
己
外
部
』
論
か
ら
『
自
己
延
長
論
』
へ
」『
政
経

研
究
』
第
一
〇
三
号
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
。

42

「
小
生
産
に
対
す
る
大
資
本
の
進
歩
性
の
認
知
は
、
け
っ
し
て
『
弁
護
』
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
」（
前
掲
『
経
済
学
的
ロ
マ
ン
主
義
の
特
徴
づ
け
に
よ
せ
て
』
二
六

三
頁
）。

43

M
E
W
 
B
d
.
8,
1960,

S
.
122.

『
マ
ル
ク
ス＝

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
二
九
巻
、

一
九
六
二
年
、
一
一
五
頁
。

44

M
E
G
A
 
II /1.1,

S
.
92.

『
資
本
論
草
稿
集
一
』
一
四
〇
頁
。
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