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経
済

論

叢
第
四
十
六
巻

第

一

號

(遡
噛
第
狐
百
七
袷
盛
號
)

昭
和
十

三
年

一
月
登
行

資

本

主

義

ご

職

事

レ
エ

ン
帝

國
主

義
論

の

基
礎

的
批

判
コ
ー
!

、.一」晶
■=3

]仁:耶

出

1日

/;木

馬

繭

資
本

主
義

が
歴
史

の
舞
嘉

に
あ
ら
は
れ

て
か
ら
、
そ
れ

の
種

々
な

る
方
面

に
及
ぼ
す
影
響

が
泣
目

せ
ら
れ
、
進

み
で
は
共
知
識
ー

マ
ル
ク

ス
學
説
i

が
歴
史

の
上
に
決
定
的
な

る
作
用

を
す
ら
も

及
ぼ
し
た
。
此
影
響

は
多
方

面
に
亙

る
の
で
あ
ら
う
が
、
今

の
見

地

か
ら

こ
れ

を
國

内
的
な

る
も

の
と
、
国
際

的
な

る
も

の
即
ち
外
部
杜
會

に
鉗
す

る
も

の
と
に
分

つ
。
前
者

に

つ
い
て
は

一
方
資
本
主

・
.義
渡
落

に
閲

す

る

}
聯

の
考
察
一

人

目
過
剰
從

っ
て
貧

乏

の
深
刻

に
な

る
と

い
ふ
見
解
、
商
品
過
剰
從

っ
て
恐
慌

の
深
刻

に
な

る
と

い
ふ
見
解

、
資
本
主
義
組
織
崩
壊

の
理
論

、
國
家

死
滅

の
理
論
等
i

が
成
立
し

、
他
方

に
於

て
は
、
観
念

形
態

の
攣
化

の
考
察

が
成

立
す

る
。

こ

」
に
は
そ
れ

ら
を
取
扱

ふ
の
で
は
な

い
。
後
者

に

つ
い
て
は
国
際

間
、
詳
し
く

い
へ
ば
資
本

主
義
國
家
相
互
闇
、
資
本

主
義

國

と
後

進
國

別
し

て
植
民
地
皐
植
民
地
と

の
開

の
關
係

に
關

す

る
見
解

が
成
立
す

る
、
こ
れ
ら
を

}
括

し
て
封
外
關

係
論

と

い

資
本
主
義
と
戦
争

第
四
十
六
巻

一

第

[
號

一



資
本
主
義
と
戦
争

第
四
十
六
巻

二

第

}
號

二

ふ

こ
と
に
し
よ
う
。
此
鮒
外
開
係
論

は
む

し
ろ

マ
ル
ク

ス
以
後

に
於

て
著

し
き
展
開
を
示
し
た

る
部
分

で
あ

る
。
而

し
て
此
展
開

の

絶
頂
を
示

し
た

る
も

の
と
し

て
、

レ

エ

ニ
ン
の
帝

国
主
義
論

を
あ
ぐ
る
こ
と
は
何
人

に
も
異
存

の
な

い
こ
と
で
あ
ら
う
。

け
れ

ど
も
此

レ
エ
ニ
ン
の
帝
国
杢
叢

論

は
、
私
見
を
卒
直

に
述

ぶ
る
な

ら
ば
.

一
方

に
於
て
、

マ
ル
ク

ス
自
身

の
思
想

の
延
長

に

非
す
し

て
真

逆

で
あ
る
。
他
方

に
於

て
稟
質

の
眞

相
を

つ
か
ま
す

、
徒

に
共
皮

相
を
見

て
み
る
に
過
ぎ

ぬ
。
た

窪
目
ら
事
實
そ

の
も

の
を
つ
か
む
能
力
を
有

せ
す
文
字

の
表
面
を
讀
む
に
止
ま

る
場
合

、

レ
ェ

ニ
ン
の
實
践

的
業
績

に
魅
せ
ら
れ

て
人
人
は
そ
れ

に
眩

惑

せ
ら
れ

る
。
私

の
考
察

は
當
然

二
段

に
分

た
れ

る
。

切
間

マ
ル
ク
ス
に
あ

っ
て
は
、
資
本

主
義

の
獲
達

が
国
際
關

係

(立
入

っ
て
い
ふ
と
民
族
国
家
聞

の
關
係
)
に
及
ぼ
す
影
響

は
、
國
内

に

於
げ

る
階
級

の
針
立

の
意
義

を
高
調
す

る
限
り
、
二

の
方

面
か
ら
見
ら
れ

て
る

る
と
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

一
方

に
於

て
資

本
家
的
立
場

の
上

に
、
又
は
そ
れ
を
含

む
民
族
全
盟

の
上

に
如
何
な

る
影
響

を
及
ぼ
す

で
あ
ら
う
か
。
薮

に
は
『
共
産
蕪
宣
言
』
か
ら

注
目
す

べ
き
文
句
を
と
り
上
げ

る
。

『
翫

に
ブ

ル
ジ

ヨ
ア
ジ
イ

の
饗
達

そ
の
も

の
、
自
由
交

換
、
市
場

の
普
遍
化

、
工
業

的
生
産

と
そ
れ

の
件

ふ
生
活
條
件

と
の

一
様

化
は
漸

次
民
族
間

に
於

け

る
境

界
と
射
立
と
を
弱
め

て
き
た
。
無
産
者

の
覇
構
は

そ
れ

を

一
麿
完
全

に
弱
め
る
で
あ
ら
う
.
」

こ
れ

は
次

の
如
く

に
解
輝

せ
ら

み
る
こ
と
を
必
要
と
す

る
。
資
本
主
義

の
蛮

達

に
つ
れ
交
通

が
密
接

と
な

っ
て
、
各
民
族
が
盆

ぐ

一
の
市
場

を
形

づ
く

る
や
う
に
な
り

、
又
各
民
族

の
特
殊

相
が
弱
ま

る
か
ら
、
民
族
聞

の
樹
立
が
消
滅

し
て
ゆ
く
。
要
す

る
に
、

マ

ル
ク

ス

.
エ
ン
ゲ

ル
ス
白
身

の
思
湖
心
の
中

に
、
資
本
主
義

の
賛
達

に
つ
れ
民
族
国
家
闇

の
野
立

が
愈

ミ
深
刻

さ
を
加

へ
て
行
く
と

い

ふ
見
解

が
支
配

し
て
み
た
、
と
は
考

へ
ら
れ

ぬ
。
事
實

は
正
に
そ

の
反
封

で
あ

る
。
肚
會
民
杢
主
義

者

に
あ

っ
て
は
、
階

級
争
闘

の



必
然
性
は
む
し
ろ
民
族
を
分
裂

せ
し
め

る
、
甲
民
族

の
無
産

者
は
乙
民
族

の
無
産
者

と
手

を
と

る
と
い
ふ
見
解

が
廣
く
行
は
れ
て
る

た
。
例

へ
ば
オ
ッ

ーー
オ

・
バ
ウ
ア

ア
の
如

き
も

い
っ
て
ゐ
惹
。

『
階
級
餌
闘

の
必
然
性
は
す

べ
て
の
民
族
を
分

裂
せ
し
め
る
。
即
ち

勢

働
者
階
級

と
資
本
家
階

級

と
の
経
濟
的
利
害
關
係
は
各
民
族

の
内
部

に
於

て
相
野
立
し
合

っ
て
み
る
。
之

に
反
し
て
、
何

れ

の
民

族

の
勢
働
者

の
利
害

も
、
す

べ
て
他

の
諸

民
族

の
勢
働
者

の
利
害
関
係

と

一
致

し

て
み

る
。
』
か

」
る
見
方

に
從

へ
ば
、
各
民
族

の
資

本
家

は
資
本

家
同
志

で
利
害
相

}
致
し

て
み
る
と

い
ふ
見
方
も
成
り
立

つ
。

ジ

ン
メ
ル
の
如

き
は
、
此
鐵

を
最
も
高
調
し
た

る

一
入

で
あ

る
。

マ
ル
ク

ス
自
身

の
見
解

の
中

に
か
」
る
立
場

を
見

出
す
こ
と
は
、
少
く
も
私

の
寡
聞

を
以

て
い
ふ
こ
と
を
許

さ
る
る
な
ら

ば
、
困
難

で
あ
ら
う
。
け
れ

ど
も

マ
㌻

ス
白

身
、
資
本
主
義

の
獲
達

に

つ
れ

て
、
資
本
蹴
相
互

の
樹
立

、
又

誉

れ
を
含

む
杢
民

族
相

互

の
封

立
が
急

ぐ
深
刻
と
な

る
と

い
ふ
主

張
を
敢

て
し

ザ、
み

る
な
ら
ば
、

マ
ル
ク

ス
學
論

の
正
統
を

以
て
任
じ
て
み
た
耐
會
民

主

々
義

の
中

に
か
う

い
ふ
見
方

の
支
配

し
得

る
除

地
は
な

い
は
す
で
あ
る
。

資

本
主
義

に
於
け

る
労
働
者

の
立
場

に
つ
い

て
は
、
た

Ψ
二

の
短
き
文
句

を
引
用

し
よ
う
。
共
産
黛
宣
言

の
末
尾
、
第

七
十
八
節

に
於

て
現
在

の
祉

會
的
政
治
的
状
態

に
封
ず

る
各
国
無
産
者

の
共
同

な
る
革
命
的
抵
抗

の
必
要

を
述

べ
、
最
後

に
次

の
文
句
を
以

て

結

ん
で
み

る
。

『
す

べ
て
の
國

に
於
け

る
無
塵
者

よ
、
團
結
せ
よ
。
』
歴
史

の
必
然

の
線

に
沿
う

て
奮
闘
す

る

マ
ル
ク
ス
に
と

っ
て
は

此
團
結

は
ま

た
、
資
本
主
義
経
済

か
ら
生
れ

た

る
必
然

で
あ
っ
た
。
次

に
同
書

の
第

四
十
九
節

の
は
じ
め
に

い
ふ
。

『
人
は
共
産
主

義
者

が
祖
国

、
民
族

を
慶

止
す

る
も

の
な
り

と

せ
め
ぢ

。
鼻
働
者

は
組
國

を
有

せ
ぬ
。
人

は
彼
等

の
も

た
ざ

る
も

の
を
奪

ふ
こ
と
は

出
來

ぬ
。
』
こ
れ
は
今
日

の
資
本
主
義
国

家

に
於
け

る
勢

働
者

の
態
度
を
示
せ

る
も

の
と
見
得

る
で
あ
ら
う
。
欧
洲
大
職
常

時
カ
ウ

ツ

キ
イ
を
は
じ

め
、
猫
逸

の
肚
會
民
韮
主
義
者
が
勢
働
者
階
級

の
反
民
族
主
義

を
信

じ
、
そ
れ

が
大
戦
を
妨
げ

る
で
あ
ら
う

こ
と
を
も

資
本
主
義
と
戦
前

第
四
十
六
巻

三

第

一
號

三
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資
木
主
義
と
職
雫

第
四
十
六
巻

四

第

}
號

四

信

じ
た

の
は
必
ず
し
も

、

マ
ル
ク

ス
的
立
場

に
背

く
も

の
と

は

い
ひ
が
た
か
ら
う
。

『
そ
れ
故

に
民
族
的
軋
轢

は
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
の

中

に
於

て
は
何
等

の
地
位

を
占
む

る
や
う

の
こ
と
は
な

い
。
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
が
精
神

的
及
び
政
治
的
に
自

立
し
て
み

る
國

で
は

、
真

前
礫

は
彼
等

に
何

の
か

、
は
り

も
な

い
。
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
が
そ
れ
.ほ
ど

の
地
位

に
進

ん
で
来

て
み

る
場
合

に
は
彼
等
は
決
し

て
侵
略

的

愛
國
主
義

を
磯
展

せ
し
め

な
い
で
あ
ら
う
。
彼
等

は
断
じ

て
他
国

を
犠

牲
に
し

て
ま

で
も
そ
の
岨
國
を

、
そ

の
民
族

を
谷
せ
ん
と

わ

は
し

な

い
で

あ

ら
う

。
』

学
「㌦
、
レ
y
b
.
秋
冨
甥
齢
一十
…
.租

颯

夕
皿侍

せ
タ

』

ρ
㌫
文

司

D
.配詠
慶

τ
つ

ハ
ぐ
ま

馨

△㈱
鯛

ち

る

、,

そ

り
曳

菱
.内
.な

る
も

り
ま
.ク
ウ

ノ

オ

リ

ー

牙
.
叱

り
'
.
一士
.
-'
`
.
q
レ

・
./

塑
7
.
軋
、

ヴ
一一/ノ

(
コー6一刷=弓
i

♂
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馴
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1
一
一
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bノ
・唾

'

・画
G
イ

」
.
一

/,甘

-'
ぴ

⊂
し

-

ぐ

見

解

で
あ

る
。

さ
き

の
引

用

に

つ

Ψ
く

マ
ル

ク

ス

の
文

句

は
次

の
如

く

で
あ

る
。

『
プ

ロ
レ
タ

リ
ア

ア

ト

は

ま
つ
第

一
に

、
政

治

的

支

配

を

も

ぎ

と

っ

て

、
民

族

的
階

級

に
高

ま
り

自

ら
を

民

族

と

し

て
構

成

せ

ね

ば
な

ら

ぬ

の
で

あ

る
か

、

そ

の
意

味

に
於

て
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ア

ト
は

一
の
民
族

に
属

す

る
。
尤

も

そ
れ

は
決

し

て
、

ブ

ル
ジ

ヨ
ア

ジ

イ

の
意
味

に
於

て
さ

う

で
あ

る

の
で

は
な

い

が
。
」
ク

ウ

ノ

オ

は

こ
れ

を
註

痒

し

て
次

の
如

く

に

い

ふ
。

『
今

日

で

は

(
一
八
四

八

年

)
努

働

者

は

租
國

を
も

た

な

い
。

と

い

ふ
の
は

A
勢

働

者

は

民
族

の
生
活

に

こ
れ

と

い

ふ
程

の
分

前

を

も

つ

て
居

ら
す

、

民
族

の
物
質

的

及
び

精

耐

的

の
財

か
ら

、

な

ほ
全

然

除

外

さ
れ

て

み

る
か

ら

で
あ

る
。

併

し

な

が
ら

猪

働

者

階

級

は
早

晩

政

治

的

権

力

を

握
り

國

家

及

び
民

族

内

に
於

て
支

配

的

地
位

を
占

あ

る
で
あ

ら

う

。

而

し

て
彼

等

は

あ

る
程
度

に

於

て
自

ら

を

民

族

と

し

て
構

成

す

る
で
あ

ら

う

が

、

そ

の
時

こ
そ
彼

等

は
民
族

的

な

存
在

を
す

る

や

う

に
な

り

、
叉

民
族

感

情

を

も

つ
や
う

に
な

る

で
あ

ら

う

。
』

『
現
在

勢

働

者

は
租

國

を

も

た
な

い
、
何

と
な

れ

ば
彼

等

は
民
族

生

活

に
射

し

、

と

り

た

て

て
云

ふ

べ
き

ほ

ど

其

生

活

に
参

加

し

て

み

な

い
か
ら

で
あ

る
。

し

か
し
彼

は
等

、

後

に
は

そ

れ

に
参

加
ナ

る

で

あ

ら

う

し

、

又
寝

ち

斑
族

的
磯

曇

の
支

持

者

と
す

ち

な

る
で

あ
ら

う

が
、

そ

の
時

に
は
彼
等

は

祀
國

を

も

っ
こ

と
に

な

る
。
』

2)同 書49頁 に よ る。



此

ク
ウ
ノ
オ
の
註
繹

に
は
異
議

が
あ
る
。
第

一
に
、
勢
働
者

が
文
化

生
活

の
享
受

に
参
加

し
得

る
に
至
る
と
租
國

を
も

つ
や
う

に

な

る
、
と

い
ふ
の
が

マ
ル
ク

ス
の
意

見
で
あ

る
か
。
少
く
も
此
文
句

の
註
樺

と
し
て
は
、
勢
働
者

は
鎖

の
中

に
あ

っ
て
自
主
性

を
も

た
臆
。
彼
等

が
政
権
を
握

る
と
き

こ
そ
、
自
主
的
な

る
階
級

と
な
り
自

ら
民
族

と
な
り
う

る
と
き

で
あ

る
。
民
族

は
自
主
的
な

る
も

の
で
あ

る
。

か
う
見

る
べ
き

で
は
な

い
か
。
第

二
に
、
勢
働
者

が
政
槽

を
握

る
と
し

7.
㍉も
そ
れ

に
よ

っ
て
、
民
族
全
艦

の
民
族
愁
情

が
愈

ぐ
高
ま

る
と

い
ふ
こ
と
を
、
決

し

て

マ
ル
ク

ス
が
考

へ
た
わ
け

で
は
な

い
。
換
言

す
れ

ば
、
労
働
者

は
禮
國
を
有
せ
す

、
と

い

ふ

一
句

に

っ
Ψ
く

こ
れ
ら

の
文
句

は
別

に
何
等

の
張

い
意
味

を
も
、
制
限

を
も
有
す

る
も

の
と
は
考

へ
.ら
れ

繊
。
勢
働
者

か
民
族

に

高

ま

っ
て
も
,
そ
れ

は
ブ

ル
ジ

ヨ
ア

ジ
イ

の
民
族

と
は
ち

が
ふ
。
ブ

ル
ジ

ヨ
ァ

ジ
イ

の
疲
速
す

ら
も
民
族

の
対
立

と
其
境

界
を
弱

め

る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
ら
を

一
暦

弱
め
る
と

い
ふ
以
上

、
勢
働
者

の
政
治
的
支
配

が
民
族
樹
立

を
存
続

せ
し
む
る
は
す
も
叛
け
れ

ば
、
そ
れ
を
強
化
す

る
と

い
ふ
理
由

も
な

い
は
す

で
あ
る
。
否
そ
れ
に
よ

っ
て
萬
國

の
欝
働

は
團
結

す

る
で
あ
ら
う
。
そ
れ

と
共

に

い
は

罫

『
一
民
族
内
部

に
於
け

る
階

級
斡
立

の
浦
滅

と
共

に
、
諸
民
族

聞

に
於
け

る
敵

封
關
係
も
亦
な
く
な

る
で
あ
ら
う
。」
さ
う

で

あ

っ
て
み
る
と
勢
働
者
即
ち
無
産
者

が
民
族

に
ま

で
高
ま

る
と
い

ふ
こ
と
は
、
資
本
主
義

の
螢
建

に
つ
れ

て
進
行

し
ゆ
く

民
族
勤

立

の
緩
和

の
傾
向

に
謝

し
、
何
等

注
目
に
値

す
る
意
義
を
、
少
く
も

マ
ル
ク

ス
に
於
て
、
も

っ
て
み
な

か

っ
た

は
す

で
あ
る
。
若

し
わ

れ
ら

が

マ
ル
ク

ス
學
説

そ

の
も

の
を
離
れ

て
此
顯
を
考
察
し
よ
う
と
す

る
と
き

に
は
、

ク
ウ
ノ
ォ
の
註

澤
は
む
し
ろ
事
實

に
背

く

こ

と
で
す
ら
も

あ

る
。
批
會
に
於

て
高
級

の
文
化
を
享
受
す
る
も

の
は
、
そ

の
こ
と
の
ゆ

ゑ
に
、
著

し
く
國
際

的
で
あ

る
。
近
代

敏
洲

の
歴
史

に
於

て
も

、
国
際

的
な
る
親

和
交
驩

と
、
宮

廷
文
化

又
は
貴
族
文
化

と
は
切
り

は
な
し
が
た
き
關
係

に
立

っ
て
る

る
。
文
化

の
乏
し

い
民
衆

ほ
ど

、
上
清

の
風
俗

.
慣
習

、
傳
統

を
離
れ

に
く

い
(
シ

ユ
モ
ラ
ア
、

テ

ン

　
イ

ス
、

ジ

ン
メ

ル
等
)
。
此
意
味

に
於

資
本
主
義
と
戦
争

第
四
十
六
巻
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資
本
主
義
と
職
畢

第
四
十
六
巷

六

第

一
號

六

て
、
勢
働
者

が
政
治
的
構
力
を

に
ぎ
り
文
化
的
享
受

に
愈

ミ
つ
よ
く
参

加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
的
性
格
が
顯
著

と
な
る
と

は

考

へ
に
く

い
。
況

ん
や
そ
れ

に
よ

っ
て
民
族
聞

の
封
立

が
岱

セ
深
刻

に
な

る
と
は
、
な
ほ
さ
ら
論
断

し
に
く

か
ら
う
。

.

三

然

る
に

マ
ル
ク

ス

の
針
外
開
係

に
関

す

る
此
見
解

は
、
其
後

の
マ
ル
ク
ス
主
義

に
よ

っ
て
支
持
せ
ら
れ

な
か

っ
た
。
而

し

て
自
ら

マ
ル
ク

ス
主
義

の
正
統

を
以

て
任

す

る
人
人

に
よ

っ
て
、
こ
れ

と
は
全
く
異
な
れ

る
意
見

が
抱
か
れ

て
み
る
。

そ
れ
は

マ
ル
ク

ス
以

後

に
於
け

る
事
實

の
推
移

に
よ

っ
て
動

か
さ
れ

、
そ
れ
を
説
明
す

る
た
め

の
必
要
に
出

で
た

の
で
あ

ら
う
。

私

は

こ
」
に

レ
エ
一一
ン
の
帝
国
主
義
論

を
取
上
げ

て
考

へ
よ
う
。
勿
論

そ
れ

に
は
数
多

の
先
駆
者

が
あ

る
。
別
し

て
、

マ
ル
ク

ス

主
義
者

に
数

へ
が
た

い
ボ
ブ

ソ

ン
の
帝
國

主
義
論

(
一
九
〇

二
年
)
は
最
も
注
意

せ
ら

る
べ
き
も

の
で
あ
る
。

ヒ
ル
ツ
ア
ヂ

イ

ン
ク

の

金
融

資
本
論

(
一
九

一
〇
年

)
は
共
内
容

に
於

て
一「
最
も
贋
値

多
く
理
論
的
な

る
」
研
究

と
見
ら
れ

て
る

る
。

そ

の
ほ
か
、
オ

ォ
ス
ト
リ

ア
の

マ

ル
ク

ス
學
者

の
若
干

、

ロ
オ
ザ

・
ル
ク
セ

ン
ブ

ル
ク
な
ど

の
研
究
に
も
同
様

な

る
思
想
を
あ
と
づ

け
て
ゆ
く

事
が
出
来

る
で

あ
ら
う
。

レ

エ
ニ
ン
の
帝
国

主
義
論

に
於

て
、
わ
れ
ら
は
別
に
猫
創
的
な

る
も

の
を
見

る

の
で
は
な

い
が
、
た

璽
共
表
現

の
弧
さ
を

見

る
。

こ
の
強

さ
と
彼
に
撤
す

る
人
間
的
評
債

と
が
其
帝
國
主
義
論

を
重
か
ら
し
め
た

の
で
あ
ら
う
。

さ

て
、

レ
エ

一一
ン
を
中

心
と
す

る
帝
国

主
義
論

に
つ
い
て
は
、
す
で

に
説
明

を
必
要

と
せ
ぬ
で
あ
ら
う
。
た

じ
私
は
次

の
こ
と
だ

け
を
摘
記
す

る
。

『
植
民
政
策

及
び
帝
国

主
義

は
資
本
主
義

の
段
階

以
前
に
於

て
も

、

い
な
資
本
主
義
そ

の
も

の
以
前
に
於

て
も
存

在

し
た
。
奴
隷
制
度

を
基
礎

と
し
た

・
オ

マ
は
、
植
民
政
策

を
實
行
し

且
つ
あ

る
帝
国
主
義
を
實
現

し
た
。

し
か
し
肚
會
的
、
経

済

的
構
造

上

の
根
本
的
差
別
を
無
覗

し
又
は
軽
視
せ

る
、
帝
國
主
義

に
聞

す

る
す

べ
て
の

】
舷
的
な

る
考
察

は
、
不
可
避
的

に
た
と

へ



ぜ
大

ロ
ォ
マ
と
大
英
帝
国
と
の
比
較
の
如
き
、
空
虚
な
駄
辯
又
は
虚
言
に
堕
す
る
。
資
本
主
義

の
初
期
の
段
階
に
於
け
る
資
本
主
義

的
植
民
政
策
で
さ

へ
も
、
金
融
資
本

の
植
民
政
策
と
は
本
質
的
に
相
違
し
て
み
る
。
最
新

の
資
本
主
義

の
根
本
的
特
徴
は
、
大
企
業

家
た
ち
の
猫
占
的
團
腱
が
支
配
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
種

の
猫
占
は

一
切
の
原
料
泉
源
を

一
手
に
握
る
場
合
に
最
も

蟄
固
で
あ
る
。
国
際
的
資
本
家
諸
團
騰
が
敵
手
と
の

『鐵
鑛
山
又
は
油
田
等
を
購
入
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
競
争
」
に
於
て
、

『
猫

占
の
戌
敷
を
保
護
す
る
も
の
は
た

ぐ
植
民
地
の
領
有
あ
る
の
み
で
あ
る
。」
『
資
本
正
義
が
獲
達
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
原
料
の
缺
乏
が

甚
し
く
な
れ
ば
な
る
ぼ
ど
、
全
世
界
に
於
け
る
就
孚
及
び
原
料
泉
源
追
求
が
尖
鋭
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
植
民
地
獲
得
孚

禦

死
物
狂
に
馨

。嵩

、帝
闕
義

は
資
至

義
の
猫
.占
的
段
階
で
あ
る
。畿

芳

で
は
金
融
資
,本
は
、
少
勢

猫
占
的
大
銀
行
に

集
中
し
、
且
つ
猫
占
的
企
業
家
團
罷
の
資
本
と
融
合
せ
る
銀
行
資
本

で
あ
り
、
ま
π
他
方
世
界
の
分
割
は
、
ど
の
資
,本
韮
義
國

に
よ

っ
て
も
占
領
せ
ら
れ
て
る
な
い
地
域
を
犠
牲
と
し
て
障
碍
な
し
に
橿
大
さ
れ
得
た
植
民
政
策
か
ら
、
既
に
残
り
な
く
分
割
さ
れ

て
る

る
地
球
の
猫
占
的
支
配
と
い
ふ
植
民
政
策

へ
の
過
渡
で
あ
弼
。』

な
ほ
レ
エ
=
ン
的
立
場
か
ら
は
、
此
帝
国
主
義
は
現
存
の
資
源
の
獲
得
を
求
む
る
の
み
な
ら
す
來

る
べ
き
技
術
の
攣
革
に
よ
っ
て

新
し
く
資
望

な
り
う
る
も
の
の
獲
得
に
ま
窪

む
・
と
、
過
去
に
於
け
る
實
力
に
よ
っ
て
・
行
は
れ
た
る
鶯

翠

植
民
地

の
分

配

が
、
其
後

の
攣
化

に
よ

る
各
国

の
経
済
的
獲
達

の
現
釈
に
滑

ひ
得

ざ
る
こ
と
を
も

、
此
植
民
地
再
分
割

の
努

力
を
弛

む
る
事

情
と

し

て
激

ふ

べ
ぎ
で
あ
ら
う
。

け
れ

ど
も
問
題
は

、

マ
ル
ク

ス
に
あ

っ
て
は
各
民
族

の
封
立
を
弱
め
る
は
す

で
あ

っ
た
資
本
主
義
経

済

の
進
行

が
何
故
に
帝
国
主
義

と

い
ふ
深
刻

の
掛
立
に
ま

で
、
進
み

で
は
世
界
大
戦

に
ま
で
導

か
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
か
。

こ
れ

が

「

の
大

な
る
問
題

で
あ

る
。

栞

、義

と
馨

第
四
+
六
春
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と
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私
は

】
鷹
立
ち

と

野
ま

っ
て
、
事
實

の
審
判

の
ま

へ
に
、
野
立

せ
る
見
解
を
立
た
し
め
よ
う
。

レ

エ
昌
ン
の
墨
読

は
別
で

に
世
界

大
戦

の
後

に
書

か
れ

て
み

る
。
十
九
世
紀

後
車
か
ら

の
帝
国
主
義

の
現
實
を
白

日
の
下

に
見

せ

つ
け
ら
れ
て
書

か
れ

た
る
も

の
で
あ

る
し
、
資
本

轟

の
最
近

の
段
階

が
帝
國

正
義

の
姿

を
と

っ
て
み
る
と

い
ふ
表

に
誤
り

の
あ

る
は
す

は
な

い
。

マ
ル
ク

・
の
表

は
な

ほ
未
だ
此
現
實

を
十
分

に
豫
見
す

る
ま

で
に
至

っ
て
み
な

い
。
け
れ
ど
も

、
た

Ψ
そ
れ

だ
け
か
ら
、

レ

エ
ニ
ン
的
帝
國

主
義

論

を
全
面
的
に
肯
定

し
な
け
れ

ば
な
ら

ぬ
で
あ
ら
う
か
。

レ

エ

ニ
ン
は
狽
占
資
本
主
義

が
政
策

と
し

て
帝
国
士
⊥義

を
も

っ
と
い

ふ
こ
と
を
否
定
す

る
。
猫
㌫
乃
型
金

融
資
本
主
義

、
即
ち
帝

園

主
嚢

で
あ

る
と

い
ふ
。
け
れ
ど

も

一
聡

こ
れ
は
何
を
意
味
す

る
か
。

レ
二

二
ン
自
身

も
認
め
て
み

る
ご
と
く

・
帝
国
主
義

は

ロ
オ

マ
帝
国

か
ら
す

で
に
あ
る
。
或

は
更

に
以
前
に
亙

っ
て
認
め
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
事
實

で
あ
ら
う
。
た

じ
そ
れ

が
経
済
獲
達

の
段
階

に

よ

っ
て
異
な
れ

る
姿

を
と
る
こ
と
は
あ

る
に
し
て
も
、
金
融
資
本
主
義

が
即
ち
帝
國

主
義

で
あ

る
と

い
ふ
理
路
は
ど

こ
に

も

な

い
は

す

で
あ

る
。
帝
国

主
義

が
金
融
資
本
主
義

に
よ

っ
て
規

定
せ
ら
れ

、

一
の
特
徴

あ
る
具
艦
的
な

る
姿

を
も

つ
こ
と
か
ら
金
融
資
本
主

義
は
帝
国
主
義

で
あ

る
と

い
は
ね
ば
な
ら

ぬ
な
ら

ば
、
金
融
資
本
主
義

は
慈
善

で
あ
り
殺
人

で
あ
り
、
宗

教

で
あ
り
国
家

で
あ
り
、

そ

の
他
現
代

に
於
け

る
す

べ

て
の
も

の
で
あ

る
。

そ
れ
は

ノ

ン
セ
ン
ス
で
あ

る
。

こ

㌧
に
私
は
カ
ウ
ツ

キ
イ

の
超
帝
国

主
義

の
見
解

に
論
及
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

マ
ル
ク

ス
に
よ
れ

ば
、
資
本

主
義

の
焚
達

は
民

族

の
境
界
を
弱
め
る
。
而
し

て
カ

ウ
ツ
キ
イ

の
超
帝
国

主
義
論

は
ま
さ
に
此
方
向

に
動

け

る
も

の
で
あ

る
。
カ
ウ
ツ
キ
イ
に
よ
る
と

純
経
濟
的
見
地
か
ら

す

る
な
ら

ば
、
資
本
主
義

が
な
ほ

「
の
新

な

る
段
階

、
即

ち
カ
ル
テ

ル
の
政
策

の
野
外
政
策

へ
の
韓
化
、
超
帝

國

主
義

の
段
階

を
通

過
す

る
で
あ
ら
う
と

い
ふ
こ
と
は
、
あ
り
得

な

い
こ
と
で
は
な

い
。
換
言
す
れ

ば
、
現
在

の
帝
国
主
義
的

政
策



が

「
の
新

な

る
超
帝
國
主
義
的
政
策
一
1

こ
れ

は
国
家

的
金
融
資
本
相
互

の
醐
孚

の
代
り

に
、
国
際
的

に
結
合

せ

る
金
融
資
本

に
よ

る
世
界

の
共
同
的
搾

取
を
も

た
ら
す

で
あ
ら
う
ー
ー

に
よ
っ
て
駆
逐

さ

る
る

の
は
可
能
な

る
こ
と
で
あ

る
。
否
、
帝
国
主
義

の
最
初

の
組
織
的
理
論
家

ボ
ブ
ソ

ン
す
ら
も
『
西
洋
諸
因

の
も

っ
と
大

き
な
同
盟

、
即

ち
藷

粥
國

の
ヨ
オ

ロ
ッ
パ
的
聯
合
』
の
可
能

、
西
洋

の

世
界
的
寄

生
主
義

、
世
界
的
階
級
組
織

を
認
め

て
み
る
。
而

し
て

レ

エ
ニ
ン
自
ら

い
ふ
。

『
純
経
済
的
見

地
と

い
ふ
言
葉

を
純
粋
な

る
抽

敦
と
解

す

る
な
ら
ば
、
超
帝
国
主
義

理
論

に
於

て
語
ら
れ
得

る
こ
と

の
総

て
は
、
嚢
展

は
猫
占

の
ー
ー

か
く

し
て

一
個

の
世
界

的
濁
占

の
、

}
個

の
薩
膿
胸

ト
ラ

ス
ト

の
.
1
.
:
方
向

に
動
く
、
と

い
ふ
命
題

に
蹄
着

す

る
。

こ
の
命
題
は
疑
ひ
も

な
く
正

し

い
が
、

し
か

し
同
様

に
無
意
味

で
あ

る
。
』
而

レ
て
彼

に
よ
れ

ば
、

凋.超
帝
国
主
義

と

い
ふ
死
せ

る
抽
象
論

に
桝
立

さ
せ
る
に
、
近
代
的
世
界

経
濟

の
具
膿
的

な
る
経
済
的
現
實

を
以

て
』

し
な
け
れ

ば
な
ら

ぬ
。
然

ら

ば
具
鰐
的

現
實

は
此
超
帝
国
主
義
論

を
如
何

に
し
て
否

定

す

る
か
。

『
い
ま
假

に
こ
れ

ら
の
帝
國
主
義
國
が

、
右

の
ア
ジ
ア
諸
国

に
於
け

る
彼
等

の
領

有

、
利

益
、
及
び
勢
力
範

團
を
保
護

し
、
或

は

擾
張
す

る
た

め
に
、
相
互

に
同
盟

を
結

ぶ
と
し
よ
う
。

こ
れ
帝
國

主
義

相
互
同
盟

、
或

は
超
帝
国
主
義

同
盟
で
あ
ら
う
。
ま
た
假

に

す

べ
て

の
帝
国
主
義

列
強

が
右

の
ア
ジ
ア
諸
国

の
平
和
的
分
.割

の
爲

に
同
盟

を
結

ぶ
と
す
れ

ば
、・

そ
れ

は

一
の
國

際
的
金
融
資
本
同

盟

で
あ
ら
う
。
』
『
今
問
題

は
か

、
る
同
盟
は
短
命

で
な

い
だ
ら
う
、
か

㌧
る
同
盟
は
あ
り

と
あ
ら
ゆ

る
形
態

の
軋

轢
衝
突
及
び
孚
圖

を
な
く
す

る
だ
ら
う
、
と

い
ふ
こ
と
が
考

へ
ら

る
る
か
。
』
『
こ

の
問
題

を
は

っ
き
り

と
提
出

す

る
だ
け

で
、
こ
れ

に
全
く
否
定
的

な

る
答

を
與

へ
る
こ
と
が
出
来

る
。
』
『
そ
れ

に
参

加
せ
る
諸
國

の
力

の
關
係

の
憂
動
は
不
均
等

で
あ

る
。
個

々
の
企
業

、
ト
ラ
ス
ト
、

産
業
部
門
及

び
各
國

が
均
等

に
蛮
民
す

る
と

い
ふ
こ
と

は
、
資
本

主
義

の
下
で
は
あ
の
得
な

い
か
ら
。
」
『
そ
れ

ゆ
ゑ

に
帝
國

主
義
相

責
木
主
義
と
戦
争

第
四
十
六
巻

九

第

一
號

九

5)前 掲 、帝國主義論 工35頁



葉

.義

・
馨

第
四
+
六
巻

δ

笙

號

δ

互
同
盟
、
或
は
超
帝
国
主
義
同
盟
は
、
不
可
避
的
に
戦
争
と
戦
争
と
の
闇

の
息
抜
き
で
し
か
あ
り
得
な
回
砂
」

`

か
≦

.
レ
.=

ン
の
幕
.
図
嚢

馨

定
論

は
次
の
如
き
内
容

の
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
資
金

葉

貰

的
猫
占
の
方
向
に
動
乱

見

は
純
経
済
的
に
、
文
は
抽
象
に
見
て
正
し
い
.
け
れ
ど
も
現
實
に
は
を

癌

占
綾

立
し
が
た
　

や
が
て
内
部
掲

祷

立
を
生
む
。
そ
れ
は
各
国

の
勢
力
開
禁

翳

す
・
か
ら
で
あ
・
。
喪

っ
て
い
へ
ば
、
墨

動

の
結
果
・
響

に
よ
っ
て
谷

確

保
し
た
る
型

誇

製

。
と
力

の
製

・
と
が

】
致
し
な
い
か
ら
で
あ
・
。
思
ふ
に
、
誓

が
さ
忽

あ
る
・
と
い
含

と
に
誤

り
は
な

い
.
盤

味
に
於
て
、
カ
ウ
ッ
キ
イ
的
馨

図
表

論
鏡

磨

見
誤
・
芒

て
る
・
。
け
れ
ど
も
、栞

轟

そ
の

も
の
霧

逮

の

方
向
と
し
て
は

。
エ
・
ン
も
い
へ
る
如
差

し
い
も
の
ゑ

一
か
む
鴫、
ゐ
・
。
醤

が
さ
う
で
な
い
と
い
ふ
の
は
・
他

の
藩

が
作

用

し
て
ゐ
。
か
ら
で
あ
る
。
資
本
が
鎮

・
し
て
響

彩

?

・
垢

は
ら
す
、
而
も
そ

の
栗

の
各
部
分
が
国
籍
巽

は
藁

族
性

を
失

は
す
、
相
孚

は
う
と
す

る
、
こ
れ
だ
け

が

レ
エ

ニ
ン
の
議
論

に
前
提

と
せ
ら
れ

て
る

る
。
資
本

は
世
界
的
猫
占

に
向

ひ
な
が
ら

而
も
民
族
封
立
に
よ

っ
て
そ
こ
に
行
き
得
な

い
。
所
謂
具
韻
的

現
實

と

い
ふ
の
は
此
資
本
主
義

の
動
.き
が
民
族
対
立

と
い
ふ
事
情

に

よ

っ
て
束
縛

せ
ら
れ

た

る
姿
を

さ
す

に
外

な
ら

ぬ
。
資
本
韮
義

と
は
何

ぞ
や
、
そ
れ
は
所
謂
抽
象
的

の
も

の
で
は
な
く

、
現
實

に
於

て
之
を
妨
ゼ

、
之

を
攣
容
す

る
す
べ

て
の
具
龍

的

の
も

の
を
含

む

の
で
あ

る
か
。
さ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、

㎜
の
現
實

一

日
本

の
い

ま
の
欝

一

は
同
時
唇

.本
妻

醤

で
・
・
羅

會
轟

経
響

脅

、
董

純
な
・
商
品
生
産

の
経
済
で
萱

又
封
建
経

奪

す
ら
も
あ
る
。
而
』

、
且
鰐

現
實
・
ン

、
は
、
・
の
資
奎

馨

濟
は
即
至

の
封
建
馨

で
あ
る
・
か
春

不
A。

理
朶

困
難

、
説

よ
う
と
す
・
な
ら
ば
、
業

轟

経
済
は
栗

轟

慧

で
あ

・
、
洗

の
作
用
を
妨
げ
よ
う
と
す
希

の
藩

は

他
の
事
箏

あ
・
克

・
外
は
な
い
。
栞

轟

舞

・
い
ふ
も
の
が

み

理
想
型
概
念
で
あ
き

と
に
・
・
エ
;

は
思
ひ
至
つ

6)前 掲 、 帝 國 三註義 論169 -S]1頁



て
る

な

い
。

四

資
本
主
義

の
進
行

は
、
園
内

に
於

て
は
常

に
必
ず
猫
占

に
導

い
て
來

た
。
そ
れ

は
競
争

に
よ
る
資
本

の
集
中

に
も

よ

る
が
、
主
と

し

て
資
木
相
互
間

の
妥
協
的
結
合

に
基

く
。
国
際
間

に
於

て
は
何
故

に
此
資
本

の
結
合

が
行
は
れ

そ
こ
に
国
際

的
猫
占
が
成

立
し
な

い
の
で
あ

る
か
、
資
本
自
器

の
利

益
だ
け
か
ら
考

へ
る
と
、
必
ず

や
さ
う

で
あ

る
べ
き
こ
と
が
、
何

故

に
實
現

せ
ら
れ
な

い
の
で
あ

る
か
。

そ
こ
に
異
な
れ

る
民
族

聞

の
資
本

の
結
合
を
妨
ぐ

る
も

の
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
民
族

の
鋤
立

、
こ
れ

に
偉

ふ
國
家

的
反
感

で
あ

る
。

ク
ウ
ノ
ォ

の
い
は
ゆ

る
民
族
感
情

と
国
家
恩
情

と

の
腿
別
を
妹
冶
旧
し
よ
う
と
は
思
は
な

い
が
、
か

」
る
随
別
如
何

は
此
際
第

二
次
的

な
る
問
題

で
あ
る
。
所
謂
金
融
資
本
主
義

と
し

て

の
帝
国
主
義

と

い
ふ
の
は
、
か

㌔
る
民
族

の
自

己
櫨
充

の
要
求

そ
れ
に
基
.く
民
族

の
針

立
を
音
仙味
す

る
に
外
な
ら
ぬ
帝
国
主
義
を
、
そ
れ

を
制
約

し
、
具
臓
的
形
態
を
と
ら
し
む

る
條
件
叉

は
事
情

に
過
ぎ
ざ

る
金
融
資
本
主
義

と
同

}
覗
す

る
も

の
で
あ

る
。
否
進
み

て
次

の
如
く

に

い
ふ

こ
と
が
出
來

よ
う
。
資
本
主
義

は
そ
れ
自

禮
國
際
的

資
本
結
合

に
導
を

、
又
む
し
ろ
民
族

の
封
立
を
緩

和
せ
し
む

る
作
用
を
有
す

る
。
た

f
、
共
結
合

の
原
動
力
た

る
べ
き
打

算

又
は
合

理
的
態
度

と
は
正
反
封

の
傾
向
で
あ
る
非
合
理
的

の
も

の
が
帝
国
主
義

を
も
た
ら
し
、

こ
れ

を
今

日

の
段
階

に
於

て
は
金

融
資
本
†
義

と
結
合
せ
し
む
る
。
資
本
主
義

が
獲
達

し

て
帝
・國
主
義
と
な

る
の
で
は
な

い
。
帝
国
主
義

が
金
融
資
本
主
義
を
制
約
し

こ
れ

に
攣
容

を
加

ふ
る
の
で
あ

る
。

帝
国
主
義

と
は
何

で
あ

る
か
。
そ
れ

は

レ
エ

ニ
ン
白
身
も
認
め

て
み

る
如

く
、
今

の
資

本
主
義

の
み

に
存
す

る
も

の
で
は
な

い
。

.

そ
れ

が
何

で
あ

る
か
は
資
本
主
義
か
ら
切
り
は
な
し

て
考

へ
ら

る
べ
き

で
あ
ら
う
。
国
家

の
存
立
す

る
と

こ
ろ

こ
と
に
堤
族
国
家

の

春
本
主
義
と
職
事

第
四
十
六
巻

一
「

第

}
號

一
一
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存
立
す
。
と
こ
・り
、
・
れ
は
つ
ね
旨

最

尤
の
要
求
を
も
つ
、
い
辱

羅

的
自
我
が
力

の
欲
望
を

も

つ
・
そ
れ
の
作
用
が
高
ま

つ
三

定
の
與

へ
、b
れ
た
る
自
然
的
璽

を
超
え
て
馨

し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
を
帝

・國
轟

と
い
ひ
得
よ
う
・
た
と

へ
ば
ホ

.、
ソ

、、
は
い
っ
て
み
る
。
帝
國
轟

の
籔

を
な
す
も

の
は
そ
れ
(國
家
妻

・す
)
の
自
然
的
堤
防
か
ら
氾
濫
し
三

反
抗
的
且
つ
非

同
化
的
な
る
国
民
の
遠
近

の
領
土
を
併
A。
せ
ん
と
す
・
・
乞

の
諸

の
企
擢

よ
る
純
醤

・
國
家
義

の
霧

で
あ
る
・
ま
た
い

ふ
。

シ
ィ
レ
義

援
は
蔑

護

の
本
質
を
巧
に
奪

那
し
て
み
る
。

コ

の
國
察

国
家
的
塑

⊥
の
限
肇

超
え
て
前
進
す

る
と
き

其
方
集

窪

且
つ
不
纂

の
も

の
叢

.如

.
託

が
留

り
毒

の
編

の
實
.馨

脅

・
・
霧

國
(英
国
・
手

)
鼻

の
實
情

で
も
あ
。
.

あ

國
崇

他
國

の
禦

に
ま
で
饗

す

・
・
き
。
彼
薄

額
,土
の
征
服
・
は
成
功
・
て

も
・
そ
れ
姦

馨

ぐ
は
完

り

全
に
肇

し
得
な
い
・
と
が
あ
・
。」
た
じ
與

へ
ら
れ
た
・
纂

的
領

土
の
禦

あ
・
か
を
明
確

に
規
定
す

き

と
は
困
難

で
あ
る
・

從
コ

、ど

れ
量

定
の
動
撃

以
て
置
き
か

へ
得

・
で
あ
ら
う
。
か

・
る
霧

乃
至
箋

の
仕
方
は
・

ユ
ム
ペ
ラ

ア
に
よ
っ
て
と

ら

れ

て
る

る
。

シ

ユ
。
ぺ
。
,
ア
に
、
れ
ば
、
嬰

が
無
際
限
の
昌

築

の
傾
向
・
あ
・

・
き
、
・
れ
を
帝
國
妻

と
い
ふ
・
こ
れ
を
肇

性

留

と
も

い
ひ
得
よ
う
.
多
く

の
揚
A、
、
戦
争
竺

の
目
的
又
は
原
因
を
も
つ
や
・
で
あ
・
が
・

そ
れ
は
眞
相
と
い
ひ
が
た
い
』

の
国
家
が
ど
れ
ほ
ど
強
烈
に
、
眼
前
の

百

的
を
追
求
し
て
も
、
そ
れ
が
終
れ

ば
充
書

董

的
震

を
す
て
る
と
思
は
る
る
と
き

帝
国
嚢

が
あ
る
、」
は
い
は
ぬ
.
帝
里

誇

支
配
』

、
み
る
・
・
う
に
は
常
・
、
斐

奮

青

駒
で

あ
る
・
そ
れ
は
決
し
て
具

鰐

な
る

一
晶

の
到
達
に
よ
つ
垂

。
れ
す
、
い
は
ば
聚

の
皇

婆

が
際
竪

ぐ
求
め
・
焦

・
勿
論
か

く
の
如
き
羅

文

は
案

だ
け
を
持
ち
出
。
た
・
定
.嚢

+
分

の
も
の
で
あ
・
・
は
思
は
れ
な
い
が
、
禦

帝
国
轟

の
本
馨

あ
る
か
を
示
す
簿

7)
8)

ホ プ ソ ン帝 國 主 義 論 、 改 造 文 庫 版m ,12頁
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於

て
注
目
す

べ
も

の
が
あ

る
。

帝

國
主
義
は
軍

な

る

経
済
的
利

益
の

追
求

に
も

と
つ
く
も

の
で
は
な

い
、

打
算

に
基
く
利

益

の
追

求

と
し
て
の
資
本

主
義

は
帝
国

主
義

の
作
用

の

一
表
面

に
過

ぎ
ぬ
。
其
中
核

は
全

く
其
背
後

に
あ

る
。

そ
れ
は
摘
充

の
た
め

の
援
充

雫
闘

の
爲

の
争
圃

、
勝
利

の
爲

の
勝
利

、
支
配

の
爲

の
支
配

で
あ
る
。
こ
れ
は
具
艦
的

な

る
利
益
を
以

て
説
明

せ
ら

る

べ
き
も

の
で

は
な
く

、
別

に
説
明
を
要
す

る
。

シ

ユ
ム
ペ

エ
タ
ア
は

こ
れ

が
経
濟
的
説

明
を
否
定
し
よ
う
と
す

る
の
で
は
な

い
。
け
れ
ど
も

、
そ

れ

は
こ
れ
を
現
代

の
生
産
關
係

の
反
映

と
す

る
の
で
は
な

い
。
寧

ろ
過
去

に
於
け

る
生
活
條
件

に
よ

っ
て
促

さ
れ
た
る
戦
雫

の
結
果

と
し
て
、

一
定

の
心
理
的

傾
向
と
砒
會

的
構
造

と
が
成
り
立
ち

、

そ
れ
が
生
活
條
件

の
攣
化

し
た

る
今
日

に

於

て
も
淺
存

し
て
ゐ

む

る
。
農

存
物

と
し

　」
の
み
説
明

せ
ら

忌

、
ぎ

で
あ
ら
う
。

故

に

署

國
轟

は
詣

が

へ
り

(〉
野

雪

　

)
で
あ

る
・
』

い
は

委

し

ヒ

ヨ
ご

ニ

コ

コ

　二

二

ロ

　

マ

ラ

ニ

コじ
　

　
　

　

ホ

に

蕩

濟

¢

て

囲

茨

ぐ

逼

去

の

生

産

臨

係

に

よ

つ

ザ」
説

明

せ

ら

る

べ

き

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

「
靴

會

構

造

の

ア

タ

ヴ

イ

ズ

ム

で

の

あ
り
、
又
個

人
心
理
的
感
情
傾
向

の
ア
タ
ヴ

イ
ズ
ム
で
あ

ワ91
。
』
そ
れ

は
あ
く
ま
で
非
合

理
的

の
も

の
で
あ

り
、
合
理
的

な
る
資
本

主

義

と
は
全
く

反
射

の
も

の
で
あ

る
。

資
奎

撃

の
も
の
は
寧
ろ
民
族
的
な
る
璽

ユ
を
籍

す

る
作
用
を
有
す
る
こ
と
、

一
方
で
は
マ
ル
・
・
鼻

の
認
め
た
る
が
如

く

、
他
方

に
於

て
は
大
戦

以
前
杜
會
民
主

々
義
系
統

に
属
す

る
入

人

〔
カ
ウ
ツ
キ

イ
を
は
じ
め

と
し

て
欄
逸

の

マ
ル
ク

ス
主
義

者
、

佛

の
ジ

ヨ
オ

レ
ス
な
ど
ま
で
)

の
認
め
た

る
が
如
く

で
あ
る
。

シ

云

ぺ

夢

・
の
立
場
も
ま

奮

う

で
あ

る
・

『
人
は
帝
国
霧

的

現
象

を
現
在

の
維
濟
的
な

る
階

級
利
益
に
還
元
す

る
こ
と
も
出
來

よ
う
。
新

マ
ル
ク

ス
主
義

は
さ
う

し
て
る

る
。
彼
等

は
、
簡
軍

・
・
ふ
・
、
笛

轟

善

奎

義
の
蓬

の
歪

階
段
・
於
け
・
某

家
的
上
層
の
利
害
の
罎

と
見
る
鋤』
こ
れ
は
膿

へ
の
解

の

決

に
最
も
違

い
見
方

で
あ

る
。
資
本

主
義

は
民
主
化
し
、
個
性
化

し
合
理
化
す

翫
。
否
本
來

、
帝
国
主
義

は
ア
タ
ヴ

イ
ズ
ム
で
あ
る

蒙

主
義
と
馨

第
四
+
奪

}
三

笙

號

「
三

9)
Io)
11)
12)

此 説 明 の 仕 方 を私 は『吐 會 學 原 理 』に 於 て.詳.逃 し て み る。
ibid.,S.6,48.

ibid.,S.6,

ibid.,S.52.



資
本
、正
義
と
職
事

第
四
十
六
巻

}
四

第

「
號

「
四

か
ら
、
近
代

に
入

る
に
つ
れ

て
弱
ま

る
べ
き
性
質

の
も

の
で
あ

る
。
從

っ
て
資
本

主
義
世
界

は
帝
國
主
義

の
温
床

で
は
な

い
。

『
資

本

主
義

が
経
済

の
中

に
入
り

こ
み

、
又
経

済
を
通

じ

て
現
代
民
族

の
心
理

の
中

に
入
り

こ
め

る
所
に
於

て
は
到

る
所
、
反
帝
國

主
義

的
傾
向

が
示

さ
れ

る
。
』
而
し

て
そ
の
こ
と
は
資
本

主
義

の
最
も
螢
達
し
、
民
主

主
義

が
政
治
的

に
支
配

し
て
み
る
と
こ
ろ
に
於

て
最

も
顯
著

で
あ

る
。
な

ほ
進

み

で
シ

ユ
ム
ペ

エ
タ
ア

の
い
ふ
所

に
き
か
う

、
資
本

主
義

の
爽
達

し
た

る
と
こ
ろ

ほ
ど
、
戦
争
軍
備
に
封

ず

る
原

理
的
反
鋤

が
強

い
。

次

に
資
本

生
義

の
獲
達

し
た
る
国
家

ほ
ど
,
強
変
事

和
主
義
的
政
窯

が
嚢
達

し

て
居
り

、
若
干

の
例
外

を
除

い
て
い
ふ
と
、
戦
争

が

つ
ね

に
國
内
勤
立

を
件

ふ
く

ら
み
で
あ
る
。

ま
た
資
本

主
義

に
よ
っ
て
成
立
し
た

る

工
業
勢
働

者
は
最
も

反
軍
國
主
義
的

で
あ

る
。
國
際

的
争
議

の
平
和
的
調
停
方
法

の
獲
達
も
資
本

主
義

心
理

の
護
達

に
よ

っ
て
説
明
せ
ら
る
べ
き

こ
と
と
思

は
れ

る
。

こ
れ
ら

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
事
實

か
ら
推
断
す

る
に

『
資
本

主
義

は
共
本
質

上
、
反
帝
國

土
嚢
的

の
も

の
で
あ

る
c
」

シ

ユ
ム
ペ

エ
タ
ア

の
あ
げ

た
る
事

實

の
如
き
、
必
ず

し
も
そ

の
ま

」
承
認
し
が
た

く
、
詳

細

の
職

に
つ
い
て
は
、
な
ほ
問
題

と
す

べ
き
も

の
も

あ

る
。
け
れ

ど
も
、
帝
国
主
義

と
資
本

主
義

と

の
關
係

に
聞

す

る
根
本
見

解
に

つ
い
て
は
私
見
と
完
全

に
符
合
す

る
。

私
は
欧
洲
大

戦
が
資
本
主
義
護
達

の
結

果

と
見

る

べ
き
も

の
に
非
す
と

い
ふ
私
見
を
幾
た
び

か
の
べ
て
、
資
本
主
義

が
寧

ろ
帝
園
主

蜘

蓑

と
相

斥
く

る
こ
と
を
高
調

し
た
が
、
戦
孚

の
根
本

に
存
す

る
摘

充

の
要
求

と

い
ふ
根
本

の
見
解

に
至

っ
て
は
、
既

に
『
耐
會

學
原
理
」

(大

正
八
年
)
以
來
之

を
反
覆
説
明
し

て
み

る
。

シ

ユ
ム
ペ

エ
タ
ァ
の
次

の
重
要
な

る
文
句

の
如
き
、
私

が
未
だ
共
所
論
を
讃

ま
す

し

て
か

つ
て
述

べ
た

る
も

の
と

.
言
言
相

】
致
す

る
と

い
ふ
も
誇
張

で
は
な

い
。

「
事
實

上
現
存
す

る
と
こ
ろ

の
帝
国
主
義
的

傾
向

は
資

本
主
義

か
ら
導

き
鍬

さ
る
べ
き
も

の
で
は
な

い
、
明
に
そ
れ

と
は
異
な
れ

る
と

こ
ろ

の
、
外
部
か
ら
共
世
界

に
も
ち
こ
ま
れ
た

13)ibid・,S.53.
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・

る
と
こ
ろ
の
現
代
生
活
の
妻

奎

義
的
學

に
・
つ
て
葦

・
れ
た
垂

と
し
て
の
み
理
響

れ
る
醐
』

。
。
.
ン
の
帝
国
轟

論
は
マ
ル
ク
ス
學
詮
の
延
秀

至
完
屠

非
芒

て
共
否
定
で
…

而
・
・
共
内
容
肇

と
し
て
オ
オ

.
ト
リ
ア
的

な

る
新

マ
ル
ク

ス
轟

や
ボ
ブ

ソ

。
の
見
蟹

走

歩

　

出
づ

・
・

の
・
は

い
ひ
が
た

い
・
此
意
味

に
於

て
・
そ
れ

は
た

穿
レ
エ
;

の
裏

叩
的
棄

の
墓

杢

、
の
み
器

　

つ
・
の
で
あ

る
・
而

　

れ
の
致
A叩
的
叢

論
的
缺
陥
は
別

に
存
す
る
.
理
論

の
内
容

が
馨

鶉

秀

籍

を
見
ξ

・
の
俗
流

の
見
方

、
力
帯

識

の
範
囲
・
脱
芋

撃

と
諒

主

義
キ
δ

根
柢
に
ひ
そ
む
と
、島
・つ
の
案

、
ま
こ
、G
の
勢

・
遮

・
て
る
る
.
脅

・
三

蘭

幾

の
眞
理
は

つ
か
畢

}み
た

い
.
馨

の
磁
霞

的
馨

に
閲
す
る
深
き
洞
察
督

し
・
、
徒
・
欝

の
霜

か
幕

図
嚢

を
理
解
し
　

と
し
て
　

荒

レ
　ト

バ
　ヘ

コに

ド
ヘ

ダ

二
二

レ

リ
　

ト、
誓

イ
.口
瑳

.

.
L
.
て
套

Φ
。
坐

炉
る
に
,

レ
五
二

の
論

義

論

瀟

、
詫

は
聾

に
入

易

い
奮

に
・
多
く

の
諧調署

を

ひ
嵜
ろ

け

る
に
し
げ、も

、
躍
垂

釣

に
特

等

の
猫
創

を
含

ま
す

、
理
論

と
し
て
は
懇

の

彙

團

で
あ

る
・

(
昭
和

+
二
年
十

　
丹

二
十
九
日
夜
)
。

資
本
主
義
と
職
翁

第
四
+
六
巷

「
五

第

一
號

一
五

is)ibid.,S.56.


