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は

じ

め

人
は
皆
、
生
ま
れ
て
く
る
時
、
知
何
な
る
時
代
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
そ
こ
で
働
い
て
い
る
諸
法
則
の
内
容
は

何
な
の
か
、
そ
し
て
、
現
在
は
、

ど
の
よ
う
な
過
去
の
否
定
の
上
に
う
ま
れ
、
現
在
の
経
済
社
会
自
身
が
ま
た
ど
の

よ
う
な
未
来
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
時
代
が
か
わ
っ
て
い
く
の
か
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
憲
論
せ
ず
、
そ
の

社
会
に
少
し
ず
つ
順
応
し
て
い
く。

社
会
の
法
則
、
経
済
の
法
則
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
が
動
か
さ
れ
、

意
識
が
支
配
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
歴
史
的
に
独
自
の
、
た
と
え
ば
資
本
制
の
法
則
と
の
関
わ
り

で
考
察
す
る
こ
と
か
ら
さ
し
あ
た
っ
て
は
無
縁
で
あ
る
。
競
争
、
産
業
循
環
、

資
本
に
よ
る
統
治
と
指
揮
監
督
、
交

換
の
た
め
の
、
貨
幣
獲
得
の
た
め
の
、
最
大
限
の
そ
し
て
安
定
的
利
潤
の
た
め
の
生
産
等
々
は
当
然
の
こ
と
、
ま
た

人
類
史
が
始
ま
っ
て
以
来
の
普
遍
的
原
理
と
受
け
止
め
、
適
応
し
て
い
く
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
他
を
否
定
し
、
互

い
に
よ
そ
よ
そ
し
い
関
係
を
生
み
出
す
競
争
は
、
歴
史
普
遍
的
な
も
の
で
な
く
、
私
的
所
有
と
資
本
主
義
に
固
有
の

も
の
で
あ
る
。

競
争
と
相
互
的
他
者
と
い
う
人
間
と
人
間
と
の
関
係
に
か
わ
り
、
相
互
の
連
携
と
連
帯
と
協
同
を
原

理
と
す
る
一
社
会
が
実
際
に
こ
の
世
で
実
現
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
時
、
経
済
学
は
一
歩
親
し
い
存
在
と
な
る

現
代
の
資
本
主
蓑
に
お
け
る
諸
々
の
経
済
事
象
に
つ
い
て
、
正
確
な
、
深
い
解
明
が
与
え
ら
れ
た
時
、
経
済
学
が

科
学
で
あ
る
こ
と
の
確
信
を
再
び
懐
き
う
る
。
資
本
主
義
が
歴
史
的
に
旧
体
制
に
対
し
て
よ
り
優
れ
た
社
会
経
済
制

度
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
資
本
主
義
の
展
開
と
運
動
の
歴
史
的
正
当
性
、
お
よ
び
そ
の
内
に
内
在
す
る
資
本
主
義
を

自
己
否
定
す
る
よ
う
な
経
済
法
則
の
内
在
、
そ
こ
に
榎
拠
を
お
い
て
展
望
さ
れ
る
、
自
由
人
の
連
合
と
し
て
の
未
来

社
会
、
こ
の
肯
定
と
否
定
の
両
面
把
握
に
よ
っ
て
経
済
学
は
科
学
性
を
獲
得
す
る
。

本
書
で
検
討
の
対
象
と
し
、
解
明
の
課
題
と
し
た
問
題
関
心
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
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資
本
主
義
は
、
商
品
・
貨
幣
関
係
を
一
般
的
土
台
と
し
、
そ
の
上
で
、

資
本
・
賃
労
働
関
係
に
よ
っ

て
商
品
と
剰

余
価
値
が
生
産
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
歴
史
上
、
他
の
生
産
様
式
と
区
別
さ
れ
る
一
社
会
で
あ
る
。
一
方
で
、
商
品

生
産
の
諸
法
則
と
資
本
の
諸
法
則
、
他
方
に
、
富
の
二
大
源
泉
で
あ
る
、
人
間
自
然
と
土
地
自
然
を
お
く
時
、
第
一

に
、
商
品
生
産
と
資
本
の
諸
法
則
は
、
不
可
避
的
に
、
人
間
自
然
と
土
地
自
然
に
あ
る
種
の
規
定
的
影
響
を
与
え
る

そ
れ
は
、
前
資
本
主
義
の
諸
生
産
様
式
が
、
人
間
自
然
と
土
地
自
然
に
与
え
る
規
定
住
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
ま
た
社
会
主
義
・
共
産
主
義
社
会
が
与
え
る
人
間
自
然
と
土
地
自
然
に
た
い
す
る
規
定
性
、
そ
の
具

体
的
な
在
り
方
と
も
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
資
本
制
に
お
い
て
は
人
間
自
然
と
土
地
自
然
と
の
漉
厚
な
一
体

性
は
な
お
そ
の
社
会
全
体
を
特
徴
，
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
が
、
生
産
力
的
に
も
生
産
関
係
と
し
て
も
、

そ

の
存
立
の
歴
史
的
正
当
性
の
一
時
代
を
経
過
し
た
後
に
展
望
さ
れ
る
、
社
会
主
義

・
共
産
主
義
、
そ
こ
で
の
人
間
自

然
と
土
地
自
然
と
の
、
こ
の
双
方
の
豊
か
な
発
展
の
可
能
性
の
体
制
的
保
樟
、
自
由
人
の
連
合
、
飛
躍
的
に
豊
か
な

生
産
力
水
準
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
る
普
遍
的
に
ゆ
た
か
な
享
受
の
可
能
性
、
労
働
時
間
の
全
国
民
的
な
規
慎
で
の
漸

次
的
な
短
縮
と
自
由
時
間
の
飛
建
的
増
大
、
科
学
と
文
化
の
一
国
全
体
に
お
け
る
広
く
深
い
浸
透
、
こ
れ
ら
と
資
本

主
義
に
お
け
る
人
間
自
然
、
土
地
自
然
と
の
相
貌
は
異
な
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。
本
書
に
お
け
る
一
つ
の
テ
ー

マ
は
、
人
間
自
然
と
土
地
自
然
は
状
況
に
応
じ
て
、
無
限
の
堕
か
な
発
展
の
可
能
性
を
持
ち
つ
つ
、
共
に
破
滅
と
磁

壊
へ
の
道
も
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
生
産
悌
式
と
そ
こ
に
お
け
る
国
有
の
経
済
法
則
は
、
特
有
の
規
定
性
を
人
間

自
然
と
土
地
自
然
に
与
え
る
こ
と
の
立
証
で
あ
る
。
「
資
本
主
義
と
人
間
自
然
・
土
地
自
然
」
は
、
直
接
に
は
、
一

論
文
の
表
題
で
あ
る
が
、
あ
え
て
、
全
体
の
テ
ー
マ
と
し
た
所
以
で
あ
る
。
商
品
・

貨
幣
論
レ
ベ
ル
で
は
、
そ
こ
に

潜
む
法
則
は
、
一
つ
は
、
酒
々
の
商
品
生
産
者
同
士
の
関
係
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
の
、
彼
ら
の
閣
で
の
競
争
で

あ
る
こ
れ
は
、
人
間
自
然
・
土
地
自
然
、
こ
の
双
方
に
お
い
て
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ピ
ル
ド
、
し
た
が
っ
て
全
般

的
強
鏡
さ
か
ら
の
疎
外
を
生
み
出
す
。
第
二
に
、
交
換
目
的
の
生
産
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
交
換
さ
れ
、
し
た

が
っ
て
生
産
者
は
貨
幣
を
取
得
し
、
剰
余
価
値
を
確
実
に
取
得
す
る
体
制
的
保
証
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中

で
、
し
か
し
、
商
品
生
産
と
資
本
の
規
定
的
自
的
は
、
交
換
、
貨
幣
取
得
、
剰
余
価
値
生
産
で
あ
る
。
こ
の
保
証
が

な
い
所
で
そ
れ
を
強
制
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
は
、
人
間
自
然
の
濫
費
、
消
費
財
の
摂
取
過
程
に
お
け
る
真
の
豊
か
さ

か
ら
の
疎
外
、
そ
し
て
、

土
地
自
然
の
破
埋
を
生
み
出
す
。

商
品
生
産
は
、
販
売
と
購
買
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
な
、
そ
し
て
人
間
と
自
然
と
の
物
質
代
謝
を

世
界
市
場
の
レ
ペ
ル
ま
で
広
げ
深
め
て
い
く
。
そ
れ
は
、
人
間
自
然
の
潜
在
的
な
能
力
を
刺
激
し
て
、
視
野
の
也
大

と
世
界
的
な
規
模
に
お
け
る
行
動
能
力
を
生
み
出
し
て
い
く
。
土
地
自
然
は
、
、
科
学
の
力
に
よ
り
、
計
画
的
な
育

成
と
堕
か
さ
へ
の
可
能
性
を
生
み
出
し
て
い
く
。
資
本
主
義
に
お
け
る
人
間
自
然
と
土
地
自
然
は
、

資
本
主
義
の
特

有
の
経
済
諸
法
則
に
規
定
さ
れ
、
一
方
で
は
、
前
資
本
主
義
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
発
展
へ
の
可
能
性
を
生
み
出
す

他
方
で
は
、
商
品
生
産
に
固
有
の
生
産
の
無
政
府
性
と
資
本
・
土
地
所
有
・

賃
労
働
関
係
、

資
本
に
よ
る
剰
余
価

値
の
生
産
に
規
定
さ
れ
、
共
に
破
壊
へ
の
傾
向
を
内
包
し
て
い
る
。

『資
本
論
』
等
の
古
典
研
究
を
媒
介
に
し
て
、

以
上
の
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
書
の
第
一
の
課
題
で
あ
る
。

第
二
に
、
「
商
品
生
産
社
会
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
資
本
主
義
は
、
商
品
生
産
と
交
換
に
よ
り
、
人
間
と
自
然
の

物
質
代
謝
、
人
間
の
生
活
が
営
ま
れ
て
い
る
点
で
、
・
そ
し
て
、

そ
れ
が
一
社
会
全
体
の
規
定
的
特
徴
と
な
っ

て
い
る

点
で
他
の
生
産
僚
式
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
商
品
生
産
は
、
一
つ
に
は
、
人
と
人
と
の
経
済
関
係
に
、
ギ
ブ

ア
ン
ド
テ
イ
ク
と
い
う
原
則
を
定
着
さ
せ
、
そ
れ
が
資
本
主
義
の
生
成
期
に
お
け
る
、
市
毘
革
命
の
自
由
と
平
等
と

3 
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い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
つ
な
が
り
、
近
代
民
主
主
義
の
経
済
的
土
台
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
一
つ
に
は
、
商
品
生
産
は

所
有
権
の
内
容
を
労
働
に
求
め
う
る
と
い
う
視
点
の
根
拠
を
与
え
、
そ
れ
は
、
同
時
に
、
労
働
に
基
づ
か
ざ
る
所
有

に
対
す
る
根
底
的
批
判
に
導
き
、
旧
体
制
の
批
判
と
、
上
の
市
民
革
命
の
理
論
的
推
進
力
と
な
っ
た
。

現
在
に
お
い
て
は
、
生
産
、
読
通
、
消
費
が
円
滑
に
、
発
展
的
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
商
品
生
産
と
、

そ
の
価
格
変
動
の
役
割
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
集
権
的
国
家
主
導
型
の
計
画
経
済
に
比
し
、
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
バ

ロ
メ
ー
タ
ー
と
す
る
、
需
給
調
整
の
方
が
、
自
由
度
が
よ
り
高
い
経
済
制
度
で
あ
る
、
と
。

本
論
考
で
は
、
確
か
に
、
一
面
で
は
、
上
記
の
諸
点
を
確
認
し
つ
つ
、
同
じ
商
品
生
産
社
会
は
、
そ
の
内
に
、
あ

る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
契
機
を
内
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
人
と
人
と
は
、
一
面
で
は
、
互
い
に
他
人
で
あ
り
、
相
互
に
相
手
に
は
干
渉
し
な

い
と
い
う
関
係
を
定
着
さ
せ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
、
資
本
主
義
に
お
け
る
私
的
所
有
と
い
う
契
機
が
人
に
与
え
る
規

定
的
な
行
動
と
思
考
の
様
式
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
個
人
の
自
立
性
を
保
証
す
る
経
済
的
土
台
と
な
っ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
面
で
は
、
個
々
の
生
産
者
は
、
社
会
的
分
業
の
、
一
.
フ
ラ
ン
チ
に
お
い
て
、
営
業
に

た
ず
さ
わ
る
こ
と
に
お
い
て
、
人
と
人
と
の
交
換
関
係
に
入
る
。
こ
れ
は
、
相
互
の
信
頼
関
係
で
あ
り
、
ま
た
相
互

の
密
接
な
依
存
関
係
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
々
は
、
相
互
に
他
人
で
あ
る
と
い

う
関
係
と
相
互
に
密
接
に
依
存
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
関
係
と
の
微
妙
な
世
界
に
生
き
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
私
的

所
有
は
確
か
に
、
個
人
と
し
て
の
自
立
性
を
さ
さ
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
同
じ
自
立
は
、
栄
達
の
自
由
と
ま
た
没
落

の
自
由
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
的
所
有
と
し
て
の
関
係
の
な
か
で
は
、
没
落
は
当
人
の
自
由
な
の
で

あ
る
か
ら
、
他
人
が
容
噂
す
る
根
拠
は
な
ん
ら
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
相
互
の
依
存
と
い
っ
て
も
こ
の
よ
う
に
あ

る
相
対
的
な
限
界
で
の
み
作
用
す
る
弱
々
し
い
も
の
で
あ
る
。
相
互
の
自
立
と
相
互
の
依
存
こ
の
不
可
両
立
的
契
機

の
内
在
、
こ
こ
に
、
商
品
生
産
と
資
本
主
義
の
肯
定
と
否
定
の
具
体
的
一
契
機
が
あ
る
。
こ
の
点
、
古
典
等
を
素
材

と
し
て
繰
り
返
し
検
討
さ
れ
る
。

第
三
の
課
題
は
以
下
で
あ
る
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
本
論
考
で
は
、
商
品
生
産
と
資
本
制
は
、
同
じ
資
本

制
の
重
層
的
な
二
つ
の
契
機
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
『
資
本
論
』
研
究
に
お
い
て
は
、
商
品
生
産

は
資
本
主
議
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
価
値
法
則
に
も
と
づ
く
競
争
が
、
一
方
で
、
少

数
の
資
本
家
、
他
方
に
多
数
の
賃
労
働
者
を
生
み
、
こ
こ
に
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
説
が
有

力
で
あ
る
。
大
塚
史
学
に
そ
の
典
型
が
見
ら
れ
る
。
す
る
と
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
商
品
生
産
に
潜
む
矛
盾
は
、
資

本
と
の
強
い
相
関
を
持
っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
前
資
本
制
に
含
ま
れ
る
矛
盾
と
し
て
把
握
さ
れ
か
ね
な
い
。
ま
た

資
本
・
賃
労
働
関
係
の
形
成
を
こ
の
よ
う
な
論
理
で
説
く
こ
と
は
、
資
本
家
の
出
自
に
つ
い
て
、
問
題
を
含
む
把
握

が
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
単
純
商
品
生
産
者
と
い
う
、
経
済
的
な
地
位
に
あ
ま
り
格
差
の
な
い
生
産
者
同
士
の
聞
で

競
争
が
展
開
さ
れ
る
。
競
争
で
優
位
を
占
め
た
者
が
資
本
家
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
優
位
を
占
め
る
の
は
、
な
か
で

も
勤
勉
で
、
優
秀
で
、
節
欲
家
で
、
経
営
力
に
た
け
る
少
数
者
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
劣
位
に
あ
ま
ん
じ
る
の
は
、

競
争
力
が
弱
い
多
数
者
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
現
在
の
剰
余
価
値
の
生
産
を
め
ぐ
る
資
本
・
賃
労
働
関
係
、
す
な

わ
ち
、
資
本
家
は
、
他
人
で
あ
る
賃
労
働
者
の
労
働
を
無
償
で
、
対
価
無
く
支
配
し
、
取
得
し
、
他
方
、
賃
労
働
者

の
方
は
、
そ
の
労
働
は
全
部
的
に
は
支
払
わ
れ
な
い
、
無
償
労
働
の
提
供
者
と
な
る
、
こ
の
よ
う
な
両
者
の
関
係
の

ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
は
資
本
家
に
と
っ
て
、
非
常
に
都
合
よ
く
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
昔
、
そ
の
祖
先
は
、
刻
苦

5 



6 

勉
励
し
て
資
本
家
と
な
っ
た
。
ゆ
え
に
現
在
に
お
け
る
も
そ
の
特
権
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
、
と
。

ま
た
、
賃
労
働
者
の
方
に
自
を
転
ず
れ
ば
、
そ
の
祖
先
は
真
面
目
で
は
あ
れ
多
数
の
勤
労
者
の
一
人
で
あ
る
。
故
に

現
在
、
賃
金
と
ひ
き
か
え
に
自
ら
の
労
働
を
資
本
家
の
指
揮
の
下
で
支
出
し
、
生
活
の
糧
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
、

と
。
こ
こ
で
忘
れ
さ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
競
争
は
階
級
関
係
そ
の
も
の
を
生
み
だ
す
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
資

本
主
義
の
勃
興
期
に
お
い
て
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
、
資
本

・
土
地
所
有
・
賃
労
働
関
係
は
す
で
に
萌
芽
の
段
階
で

は
あ
れ
そ
の
姿
を
見
せ
て
い
る
。
機
械
と
大
工
業
、
資
本
蓄
積
が
行
わ
れ
る
段
階
に
お
け
る
資
本
主
義
で
は
そ
の
階

級
関
係
は
確
固
た
る
強
国
さ
で
も
っ
て
、
そ
の
社
会
に
欧
め
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
資
本
家
は
そ
の
初
め
て
登

場
し
て
き
た
時
か
ら
す
で
に
、
他
人
の
剰
余
労
働
を
取
得
す
る
者
と
し
て
現
れ
、
賃
労
働
者
も
ま
た
初
め
か
ら
、
他

人
の
指
揮
の
も
と
で
労
働
を
遂
行
し
、
資
本
家
の
所
有
と
な
る
剰
余
労
働
を
行
う
者
と
な
っ
て
い
る
。

本
論
考
で
は
、
単
純
商
品
生
産
者
の
両
極
分
解
に
よ
る
資
本
制
の
発
生
と
展
開
と
い
う
説
明
原
理
に
対
し
、

資
本

・
土
地
所
有
・
賃
労
働
関
係
の
相
互
規
定
的
な
発
生
と
展
開
を
も

っ
て、

科
学
的
な
資
本
主
義
把
握
の
一
内
容
と
し

た
い
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
近
代
的
土
地
所
有
の
生
成
、
展
開
、
没
落
の
過
程
と
し
て
、
様
々
な
文
献
に
よ
り
、
立

証
さ
れ
る
。

な
お
、
現
代
の
時
点
か
ら
み
る
と
、
本
論
考
に
お
け
る
、
前
資
本
主
義
l
資
本
主
義
l
社
会
主
義
・
共
産
主
義
と

い
う
三
段
階
把
握
は
、
現
実
整
合
性
と
い
う
観
点
か
ら
疑
問
視
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
代
の
課
題
は

同
じ
、
社
会
主
義
が
「
二
十
世
紀
の
社
会
主
義
」
で
は
な
く
、
そ
の
偉
大
な
創
意
、
歴
史
的
進
歩
的
意
義
そ
し
て
ま

た
そ
の
歴
史
的
限
界
性
の
確
認
の
上
で
展
望
さ
れ
る
、
「
二
十
一
世
紀
の
社
会
主
義
・
共
産
主
義
」
で
あ
る
。
そ
れ

は
ま
た
、
近
代
民
主
主
義
か
ら
現
代
民
主
主
義
へ
の
歴
史
的
過
渡
期
を
現
在
歩
み
つ
つ
あ
る
こ
と
の
確
認
で
も
あ
る

こ
こ
で
、
そ
の
本
格
的
展
開
が
課
題
で
は
な
い
が
、
以
上
の
点
の
み
触
れ
て
お
き
た
い
。
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商品生産と経済法則

第
一
章

社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値

は

じ

め

に

商
品
社
会
に
お
い
て
、
価
値
は
、
社
会
的
価
値
と
し
て
、
各
商
品
の
生
産
に
お
い
て
、
個
別
的
価
値
を
土
台
と
し
て
形
成
さ
れ
な
が
ら
、

い
ま
ま
で
の
価
値

aの
理
解
は
こ
の
よ
う
に
、
全
体
に
よ
っ
て
、
そ
の
全
体
の
一
契
機
と
し

て
の
例
別
、
す
な
わ
ち
個
々
の
商
品
生
産
者
は
、
支
配
さ
岡
山
る
と
い
う
論
判
酬
が
支
配
的
で
あ
っ
た
・
広
な
で
は
、
そ
の
よ
う
な
全
体

1
l

な
お
、
商
品
社
会
に
お
い
て
自
立
的
生
産
省
と
し
て
自
ら
の
独
自
の
活
動
の
余
地
を
主
強
す
る
、
倒
別

各
商
品
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
・

個
別
と
い
う
連
関
を
認
め
つ
つ
、

生
産
者
観
点
、
個
別

全
体
と
い
う
連
関
を
湾
入
し
、
価
値
法
則
が
怜
対
さ
れ
る
.
こ
の
よ
う
な
基
継
に
照
ら
し
て
、
向
塚
、

日
高
、

自
杉
、
飯
田
の
諸
説
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る
・
第
二
に
、
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
の
関
係
を
解
く
こ
と
は
、
資
本
間
銭
今
に
お
い

て
優
等
企
莱
に
生
じ
る
Mm過
利
潤
、
特
別
剰
余
価
値
の
、
価
値
的
実
体
の
有
無
を
解
明
す
る
こ
と
と
な
る
・
特
別
剰
余
価
値
が
、

賃
労
働

-・. ... . 
者
の
労
働
を
そ
の
実
体
と
す
る
こ
と
の
孟
明
、
そ
れ
が
課
題
と
な
る
・
ま
た
、
土
処
所
有
と
地
代
に
お
い
て
、
土
地
所
有
者
の
所
得
で
あ

る
地
代
が
、
こ
れ
も
賃
労
働
者
の
労
働
の
成
果
で
あ
る
か
苔
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
回
答
を
与
え
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
次
の
窓
と
合
わ
せ
て
、
商
品
と
商
品
生
産
者
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
の
、
商
品
生
度
関
係
と
い
う
綬
念
が
、

メ
イ
ン
テ
ー
マ

に
組
み
込
む
よ
う
な
形
で
検
討
さ
れ
る
。

『資
本
論
』
に
お
い
て
、
社
会
的
価
値
と
個
別
的
恒
価
、
こ
の
こ
つ
の
価
値
の
区
別
が
で
て
く
る
の
は
、
第
一
宮
情
的
刊
な
『
相
対
的
剰

余
価
値
の
回概
念
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
@

『い
ま
、
あ
る
資
本
家
が
、
労
働
の
生
産
力

を
二
倍
に
す
る
こ
と
に
成
功
:
:
:
し
た
と
し
よ
う
・
こ
の
商
品
の
個
別
的
価
値
は
、
い
ま
で
は
そ
の
社
会
的
価
値
よ
り
も
低
い
.
:
:
:
・

し
か
し
、
商
品
の
現
実
の
価
値
(
島
市
司

王
ユ

-R
Z
毛
市
ユ
)
は
、
そ
の
個
別
的
価
値
で
は
な
く
、
そ
の
社
会
的
価
値
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

こ
の
現
実
の
価
値
は
、
個
4

の
場
合
に
そ
の
商
品
に
生
産
者
が
実
際
に
費
指
す
労
働
時
間
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
商
品

の
生
産
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
の
で
あ
る
・
だ
か
ら
新
し
い
方
法
を
用
い
る
資
本
家
ハ
は
)
:
:
:
特
別
剰
余

価
値
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
」
(
傍
点
は
引
用
者
三

特
別
剰
余
価
値
の
析
出
を
帰
結
し
た
当
該
個
所
は
、

い
ま
ま
で
の
研
究
史
に
あ
っ
て
は
、
特
別
剰
余
値
催
、
超
過
利
潤
、
差
額
地
代
、

『
特
別
剰
余
価

こ
れ
ら
の
価
値
実
体
の
有
無
を
問
う
も
の
と
し
て
研
究
と
論
争
の
深
化
を
見
て
き
た
・
た
と
え
ば
大
内
秀
明
氏
は
言
う
。

値
に
つ
い
て
は
、
幽
駅
前
か
ら
く
り
か
え
し
問
題
が
築
包
さ
れ
、
価
値
論
、
市
場
価
値
論
、
さ
ら
に
地
代
諭
と
も
ふ
か
い
関
連
を
も
っ
重
要

な
論
争
点
と
な
っ
て
き
た
J

し
か
し
本
意
に
お
い
て
は
、
特
別
剰
余
価
値
、
市
場
価
値
、
地
代
そ
の
も
の
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
、
そ
れ
を
直
後
的
課
題
と
す
る
も
の

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
研
究
と
治
今
に
あ
っ
て
常
に
伏
在
せ
し
め
ら
れ
か
つ
意
滋
さ
れ
て
い
た
問
題
、
す
な
わ
ち
社
会
的
価
値
と
個
別
的

価
値
の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
若
干
の
考
察
を
行
う
こ
と
、
そ
れ
を
一
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
・

• 
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そ
の
際
主
要
な
考
察
素
材
は
、

『資
本
論
』
第
一
巻
第
1
章

「
商
品
』
な
ど
に
主
と
し
て
点
在
し
て
い
る
価
値
諸
規
定
に
お
か
れ
る
・

た
し
か
に
、
社
会
的
価
値
お
よ
び
そ
れ
と
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
個
別
的
価
値
、
そ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
直
接
的
言
及
が
行
わ

れ
る
の
は
、
第
叩
章
「
相
対
的
剰
余
価
値
の
緩
念
』
に
お
い
て
で
あ
る
・
し
か
し
一
方
に
『
現
実
的
価
値
』
と
し
て
の
社
会
的
価
値
、
他

方
に
個
別
的
労
働
時
聞
が
直
径
に
対
象
化
し
た
個
別
的
価
値
を
お
く
な
ら
ば
、
価
値
論
を
ー
ー
そ
の
具
体
的
検
討
は
後
に
ゆ
ず
る
ほ
か
な

い
が
|

|
素
材
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
か
つ
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
意
の
視
角
を
若
干
先
ど
り
す
る
形
で
述
べ
れ
ば
、
以

『
句
別
怠
的
生
産
』
を
意
識
し
つ
つ
、
価
値

1
1社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
が
、
他
の
生
産
関
係
と
は
区

後
本
意
で
は
、
と
り
わ
け
、

別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
商
品
生
産
関
係
と
の
か
か
わ
り
で
、
す
な
わ
ち
、
街
品
生
度
関
係
ハ
生
産
関
係
)
|
価
値
|
社
会
的
価
値
と
倒

別
的
価
値
の
相
互
関
係
、
と
い
う
序
列
で
検
討
さ
れ
る
。
な
お
、
市
場
価
値
論
、
地
代
諭
も
、
研
究
史
整
理
に
際
し
て
は
、
個
h
q

の
論
考

に
含
ま
れ
る
場
合
、
本
意
の
テ

ー
マ
に
か
か
わ
る
か
ぎ
り
で
ふ
れ
ざ
る
を
え
な
い
・

順
序
は
以
下
で
あ
る
・

社会的価値と側81J的価値

ω商
品
生
産
関
係
|
価
値
|
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
と
い
う
序
列
を
基
調
唱
と
し
た
研
究
史
の
整
理
・

ω

『資
本
畠
』
第
一
巻

ml窓
『
商
品
」
を
主
要
素
材
と
し
た
、
社
会
的
価
値
と
俄
別
的
価
値
の
倹
討
。
こ
の

ω、
ωは
、
各
節
の
情
成
と

社
会
的
価
値
の
形
成
要
因
と
し
て
の
個
別
的
価
値
||
向
袋
途
郎
氏
の
所
説
|
|
・

ニ

商
品
生
産
関

ω世
間
品
生
皮
関
係
、

ω社
会

し
て
お
き
か
え
れ
ば
以
下
・

係
と
価
値
|l
a
高
吾
、
自
杉
庄
一
郎
、
飯
田
繁
各
氏
の
所
説
|
|
.
三

社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値

的
価
値
と
倒
別
的
価
値
・

社
会
的
価
値
の
形
成
要
因
と
し
て
の
個
別
的
価
値

i
l
向
隔
世
逸
郎
氏
の
所
双
|
|

第一.

一
・
お
よ
び
こ
で
は
、
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
と
い
う
限
ら
れ
た
窓
口
か
ら
研
究
史
を
ふ
り
か
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま

ず
、
向
隔
世
治
郎
氏
の
所
践
を
倹
討
す
る
・
向
坂
氏
の
理
治
の
、
こ
で
と
り
あ
げ
る
日
高
雪
、
自
杉
庄
一
郎
、
飯
図
繁
各
氏
の
理
鎗
と
区
別

、.-

さ
れ
る
一
つ
の
特
徴
は
次
の
点
に
あ
る
・

す
な
わ
ち
、

氏
は
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
恒
を
考
察
す
る
際
に
は
、

そ
の
主
要
素
材
は
、

『資
本
治
』

m一
き
と
い
う
よ
り
む
し
ろ

第
三
巻
『
市
場
価
値
論
」
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
言
う
・
こ
に
お
い
て
と
り
あ
げ
る
各
論
者
が
、
そ
の
理
論
内
容
に
相
違
は
あ
れ
、
共

通
し
て
第
一
一
ぎ
に
素
材
を
求
め
て
い
る
の
ζ

対
し
て
向
.
段
氏
は
第
一
一
一
巻
に
依
拠
し
て
理
身
展
開
を
は
か
つ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
氏
の
立

『
社
会

論
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
特
徴
で
あ
り
、
研
究
出
入
を
Jζ

り
あ
げ
る
際
氏
の
立
論
を
別
個
に
と
り
だ
し
た
後
処
で
あ
る
・
氏
は
守
口
う
・

的
価
値
と
は
、
後
で
の
べ
る
よ
う
心
市
場
価
値
の
こ
と
で
あ
る
・
そ
し
て
価
値
は
、
現
実
に
は
、
か
か
る
社
会
的
価
値
と
し
て
価
値
な
の

で
か
記
』
(
崎
山
6
.
H
H
引
用
者
三
あ
る
い
は
ま
た
、
「
社
会
的
価
値
は
、
本
来
い
か
心
し
て
社
会
的
で
あ
る
か
を
考
え
る
場
合
に
は
、
僧
別
的

価
値
が
い
か
に
し
て
社
会
的
価
値
た
る
佐
賀
を
う
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
、
問
一
生
産
部
門
に
お
い
て
こ
れ
を
盟
関
し
よ
う
と

(‘v
 

し
た
の
が
、
:
:
市
場
価
値
諭
で
あ
る
九
こ
の
よ
う
に
、

第
三
巻
「
市
場
価
値
諭
』
を
立
脚
点
と
し
て
展
開
さ
れ
る
氏
の
立
論
は
、

ヲ!

ほ
ぼ
以
下
の
四
つ
の
内
容
を
も
っ
て
清
成
さ
れ
て
い
る
・
す
な
わ

涯
を
後
，
』
ま
わ
し
て
、
主
要
な
特
徴
を
先
ど
り
す
る
彩
で
述
べ
れ
ば
、

い
ま
、
氏
の
理
治
を
は
な
れ
て
資
本
舗
生
産
、
商
品
生
産
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、

ち
、
第
一
の
内
容
は
、

『
私
的
所
有
』
と
い
う
も
の
、

そ
の
符
有
の
契
機
が
君
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、

氏
に
あ
っ
て
は
、

私
的
所
有
と
相
関
す
る
も
の
と
し

て
の
匂
別
的
労
働
、
そ
れ
が
弘
的
労
働
と
の
関
連
を
事
実
上
欠
落
さ
せ
た
ま
ま
、
も
っ
ぱ
ら
社
会
的
総
労
働
の
焼
成
要
飛
と
し
て
把
畑
地
さ

れ
て
い
る
@
個
別
的
労
働
に
つ
き
、
割
払
的
性
絡
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
社
会
的
総
労
働
と
の
関
連
を
重
筏
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
氏
の
立
論
に

お
け
る
第
一
の
内
容
で
あ
る
・
し
七
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
は
、
個
別
的
価
値
と
社
会
的
価
値
の
関
係
は
、
主
と
し
て
、
個
別
的
価
値
、
そ

の
総
和
と
し
て
の
社
会
的
僑
値
と
い
う
ふ
う
に
つ
か
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
社
会
的
価
値
の
形
成
要
因
と
し
て
の
個
別
的
価
値
、
個
別
的

価
値
の
社
会
的
価
値
へ
の
吸
収
、
埋
没
、
こ
れ
が
氏
の
立
論
に
お
け
る
第
二
の
内
容
で
あ
る
。
第
三
に
先
の
二
つ
の
内
容
の
前
提
を
な
し
、

ま
た
氏
の
理
論
的
枠
組
に
も
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

氏
は
、

社
会
的
価
値
と
僧
別
的
価
値
を
、
『
生
産
過
程
」
に
国
有
に
内
在
す

4 
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る
も
の
と
せ
ず
?
』
の
点
の
倹
討
は
三
で
行
わ
れ
る
〉
『
生
産
過
程
』

を
前
提
と
す
る
、
『
個
別
資
本
』

『個
別
商
品
』
が
外
的
に
相
対
す

る
部
面
で
と
ら
え
、
そ
の
結
集
、
個
別
的
価
値

l
!〈
交
換
)

-社
会
的
価
値
と
い
う
一
方
通
行
的
把
獲
を
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

個
別
商
品
が
相
対
す
る
部
菌
、
個
別
商
品
の
総
体
と
い
う
部
面
に
お
け
る
両
価
値
の
把
盛
、
こ
れ
が
第
三
の
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
民
以
後

に
、
こ
れ
ま
で
の
立
論
の
、

い
わ
ば
必
然
的
な
締
結
と
し
て
、
氏
は
、
商
品
生
産
社
会
を
事
実
上
「
協
同
社
会
ご
に
擬
し
て
と
ら
え
る
こ

と
と
な
る
.
こ
れ
が
氏
の
立
畠
の
節
目
の
内
容
で
あ
る
。

以
上
の
内
容
は
、
氏
の
著
作
に
お
い
て
く
り
か
え
し
現
れ
て
い
る
・
た
と
え
ば
、
個
別
的
労
働
は
社
会
的
総
労
働
の
憎
構
成
要
素
で
あ
る

-』
L
』、

し
た
が
っ
て
ま
た
『
協
同
社
会
』
を
形
成
せ
る
ざ
を
え
な
い
こ
と
、

い
わ
ば
第
一
の
内
容
と
第
四
の
内
容
に
か
か
わ
る
も
の
と
し

て
は
次
の
文
言
が
あ
る
・
「
現
実
に
は
、
労
働
は
管
別
的
に
ち
が
っ
た
条
件
の
下
で
な
さ
れ
て
い
る
・

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
労
働
は
、

社
会
的
な
総
労
働
の
一
成
員
な
る
資
絡
を
も
っ
て
い
る
。
社
会
が
存
続
す
る
た
め
に
は
、

《

sv

カ
体
を
形
成
せ
ざ
る
を
え
な
い
J

か
か
る
個
別
的
に
な
さ
れ
た
労
働
が
社
会
的
協

ま
た
儒
別
的
価
値
の
総
和
と
し
て
社
会
的
価
値
あ
る
い
は
市
場
価
値
(
氏
に
あ
っ
て
は
こ
の
両
者
は
等
号
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
〉
を

論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
・
第
二
の
内
容
・
「
個
々
の
商
品
の
個
別
的
価
値
は
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
生
産
部
門
の
官
官
閣
総
量

社会的価低と句，811的価低

に
つ
い
て
い
う
と
、
個
別
的
労
働
が
一
つ
の
全
体
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
全
体
の
平
均
が
社
会
的
価
値
ま
た
は
市
助
価
値
な
の
で

あ
る
J

怠
的
労
働
が
交
換
を
媒
介
に
し
て
社
会
的
労
働
と
な
り
、

受
像
を
娘
介
に
し
て
総
労
働
の
成
貝
に
な
る
と
し
て
い
る
所
。

第

の
内
容
・
『
商
品
生
産
社
会
は
、

惣
立
的
、

官
仏
的
労
働
の
間
に
、
交
燃
凶
係
巳
よ
り
て
結
ば
れ
る
一
の
労
働
協
力
体
で
あ
る
・
そ
う
し
て

か
か
る
織
力
体
を
偶
成
す
る
要
素
と
し
て
見
る
時
、
-
m
w
h
の
忍
的
労
働
は
も
は
や
例
別
的
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
社
会
の
有
す
る
全
労

働
の
一
部
分
と
な
る
J

第一.

こ
の
よ
う
な
向
原
氏
の
価
値
把
揮
は
、
本
音
敬
治
氏
、
小
島
恒
久
氏
ら
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
・
た
と
え
ば
本
吉
氏
は
、
個
別
的

労
働
の
総
和
、
そ
の
平
均
と
し
て
の
社
会
的
価
値
お
よ
び
市
場
価
値
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
・

「
個
々
の
商
品
の
個
別
的
価
値
は
そ

れ
ぞ
れ
臭
っ
て
い
る
が
、
そ
の
生
産
部
門
の
商
品
総
量
に
つ
い
て
い
う
と
、
個
別
的
労
働
・
か
一
の
全
体
を
な
し
て
い
る
。

平
均
が
社
会
的
価
値
又
は
市
湯
価
値
な
の
で
あ
る
・
」

か
か
る
全
体
の

ま
た
小
島
氏
は
、

個
別
的
価
値
に
よ
る
社
会
的
価
債
の
庶
立
を
よ
り
明
確
に
述
べ

そ
の
社
会
的
総
価
値
量
の
可
除
部
分
と
し
て
社
会
的
価
値
が
成

《

9
》

立
す
る
・
個
別
的
価
値
は
か
く
の
如
く
し
て
社
会
的
価
値
の
成
立
に
怠
加
し
て
い
る
J

て
い
る
・
「
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
価
値
は
祉
会
的
総
価
値
量
を
形
成
す
る
・

以
上
が
、
古
川
崎
価
値
治
に
立
脚
し
て
展
開
さ
れ
七
、
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
に
つ
い
て
の
理
論
、
向
隔
世
氏
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
本

吉
氏
、
小
島
氏
ら
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
た
浬
諭
の
概
略
で
あ
る
・
そ
し
て
、
そ
の
理
諭
の
特
徴
は
、

一
言
で
述
べ
る
な
ら
ば
、
倒
別
的
価

値
を
社
会
的
価
値
へ
の
「
怠
加
』
と
レ
う
側
面
を
重
視
し
て
と
ら
え
て
い
る
ニ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
集
、
商
品
生
産
関
係
〈
怠
的

所
有
と
社
会
的
分
業
〉
に
特
有
な
も
の
と
し
て
の
価
値
を
、
他
の
生
産
関
係
、
と
り
わ
け
共
同
生
涯
と
の
|
|
区
別
で
は
な
く
て

l
l共

恋
す
る
函
に
力
点
を
お
い
て
把
握
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
も
価
値
を
栂
互
依
存
関
係
あ
る
い
は
多
加
と
し
て
と

ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
わ
ゆ
り
で
は
な
い
.
た
と
え
ば

『
経
済
学
批
判
要
綱
』

に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
・
「
各
人
が
す

べ
て
の
人
の
生
産
に
依
存
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
は
設
の
生
産
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
う
し
て
各
人
の
生
産
物
は
流
通
過
程

を
媒
介
と
し
て
、
後
の
所
有
す
る
価
値
量
の
額
ま
で
は
、
社
会
的
生
産
一
一
般
へ
の
怠
加
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
J

し
か
し
、

三
で
見
る
よ
う
に
、

『
資
本
論
』
等
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
商
品
生
産
と
資
本
舗
研
究
の
主
課
題
は
|
|
一

面
玄
課
題
に
お
り
こ
ま
せ
る
よ
う
な
形
で
、
あ
ら
ゆ
る
生
産
関
係
に
共
通
す
る
基
礎
過
程
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
る
が
|
|
あ
く
ま
で
、

他
の
生
産
関
係
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
商
品
生
産
と
資
本
制
に
国
有
に
内
在
し
作
用
し
て
い
る
も
の
と
し
て
の
法
則
の
検
出
で

あ
る
・
そ
の
意
味
で
氏
の
立
諭
は
、
商
品
生
産
に
お
け
る
特
有
の
法
則
を
、
他
の
生
産
関
係
と
の
共
通
面
に
還
元
し
て
と
ら
え
て
い
る
と

い
え
よ
う
・
山
本
二
三
九
氏
は
こ
の
共
通
面
を
『
社
会
的
実
体
」
と
お
き
か
え
次
の
よ
う
に
言
う
・
『
商
品
生
産
社
会
が
商
品
生
産
社
会
で

あ
る
の
は

l
l
す
な
わ
ち
商
品
生
産
社
会
を
括
他
の
社
会
か
ら
区
別
す
る
も
の
は
|
|
人
間
労
働
が

H

社
会
的
実
体
H

を
な
す
か
否
か
の

点
に
あ
る
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
商
品
生
産
社
会
の
い
わ
ゆ
る
本
質
的
差
異
点
は
、

ま
さ
に
、

こ
の

w
社
会
的
実
体
M

た
る
人
間
労
働
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l
l厳
密
に
い
え
ば
抽
象
的
人
間
労
働
と
い
う
べ
き
で
あ
る
ー
ー
が
、
商
品
そ
の
も
の
の
価
値
と
し
て
対
象
化
す
る
か
否
か
の
点
に
こ
そ

あ
る
」
(
傍
点
は
引
用
者
三

こ
れ
が
、
向
坂
氏
の
、
『
多
加
」

l
e差
異
で
は
な
く
て
共
通
函
で
把
控

l
l
商
品
生
産
の
特
有
の
法
則
検
出
の
希
薄
化
、

と
い
う
道
筋

で
の
一
倹
討
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
市
場
価
値
諭

個
別
的
労
働
の
総
和
と
し
て
の
社
会
的
総
労
働

1
1・個
別
的
価
値
の
総
和
、

そ
の
平
均
と
し
て
の
社
会
的
価
値
、
に
つ
い
て
は
、

理
治
」
、
『
分
配
の
問
題
に
解
消
』
と
の
性
格
規
定
が
与
え
ら
れ
る
。

い
ま
他
の
論
者
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

『
流
通
主
表
的

以
上
、
氏
の
理
論
に
つ
き
二
、
一
一
一
の
検
討
点
を
指
摘
し
て
き
た
。

そ
し
て
、

そ
れ
は
、

『
資
本
論
』
第
三
巻
『
市
場
価
値
論
」
に
依
鎚

し
て
展
開
さ
れ
た
個
別
的
価
値
の
冬
成
に
よ
る
社
会
的
価
値
の
形
成
と
い
う
、
氏
の
理
論
内
容
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
・
し
か
し
、
氏
の
立

論
を
改
め
て
見
直
し
た
場
合
、
理
論
内
容
を
そ
の
ま
ま
認
め
た
と
し
て
も
な
お
一
つ
疑
問
が
残
る
・
す
な
わ
ち
、
商
品
生
産
と
価
値
法
則

と
い
っ
た
湯
合
、
価
値
法
則
は
し
ば
し
ば
『
強
制
法
則
』
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
に
属
す
る
が
、
向
筏
氏
に
あ
っ
て

つ
ま
り
、
四
百
別
的
価
値
に
よ
る
社
会
的
価
値
の
形
成
、
そ
れ
が
、
社
会
的
価
値
が
今
度
は
、

い
か
な
る
反
作
用
を

は
、
こ
の
点
の
言
及
、

個
別
的
生
産
者
、
個
別
的
価
値
に
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
点
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
・
商
品
生
産
関
係
の
下
に
お
け
る
客
観
的
経
涜
法

H:会的価値と個別的価値

則
の
、
個
別
的
商
品
生
産
者

個
別
的
商
品
に
与
え
る
特
有
の
規
定
性
、
『
強
制
法
則
』
を
ぬ
き
に
し
て
は
、
価
値
、

社
会
的
価
値
と
僧

別
的
価
値
は
論
じ
え
な
い
と
思
わ
れ
る
・

『要
綱
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
個
別
的
契
岨慣
が
た
と
え
出
発
点
で
あ
っ
て
も
、
個

別
的
契
僚
が
一
つ
の
総
体
に
ま
で
至
れ
ば
、
も
は
車
総
体
は
例
別
に

よ
っ
て
は
制
仰
さ
れ
ず
、
逆
に
、
例
別
に

は
幅
『
ほ
の
『
社
会
的
力』

を
個
別
に
も
た
ら
す
と
し
て
、
細
別
|
↓
総
体

・個
別
の
関
係
を
つ
か
ん
で
い
る
・
『
こ
う
し
た
運
動
の
例
別
的
契
機
が
傭
人
の
で
滋

し
た
意
志
や
特
殊
の
g
的
か
ら
出
発
す
れ
ば
す
る
乞
け
、
過
程
の
総
体
は
、
い
よ
い
よ
自
然
的
に
生
じ
る
客
観
的
関
連
と
し
て
現
れ
る
・

均車一.

し
か
も
、
意
識
し
た
倒
人
の
相
互
作
用
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
彼
ら
の
意
識
の
う
ち
に
も
な
く
、
全
体
と
し
て
彼
ら
個

人
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
客
観
的
関
連
と
し
て
現
れ
る
・
例
入
自
身
の
相
互
的
衝
突
が
、
後
ら
の
う
え
に
た
っ
、
無
縁
な
社

会
的
か
か
t

白
か
や
わ
い
レ
ゎ

t
Eホ
'M
)
(
傍
点
は
引
用
者
)
・

見
ら
れ
る
と
お
り
、
市
場
価
値
諭
と
し
て
の
価
値
諭
、
倒
閣
別
的
価
値
か
ら
の
集
成
と
し
て
の
社
会
的
価
側
、
社
会
的
価
値
の
|
|
そ
れ

と
の
強
制
関
係
で
は
な
く
て
||
形
成
婆
留
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
個
別
的
価
値
、
価
値
法
則
の
『
実
体
』

論

レ
ベ
ル
で
の
展
開
、

こ
れ

ら
が
向
仮
逸
郎
氏
の
理
出
婦
の
特
徴
で
あ
る
・

そ
れ
で
は
次
に
、
こ
の
向
緩
氏
と
多
か
れ
少
な
か
れ
区
別
さ
れ
た
内
容
で
社
会
的
価
値
と
倒
別
的
価
値
の
問
題
を
考
祭
し
た
他
の
論
者

に
つ
い
て
見
ょ
う
・

商
品
生
産
関
係
と
価
値

ー
!
日
高
晋
・
自
杉
庄
一
郎

・飯
図
繁
氏
の
所
説

i
l

向
坂
氏
の
理
必
に
つ
き
、

い
ま
ま
で
、

句
別
的
労
働
・
個
別
的
価
値
の
相
互
関
係
諭

(
『資
本
論
』
第
三
巻

『総
過
程
治
』〉
、

商
品
生

産
関
係
の
労
働
実
体
へ
の
還
元
論
、
社
会
的
価
値
の
個
別
的
商
品
へ
の
反
作
用
と
い
う
契
機
の
欠
港
と
い
っ
た
点
を
あ
げ
て
き
た
。
こ
こ

で
は
、
そ
の
理

a内
容
に
ユ
&
ア
ン
ス
の
ち
が
い
は
あ
れ
、
向
疲
氏
の
三
巻
総
過
程
諭
に
対
す
る
に

一
巻
生
鹿
論
、
商
品
生
産
関
係
の
特

有
の
法
別
検
出
、
社
会
的
価
値
の
「
強
観
法
則
」
的
側
面
の
重
視
と
い
っ
た
形
で
、
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
の
問
題
に
接
近
し
た
若

干
の
研
究
を
と
り
あ
げ
倹
討
を
行
い
た
い
.

ま
ず
日
高
普
氏
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
向
痕
氏
の
理
論
に
つ
き
、
「
分
配
重
視
」
と
し
た
の
だ
が
、
氏
自
身
は
、
社
会
的
価
値

氏
は
、

と
個
別
的
価
値
に
つ
き
次
の
よ
う
に
言
う
・
す
な
わ
ち
、
価
値
は
も
と
も
と
社
会
的
価
値
の
み
で
あ
り
、
『個
別
的
価
値
い
な
る
も
の
は
、

『資
本
論
』
第
一
巻
第
叩
怠
で
、

特
別
剰
余
価
値
を
説
明
す
る
た
め
に
マ
ル
ク
ス
が
考
え
だ
し
た

一
つ
の
『
概
念
」
装
置
で
あ
り
、
畑
判
別

な
ぜ
価
値
一
本
で
割
り
切
ら
ず
に
個
別
的

的
価
値
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
、

と
。
「
ハ
マ
ル
ク
ス
は
特
別
剰
余
価
値
論
で

1
1引
用
者
)

s 



価
値
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
.
も
し
価
値
一
本
で
割
り
切
っ
て
い
た
ら
、
例
外
的
生
産
力
も
平
均
的
生
産
力
に
抽決
算

さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
例
外
的
生
産
力
の
例
外
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
意
味
が
失
わ
れ
る
・

:
:
:
ハ
符
別
剰
余
価
値
を
滋
き
だ
す
た

個
別
的
価
値
と
い
う
概
念
は
ど
う
し
て
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
・
:
:
:
・
結
果
と
し
て

め
に
は

|
|
引
用
者
)

社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
と
い
う
こ
本
だ
て
に
な
っ
た
と
い
え
、
こ
の
こ
つ
は
問
等
の
賢
絡
で
価
値
理
論
に
怠
加
し
て
い
る
わ
け
な
の

で
な
く
、
社
会
的
価
値
こ
そ
価
値
な
の
で
あ
り
、
社
会
的
価
値
が
価
値
な
の
だ
と
い
う
同
じ
意
味
で
は
、
個
別
的
価
値
は
決
し
て
価
値
で

は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
(
脇田
点
は
引
用
者
三

日
高
氏
が
、
社
会
的
信
値
と
管
別
的
価
値
に
つ
き
、
『
総
過
程
諭
」
〈
第
一
一
一
を
)
で
は
な
く
『
生
産
論
」
(
第
一
一
巻
〉
の
次
元
で
考
寂
し
て

し
か
し
、
個
別
的
価
値

ι
っ
き
特
別
剥
余
価
値
を
説
明
す
る
た
め
の
一
畿
の
主
観

的
造
形
物
、
概
念
と
し
て
い
る
点
首
肯
し
が
た
い
。
た
し
か
に
氏
は
「
同
じ
ま
味
で
は
』
と
い
う
限
定
条
件
を
つ
け
て
は
い
る
。
し
か
し

い
る
と
い
う
点
、
向
凌
氏
を
一
歩
の
り
こ
え
て
い
る
・

社
会
的
価
値
と
個
別
的
自
値
が
『
同
じ
』
意
味
内
容
を
持
つ
も
の
で
な
い
こ
と
は

l
ー
そ
の
点
の
考
察
は
の
ち
に
ゆ
ず
る
ほ
か
な
い
が

1
1
8切
の
こ
と
で
あ
る
・
商
品
生
産
関
係
に
お
け
る
客
観
的
対
象
と
し
て
の
社
会
的
価
値
と
倒
別
的
価
値
、
そ
の
両
若
の
相
互
関
係
と

し
て
接
近
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

社会的価値と句HTJ的信依

個
別
的
価
値
な
る
『
帽
概
念
』
は
、
特
別
剰
余
価
値
を
説
明
す
る
た
め
の
思

A
的
決
置
で
あ
る
と
し
、
社
会
的
価
値
が
価
値
で
あ
る
と
し

た
の
が
日
高
氏
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
同
じ
社
会
的
価
値
を
他
の
生
産
関
係
と
必
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
資
本
鋼
生
産
様
式
、
そ
れ

と
の
か
か
わ
り
を

E
a
し
て
論
じ
乞
の
ぺ
自
修
正
一
郎
氏
で
あ
る
・
氏
は
、
花
公
的
価
印
刷
お
よ
び
そ
れ
以
下
に
忍
定
さ
れ
た
例
別
的
価
印
刷

と
い
う
場
合
を
と
っ
、
湾
者
の
差
額
と
し
て
の
特
別
剰
余
価
低
〈
あ
る
い
は
差
額
地
代
)
の
価
値
実
体
に
つ
き
次
の
よ
う
に
ゴ
う
・
比
礼
金

的
価
値
お
よ
び
そ
れ
以
下
の
個
別
的
価
値
、
こ
の
両
者
の
差
額
部
分
に
お
い
て
は
価
他
の
実
体
が
欠
如
し
て
い
る
・
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

第一11

資
本
物
生
産
の
下
に
お
い
て
価
値
実
体
を
持
つ
も
の
と
な
る
・
そ
れ
は
、
資
広
三
授
の
下
に
お
け
る
、
資
本
主
授
に
特
有
の
『
価
値
汗
価
』

『
綴
制
倒
的
評
価
h

の
結
果
で
あ
り
、
資
本
主
悼
棋
を
『
こ
え
た
」
地
点
か
ら
見
れ
ば
実
体
な
き
も
の
で
あ
り
資
本
主
義
に
固
有
の
も
の
で
あ

.。

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 。
.
.
 

『
価
値
の
実
体
に
お
い
て
欠
け
る
も
の
が
全
き
価
値
と
し
て
取
り
怨
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
述
べ
て
き
た
ご
と
く
、

資
本
主
凝
社
会
に
お
け
る
価
値
評
価
に
と
っ
て
避
ふ
り
が
た
い
事
実
で
あ
る
・
こ
の
事
実
の
あ
る
と
こ
ろ
、
問
題
の
価
値
は

H

虚
偽
の
社
会

的
価
値
u

と
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
資
本
主
義
社
会
か
ら
見
て
で
は
な
く
、
資
本
主
議
を
こ
え

た
と
こ
る
か
ら
見
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
?
:
は
白
杉
氏
、
崎
山
句
は
引

m腎
て
あ
る
い
は
ま
た
『
社
会
的
価
値
へ
の
均
等
化
が
す
で
に

RU
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一
一
種
の
凝
制
的
評
価
を
前
提
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
』
(
嶋
田
授
は
引
用
者
)
。

》。、
と

』
れ
ら
の
引
証
に
は
、
白
杉
氏
が
、
『
価
値
』

歴
史
的
に
後
過
的
な
も
の
と
し
て
の
資
本
主
獲
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と

な
る
範
周
を
、

し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ζ

の
点
が
氏
の
理
論
を
、
向
板
氏
ら
の
商
品
生
産
関
係
の
特
有
の
法
則
を
他
の

生
直
関
係
と
の
共
通
商
に
お
い
て
把
慰
す
る
理
論
と
区
別
す
る
『
基
調
唱
で
あ
る
.
し
か
し
、

価
値
を
し
て
『
評
価
」
『
凝
創
的
評
価
」

の

手
段
と
い
っ
た
内
容
づ
け
を
し
て
い
る
の
は
疑
問
が
残
る
・
た
ぶ
ん
自
杉
氏
の
ぷ
題
意
滋
は
、
資
本
郷
生
度
同
僚
式
の
下
に
お
い
て
は
、
諸
問

品
が
個
別
的
価
値
と
は
異
な
る
社
会
的
価
値
な
る
も
の
を
持
つ
と
い
う
こ
と
の
特
有
の
意
棒
読
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
・
し
か
し

そ
れ
は

l
l向
援
理
鵠
の
検
討
に
お
い
て
ふ
れ
た
よ
う
に

l
l忍
的
生
産
、
個
別
的
生
涯
の
相
互
関
係
、
そ
の
総
体
と
し
て
の
『
資
本
舗

生
産
後
式
』

の
客
観
的
法
則
と
個
別
的
生
産
と
の
特
有
の
か
か
わ
り
方
の
問
題
で
あ
る
う
・
そ
の
意
味
で
氏
の
理
論
は
、
客
観
的
法
則
を

主
観
的
意
味
内
容
を
ふ
く
む
一
つ
の
『
評
価
』
と
い
う
も
の
に
お
き
か
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
・

は
じ
め
に
、
研
究
史
整
理
の
指
針
を
、
商
品
生
産
関
係
を
基
事
に
し
て
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
の
関
係
を
追
跡
す
る
と
い
う
点
に

お
い
た
・
そ
し
て
い
ま
ま
で
、
向
媛
、
日
高
、
自
杉
各
氏
の
本
テ

l
マ
に
か
か
わ
る
か
ぎ
り
の
論
考
を
と
り
あ
げ
若
干
の
倹
討
を
加
え
て

き
た
・
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
ご
く
一
般
的
な
示
唆
は
、
混
然
と
し
た
形
で
述
べ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
・
①
価
値
論
を
考
察
す
る
場
合
、

さ
し
あ
た
っ
て
は
、
他
の
生
産
関
係
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
商
品
生
産
関
係
、
そ
の
特
有
の
法
則
を
倹
出
す
る
と
い
う
側
面
か

ら
接
近
す
る
こ
と
。
(
向
反
氏
と
の
対
比
三
②
個
別
的
価
値
を
単
に
特
別
剰
余
価
値
を
説
明
す
る
た
め
の
「
媛
念
』
装
置
と
し
て
で
は
な

く
、
社
会
的
価
値
と
一
定
の
相
互
関
係
に
お
か
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
客
観
的
契
践
を
認
め
る
こ
と
・
ハ
日
高
氏
と
の
対
比
〉
.
③
社
会

'0 



11 

的
価
値
を
『
評
価
』

の
担
い
手
と
い
っ
た
主
観
的
レ
ベ
ル
の
問
題
に
還
元
さ
せ
な
い
こ
と
.
〈
白
杉
氏
と
の
対
比
可
こ
の
三
点
で
あ
る
・

こ
れ
ら
の
指
針
を
基
調
唱
に
す
え
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
の
問
題
に
接
近
し
た
の
が
飯
図
繁
氏
で
あ
る
・
氏
は
い
か
な
る
具
体
的
内

容
に
お

い
て
社
会
的
価
値
、
個
別
的
恒
値
、
こ

の
荷
価
値
の
関
係
を
と
ら
え
て
い
る
か
、
そ
れ
を
見
ょ
う
・
氏
は
、
最
初
に
、
池
匁
的
人

間
労
働
が
、
『
価
値
』
と
し
て
、
対
象
化
さ
れ
て
現
れ
る
こ
と
を
、
特
殊

・
歴
史
的
な
、

資
本
主
義
と
商
品
生
産
に
帰
着
さ
せ
、
次
の
よ

う
に

Z
ぅ
。
「
入
荷
の
あ
ら
ゆ
る
労
働
に
共
通
な
面
で
と
ら
え
ら
れ
た
始
争
的
人
間
労
働
そ
の
も
の
と
し
て
直
接
的
に
現
象
し
な
い
で
、

H

価
値
M

と
い
う
歴
史
的
に
特
殊
な
対
象
的
形
態
，
h

お
い
て
、
さ
ら
に
貨
幣
、
資
本
と
い
う
特
殊
歴
史
的
な
物
的
形
態
に
お
い
て
表
現
』

(
傍
点
は
引
用
者
〉
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う

ι価
値
目
鹿
史
的
簡
喝
と
と
ら
え
る
の
は

『資
本
治
』
研
究
史
に
あ
っ
て
は、

い
わ
ば
自
明
の
事
柄
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
・

し
か
し
問
題
弓

個

別
の
研
究
分
野
|

|
た
と
え
ば
こ
こ
で
は
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値

l
iに
お
い
て
、
こ

の
命
題
が
い
か
よ
う
に

Am} 

具
係
化
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

向
凌
氏
の
羽
生

a，h
つ
い
て
は
、
改
め
て
ふ
れ
な
い
と
し
て
も
、
た
と
え
.d
先
に
と
り
あ
げ
た
自
修
氏
は
、
価
値
が
資
本
主
混
と
商
品
生

産

ι特
有
な
珪
由
人
的
に
は
経
過
的
士
宮
嶋
崎
で
あ
る
こ
と
を
と
り
わ
け
強
調
し
な
が
ら
も
、
そ
の
価
値
把
鐘
に
あ
っ
て
は
、
客
観
的
経
済
法

社会的~(ilIと個別的価(:a

則
で
は
な
く
『
録
制
的
評
価
』
論
心
付
給
し
て
お
り
、
飯
岡
氏
の
理
論
を
と
り
あ
げ
る
こ
こ
で
、
氏
の
理
論
の
繍
初
的
方
向
と
し
て
確
認

し
た
所
以
で
あ
る
。

第一q.

氏
は
こ
の
よ
う
に
、
価
値
を
位
置
づ
け
、
社
会
的
価
値
と
例
別
的
価
怖
の
問
題
に
緩
近
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
良
品
門
は
、

す
ぐ
れ
て
『
例
別
資
宏
』
『
個
別
商
品
』
心
内
在
し
て
の
後
近
で
あ
る
・
『
州
刊
別
的
価
値
は
、
生
窓
請
条
件
の
そ
れ
ぞ
れ
納
園内
な
る
例
h

の

賢
志
家
の
下

ι
お
い
て
商
品
生
産
に
事
実
上
必
要
な
労
働
時
間
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
各
資
本
家
に
と
っ
て
は
彼
の
商
品

の
社
会
的
価
値
の
大
い
さ
と
な
ら
ん
で
個
別
的
価
値
の
大
い
さ
が
、
も
っ
と
正
憶
に
言
え
ば
、
両
者
の
援
額
が
彼
の
重
大
な
関
心
事
と
な

る
』
(
傍
点
は
引
用
者
)
・

「
句
々
の
資
本
家
』
『
各
資
本
家
』
『
彼
の
術
品
』
と
い
う
形
で
耐
火
さ
れ
た
『
例
別
資
本
』『
僧
別
商
品
』
視
点。

術
品
生
産

『
社
会
』

l
l価
値
と
い
う
連
鎖
と
は
、

区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
、
「
個
別
」
立
的
商
品

-社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
、

と
い
う
連
鎖

. ・h

こ
れ
が
、

奴
図
氏
の
立
恰
酬
を
氏
の
理
舗
の
『
後
近
視
角
』
と
い
う
段
階
で
見
て
の
、
向
媛
、
日
高
、
白
杉
氏
か
ら
区
別
す
る
級
大
の
特
徴

で
あ
る
・

た
し
か
に
、
商
品
生
産
を
対
象
に
お
き
、
径
透
明
法
則
の
卸
瞬
間
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
個
別
的
商
品
か
ら
個
別
を
姶
匁
し
た
も
の
と
し

て
の
『
筒
品
』
〈
『資
本
治
』
第

一
巻
常
1
2
Y
僧
別
の
連
鎖
と
そ
の
総
体
と
し
て
の
『
商
品
の
集
成
』
〈
第
一
一
一
巻
郷
叩
立
)
、

-
て
こ
に
お

け
る
法
則
倹
出
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
第
一
議
的
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う・

し
か
し
、
こ
の
第
一
義
的
意
味
を
持
つ
、

一
般
的
命
題
か
ら

出
発
し
て
、

司
社
会
的
価
値
と
倒
別
的
価
値
」

と
い
う
具
体
的
混
屈
に
接
近
し
て
い
っ
た
各
論
者
の
理
諭
的
帰
結
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
.
向
袋
氏
に
あ
っ
て
は
、
匂
別
は
も
っ
ぱ
ら
総
体
を
惜構
成
す
る
一
分
子
と
い
う
側
面
で
の
み
と
ら
え
ら
れ
、

し
た
が
っ
て
ま
た

個
別
的
価
値
は
、
社
会
的
価
値
ハ
市
場
価
値
〉
の
形
成
要
因
と
と
ら
え
、
ま
七
日
高
氏
に
あ
っ
て
は
、
個
別
的
価
値
は
『
概
念
』
に
す
ぎ

ず
、
社
会
的
価
値
を
前
に
し
て
ま
っ
た
く
消
減
H
埋
設
す
る
と
理
解
し
、
自
杉
氏
に
あ
っ
て
は
、
僧
別
的
価
値
は
い
わ
ば
直
線
的
に
社
会

的
価
値
と
『
評
価
」
さ
れ
る
と
し
た
。
擬
し
て
、

一
個
別
的
価
値
」

の
商
品
生
産
関
係
に
お
い
て
作
用
す
る
特
有
の
意
味
を
欠
落
さ
せ
て

い
る
点
で
、
共
通
し
て
い
る
・
そ
し
て
、
そ
こ
に
、
立
論
の
出
発
点
に
お
け
る
、
『
個
別
』
怠
的
資
本
、
『
個
別
』
怠
的
商
品
の
特
有
の
契

幽
慨
を
欠
落
さ
せ
た
ま
ま
で
の
「
商
品
』
把
握
と
い
う
も
の
が
深
く
か
か
わ

っ
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
・
す
な
わ
ち
、
対
象
を
た
だ
平
面

的
に
商
品
二
般
』
、
商
品
『
総
体
』
に
お
く
か
ぎ
り
、

こ
こ
に
は
、
『
個
別
』
商
品
、

個
別
的
価
値
な
る
も
の
は
、
『
総
体
」
を
貫
く
法

剣
に
服
属
さ
せ
ら
れ
た
形
で
し
か
で
て
こ
よ
う
・
か
な
い
の
で
あ
る
・
こ
の
点
に
つ
い
て
は
な
お
、

一
方
は
商
品
経
済
、
他
方
は
方
法
論
、

論
理
学
と
、
対
象
は
民
間
な
る
が
、
次
の
へ

l
ゲ
ル
の
文
言
は
示
唆
的
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

へ
l
ゲ
ル
は
、
「
全
体
』
と
「
部
分
』
を
考

策
対
象
と
し
、
そ
れ
を
こ
面
的
関
係
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
・
す
な
わ
ち
『
全
体
』
と
『
部
分
』
は
、

一
面
で
は
、
全
体
が
『
自
立
的
』

な
も
の
で
あ
り
、
部
分
は
全
体
の
「
契
機
」
で
あ
る
。

し
か
し
、

他
函
で
は
、
「
同
僚
に
』
今
度
は
部
分
こ
そ
が
『
自
立
考
」
で
あ
り
金

Zま



『
全
体
は
自
立
的
な
も
の
で
あ
り
、
部
分
は
こ
の
全
体
と
い
う
統
一
の
契
燥
に
す
ぎ
な
い
.
け

【

nv

〔
全
体
〕
は
単
に
一
つ
の
契
抽
慨
に
す
ぎ
な
い
』
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体
は
逆
に
部
分
の
契
般
に
置
す
る
、
と
-

れ
ど
も
、
同
織
に
ま
た
部
分
も
自
立
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
反
省
し
た
統
一

(
傍
点
は
引
用

者
三こ

の
指
嫡
を
、
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
、
『
伺
別
と
し
て
の
商
品
』

と
『
総
体
と
し
て
の
商
品
』

に
お
き
か
え
て
み
れ
ば
次
の
よ
う

に
な
る
・
総
体
と
し
て
の
喬
ロ
問
、
商
品
生
産
社
会
こ
そ
が
自
立
者
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
倒
印
刷
商
品
は
、
そ
の

一
成
員
に
す
ぎ
な
い
.

し
か
し
こ
の
一
見
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
ζ

思
え
る
こ
と
は
、

い
ま
だ
対
象
の
一
側
面
し
か
規
定
し
て
い
な
い
.
同
・
し
対
後
に
あ
っ
て
は
、

ま
た
、
個
別
商
品
こ
そ
が
自
立
者
で
あ
り
、
総
体
と
し
て
の
商
品
は
、
個
別
務
ロ
聞
の
一

契
機
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
個
別
と
全
体
は
、

互
い
に
互
い
を
自
己
の
こ
契
後
』
と
す
る
の
で
あ
り
、
部
分
は
全
体
に
解
消
す
る
と
い
う
把
盤
は
物
事
の
一
面
の
み
を
、
逆
の
関
係
を

欠
落
さ
せ
た
ま
ま
と
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
か
ぎ
り
、
「
匂
別
的
商
品
」
と
、
『
個
別
の
速
鎖
と
そ
の
総
体
と
し
て
の
商
品
」
は
相
並
ん
で
、
そ
し
て
二
側
面

に
お
け
る
前
者
、
個
別
か
ら
全
体
へ
、
全
体
に
お
品
け
る
個
別
仰
の
閣
は
没
と
い
う
と
ら
え
方
が
支
配
的
で
あ
る
か
ら
に
は
、
と
り
わ
冷
、
個
別

的
契
機
を
欠
落
さ
せ
る
こ
と
な
く
位
置
づ
け
、
課
題
接
近
が
は
か
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
う
・
そ
し
て
も
と
も
と
、
忍
的
所
有
と
商
品
生
産

社会的箇舗と個別的価値

を
対
象
と
し
、
そ
の
中
で
も
、
信
別
貸
窓
を
湾
入
し
な
い
と
成
立
し
な
い
、
特
別
剰
余
価
値

l
m過
利
潤

i
地
代
と
い
う
系
列
を
意
ぷ
し

な
が
ら
『
社
会
的
価
値
と
匂
別
的
価
値
』
を
考
察
す
る
に
際
し
て
は
、
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
個
別
的
怠
的
生
産
を
視
野
に
入
れ
て
く

る
の
は
、
不
可
欠
の
前
提
的
作
業
な
の
で
あ
る
。
研
究
史
tv』
倹
ー
す
る
綬
A
?
~
飯
旧
民
の
湾
論
を
と
り
あ
げ
た
復
旧
ぬ
も
こ
こ
に
あ
る
・
氏

の
理
論
に
仰
ろ
う
・

価
値
範
鴎
の
、
商
品
生
産
関
係
と
の
栂
関
を
苫
い
、
社
会
的
笥
値
と
倒
別
的
価
値
心
っ
き
、
『
各
資
本
家
」
は
そ
の

『
差
額
」

に
重
大

第一~

な
関
心
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
と
し
、
苛
価
値
を
と
り
あ
げ
検
討
す
る
こ
と
の
意
義
を
強
調
し
た
氏
は
、
両
価
値
の
関
係
に
つ
き
、

L、
i 

そ
れ
を
要
約
的
に
た
ど
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
考
察
を
加
え
て
い
る
。

氏
の
立
論
は
、
も
と
も
と
地
代
論
研
究
に
お
い
て
、
地
代
の
価
値
実
体
を
論
証
す
る
こ
と
に
主
課
題
が
あ
り
、
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
で
、

社
会
的
価
値
と
倒
別
的
価
慣
が

l
l
い
ま
結
訟
を
先
ど
り
す
る
形
で
述
べ
れ
ば

i
i
『
商
品
』
に
お
い
て
同
時
に
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
帰

結
す
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
『
価
何
は
ほ
ん
ら
い
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
の
，
h

、
社
会
的
価
値
と
芭
別
さ
れ
る
惜
別
的
価
値
と
は
何
か
・

そ
れ
は
い
か
に
し
て
生
じ
社
会
的
価
値
と
の
関
係
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
な
す
村
一
と
い
う
形
で
課
題
設
定
を
行
う
・
次
に
|
|
こ

れ
が
課
題
援
近
を
は
か
る
際
の
氏
の
理
鎗
に
お
け
る
淑
要
の
命
題
を
な
し
て
い
る
の
だ
が
|
|
本
題
に
入
る
前
の
前
従
と
し
て
『
股
φ
』

を
混
入
し
、
さ
ら
に
、
生
産
と
流
通
と
い
う
区
別
を
も
う
け
て
筏
争
を
と
ら
え
な
お
す
・
資
本
主
義
に
お
け
る
銭
争
は
本
来
流
通
に
お
い

て
行
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、

流
通
に
お
け
る
銭
争
が
あ
る
以
上
、

流
通
'
」
入
る
前
の
生
産
に
お
い
て
も
鏡
争
は
存
在
す
る
、
と
@
『
生
虚

し
か
し
生
産
過

に
お
け
る
銭

φ
』
と
い
う
鍍
念
の
提
示
で
あ
る
・
『
現
実
に
於
い
て
は
流
通
部
面
な
る
も
の
は
餓

φ
の
部
面
で
あ
る
が
、

程
に
お
い
て
も
銭
争
は
現
実
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
流
通
過
程
に
お
け
る
措
抗
争
が
生
産
過
程
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
生

産
過
程
は
は
じ
め
か
ら
段
争
を
前
提
と
し
、
ま
た
市
場
に
お
け
る
閥
抗
争
の
影
穆
を
う
け
る
』
(
傍
点
は
引
用
者
三

「
生
産
に
お
け
る
綬
争
』
こ
の
よ
う
な
新
し
い
媛
念
を
媒
介
と
し
て
、
こ
こ
に
社
会
的
価
値
と
句
別
的
価
値
に
関
す
る
氏
の
理
論
が
現

れ
て
く
る
@
す
な
わ
ち
、
個
h

の
商
品
を
見
る
場
合
、
即

8
的
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
の
は
個
別
的
価
値
の
み
で
あ
る
・
と
こ
ろ
が
、
商

品
生
産
社
会
に
お
い
て
は
、
流
通
の
入
な
ら
ず
生
産
に
お
い
て
も
続
今
が
行
わ
れ
て
い
る
・

こ
こ
に
、
『
生
産
に
お
け
る
続
争
』

が
湾
入

さ
れ
れ
ば
、
匂
々
の
商
品
に
は
、
個
別
的
価
値
の
み
で
は
な
く
、
社
会
的
価
値
も
ま
た
、
し
た
が
っ
て
、
個
別
的
価
値
と
社
会
的
価
値
が

相
並
ん
で
『
同
時
に
』
生
産
さ
れ
る
・
そ
れ
は
『
現
実
的
弁
証
法
的
矛
盾
』
で
あ
る
、
と
。
引
証
は
や
や
長
文
で
は
あ
る
が
以
下
。
司
市
場

価
値
を
成
立
せ
し
め
る
綬
争
が
、
流
通
過
程
に
お
け
る
銭
争
が
生
産
過
程
に
お
い
て
予
想
さ
れ
て
い
る
と
き
、
す
な
わ
ち
商
品
生
産
が
社

会
に
お
け
る
震
も
通
例
の
事
態
と
な
り
、
同
種
商
品
の
生
産
お
よ
び
流
通
市
場
に
お
け
る
鏡
争
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
価
値
は
最
初
か

ら
単
一
の
市
場
価
値
た
る
社
会
的
価
値
と
し
て
生
産
さ
れ
る
・
生
産
過
程
に
お
い
て
銭
争
が
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
は
鏡
争
が
前
挺
さ
れ
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
価
値
は
生
産
諸
条
件
の
現
実
的
差
異
に
も
と
.
つ
い
て
個
別
的
価
値
と
し
て
成
立
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
は
じ
め
か
ら

'4 



同
時
に
社
会
的
価
値
と
し
て
生
産
さ
れ
る
。
{
低
か
舟
口
骨
骨
低
バ
ト
借
骨
骨
骨
骨
と
し
て
生
産
さ
れ
る
と
骨
骨
ト
レ
M
E
A
T
骨
骨
骨
と
し
て
も
企

産

-1・9
J
hい
う
こ

J
は
、
グ
盾
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
た
し
か
に
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
現
実
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
介

E
b

的
に
統
一
さ
れ
た
矛
盾
で
あ
・

3
(傍
占
ば
引
用
者
)
。

'5 

す
るu.D:
.._ -後

雪量
11 図
引 氏
周 は
者商
コ 品

を
定
獲
し

ヨ
フ

『
あ
ら
ゆ
る
同
径
商
品
は
匂
別
的
価
値
と
社
会
的
価
値
と
の
仲
止
か
か
崎
一
と
し
て
存
在

以
上
晃
ら
れ
る
と
お
り
氏
は
、
と
り
わ
け
、
各
仇
を
そ
の
一
契
機
と
し
七
も
の
と
し
て
の
骨
跡
に
着
目
し
、
個
ゐ
吋
の
商
品
に
お
け
る
社

会
的
価
値
と
個
別
的
価
値

'
『
生
産
，
h

お
け
る
凝
争
』

荷
価
値
の
『
同
時
生
産
」
|
↓
個
々
の
商
品
は
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価

値
の
『
対
立
幼
の
統
ご

と
い
う
系
列
で
論
理
展
開
を
行
っ
て
い
る
・

こ
の
氏
の
理
論
に
対
し
て
は
、
ム
』
F

」
・
え
ば
、
向
原
氏
を
と
り
あ
げ
た
際
，
』
ふ
れ
た
小
島
氏
は
次
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
て
い
る
。
「
ハ
飯

い
た
づ
ら
に
局
限
さ
れ
た
個
別
的
危
観
点
か
ら
の
み
な
さ
れ
て
い
て
、

田
氏
ζ

あ
っ
て
は

引
用
者
)

社
会
的
な
関
連
に
お
い
て
こ
れ

を
と
ら
え
る
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
ニ
と
で
あ
る
。
:
:
:
・
数
疫
に
お
い
て
は
、
社
会
的
総
労
働
が
個
別
的
労
働
と
し
て
支
出

さ
れ
る
よ
り
外
な
く
、
開
齢
制
仲
仙
昨
少
勘
九
か
b
A即
日
ト
仕
合
伶
払
VAr働
小
砂
舟
レ
わ
い
か
と
い
う
両
者
の
相
関
性
が
設
か
れ
て
一
川
一

な
し、

(傍市…

社会的価値と個別的価値

は
引
用
者
)
・

し
か
し
、
問
題
は
小
島
氏
が
言
う
奇
価
値
を
関
連
づ
け
る
そ
の
内
容
で
あ
る
。
も
し
氏
の
批
判
を
う
け
い
れ
た
と
す
れ
ば
、
個
別
か
ら

全
体
へ
、
句
別
的
労
働
は
社
会
的
化
労
働
の
得
成
分
子
で
あ
る
と
い
う
形
で
両
者
の
「
関
係
』
を
と
ら
え
る
こ
と
と
な
り
、
価
値
怯
帽
を、

特
有
の
生
涯
関
係
と
し
て
の
商
品
生
度
関
係
に
お
い
て
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
他
の
生
原
関
係
と
の
共
通
伎
に
お
い
て
杷
同
盟
す
る
と
い
う
、

向
坂
氏
の
理
諭
を
復
活
す
る
結
果
と
な
る
だ
け
で
あ
る
・

第一.

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
小
島
氏
の
批
判
を
通
過
し
て
も
な
お
、
飯
図
氏
の
展
開
は
、
商
品
生
度
関
係
|
l
価
値
と
い
う
系
列
に
お
い
て
、

ま
た
個
別
商
品
視
点
に
お
い
て
そ
の
建
治
的
意
味
内
容
を
失
う
も
の
で
は
な
い
.
本
節
で
も
、
研
究
史
の
凝
銀
を
う
け
て
次
節
で
ふ
れ
ら

れ
る
『
社
会
的
価
値
と
偲
別
的
価
値
」
論
で
は
、
氏
の
視
角
は
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
小
島
氏
の
批
判
か
ら
は
な
れ
た
と
こ
ろ
で
は
一
つ
疑
問
が
渡
る
・
そ
れ
は
飯
図
氏
が
、
社
会
的
お
よ
び
伺
別
的
価
値
の
同
時

生
涯
を
締
結
し
た
彼
処
に
つ
い
て
で
あ
る
・
氏
か
、
そ
の
後
処
心
お
い
た
の
よ
、
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
『
生
産
に
お
け
る
餓
争
』
で

あ
る
・
氏
は
、
こ
の
『
生
産
に
お
け
る
箆
争
』
で
も
っ
て
、
個
4

の
商
品
は
即
白
的
に
は
倒
別
的
価
値
が
対
象
化
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
的
価
値
が
生
串
注
さ
れ
る
後
悔
と
し
た
の
で
あ
る
・
し
か
し
『
生
直
に
お
け
る
鏡
争
』
と
い
う
綬
念
に
は
疑
問

が
残
る
・
い
ま
『
鏡
争
』
と
い
う
も
の
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
、
個
別
資
家
あ
る
い
は
個
別
商
品
が
復
数
存
在
し
、
互
い
に
互
い
が
加
え
あ

う
圧
力
と
い
う
場
面
で
し
か
あ
り
・
え
な
い
。
し
か
し
、
他
方
「
生
産
』
に
お
い
て
は
、
互
い
に
独
立
し
て
い
る
個
別
資
本
、
個
別
商
品
の

相
互
的
圧
力
と
い
っ
た
も
の
は
、
直
接
，
h

は
現
れ
な
い
の
で
あ
る
・
事
実
、
飯
田
氏
の
先
の
引
証
を
改
め
て
よ
り
詳
し
く
見
直
し
て
み
れ

ば
、
氏
は
こ
の
点
に
関
し
、

一
方
で
は
綬
争
は
『
生
産
に
お
い
て
現
実
に
存
在
す
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
『
流
通
に
お
け
る
段

争
を
附
録
し
予
想
す
る
」
と
い
っ
た
記
述
を
与
え
て
お
り
統
一
的
規
定
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
・
商
品
全
宣
関
係
と
価
値
、
個
別
商
品
こ

れ
ら
の
点
で
飯
田
氏
と
献
を
一
に
し
な
が
ら
も
あ
え
て
『
資
本
論
』
な
ど
の
原
典
を
素
材
に
し
て
、
以
下
テ
!
ア
接
近
を
涼
み
る
所
以
で

あ
る
・

社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値

先
行
す
る

一
と
こ
に
お
い
て
、
「
社
会
的
価
値
と
僑
別
的
価
値
」
と
い
う
限
ら
れ
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
か
ら
先
遠
の
研
究
を
追
跡
し
て
き
た
。

本
節
で
は
、
そ
の
倹
討
か
ら
得
ら
れ
た
若
干
の
指
針
〈
商
品
生
産
関
係
に
お
け
る
客
観
的
経
済
法
則
と
し
て
の
価
値
論
理
解
。
全
体
と
部

分
の
格
互
移
行
、
と
り
わ
け
全
体
を
そ
の
契
織
と
し
て
く
み
こ
ん
だ
も
の
と
し
て
の
部
分
と
い
う
関
連
の
堅
持
・
個
別
商
品
視
点
〉
を
媒

介
と
し
て
、
『
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
」
と
い
う
閉
じ
テ
l
マ
に
つ
き
、
『
資
本
論
』
な
ど
を
直
接
的
素
材
と
し
て
テ
ー
マ
接
近
を
は

.6 



11 

か
る
・
そ
の
願
序
は
以
下
で
あ
る
。

ω商
品
生
産
関
係
。
こ
こ
で
は
い
ま
ま
で
漠
然
と
ふ
れ
て
き
た
「
商
品
生
産
関
係
」
を
改
め
て
と
り

あ
げ
る
。
そ
こ
で
は
ま
た
先
の
、
全
体
を
そ
の
契
機
と
す
る
部
分
と
い
う
指
針
と
の
か
か
わ
り
で
、
個
別
商
品
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
そ
こ

に
お
け
る
商
品
生
産
関
係
の
特
有
の
契
機
と
い
う
も
の
が
き
ぐ
ワ
乞
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

ω社
会
的
価
値
と
倒
別
的
価
値
・

ωを
仰
提

と
し
た
価
値
法
則
の
内
容
が
と
り
だ
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
個
別
商
品
に
お
き
か
え
ら
れ
、
個
々
の
商
品
に
お
け
る
『
社
会
的
価
値
と
個
別

的
価
値
』

の
問
題
が
検
討
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

1 

商
品
生
産
関
係

本
節
の
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
商
品
生
産
関
係
と
言
っ
七
場
合
、

い
わ
ば
暗
黙
の
前
提
と
し
て
、
他
の
生
産
関
係
と
は
区
別
さ
れ

た
も
の
、
と
い
う
位
置
づ
什
で
こ
の
文
言
は
使
わ
れ
て
い
る
・

『
商
品
生
産
関
係
」
お
よ
び
『
資
本
創
生
産
関
係
」
こ
の
苛
鏡
念
の
区
別
と
連
関
に
つ
い
て
は
別
舗
の
検
討
を
要
す
る
漂
題
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
た
ち
い
ら
な
い
.
さ
し
あ
た
り
、
「
街
品
生
産
関
係
』
と
い
う
場
合
、
資
本
制
生
産
の
『
土
台
』
、
あ
る
い
は
資
本
創
生
産

社会的箇f4と句別的偏値

か
ら
資
本
関
係
を

『
姶
晶
ぶ
し
た
も
の
』
と
い
っ
た
意
時
で
使
わ
れ
る
・

な
お
見
回
右
介

『資
窓
治
の
方
法
』
{
弘
文
京
、

一
九
六
三
竿
)
、

尾
昌
司
芳
治
『
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
』

『経
済
学
と
歴
史
変
革
』
{唱
H

木
市
山
広
、

一
九
九

0
・4
)
、

』
の
ニ
治
文
は
両
者
の
区
別
と
関
連

に
つ
き
、

『資
本
論
』
に
内
在
し
た
す
ぐ
れ
た
検
討
を
加
え
て
い
る
・

資
本
初
生
産
ハ
商
品
生
産
)
の
盤
史
的
級
過
的
な
位
協
に
つ
い
て
、
お
よ
び
そ
の
特
有
の
法
則
に
つ
い
て
、

『許
申A
協調』

で
は、
『
相
対
』

第一~

と
「
絶
対
』

の
区
別
を
も
う
け
資
本
主
義
は
、
歴
史
的
経
過
的
な
次
元
で
見
れ
ば
、

一
つ
の
『
欄
相
対
的
な
生
産
織
式
』
で
あ
る
が
、
そ
の

成
立
を
前
提
と
し
た
次
元
に
お
い
て
は
、
そ
の
枠
内
に
お
い
て
は
『
絶
対
的
』

で
あ
る
・

と
し
て
い
る
・
「
資
本
主
表
的
生
産
機
式
全
体

が
ま
さ
に
一
つ
の
相
対
的
な
生
度
織
式
で
し
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
制
限
は
絶
対
的
で
は
な
い
が
、

て
は
、
そ
の
基
礎
の
上
で
は
、
絶
対
的
な
の
で
あ
る
』
(
傍
奇
は
引
用
者
三

し
か
し
こ
の
生
度
織
式
に
と
っ

ま
た
価
値
範

"
が
皮
史
に
お
け
る
特
定
の
生
産
関
係
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
は
次
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る
・
「
経
夜
学
の
歴
史
的
性
梅
は
、
第
一
に
、
そ
れ
の
対
象
|

|
そ
れ
が
研
究
す
る
経
済
的
情
成
体
ー
ー
が
歴
史
的
に
制

称
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
れ
の
す
べ
て
の
範
崎
と
法
則
が
歴
史
的
に
制
朴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
妥

内
初
》

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
歴
史
的
な
範
鳴
で
あ
る
』
{
初
出
は
引
用
考
)
・

現
さ
れ
る
・
価
値
は
、

そ
れ
で
は
商
品
生
産
関
係
と
は
何
か
。

い
ま
ま
で
、
商
品
生
産
関
係
と
さ
え
ば
直
ち
に
『
私
的
所
有
と
社
会
的
分
業
」
と
い
う
言
葉
が

い
わ
ば
反
射
的
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
い
た
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
・
し
か
し
な
が
ら
、
改
め
て
こ
の
生
産
関
係
を
見
直
し
、
わ
け
て
も
、

社

g
的
価
値
と
個
別
的
価
値
と
の
関
係
を
追
跡
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
の
綬
念
を
と
り
あ
げ
た
場
合、

単
に
『
本
的
所
有
と
社
会
的

分
業
』
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
内
容
を
ふ
く
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
・
そ
こ
で
、
屋
上
屋
を
重
ね
る
と
い
う
き
ら
い
は

あ
る
が
あ
え
て
ふ
れ
て
い
き
た

い。

ま
ず
第
一
に
社
会
的
分
業
で
あ
る
・
『
途

っ
た
使
用
価
値
ま
た
は
商
晶
体
の
総
体
の
う

ち
に
は
、
同
僚
に
多
種
多
援
な
:
:
:
有
用
労
働
の
総
体
|

|
社
会
的
分
業
が
現
わ
れ
て
い
る
・
社
会
的
分
業
は
商
品
生
産
の
存
在
条
件
で

内

mv

あ
る
」
(
傍
点
は
引
刷
用
者
三
商
品
生
産
|
社
会
的
分
案
。
こ
の
よ
う
な
序
列
を
し
く
か
ぎ
り
、
商
品
生
産
社
会
と
い
う
の
は
、
各
生
産
者
が

上
に
述
べ
た
よ
う
に
、

商
品
生
度
関
係
と
は
、

相
互
に
結
合
さ
れ
、
相
互
に
生
産
物
を
矯
足
し
あ
っ
て
い
る
一
社
会
で
あ
る
。
し
か
し

マ
ル
ク
ス
は
、
そ
れ
に
続
け
て
直
ち
に
、

一
方
で

は
商
品
生
産
関
係

l
i
社
会
的
分
業
と
い
う
系
列
は
保
存
、
継
承
し
つ
つ
、
他
方
で
、
社
会
的
分
業
は
商
品
生
産
関
係
に
収
束
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
か
、

つ
ま
り
、
社
会
的
分
業

商
品
生
産
関
係
と
い
う
序
列
を
し
き
う
る
か
、
と
い
う
疑
問
を
呈
し
、
社
会
的
分
業
と
い
う

意
味
で
は
、
商
品
生
産
関
係
と
そ
の
特
質
を
共
有
す
る
、
他
の
生
産
様
式
、
す
な
わ
ち
「
古
代
イ
ン
ピ
」
の
共
同
体
を
と
り
だ
し
、
そ
こ

「
古
代
イ
ン

v
h
と
の
等
号
関
係
を
否
定
す
る
。
『
古
代
イ
ン
ド
の
共
同
体
で
は
、
労
働
は
社
会
的
に
分

に
お
け
る
、

商
品
生
産
関
係
と

18 



割
さ
れ
て
い
る
が
、
生
産
物
が
商
品
に
な
る
こ
と
は
な
い
」
(
傍
点
は
引
用
者
三
商
品
生
産
と
、
社
会
的
分
業
と
い
う
点
で
、
共
通
性
を
指

‘9 

嫡
し
つ
つ
、
同
じ
社
会
的
分
莱
ハ
あ
る
い
は
単
な
る
分
業
〉
で
あ
り
な
が
ら
商
品
生
産
関
係
と
の
間
に
は
一
定
の
区
別
が
も
う
け
ら
れ
る

」
と
を
帰
結
す
る
よ
う
な
指
摘
は
、

く
り
か
え
し
現
れ
て
く
る
。
『
古
代
イ
ソ
ド
」

に
続
く
同
じ
個
所
で
は

『
工
場
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ

は
存
在
し
な
い
と
い
う
含
琶
を
包
め
て
次
の
よ
う
に
言
う
・
『
も
っ
と
手
近
な
例
を
と
っ
て

円
相
山

】

み
れ
ば
、
ど
の
工
場
で
も
労
働
は
体
系
的
に
分
割
さ
れ
て
い
る
J
ま
た
「
商
品
の
呪
物
的
役
絡
と
そ
の
秘
密
』
(
第
ー
な
第
4
節
)
に
お

る
。
そ
こ
で
は
、
工
場
内
部
で
は

『
商
品
」

い
て
は
、

「
家
族
内
分
業
」
と
し
て
。
「
ハ
こ
こ
で
は

《ね》

用
す
る
だ
け
』
で
あ
る
・
あ
る
い
は
ま
た
『
自
由
な
人
々
の
結
合
体
』
と
し
て
。
そ
こ
で
は
、
商
品
経
済
が
『
透
明
』

い
こ
と
を
暗
示
さ
せ
る
形
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
こ
の
結
合
体
の
総
生
産
物
は
、一

つ
の
の
社
会
的
生
産
物
で
あ
る
。
:
:
:
・
人
h

が
彼

ら
の
労
働
や
労
働
生
産
物
に
た
い
し
て
も
つ
社
会
的
関
係
は
、
こ
こ
で
は
生
産
に
お
い
て
も
分
配
に
も
お
い
て
や
は
り
透
明
で
単
純
で
あ

《

M
V

る
」
(
傍
a…
は
引

m者
)
・
さ
ら
に
ま
た

『要
綱
』
に
お
い
て
は
『
ベ
ル
!
』
が
.
「
た
と
え
ば
ベ
ル
ー
で
も
ま
た
労
働
が
分
割
さ
れ
て
い
尚
一
・

商
品
生
産
関
係
に
つ
き
、
そ
れ
を
第
一
に
、
社
会
的
分
業
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
そ
れ
と
同
じ
分
業
で
あ
り
な
が
ら
、
商
品
経
済
の

引
用
者
)

家
族
の
共
同
的
労
働
力
の
諸
器
官
と
し
て

(分
業
は

1
1
引
用
者
)
作

『
単
純
』

で
は
な

対
極
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
、

マ
レ
タ
ス
は
、
古
代
イ
ン
ド

工
場

1
家
銭
|
共
同
社
会
を
あ
げ
て
い
る
・
で
は
マ

ル
ク
ス
は
何
故
執

社会的価値と個別的錨flll

効
な
ま
で
に
事
実
を
あ
げ
つ
ら
っ
た
の
か
.
そ
こ
で
つ
き
あ
た
る
の
が
、

『要
綱
』
に
お
け
る
、
古
代
イ
ン
ド
か
ら
ベ
ル

l
に
至
る
ま
で

多
か
れ
少
な
か
れ
直
接
共
同
的
で
も
あ
る
よ
う
な
生
産
を
前
後

を
特
徴
づ
け
る
次
の
文

Z
で
あ
る
。
『
だ
が
こ
う
し
た
分
業
は
、

R

H持
》

す
る
分
業
で
あ
る
』
(
傍
点
は
引
用
者
)
・
こ
の
引
正
に
お
い
て
は
、
分
業
と
い
う
意
味
で
は
共
通
す
る
「
古
代
イ
ン
ド
」
以
下
を
、
商
品
経

済
と
区
別
す
る
も
の
と
し
て
、
『
直
緩
共
同
的
』
と
U
う
も
の
を
あ
.
け
て
い
る
・

こ
の
よ
う
に
見
る
か
ぎ
り
、
商
品
生
産
関
係
、
忍
的
所
有
と
社
会
的
分
業

ι
お
け
る
、
社
会
的
分
穏
に
つ
き
、

マ
ル
ク
ス
は
二
重
の
把

精一層E

径
を
、
あ
る
い
は
段
階
的
に
こ
つ
に
区
別
さ
れ
る
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
・
す
な
わ
ち
、

一
つ
に

は
、
商
品
径
済
制
社
会
的
分
菜
、

と
し

て
.
し
か
し
、

一
つ
に
は
、
『
古
代
イ
ン
ド
』
か
ら
『
ベ
ル

l
」
に
至
る
ま
で
に
存
在
す
る
社
会
的
分
業
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

す
な
わ
ち
、
商
品
経
済

u
『
直
後
に
共
同
的
で
は
な
い
』
社
会
的
分
業
、
と
し
て
.

に
つ
い
て

ふ
れ
る
。

こ
の
怠
的
所
有
に
つ
き
、
『
資

本
論
』
で
は
、
栂
互
に
依
存
し
あ
っ
て
は
い
な
い
の
生
産
と
規
定
し
て
い
る
・
「
山
口
ι
、
独
立
に
行
な
わ
れ
て
い
て
互
い
に
依

和
レ
ム

r
fい
い
か
い
怠
的
労
働
の
生
産
物
だ
け
が
、
互
い
に
商
品
と
し
て
絶
対
す
る
の
で
あ

-T(傍
点
は
引
用
者
三
さ
ら
に

司要
綱
』
で

月

刊
凋

》

は
、
同
じ
怠
的
所
有
に
つ
き
「
磁
立
化
」
と
い
う
規
定
を
与
え
て
い
る
・
『
怠
的
利
益
の
完
全
な
孤
立
化
」
『
僧
人
の
彊
立
化
、
点
在
的
な

独
立
川
山
一
、
と
.
こ
れ
が
弘
的
所
有
の
即
自
的
線
定
で
あ
る
・
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
曽
て
、
い
ま
ま
で
の
行
治
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、

次
に
、

社
会
的
分
業
と
な
ら
ぶ
商
品
生
産
関
係
の
第
二
の
内
容
|
|
怠
的
所
有
、

「
独
立
』

こ
の
怠
的
所
有
と
い
う
も
の
は
『
直
接
に
共
同
的
で
な
い
」
と
い
う
引
証
と
ち
主
う
ど
裏
却
の
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で

あ
ろ
う
・
そ
こ
で
、
社
会
的
分
業
に
つ
い
て
見
た
の
と
向
後
な
形
で
弘
的
所
有
を
二
重
の
形
で
見
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
・

商
品
経
演
に
お
け
る
怠
的
所
有
は
、
独
立
で
あ
り
、
相
互
依
存
の
緋
除
で
あ
り
、
彊
立
で
あ
る
肘
し
か
し
ま
た
こ
の
怠
的
所
有
は
、
単
に

一
つ
に
は、

直
立
に
は
収
束
し
な
い
怠
的
所
有
で
あ
る
。

以
上
が
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
『
商
品
生
産
関
係
』
に
関
す
る
規
定
の
概
要
で
あ
る
・
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
こ

震
の
規
定
を
う
け
た
一
対
の
も
の
と
し
て
篠
反
さ
れ
た
『
商
品
生
産
関
係
』
な
る
も
の
は
、
考
え
直
し
て
み
る
と
若
干
奇
妙
な
概
念
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
・
そ
れ
は
、

『
忍
的
所
有
と
社
会
的
分
莱
』
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
繍
初
的
に
は
ふ
く
ま
れ
、
ま
た
行
論
中
に
も
あ

る
程
度
は
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
・
す
な
わ
ち
商
品
生
産
関
係
は、

一
方
で
は
社
会
的
分
業
の
側
面
を
、
ー
ー
た
と
え
『
直
接
共
同

的
」
で
は
な
い
と
し
て
も
1
|
有
す
る
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
す
で
に
ふ
れ
た
が
、
各
生
産
者
は
、
互
い
に
連
傍
し
合
い
、
互
い

に
補
い
合
い
、
よ
っ
て
も
っ
て
、
ま
さ
に
『
社
会
的
h

総
体
に
お
い
て
物
質
代
甜
を
営
ん
で
い
る
と
い
う
側
面
を
持

っ
て
い
る
・
そ
の
意

也
市
で
商
品
生
産
は
『
社
会
的
生
産
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
他
函
に
お
い
て
は
、
商
品
経
済
は
私
的
所
有
で
あ
り
、
磁
立
で
あ
り
、
独
立

で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
商
品
生
産
は
、
互
い
の
連
携
、
互
い
の
補
足
と
い
っ
た
も
の
と
は
全
く
絶
対
立
す
る
『
忍
的
生
産
』
で
あ
る
・

』
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
商
品
生
産
関
係
に
お
い
て
は
、

一
見
す
れ
ば
互
い
に
相
入
れ
な
い
こ
つ
の
契
媛、

す
な
わ
ち
一
方
に
お
け
る

:zo 
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社
会
的
分
業
日
社
会
的
生
産
、
他
方
に
お
け
る
忍
的
所
有
H
怠
的
生
産
を
も
払
ト
ト
、

は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
「
社
会
的
」
と

『
協
同
的
』

内
在
化
さ
せ
て
L、
。
と
と
な

か、え
っ、『
脇 要
問 縞
的 ー

で で

と
い
う
区
別
を
も
う
け
て
、
商
品
生
産
関
係
を
、
社
会
的
で
あ
り
、

諸
個
人
は
も
は
や
仕
合
か
む
か
L
、
か
つ
社
会
の
内
部
で
い
れ
合
岳
い
hu
い
こ
と
、
幻

後

ら

の

生

産
は
直
接
に
は
社
会
的
で
は
な
い
こ
と
、
品

E
Fい
か
弟
を
お
こ
な
っ
て
い
る
協
同
生
活
の
所
産
で
は
恥
い
こ
と
、
こ
れ
で
ふ
切
』
(
傍
占
…

一は

な
い
も
の
と
箔
い
て
い
る
。
「
り

引
用
者
)
。

こ
の
よ
う
な
、
即
自
的
に
は
互
い
に
対
立
す
る
こ
つ
の
契
機
が
並
立
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
矛
盾
の
|
|
商
品
経
済
内
部
に
お
け
る

|

|
解
決
形
態
、
そ
れ
が
『
価
値
』
で
あ
る
。
〈
『
価
滑
~
と
り
わ
け
そ
れ
を
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
の
関
係
と
し
て
、
見
直
す
こ
と

は
次
節
で
の
課
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
パ
よ

以
上
、
商
品
経
済
を
対
象
と
し
、
そ
の
総
体
を
規
定
す
る
生
産
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
れ
で
は

、
総
体
に
対
す
る
鏑

別
、
全
体
に
対
す
る
部
分
を
「
主
体
』
と
し
て
、
か
つ
総
体
を
、
『
主
体
』
と
し
て
の
個
別
の
契
後
、
全
体
を
、
「
主
体
」
と
し
て
の
部
分

の
契
磯
と
し
て
と
ら
え
な
お
せ
ば
ど
う
な
る
か
。

い
ま
商
品
生
産
関
係
が
、
社
会
的
分
業
H
社
会
的
生
産
、
前
払
的
所
有
H
私
的
生
産
、
こ

社会的価値と個別j的価償

の
両
者
b
z

並
立
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
商
品
生
産
関
係
を
契
機
と
す
る
「
主
体
」
と
し
て
個
別
商
品
生
産
者
は
次
の
こ
つ
の

側
面
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

一
方
、
個
別
生
産
者
は
、
社
会
的
生
産
を
、
社
会
的
生
産
の
み
を
担
っ
て
い
る
と
、
則
自
的
に
は
見
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
怠
的

生
産
を
「
相
並
ん
で
』
内
包
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
実
際
に
は
、
忍
的
生
産
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
・
他
方
、

個
別
生

産
者
は
、
一
見
す
れ
ば
私
的
生
度
の
み
を
担
っ
て
い

と
し
て
も
、
商
品
経
涜
に
お
い
て
は
、
前
払
的
生
度
と
社
会
的
生
産
が
並
立
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
以
上
、
前
払
的
生
産
と
見
え
た
も
の
が
、
実
際
に
は
社
会
的
生
産
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
・

第一II

こ
れ
は
、
よ
り
現
象
に
近
い
レ
ベ
ル
で
述
べ
れ
ば
、
商
品
開
思
決
に
お
け
る
個
別
商
品
生
産
者
は
、
社
会
的
生
産
を
担
っ
て
い
る
と
い
う

名
目
の
下
で
怠
的
利
益
を
実
現
し
、
ま
た
逆
に
、
怠
的
利
益
の
追
及
が
|

|
商
品
経
済
の
下
に
お
い
て
は
ー
ー
そ
の
ま
ま
社
会
的
生
産
と

い
う
形
を
と
っ
て
現
れ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
「
全
体
」
と
し
て
の
、
商
品
生
産
関
係
に
お
け
る
社
会
的
生
産
と
私
的
生
産
と
の
盆
立
は
、

社
会
的
生
産
と
い
う
形
服
を
通
じ
て
の
私
的
生
産
、
忍
的
生
産
と
い
う
形
態
を
通

『
部
分
」
と
し
て
の
個
別
商
品
生
産
者
に
お
い
て
は
、

じ
て
の
社
会
的
生
産
、
こ
の
交
互
作
用
を
そ
の
ま
ま
内
在
化
さ
せ
て
い
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
商
品
生
産
関
係
|
↓
個
別
商
品
生
産
者

l
l
商
品
生
産
関
係
、
と
い
う
系
列
で
と
ら
え
ら
れ
た
社
会
的
生
産
と
忍
的

生
産
に
つ
い
て
の
諸
規
定
は
、
価
値
法
則
、
わ
け
て
も
個
々
の
商
品
を
主
体
に
す
え
て
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
の
関
係
に
、

、
、
:

L
カ
九

る
内
容
で
反
射
す
る
か
、
次
に
そ
れ
を
見
ょ
う
。

2 

社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値

ー
に
お
い
て
、
商
品
生
産
関
係
を
、
社
会
的
分
業
日
社
会
的
生
産
、
秘
的
所
有
目
前
払
的
生
産
、
こ
の
相
対
立
す
る
契
機
の
並
立
と
し
て

と
ら
え
、
こ
の
矛
盾
を
商
品
経
済
の
枠
内
で
解
決
す
る
も
の
が

『
価
値
」

で
あ
る
、
と
し
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
価
値
」
に
つ
き
、
社

会
的
価
徳
と
倒
別
的
価
値
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
接
近
を
は
か
る
。
そ
の
際
、

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
先
に
、
向
媛
、

日
高
、

白
杉
氏
の
理
詣
と
、
飯
悶
氏
の
理
論
を
区
別
す
る
判
断
続
継
と
し
て
呈
示
さ
れ
、

ー
に
お
い
て
、
商
品
生
産
関
係
と
個
別
術
品
生
産
者
に

即
し
て
具
体
化
さ
れ
た
『
岨
相
互
関
係
』
と
い
う
僚
念
、
部
分
宏
契
機
と
し
た
全
体
、
お
よ
び
全
体
を
契
機
と
し
た
部
分
と
い
う
、
全
体
と

部
分
、
部
分
と
全
体
の
椙
宣
関
係
と
い
う
綴
念
は
、
考
察
の
指
針
と
し
て
、
こ
こ
で
も
継
承
さ
れ
る
。
順
序
は
以
下
。
第
一
。
商
品
生
産

関
係
、
総
体
と
し
て
の
商
品
経
済
を
支
配
す
る
価
値
法
則
、
そ
こ
に
お
け
る
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
が
考
察
さ
れ
る
。
第
一
一
。
価
値

法
則
を
そ
の
契
機
と
し
て
ふ
く
む
個
4

の
商
品
、
そ
の
「
主
体
と
し
て
の
部
分
』
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
が
考

察
さ
れ
る
。

第

一
。
総
体
と
し
て
の
商
品
径
済
、
そ
こ
に
お
け
る
価
値
法
剤
、
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
こ
こ
で

の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
に
『
価
値
法
則
|
|
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
』
に
か
か
わ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
ふ
れ
て
お
く
べ
き
こ
と

zz 
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が
あ
る
。

個
別
的
価
値
を
特
別
剰
余
価
値
を

『
理
論
的
』

『
説
明
す
る
た
め
の
」

そ
れ
は

1
1い
ま
ま
で
特
に
日
高
氏
に
お

い
て、

「
概
念
』
と
い
う
形
で
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が

i
lも
と
も
と
、
管
別
的
価
値
は

に
お
い
て
は
す
で
に

『
価
値

『資
本
論
』

法
則
』

が
商
品
論

ハ第
l
怠
)
で
説
か
れ
た
あ
と
で
、
相
対
的
剰
余
価
値
の
概
念
ハ
郷
叩
な
)
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る

以
上
、
錨
鎖
論
で
個
別
的
価
値
を
登
場
さ
せ
る
の
は
無
理
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
・
そ
れ
は
ま
た
、
価
値
法
則
は
、
総
体
と

し
て
の
商
品
経
済
の

一
般
法
則
を
倹
出
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
個
別
的
』
価
値
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
形
で
言
い
表
さ
れ
る
・

た
し
か
に

『資
本
論
』
に
お
い
て
『
言
葉
』
と
し
て
伺
別
的
価
値
が
出
て
く
る
の
は
第
印
章
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
下
見
る
よ
う

、

マ
ル
ク
ス
は
百
億
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
も
、

つ
ね
に
部
分
を
前
提
と
し
て
全
体
を
、
個
別
労
働
、
個
別
的
価
値
を
前
提
と
し
て
鏑

値
法
則
、
社
会
的
箇
値
宏
把
湿
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
本
題
に
入
り
た
い
.

商
品
生
産
関
係
に
お
け
る
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
、
こ
れ
が
課
題
で
あ
る
・
価
値
法
則
に
関
し

『資
本
論
』
で
与
え
ら
れ
て
い
る

の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く

「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
規
定
」
で
あ
る
・
そ
れ
は
大
枠
と
し
て
は
、
生
産
条
件
お
よ
び
労
働
の
平
均
度
に
よ

『
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
と
は
、
現
存
の
社
会
的
に
正
常
な
生
産
条
件
と
、
労
働
の
熱
線
お
よ
び
強
度
の
社
会

的
平
均
度
と
を
も
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
時
間
で
あ
る
J

っ
て
決
定
さ
れ
る
。

『
価
値
』
と
は、

こ
の
必

社会的価値と個別的価値

そ
し
て

要
労
働
時
間
だ
け
が
対
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
・
『
あ
る
使
用
価
値
の
価
値
誌
を
規
定
す
る
も
の
は
、
た
だ
社
会
的
に
必
要
な
労
働
の
量
、

す
な
わ
ち
、
そ
の
使
用
価
値
の
生
産
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
だ
け
で
あ
る
』
(
傍
点
は
引
用
者
}
。
さ
ら
に
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間

を
規
定
す
る
『
平
均
的
な
』
労
働
条
件
お
よ
び
労
働
の
内
容
は
、
よ
り
詳
し
く
は
、
『
社
会
的
に
支
配
的
な
労
働
手
役
』
|
|
『
正
常
化
品

質
の
』
原
料
|
|
労
働
力
の
『
正
常
な
維
持
』

|
l
労
働
手
段
と
原
料
の
合
目
的
的

「前
拘ど
、
こ

の
四
点
で
あ
る
・

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
価
値
規
定
で
あ
り
、
い
ま
ま
で
の

『資
本

ah
研
究
史
に
あ
っ
て
も
何
の
変
管
も
な
い
も
の
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
る
・
そ
し
て
こ
こ
に
、
先
の
個
別
的
価
値
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
す
る
、

M-. 

一
つ
の
仮
出慣
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
・

し
か
し
、
価
値
法
則
を
直
線
的
に

『
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」
に
の
み
帰
清
さ
せ
る
と
い
っ
た
手
法
は
あ
ま
り
に
も
平
板
的
な
「
価
値
』

把
盗
で
あ
ろ
う
・
商
品
生
産
関
係
の
一
契
機
が
弘
的
所
有
に
あ
る
か
ら
に
は
、
個
々
の
商
品
生
箆
者
に
お
け
る
、
独
立
位
、
車
立
性
と
い
う

刻
印
は
ぬ
ぐ
い
え
.
す
、

よ
っ
て
そ
の
反
射
と
し
て
の
商
品

l
価
値
に
お
い
て
も
、
個
別
的
労
働
(
労
働
の
抽
象
的
側
面
〉
と
そ
の
対
象
化

さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
倒
別
的
価
舗
は
|
|
た
と
え
賢
伝
創
生
産
織
式
の
法
則
検
出
に
お
け
る
始
象
的
、
本
質
的
段
階
に
あ

っ
て
も
|

|

織
初
か
ら
念
頭
に
お
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
事
実
ご
H
H
本
出
a
h
に
お
い
て
は、

『
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」
が
対
象
化
さ
れ
た

も
の
と
し
て
の
『
価
値
」
に
守
口
及
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
た
え
ず
、
そ
れ
は
管
別
的
労
働
、
個
別
的
価
値
を
前
提
と
し
、
そ
れ
と
の
特
有

の
相
関
関
係
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
け
っ
し
て
価
値
目
社
会
的
必
要
労
働
時
間
の
対
象
化
、

と
い
っ
た
直
線
的
理
解
に
終
わ
っ
て

は
い
な
い
・
そ
れ
を
い
ま
凝
括
的
心
た
ど
れ
ば
次
の
よ
う
な
諸
契
機
を
持

っ
て
い
る
・

い
わ
ゆ
る
価
値
規
定
を
述
べ
七
第
1
章
第
1
節

ι
お
い
て
こ
の
点
は
す
で
心
現
れ
て
い
る
・
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
個
別
を
湾
入
し
、

「
怠
掛
川
』
『
不
内
総
』
労
働
を
視
野
ζ

入
れ
、

い
わ
ゆ
る
労
働
恒
恒
説
か
ら
見
れ
ば
一
面
当
然
と
思
え
る
系
列
、
す
な
わ
ち
、

『怠
惰』

『不

熟
練
』

l
i同
じ
商
品
を
生
産
す
る
に
よ
り
多
く
の
労
働
量

-よ
り
大
な
る
価
値
と
い
う
系
列
を
し
き
、
『
怠
惰
い
『
不
熱
線
』

の
存
在

ハ
し
た
が
っ
て
、

も
し
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、

ょ
・
り
大
な
る
個
別
的
信
恒
の
存
在
)
を
前
提
と
し
、
そ
れ
と
の
否
定
的
対
極
と
い
う
関

係，
h

お
い
て
社
会
的
価
値
H

『

問

じ

』

を

滋
き
乞
し
て
い

ι.
『
一
商
品
の
価
値
が
そ
の
生
産
中
に
支
出
さ
れ
る

骨
骨
か
企
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
人
が
合
併
ま
た
は
不
附
慌
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
彼
は
そ
の
商
品
を
完
成
す
る

の
に
そ
れ
だ
け
少
わ
か
骨
昨
を
必
要
と
す
る
の
で
、
後
の
商
品
は
そ
れ
だ
け
骨
骨

JFPト
い
と
い
う
よ
う
に
思

h
1
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
諸
価
値
の
実
体
を
な
し
て
い
る
労
働
は
、
同
じ
人
間
労
働
で
あ
り
、
同
じ
人
間
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
』

(傍
点
は
引
用
者
三
こ

人
間
労
働
の
対
象
化
、

』
に
は
、
「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
』

規
定
を
行
っ
た
こ
と
の
真
の
意
味
が
、

個
別
的
労
働
時
間
を
そ
の
一
契
機
に
ふ
く
ま
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
現
れ
て

い
る
・

レ
ベ
ル
で
の
問
題
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
今
度
は
『
リ
ン
ネ
ル
織
駿
』

あ
る
い
は
ま
た
、
上
の
『
怠
惰
』
『
不
熟
練
』
が

『
労
時
働
問
』

を
と
り
あ
げ
、
『
昨
日
」
は
社
会
的
必
要
労
働
時
間
の
み
を
商
品
に
対
象
化
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
今
日
』
は
、
そ
の
同
じ
労
働

24 
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時
間
が
、
そ
の
同
じ
労
働
時
間
の
み
を
対
象
化
し
て
い
る
こt
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
は
や
「
社
会
的
価
値
」
と
い
う
資
格
を
失
っ
た
と
い
う

2S 

内
容
で
、
個
別
的
価
値
が
社
会
的
価
値
と
一
致
す
る
こ
と
の
偶
然
性
を
暗
示
す
る
よ
う
な
記
述
を
行
っ
て
い
る
・

に
た
だ
社
会
的
に
必
要
な
平
均
労
働
時
間
ル
め
を
支
出
し
た
ル
小
で
あ
る
。
:
:
:
・
し
か
し
、
古
く
か
ら
保
証
さ
れ
て
い
た
リ
ン
れ
レ

吸

物
莱
の
生
産
条
件
が
、
わ
れ
わ
れ
?
ン
ネ
ル
縫
暗
殺
の
同
意
も
な
し
に
、
彼
の
立
ち
世
m
配
し
た
と
し
よ
う
・
昨
日
ま
で
は
疑
い
しし
じ
げ

一
エ
レ
の
リ
ン
不
ル
の
生
産
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
だ
っ
た
も
の
が
、
今
日
は
そ
う
で
は
な
く
な
日
)
(
傍
点
は
引
用
者
)
・
『
怠
惰
』

『
後
は
自
分
の
生
度
物

と
「
不
熟
練
』
お
よ
び
『
リ
ン
ネ
ル
織
職
』
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
的
必
要
労
働
時

間

l
i価
値

・
社
会
的
価
値
と
い
う
、

商
品
生
産
社
会
を
深
部
に
お
い
て
規
定
す
る
法
則
は
、
そ
の
憎
構
成
契
後
で
あ
る
舗
別
具
体
的
労

働
時
間、

そ
し
て
そ
の
対
象
化
と
し
て
の

個
別
的
価
値
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

先
に
、
商
品
生
産
関
係
に
つ
き
、
社
会
的
生
壁
と
怠
的
生
涯
の
並
立
と
と
ら
え
た
・
そ
れ
は
、
こ
こ
価
値
論
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
社

会
的
生
涯
と
怠
的
生
産
の
並
立
、
社
会
的
分
業
と
忍
的
所
有
の
並
立
と
い
う
、
生
産
関
係
に
お
け
る
規
定
住
を
う
け
、
商
品
生
産
関
係
の

総
体
を
対
象
と
し
た
価
値
法
則
の
倹
出
に
お
い
て
も
、
個
別
的
労
働
時
間
、
個
別
的
価
値
を
前
提
と
し
、
か
つ
個
別
的
価
値
と
の
相
関
関

係
に
あ
る
も
の
と
し
て
社
会
的
価
値
は
作
用
し
て
い
る
・

社会的鏑鑓と個別的自鍾

そ
れ
で
は
、
最
後
に
、

こ
の
価
値
法
則
を
一
契
機
に
く
み
こ
ん
だ
、

全
体
を
部
分
の
一
契
岨
僚
と
し
た
そ
の
主
体
、
『
骨
蜘
』
商
品
に
お

け
る
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
の
関
係
を
と
り
あ
げ
た
い
・
上
の
、
商
品
社
会

ι
お
い
て
、
そ
れ
を
規
定
す
る
価
値
法
則
に
あ
っ
て
は
、

『
怠
惰
』
「
不
納
錬
』
あ
る
い
は
『
リ
ン
ネ
ル
彼
聡
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
労
働
崎
問
(
飽
別
的
価
値
〉
は
、
社
会
的
必
要
労

働
時
間
、

社
会
的
価
値
を
前
に
し
て
、
そ
れ
に
股
昂
す
る
と
い
う
位
位
づ
け
に
お
い
て
独
自
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
・

こ
こ
、
個
々
の
商
品
を
主
体
に
据
え
る
と
い
う
段
階
に
お
い
て
は
、

や
や
も
す
れ
ば
、
怠
的
生
度
、
個
別
的
価
値
を
正
面
に
据
え
て
、

第一.
価
低
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
に

l
!主
体
が
全
体
か
ら
部
分
に
移
行
す
る
と
と
も
こf

ー
ー
な
る
か
も
し
れ
な
い
.
し
か
し
そ
う
で
は
な

ぃ
。
主
体
が
商
品
生
産
社
会
か
ら
個
別
商
品
に
移
行
し
た
段
階
に
お
い
て
は
、
改
め
て
、

一
方
に
お
け
る
社
会
的
価
値
、
他
方
に
お
け
る

個
別
的
労
働
時
間
の
対
象
化
と
し
て
の
個
別
的
価
値
の
関
係
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
.
こ
の
よ
う
な
課
題
を
た
て
て

『
資
本
論
』
等
を

見
直
し
た
場
合
、
一
面
で
は
、
細
目
・
4

の
労
働
時
間
と
社
会
的
価
値
と
の
関
連
を
否
定
し
、
し
た
が
っ
て
労
働
時
間

l
l
個
別
的
価
値
と
い

う
系
列
を
暗
示
し
な
が
ら
、
他
面
で
は
、

Mm
々
の
労
働
時
間
が
、
必
奨
な
娘
介
項
を
入
れ
ら
れ
れ
ば
社
会
的
価
値
に
結
実
す
る
と
い
っ
た

こ
面
的
叙
述
定
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
・
す
な
わ
ち
、

『要
綱
』
に
お
い
て
は
、
労
働
時
間
と
価
値
を
対
置
し
、
労
働
時
間
と
価
値
に

つ
き
、
そ
の
関
連
を
一
見
相
反
す
る
こ
つ
の
緩
定
で
、
と
ら
え
て
い
る
。
労
働
時
間
は
価
値
を
た
し
か
に
規
定
す
る
が
、
ま
た
他
方
で
は

納
品
定
し
な
い
、
と
・

『
労
働
時
間
は
、
価
値
を
規
定
す
る
と
と
も

ι規
定
せ
ず
、
労
働
時
閉
そ
の
も
の
に
ひ
と
し
い
と
と
も
に
ひ
と
し
く

自
己
を
表
わ
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
J

そ
し
て
、
『
価
恒
を
規
定
す
る
労
働
時
間
」

な
い
も
の
と
し
て
、

に
つ
き
、
労
働
時
間
と
価
値
の

労
働
時
間

l
i
一
定
の
社

間
に
、
一
つ
の
媒
介
項
を
い
れ
て
、
個
別
商
品
，
ι
お
け
る
社
会
的
価
値
の
形
成
を
締
結
す
る
.

合
h
p
跡

l
i
社
会
的
価
値
、
と
い
う
系
列
で
、
『
骨
骨
ん
か
作
で
は
、
席
問
品
所
持
者
は
も
は
h
p

た
だ
彼
自
身
の
商
品
と
の
関
係
に
あ
る
だ
け

で
あ
る
・
そ
の
商
品
の
価
値
に
つ
い
て
言
え
ば
、
関
係
は
、
そ
の
商
品
が
彼
自
身
の
労
働
の
一
定
の
社
会
的
法
則
に
よ
っ
て
計
ら
れ
た
量

一
つ
に
は
、

宏
一

3
2
n
z
F
2
Z
S
ヨ
Fg
同

2
向

-
z
n
y
Z
E
n
Z
2
0
2
m【

Hg
田内ヨ
2
国

2
2
0
5
2内

C

ヨ凶冊目
Z
『
市
一
四

2
2
〉
『

F
Z
C
を
含
ん
で
い
る
と

内
川
"
》

い
う
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
る
』
(
縄
問
点
は
引
納
者
三
ま
た
他
の
個
所
で
は
肉
じ
内
容
を
『
社
会
的
規
定
』
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
労
働
時

・

社

会

的

規

定

そ

の

商

品

に

含

ま

れ

て

い

る

労

働
の
量
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

間

・

価

値

と

い

う

系

列

で

、

『

一

商

品

の

価

儀

は

、

、

【

M
却
V

は
い
る
が
し
か
し
こ
の
量
そ
の
も
の
は
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
」
(
傍
点
は
引
用
者
)
・

』
の
よ
う
に
見
る
か
ぎ
り
、
『
個
々
の
商
品
』

に
お
い
て
は
、

そ
の
個
別
兵
体
的
量
を
持
っ
た
労
働
時
間
は
、
二
重
の
役
割
を
来
た
し

労
働
時
間
の
量
は
、
『
僧
々
の

て
い
る
こ
と
に
な
る
・
す
な
わ
ち
、

一
方
に
お
い
て
は
、

何
ら
の
媒
介
を
も
入
れ
て
こ
な
い
ま
ま
で
は
、

商
品
」
に
そ
の
ま
ま
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
・
こ
れ
が
個
別
的
価
値
で
あ
る
.
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
は
、
こ
の
同
じ
労
働
時
間

量
が
『
社
会
的
な
宮
内
規
定
』
を
う
け
、
社
会
的
価
値
と
し
て
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
・
商
品
生
産
関
係
を
一
契
後
と
し
、
個
別
商
品

を
主
体
と
し
た
次
元
に
お
い
て
、
飯
田
氏
と

l
l氏
は
「
生
産
に
お
け
る
続
争
」
を
あ
げ
、
こ
こ
で
は
「
労
働
の
社
会
的
存
規
定
」
を
あ

26 
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げ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
そ
の
媒
介
環
の
内
容
に
差
異
は
あ
れ

l
l
問
じ
く
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
の
『
同
時
生
産
』
が
締
結
さ
れ
た

担
点

ιお
け
る
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
締
結
で
あ
る
・

と
え
研
究
史
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
こ
れ
が
一
締
結
に
な
る
と
し
て
も
、
個
々
の
商
品
に
お
け
る
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
の
関
係
に

わ
け
で
あ
る
。
以
上
、
『
個
別
商
品
』

し
か
し
、
た

つ
い
て
は
、
『
同
時
生
産
」

で
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
き
に
、
個
別
的
商
品
生
産
者
は
、
商
品
生
産
関
係
を
一
契
縫
と
し
て
い
る
下

で
、
社
会
的
生
産
と
い
う
形
態
で
私
的
生
産
を
遂
行
せ
ぎ
る
を
え
ず
ま
た
、
割
払
的
生
産
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
社
会
的
生
澄
を
担
う

と
い
う
、
社
会
的
生
産
と
私
的
生
産
の
相
互
移
行
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
し
て
、
社
会
的
お
よ
び
忍
的
こ
の
一
見
相
反
す
る
契
機
を
互
い

に
手
段
ζ

す
る
一
過
程
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
個
別
的
商
品
生
産
者
の
存
在
は
、
怠
的
所
有
と
社
会
的
分
梁
と
い
う
商
品
生
産
関
係
そ
の

も
の
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
・
こ
の
同
じ
関
係
は
、
個
々
の
商
品
生
産
者
で
は
な
く
、
個
々
の
商
品
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
こ
こ
に
あ
っ

一
方
で
は
、
個
別
的
価
値

て
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
反
射
し
「
同
時
生
産
」
と
見
え
た
も
の
が
、
相
互
移
行
す
る
一
過
程
に
転
化
す
る
。

の
み
が
対
象
化
さ
れ
て
く
る
過
程
そ
の
も
の
が
、
『
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」

規
定
、
『
労
働
の
社
会
的
寄
付
規
定
」
を
う
け
て
社
会
的
価
値

を
対
象
化
す
る
過
程
と
な
る
・
他
方
で
は
、
逆
に
、
社
会
的
価
値
を
対
象
化
す
る
過
程
は
、
た
だ
個
別
的
価
値
を
対
象
化
す
る
こ
と
を
通

じ
て
し
か
遂
行
し
え
な
い
.

2士会的価値と鍾別的価値

司
価
値
法
剣
』
を
一
契
畿
と
し
た
『
個
別
商
品
』
に
お
け
る
、
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
、
そ
れ
は
、
商
品
生
産
関
係
が
私
的
生
産

と
社
会
的
生
産
の
相
互
転
化
で
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て
、

一
見
奇
妙
な
、
交
互
作
用
を
く
り
か
え
し
て
い
く
の
で
あ
る
・

お

わ

り

に

. 
‘ 

第一軍

以
上
、
本
軍
で
は
、

『
資
窓
諭
』
研
究
史
上
、
特
別
剰
余
価
値
治
|
趨
過
利
潤
論
|
地
代
諭
、
こ
の
治

φ
史
と
か
か
わ
っ
た
、
し
か
し

い
ま
だ
そ
の
徐
に
伏
在
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
問
題
、

「
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
』

の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
検
討
を
行
っ
て
き
た
・

そ
の
際
の
観
点
は
、
向
坂
、

日
高
、
白
杉
氏
の
理
論
を
媒
介
に
し
て
得
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
特
有
の
生
産
関
係
と
し
て
商
品
経
済
を

つ
か
み
、
そ
こ
か
ら
上
の
テ
ー
マ
へ
の
接
近
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
飯
田
氏
が
与
え
た
も
の
は
、
す
ぐ
れ
て
『
個
別
商
品
』
に

焦
点
を
合
わ
せ
て
考
寮
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
・
そ
し
て
本
章
に
お
け
る
対
絡
は
、
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、
官
官
間
生
度
関
係
に

お
け
る
社
会
的
生
産
と
弘
的
生
産
の
相
互
移
行
で
あ
り
、
そ
の
反
射
と
し
て
の
、
個
A

の
商
品
に
お
け
る
社
会
的
価
値
と
個
別
的
価
値
の

.. 

相
互
移
行
で
あ
る
・

均
代
と
い
う
よ
り
一
歩
具
体
化
さ
れ
た
分
野
に
つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
て
お
ら

ず
、
ま
な
栂
互
移
行
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
商
品
生
産
関
係
に
内
包
す
る
矛
盾
と
し
て
発
現
す
る
過
程
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
・

し
か
し
な
が
ら
、
本
軍
に
お
い
て
は
、
特
別
剰
余
価
値

し
た
が
っ
て
、
ご
く
限
ら
れ
た
範
闘
で
の
一
訟
諭
に
す
ぎ
な
い
.
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九
六
一

--q)
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M-. 

一
九
七

l
九
八
頁・

(
同
)

一
九
六
一
年
)

に
お
い

ア
セ

O
頁
お
よ
び
一
七
回
頁
、

問
右
、
ニ

O
七
頁
・
向
織
の
指
織
は

『袋
占
理
諭
の
研
究
』
(
ミ
ネ
ル
グ
ァ
富
男
、

て
も
行
わ
れ
て
い
る
・

(
ゆ
)
飯
回
前
倒
治
文
『
U

低
金
約
筒
儲
の
"
平
均
原
環
M

と

"m棋
界
原
理
ニ
-
一
五
三
頁
・

(
却
)

『資
本
総
』
研
究
出
ん
に
あ
う
て
、
価
値
ζ

商
品
生
定
河
係
と
の
か
か
わ
り
を
重
役
し
て
『
価
値
』
治
研
究
を
行
っ
て
き
た
一
人
に
山
本
二
三

丸
氏
が
あ
る
・
た
と
え
ば
次
の
河
川
憧
摘
を
見
つ
れ
な
い
.
『
一
定
の
生
定
関
係
か
、
労
働
の
上
に
仰
刻
印
u

さ
れ
る
の
は
市
唱
え
で
あ
る
と
し
て
む
、

ふ、の

n
刻
印
"
は
け
っ
し
て
納
象
的
労
働
そ
の
も
の
の
上
に
得
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
抽
象
的
労
働
が
価
値
と
し
て
労
働
生
盛
物
の

中
に
対
象
化
す
る
と
い
う
点
に
こ
そ
、
生
産
関
係
の
H

刻
印
"
が
毘
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
よ
前
婦
.

『価
値

a研
究
h

四
一
氏
・

傍
慢
は
引
用

a.

(
幻
)
飯
図
前
岨
畑
迫
文
『
社
会
的
価
値
の
M

平
均
原
理
u

と
・
限
界
原
理
こ
こ
七
六
頁
・
な
お
飯
図
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
立
治
と
の
か
か
わ
り
で
、

価
値

aを
事
実
上
、
社
会
的
信
鑑
と
個
別
的
価
値
、
お
よ
び
そ
の
差
額
の
問
題
に
収
束
さ
せ
る
よ
う
な
記
遂
を
行
う
て
い
る
・
『
何
種
商
品
問

ζ

お
け
る
価
値
の
問
周
は
、
眉
目
別
的
価
償
ζ

社
会
的
価
値
、
こ
れ
ら
湾
価
値
間
の
達
制
酬
の
問
題
に
縄
事
唱
す
る
・
』
(
同
右
、
二
五
八

R
Y
し
か
し

な
が
ら
、
備
管
協
調
は
、
治
初
官
同
国晴
ζ

し
て
の
億
四
沼
か
使
胸
匂
沼
か
の
問
題
、
社
会
的
必
要
労
働
時
間
決
定
に
つ
い
て
、
始
象
的
人
間
労
働
の
住

俗
炭
定
に
つ
い
て
、
価
値
形
態
心
お
け
る
沼
り
遣
に
つ
い
て
等
、
の
治
占
.
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
忘
れ
ら
れ
て
は
な
い
・
た
と
え
ば
以
下
の
文
献

を
診
関
さ
れ
た
い
・
渡
部
久
恵
『
価
沼
趨
争
史
h

(

青
木
・
広
、
一
九
四
九
年
三
鈴
木
鴻

一
郎

『儲
儲
諭
泌
争
』
(
青
木
容
広
、
一
九
五
九
年
三

『資
本
諭
鈴
鹿
』
1
、
っ
資
本
諭
u

の
成
立
吉
岡
口
間
貸
符
』
(
青
木
書
官
、
一
九
六
三
年
三
川
口
武
彦

『価
値
治
争
史
治
』
(法
律
文
化
社
、

一
九
六
四
年
三
{
子
野
町
弘
忌
編

『資
本
占
研
究
』

i
、
二
閉
口
問
・
貨
熔

・
資
本
』
(
筑
摩噌盲
目m、
一
九
六
七
年
)
.
文
献
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
大

内
秀
明

・
後
弁
値
観
・
山
口
兎
支
錨

『資
本
治
研
究
入
門
』
(
寅
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
)
巻
末
一
回

i
ニ
=
一
貫
・

{
勾
)
へ

1
ゲ
ル

『大
治
理
学
』
京
市
健
人
訳
、
岩
後
世骨
庖
、
中
巻
、
一
八
七
頁
・

〈幻
)

E
E
図
的
処
晶
画
文
『
社
会
的
価
値
の

w
平
均
原
理
u
と
"
限
界
原
理
乙
一
一
六
一
貰
・

(
M
)

問
右
、
二
七
九
頁
・

(
お
)
問
宕
、
三
七
九
|
八

O
頁
・
な
お
同
織
の
指
摘
は
二
八

一
買
に
も
あ
る
・

(
お
)
問
右
、
二
八
三
頁
・

(
幻
)
小
島
酎
刷
柵情
論
文
『
相
対
的
剰
余
価
償
と
差
額
地
代
』
四
回
頁
・
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、
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・
同
右
、
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五
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)
6
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ω・
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V
、
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O
ニ
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頁
・

(
お
)
豆
諸
コ
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-
m
g
m
-
同
右
、
一

C
二
五
頁
・
な
お

『資
本
論
』
で
は
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直
幡
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社
会
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さ
れ
た
労
働
』
∞

a・
8
・
m
-
s・
『全
然
』
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巻

a
、
一

O
四
頁
と
い
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記
述
が
あ
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・

(
M
U
}
0
2
ヌ曲目
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m色
・
包

-m-
ョ
・
問
右
、
五
七
貰
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(
切
さ
，
C
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ω-a-
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l
、
七
九
頁
・

(
ぬ
)

開

Z
3
a
p
ω
・
8
由
・
問
+
布
、

v、
一

O
二
六
頁
・

(
品
判
)
田
沼
コ

E
.
∞・叶
0

・
問
右
、

I
、
七
九
頁
.

{
川
町
)
な
お
、
怠
的
所
有
と
価
値
ζ

の
か
か
わ
り
が
、
対
象
と
さ
れ

aじ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
価
値
形
悠
諭

(
m
l
旗
第
3
筋
)
で
あ
る
・

価
償
形

態
協
a
，
』
つ
い
て
は
ζ

り
あ
え
ず
以
下
の
文
械
を
診
熊
さ
れ
た
い
・
久
留
間

M
E
4
『価
低
形
思
協
調
と
交
換
過
程
論
』
(
岩
波
書
広
、
一
九
五
七
年
三

山
本
宮
て
郎
『
匂
筒
形
市
u
a

ζ
交
換
且
旭
川
低
み
』
{
『大
阪
官
H
K
A附

r
mニ
ヒ
ザ
、
一
九
七
ヒ
包
・
三
月
三

緩
広
実
昭
司
価
償
u
m
m閣
の
佑
穏
に

つ

い
て
』
(
司
右
、

第
三
O
号
、
一
九
七
八
年
三
H
H
)

・
尼
寺
淀
川弘

『価
仇
彩
管
ぷ
』
(
汚
水
対
応
、
一
九
七
八
年
三

(必

)
0
2
ヌ
ω
三

Z--
∞
a
N
ω
-
m-
g・
『全
然
』
智一

一--一巻

a
、
五
一
-
一
頁
・

(
A
M
}

何
回

v
g
E
-
m・
2
・
問
者
、
五
三
叉
・

(“)
g
u
g
a
p
m
N
-
0・
問
右
、
ニ
玄
六
|
玄
七
頁
・

(
M
ご
た
と
え
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、

富
塚
良
一
一
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『
民
臨
済
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油
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』
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建
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第
二
章

商
品
生
産
関
係
と
価
値
形
態

は

じ

め

に

商
品
生
産
は
、
世
界
市
場
に
ま
で
い
た
る
社
会
的
物
質
代
謝
を
実
現
す
る
・
同
時
に
、
商
品
生
産
は
、
交
換
目
的
で
生
産
さ
れ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
交
換
の
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
奇
妙
な
生
産
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
・
こ
の
点
を
商
品
論
に
お
け
る
、
価
値
と
価
値
形

態
に
ひ
き
つ
け
て
言
え
ば
、
交
換
目
的
で
生
産
さ
れ
て
い
る
商
品
必
す
べ
て
、
相
対
的
価
値
形
般
に
立
ち
、
等
筒
形
態
に
立
つ
商
品
と
栂

対
す
る
が
、
そ
の
場
合
、
相
対
的
匂
恒
形
態
に
立
つ
商
品
は
、
直
後
に
は
、
交
倹
可
能
性
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
・
そ
れ
ゆ
え
に
、

等
筒
形
態
に
立
つ
商
品
、
す
な
わ
ち
貨
幣
商
品
が
、
.
そ
れ
の
人
が
、
直
協
欲
的
交
換
可
能
性
を
符
ち
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
各
商
品
生
成
4
4

は、

ω
貝
熔
商
品
を
取
得
す
る
た
め
に
、
商
品
生
産
と
商
品
販
売
正
全
力
を
注
ぐ
の
で
あ
る
・
本
食
で
は
、
商
品
生
度
関
係
を
内
在
さ
せ
て
、

以
上
の
関
係
が
証
明
さ
れ
る
・
そ
の
際
、
生
産
関
係
視
点
を
欠
刻
し
た
字
野
氏
の
所
説
が
あ
わ
せ
て
検
討
さ
れ
る
・

価
値
形
態
論
は
、

『資
本
論
』
等
の
古
典
に
お
い
て
は
、
価
値
1
価
値
形
怒
と
い
う
関
連
で
、
す
な
わ
ち
「
商
品
」
と
い
う
同
一
の
対

象
の
、

抽
象
度
を
異
に
す
る
こ
つ
の
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

そ
の
際
、

価
値
か
ら
価
値
形
態
へ
の
転
化
を
媒
介
す
る
契
機
は、

『
商
品
生
産
関
係
』
に
お
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
・
た
と
え
ば

『資
本
論

初
版
』
パ
門
商
品
、

に
お
け
る
、

注
お
に
止
自
し
よ
う
。
そ

こ
で
は
、
プ
レ

i
、
グ
レ

i
、
ブ
ル

1
ド
ン
を
と
り
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
宮
っ
て
い
る
・
後
ら
、
前
資
本
制
酬
と
資
本
制
を
、
継
承

・
転
化

と
し
て
溜
ま
ず
、

前
資
本
制
な
る
悪
の
対
極
に
位
置
す
る
千
年
王
国
の
到
来
を
見
る
小
市
民
、
『
商
品
生
獲
に
人
間
の
自
由

(ヨ
3

匝

nz-n宮市『
F
Z
Z
F
F
)
と
個
人
の
独
立
会
主
主

E
Zミ

C
Z
σ
z
s
s
z
x
)
と
の
頂
点
を
見
る
小
市
民
」
に
と
っ
て
は
、
商
品
生

資
本
割
に
、

客
観
的
経
衡
法
則
に
底
胎
す
る
矛
盾
は
、
『
理
治
』

界
で
消
却
酬
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
そ
れ
は
、
商
品
の
『
非
直
後
的
交
換
可
能
性
か
ら
免
れ
る

2
Z『
F
5
3
2
凶
市
古
ご
と
い
う

E
H
無
矛
盾
性
と
い
う
ノ
ェ

l
マ
が
保
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、

の
世

願
望
と
し
て
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
商
品
H
非
直
惇
欲
的
交
換
可
能
性
と
い
う
形
で
、
価
値
形
般
を
商
品
生
産
に
お
け
る
矛
盾
、
生
産
関
係

に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ゐ
う
『
矛
盾
」
と
の
相
関
で
説
く
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
同
じ
く

『
初
版
』
∞
必
商
品
の
交
倹
過
程
、

属
す
る
注
お
に
お
い
て
は
、

一
方
で
商
品
生
産
は
存
続
さ
せ
、
他
方
で
、
貨
幣
の
み
を
廃
止
す
る
と
い
っ
た
主
強
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
は
、

数
皇
と
カ
ト
リ
ッ
ク
数
の
関
係
に
お
い
て
、
実
際
に
は
、

カ
ト
ヨ
ッ
ク
歓
を
前
後
と
し
て
の
み
教
皇
が
あ
り、

教
皇
は
カ

ト
リ
ッ
ク
教
と

相
互
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

カ
ト
リ
ッ
ク
数
を
存
続
さ
せ
、

数
阜
の
み
を
腐
閉
止
す
る
と
い
う
不
可
能
な
要
求
と
同
断

で
あ
る
と
し
、
商
品
生
産
と
貨
幣
と
の
不
可
分
の
連
関
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
・

本
章
は
、
こ
の

『資
本
論

初
版
』
等
が
、

い
ま
だ
断
片
的
な
形
で
あ
る
と
は
い
え
、
示
唆
す
る
と
こ
ろ
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
価
値

か
ら
価
値
形
胆
へ
の
移
行
の
契
滋
に

B
を
向
け
、
そ
の
狼
処
を
『
商
品
生
産
関
係
』
に
求
め
若
干
の
検
討
を
筑
み
る
も
の
で
あ
る
.

以
下
、

一
で
は
、
古
典
が
示
唆
す
る
こ
の
よ
う
な
テ

l
マ
を
た
て
、
価
筒
形
態
論
に
か
か
わ
る
研
究
史
を
見
直
し
た
場
合
、

ひ
っ
か
か

っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
一
論
点
、
す
な
わ
ち
『
価
値
形
態
の
定
置
の
彼
処
と
し
て
の
商
品
所
有
者
の
欲
望
の
問
題
』
を
と
り
あ
げ
る
。
こ

の
問
題
は
、
宇
野
弘
蔵
氏
が
提
唱
し
久
留
間
鮫
造
氏
等
と
の
『
諭
争
』
と
し
て
研
究
史
上
そ
の
成
果
を
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ

の
内
容
の
綬
観
的
把
盛
に
努
め
つ
つ
、
課
題
接
近
を
は
か
る
前
段
的
試
み
を
行
い
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
経
済
学
の
対
象
領
媛
に
、
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人
間
|
欲
望
が
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
あ
る
い
は
論
争
の
内
容
追
跡
に
よ
っ
て
は
、
人
問、

「人
間
関
係
』
と

35 

い
っ
た
も
の
に
ふ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
れ

ニ
の
ー
で
は
、
先
に
価
値
|
価
値
形
態
を
程
拠
づ
け
る
と
し
た

「
商
品
生
産
関
係
』
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ

れ
る
。
こ
こ
で
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
研
究
に
立
脚
点
を
お
き
、
同
一
テ
1
マ
に
か
か
わ
る
肯
定

・
否
定
両
面
の
到
達
点
が
、
骨

c
h
、hJ

だ
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
向
2
で
は
、
1
で
述
べ
ら
れ
た
商
品
生
産
関
係
を
念
頭
に
お
き
、

ー
価
値
形
態
と
い
う
系
列
に
つ
い
て
、
古
典
が
示
唆
し
た
と
こ
ろ
が
再
権
威
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

『要
綱
』
等
の
古
典
に
素
材
を
求
め
、
価
値

人
間

i
欲
望
な
ど
の
問
題
を
意
識
し
つ
つ
、
商
品
生
産
関
係
と
価
値
形
態
に
つ
い
て
、
そ
の
内
的
契
岨慨
を
さ
ぐ
り
だ
す
こ
と
、
そ
れ
が

本
家
の
直
接
的
課
題
で
あ
る
。

欲
望
の
表
現
と
し
て
の
価
値
形
態
論

商
品
生
産
関
係
と
価
値
形
態
と
い
う
テ
!
?
を
鑓
え
て
、
研
究
史
を
ふ
り
か
え
る
降
、

l
lあ
る
岨
慢
の
異
質
感
を
も
っ
て

1

1
つ
き
あ

商品生還関係とfi!j鑓形態

た
る
の
が
、
価
値
形
怨
論
に
、
商
品
所
有
者
の
欲
望
を
導
入
し
た
字
野
也
蔵
氏
ら
の
研
究
で
あ
る
@
こ
の
「
人
間
|
欲
望
』
に
つ
き
降
銃

節
簸
氏
は
、

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
『
戦
後
、

価
値
形
態
論
を
め
ぐ
る
研
究
な
い
し
論
争
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
、
・
:
:
つ
ぎ
の
よ

う
な
{
予
野
の
発
言
で
あ
っ
た
。

H
-
:
・
:
綬
本
的
な
問
題
を
挺
忽
し
て
見
た
い
と
思
う
。

リ
ン
ネ
ル
が
相
対
的
価
侃
形
態
に
あ
っ
て
上
衣
が

情
守
備
形
態
に
あ
る
と
い
う
場
合
、
リ
ン
ネ
ル
は
何
故
上
衣
を
等
価
形
態
に
と
る
に
至
っ
た
か
、
そ
れ
に
は
リ
ン
ネ
ル
の
所
有
者
の
欲
望
と

い
う
も
の
を
前
後
し
な
い
で
よ
い
だ
ろ
う
か
、
そ
う
い
う
関
係
を
離

れ
て
斯
う
い
う
形
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
川

C

第二J:t

以
下
こ
の
字
野
氏
の
「
発
言
」
を
初
発
と
す
る
、
さ
ら
に
は
久
留
間
般
造
、
武
図
信
照
、
尼
+
守
護
弘
の
諸
氏
の
研
究
に
つ
な
が
っ
て
く

る
と
こ
ろ
に
焦
点
を
会
わ
せ
、
検
討
を
行
い
た
い
。

の
ち
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、

や
や
、
理
論
内
容
の
再
現
に
ウ
ェ
イ
ト
を
お
き
す
ぎ
た

き
ら
い
が
あ
る
が
、
価
値
|
価
値
形
態
論
と
い
う
同
一
テ
!
?
に
対
し
て
、
商
品
生
産
関
係
と
は
区
別
さ
れ
る
接
近
を
試
み
た
研
究
と
し

て
、
た
と
え
異
質
的
内
容
が
予
想
さ
れ
る
に
し
て
も
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
綬
観
な
り
と
も
得
て
お
く
こ
と
は
不
可
欠
の
作
業
で
あ

ろ
う
。
以
下
内
容
に
入
っ
て
い
こ
う
。

第
一
.

の
ち
に
再
度
と
り
あ
げ
る
が
、
価
値
か
ら
価
値
形
態
へ
の
転
成
の
中
で
、
{
子
野
氏
の
立
論
を
見
る
な
ら
ば
、
氏
は
、
商
品
論
H

流
通
論
と
し
、
価
値
に
つ
き
、
商
品
は
す
べ
て
質
的
に
同
じ
で
あ
り
、
量
的
に
の
み
呉
な
る
価
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
現
象
的
事
実
を

媒
介
と
し
、
価
値
目
肉
質
性
と
し
、
そ
の
実
体
で
あ
る
地
象
的
人
間
労
働
に
ま
で
還
元
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
次
に
見
る
氏
の
価
値
形

態
論
は
、
こ
の
実
体
な
き
価
値
の
上
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
。
実
体
な
き
価
値
の
よ
に
、
欲
望
表
現
と
し
て
形
成
さ
れ
た
氏
の
価
値
形
態
論
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
処
女
論

文
『
貨
幣
の
必
然
性
一
に
お
い
て
は
、
欲
望
と
い
う
言
葉
そ
れ
自
体
は
で
て
こ
な
い
が
、
相
対
的
価
値
形
態
と
等
価
形
態
の
対
筏
性
を
強

調
す
る
と
い
う
形
で
、
後
の
立
論
に
つ
な
が
っ
て
く
る
萌
芽
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
氏
は
、

ヒ
ル
フ
プ
デ
ィ
ン
グ

『
金
融
資
本
論
』
に
お

け
る
貨
幣
論
に
対
す
る
カ
ウ
ツ
キ
l

の
批
判
を
媒
介
に
し
て
、
自
身
の
所
説
を
展
開
し
て
い
る
・

ヒ
ル
7

7

デ
ィ
ン
グ
は
、
商
品
生
産
社
会
を
、
た
し
か
に
怠
的
所
有
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
交
換
に
よ
っ
て
互
い
に

依
存
し
合
わ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
共
同
社
会
的
側
面
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
.
し
か
し
な
が
ら
、
商
品
生
産

社
会
を
対
象
と
す
る
際
に
は
、
そ
の
『
特
殊
性
に
重
点
を
置
」
い
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ヒ
ル
フ
プ
デ
ィ
ン
グ
は
、
商
品
生
産
を
、
他

の
生
産
様
式
と
『
社
会
」
と
い
う
範
鷹
を
綾
拠
と
し
て
共
通
面
で
と
ら
え
、

一
般
社
会
に
解
消
し
て
い
る
・
こ
の
よ
う
な
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ

ン
グ
の
理
解
は
、
価
値
形
態
論
の
内
容
に
反
映
さ
れ
、

一
商
品
の
価
値
の
他
商
品
の
使
用
価
値
に
よ
る
表
現
は
、

た
と
え
ば
、
第

I
形
態
、

単
な
る
社
会
関
係
の
表
現
と
さ
れ
、
結
果
と
し
て
「
相
対
的
価
値
形
態
と
等
価
形
態
と
の
差
別
は
、
君
過
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ

ηγ
共
通
商
に
対
す
る
に
特
殊
性
、

社
会
関
係
に
対
す
る
に
対
極
性
、

」
れ
が
ヒ
ル
フ
プ
デ
ィ
ン
グ
に
対
す
る
{
予
野
氏
の
批
判
的
論
及

で
あ
る
。
氏
は
、
こ
の
対
極
性
の
内
容
と
し
て
、

相
対
的
価
値
形
態
H
非
直
接
的
交
換
可
能
性
、
等
筒
形
態
H
直
接
的
交
換
可
能
性
を
あ

36 



げ
て
い
る
。
こ
の
契
機
に
つ
い
て
は
、
以
前
、
拙
積
一
で
研
究
ノ
ー
ト
と
し
て
若
干
と
り
あ
げ
た
こ
と
が
あ
一
犯
し
か
し
、
把
湿
の
仕
方
は

か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
商
品
が
直
接
に
は
、
他
の
商
品
と
交
換
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
{
子
野
氏
に
あ
っ
て
は
、
商
品
生
産
関
係
に
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欲
望
の
表
現
た
る
内
容
づ
け
を
与
え
る
契
綾
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
価
値
形
態
治
の
課
題

1
1久
留
間
質
造
投
疫
の
批
評

つ
な
が
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
く
、
氏
の
立
翁
を
符
讃
づ
け
た
所
、
す
な
わ
ち
、
相
対
的
価
値
形
態
に
立
つ
商
品
に
対
す
る
一
方
的
交
換

一
歩
明
確
に
し
、
等
価
形
態
あ
る
い

は
価
値
表
現
と
に
、
価
値
が
表
現
さ
れ
る
商
品
の
所
有
者
に
よ
る
、
交
換
欲
望
の
「
猿
り
よ
が
り
の
宣
町
一
と
し
て
い
る
・
そ
し
て
、
こ

に
答
う
|

|
』
に
お
い
て
は
、

『
貨
幣
の
必
然
性
」

で
対
極
性
の
強
調
に
と
ど
ま
っ
た
こ
の
点
を
、

の
同
一
延
長
線
上
に
、
形
態

I
l
E
l
E
m
t畏
を
意
味
つ
け
、
こ
の
形
態
的
展
開
を
し
て
、
商
品
所
有
者
に
よ
る
交
換
の
希
望
申

し
立
て
が
、
復
軸臥
の
商
品
所
有
者
相
互
の
『
舗
釘
条
件
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
試
練
を
通
じ
て
、
価
値
表
現
が
『
客
観
腕
)
仮
処
を
得

る
過
程
と
し
て
い
る
・

{
予
野
氏
の
立
論
ゆ
旬
、
『
告
直
論
」
お
よ
び

『
径
涜
京
一
諭
』
(
岩
渡
全
書
)
に
お
い
て
は
、

掛
川
極
性
!
価
値
が
表
現
さ
れ
る
商
品
の
所
有
者
に
よ
る
、
交
換
希
望
の
、
独
り
よ
が
り
の
宣
言
、
こ
の
よ
う
な
系
列
で
姿
を
現
し
た

よ
り
詳
細
な
内
容
を
示
し
て
い
る
。

形
想

I
1
・

E 

-Eの
進
展
ζ

い
う
、

す
申
立
の
直
接
的
テ
l
マ
か
ら
す
れ
ば
、

や
品
位
大
さ
れ
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
か
ら
で
は
あ
る
が
、
そ
の
跡
を
追
っ

第二.I! ，i(商品生i!.関係と錨値彩感

て
み
よ
う
・

形
態

I
に
つ
い
て
・

い
ま
、
等
式
b

z

J
〈
国l
t〈
悼
と
お
く
。
こ
の
よ
う
に

4
5・
君
"
、
二
商
品
が
情
宇
佐
関
係
に
お
か
れ
た
俊
処
は
、
氏

に
よ
れ
ば
、
以
下
で
あ
・

1
こ
の
等

42γ
叫
の
所
有
者
が
、
山
山
.
の
汚
行
且
臼
の
忠
志
あ
る
い
は
欲
望
か
ら
は
独
立
し
て
、
白
ら
の
山
町
と

引
き
決
え
に
叫
を
引
き
渡
す
こ
と
を
『
要
九
」
し
て
い
る
、
そ
の
こ
と
を
空
時
す
る
。
こ
れ
は
、
先
に
『
独
り
よ
が
り
の
立
ゴ
』
と
し
た

内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
さ

-
1
3
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
他
方
の
叫
の
所
有
者
は
、
ま
た
別
箇
の
商
品
に
対
し
て
交
換
の
欲
望

d
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、

wtは
叩
川
.
と
『
直
俊
的
に
交
一
換
に
丸
御
』
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
・

W
の
所
有
者
が

wZ希
望
す
れ
ば
、
山
間
一
は
直
疫
に
山
肌
と
『
交
倹
し
う
る
地
位
を
あ
た
え
ら
れ
た
こ
と
に
に
M
P
・

し
か
し
、
逆
に
、

こ
こ
に
は
、
宇
野
氏
に
よ
る
、
形
態

I
に
対
す
る
把
控
の
仕
方
が
明
僚
に
現
れ
て
い
る
・

g
a
l
t
F
と
定
置
さ
れ
る
後
処
は
、

W
の
所

有
者
が
、
老
f
tミ
f
:
:
:
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
価
値
と
は
呉
な
る
、
特
定
の
W

と
い
う
使
用
価
値
を
希
望
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ

こ
で
、

w川
は
、
刊
の
所
有
者
か

W
を
希
望
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
非
直
接
的
交
換
可
能
性
に
と
ど
ま
り
、
叫
の
方
は
、
そ
の
所
有
者

が、

W
と
の
交
換
を
希
盟
す
れ
ば
直
ち
に
実
現
さ
れ
る
か
ら
、
直
倭
的
交
換
可
能
性
の
形
態
を
得
る
の
で
あ
る
・
こ
こ
に
は
す
で
に
、

名
"
l
語
"
の
線
路
に
つ
き
、

W
の
価
値
表
現
と
い
う
も
の
宏
欠
落
さ
せ
、
そ
れ
を
『
欲
望
』
に
お
き
か
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
漠
然
と
し
て
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
行
治
の
控
に
立
ち
戻
る
と

L
て
、
形
悠
E
に
進
も
う
・

形
態

E
に
つ
い
て
・

I
に
お
い
て
、
価
値
形
態
の
対
極
性
、
さ
-
1
毛
悼
の
復
旧
ぬ
を
与
え
た
氏
は
、
そ
の
前
提
の
上
で
、

E
を
と
り
あ
げ
、

同
じ
く
『
欲
望
」
を
内
在
化
し
た
立
諭
を
呈
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

『資
本
諭
』
が
与
え
た
等
式
の
修
正
と
い
う
形
で
現
れ
て
い
る
。
す

な
ら
ち
、

E
は、

『資
本
諭
』
に
よ
れ
ば
、

2
・1
-
r
3・
2
3・
ω
三
r
:
:
:
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

W

に
内
在
す
る
同
じ
価
値
が
、

W
を

除
く
会
商
品
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
式
は
、
氏
に
よ
れ
ば
、
次
の
ニ
つ
の
点
で
欠
陥
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
・

m

一に、

W
の
所
有
者
は
、
必
ず
し
も
、

W
の
一
単
位
の
み
4
仰
望
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
.
た
と
え
ば
、

W
の
二
紙
位
と
W
の
三
単
位

を
交
換
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
.
し
た
が
っ
て
、
毛
'
i
=〈
"
で
は
な
く
て
、

M

名目
lω
毛
悼
と
い
う
式
も
可
能
で
あ
る
・

ま
た
、

『資
本
諭
h

で
は
、
名
"
l
H
¥
記
者
"
と
い
っ
た
式
も
見
ら
れ
る
が
、

W
の
所
有
者
が
、
商
品

W
を
半
分
に
切
断
し
た
も
の
を
希
望
す

る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

『資
本
治
』

は
渓
り
で
あ
る
・
第
二
に
、

W
の
所
有
者
が
、

wを
除
く
全
商
品
の
使
用
価
値
を
一
挙
に
希
望
す
る

と
は
考
え
ら
れ
ず
、
非
現
実
的
で
あ
る
・
右
辺
は
、

W
の
所
有
者
が
希
望
す
る
商
品
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
・

以
上
を
要
約
し
、

と
し
て
は
さ
ら
に
進
ん
で
岨
守
備
形
態
に
立
つ
筒
口
国
の
使
用
価
値
的
制
限
を
な
お
い
ち
じ
る
し
く
受
け
た
も
の
と
理
解
し
た
児
と
し
て
い

る
。
対
極
性
と
い
う
点
で
は
、
ー
に
比
し
若
手
希
薄
化
さ
れ
て
い
る
が
、

W
の
所
有
者
の
質
的
(
何
を
)
量
的
ハ
ど
れ
だ
け
〉
欲
望
は
、

ft. 

形
態

E
に
密
着
し
て
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
・

形
態

E
に
つ
い
て
.
形
態

I
、

E
を
へ
て
、
形
態

E
、
延
い
て
は
貨
幣
形
態
を
内
容
づ
け
る
氏
の
立
愉
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
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い
ま
、
複
数
の
形
態

E
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
さ
-
ー
さ
p

t
と
?
さ
f
:
:
:
。
君
"
l
t
そ
ご
さ
?
さ
f
:
:
:
。
名
曲ー
さ
士
当
時
・
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ぎ
r
:
:
:
。
こ
の
三
式
を
見
直
し
て
み
れ
ば
、

t
そ
ご
者
"
・
4

ぐヘ

W
を
希
望
し
て
い
る
。

の
所
有
者
は
、
い
ず
れ
も
、
共
通
し
て
欲
望
の
対
象
と
し
て
、

一
商
品

:
ー
さ
・
と
な
り
、

こ
こ
に
、
担
設
の
商
品
所
有
者
の
共
通
の
欲
望
の
対
象
た
る
一
商
品
と
い
う
も
の
が
現
れ
、
J
5
・戸
3
・
2
r
・

形
態

E
が
成
立
す
る
。
『
各
商
品
所
有
者
は
、
:
・
・
:
先
ず
一
役
的
に
あ
ら
ゆ
る
商
品
に
対
し
て
百
疑
的
に
交
換
を
要

求
し
う
る
商
品
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
を
表
示
し
、
そ
の
商
品
を
通
し
て
己
れ
の
欲
す
る
商
品
と
の
交
崎氏
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

マ
ル
ク
ス
の

い
わ
ゆ
る
一
般
的
価
値
形
態
を
展
開
す

M
r

か
く
し
て
商
品
は
、

こ
の
よ
う
に
、
形
態

E
が
一
息
成
立
す
る
と
、
哨
守
備
形
態
に
立
つ
商
品
は
、
等
質
性
、
分
割
と
合

一
の
容
易
性
等
、
貨
幣
と
し
て
の

一

般
的
資
格
を
要
請
さ
れ
、
こ
こ
に
貨
倦
形
態
へ
の
移
行
が
現
れ
る
。

以
上
が
、
価
値
に
つ
い
て
は
、

「
同
質
性
」
と
い
う
実
体
な
き
も
の
に
と
ど
め
、
そ
の
上
で
、

I
に
お
け
る
、
宅
-
1
4〈
悼
の
綬
縄
お
よ

び、

I

E

l

E
の
進
展
に
『
人
間

欲
望
』
を
混
入
さ
せ
た
、
{
予
野
氏
の
価
値
形
態
論
で
あ
る。

こ
の
字
野
氏
の
所
践
に
つ
き
、
久
留
間
叡
造
氏
は
、
次
の
よ
う
な
検
討
を
加
え
て
い
る
・
以
下
見
る
と
お
り
、
欲
望
の
問
題
と
価
値
袋

現
の
問
題
は
、
久
留
間
氏
に
あ

っ
て
は
、
{
予
野
氏
の
所
説
の
対
極
に
位
置
す
る
内
容
を
必
ず
し
も
持

っ
て
お
ら
ず
、
後
に
、
武
図
信
照
氏

か
ら
批
判
が
加
え
ら
れ
る
要
因
を
な
し
、
ま
た
、

商品生産関係と笛鐘形忽

と
り
わ
け
さ
-
ー
さ
"
と
い
う
定
式
の
仮
処
を
意
議
し
つ
つ
、
テ
ー
マ

接
近
を
以
後
伏

み
る
、

・本
意
の
視
点
か
ら
見
て
も
、
晶
、
指
疑
問
を
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
し
、
当
面
、
そ
の
点
は
措
き
、
氏
の
立
論
の
跡
を
追
っ
て
λ
ょ
う
・
氏
の
批
判
的
検
討
の
要
点
は
以
下
で
あ
る
。

い
ま
、
改
グ
て
、

タ
ー
さ
"
を
と
り
あ
げ
J
ぅ
。
字
野
氏
に
よ
れ
べ
こ
の
定
式
の
民
犯
は
、

mm
の
所
有
者
が
、
w
川
を
欲
し
て
お
り
、

ょ
っ
バ

l
vの
所
有
者
は
、
必
ず
し
も
w川
を
希
望
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、

帆
の
方
に
は

町
と
直
後
交
換
さ
れ
る
保
証
は
な
い
が

i
l
w
は
W
と
直
接
に
交
嫡
出
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に
求
め
ら
れ
て

い
た
・

第こ.

し
か
し
、

さ
-
ー
さ
"
に
は
、
次
の
二
つ

の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
・
{
予
野
氏
は
、
そ
の
区
別
を
し
て
い
な
い
・

第

一・

岨守備
形
般
の
位

置
に
、
何
故
、
さ
?
を
f
i---
で
は
な
く
、
特
定
の
街
品
W
が
お
か
れ
て
い
る
の
か
、
と
レ
う
問
題
が
あ
る
・

こ
の
点
に
つ
い
て
は、

W

の
所
有
者
が
、

W
の
使
用
価
値
を
欲
望
の
対
象
と
し
た
ゆ
え
で
あ
る
。
こ
の
「
問
題
は
、
相
対
的
価
値
形
態
に
あ
る
商
品
の
所
有
者
の
欲

望
を
考
怠
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
じ
め
て
答
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
欲
望
と
の
関
連
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
答
え

ら
れ
る
』
(
傍
点
は
引
m
E
Y
郷
二・

w
は
、
い
か
に
し
て
W
の
価
値
を
耐
火
現
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
・
こ

こ
で
は
、
も
は
や
、
欲
盟

は
考
慮
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、

W
は
W
を

8
ら
に
等
置
し
、

W
を
価
値
物
と
し
、
よ
っ
て
、

W
は
W
で
自
ら
の
価
値
を
茨
現
す
る
と
い
う

関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
れ
ば
よ

い
.

と
こ
ろ
で
、
上
の
区
別
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
形
態
ー
か
ら
貨
幣
彩
感
へ
の
進
展
に
自
を
向
け
れ
ば
、

さ
-ー
さ
"
は
、

に
よ
る
価
値
表
現
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
欲
望
は
入
っ
て
こ
な
い
.
し
か
し
、
反
面
、

W
は
W

『
所
有
者
の
相
官
人
的

・
特
殊
的
な
欲

望
の
対
象
:
:
:
で
も
あ
る
九
す
な
わ
ち
、
形
惣
ー
は
、

一
面
、

W
の
W

価
値
表
現
と
欲
望
が

a沌
と
し
た
状
態
で
一
体
と
な
っ
て
い
る
・

』
れ
は
形
態

ー
の
限
界
で
あ
り
、
貨
幣
形
態
に
支
で
い
た
っ
て
、
は
じ
め
て
等
筒
形
惣
1
貨
燃
は
、
欲
盟
の
対
象
た
る
位
置
か
ら
解
設
さ
れ
、
価
値
形

胆
は

Zπ
成
』
す
る
こ
と
と
な
る
・
そ
し
て
、
商
品
所
有
者
の
欲
盟
は
、
商
品
・
貨
燃
関
係
が
、
貨
幣
の
流
通
手
段
俊
艇
と
い
う
、
よ
り

具
体
的
な
段
階
で
と
ら
え
ら
れ
、
名
"
ー

の

と

の

l
話
"
に
分
化
し
た
時
に
、

後
者
、
。

l
J
3
に
お
け
る
貨
幣
所
有
者
が
、
特
定
の
使

用
価
値
を
持
つ
W
を
希
望
す
る
と
い
う
形
で
、
再
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
・

ぎ
-
ー
さ
"
に
は
、
事
実
的
に
、

W
の
所
有
者
に
よ
る
W
の
使
用
価
値
の
要
求
と
、
価
値
表
現
と
が
混
在
し
て
い
る
.
ぎ
-
ー
さ
陣
に
は
、

定
式
成
立
の
俊
ぬ
と
し
て
、
欲
望
と
い
う
契
撲
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
ー
か
ら
貨
幣
形
態
に
い
た
る
ま
で
の
形
態
的
進
展
が
必
要
な
の

《

nv

で
あ
る
・
そ
の
意
味
で
、
商
品
所
有
者
の
欲
望
は
、
価
値
形
態
に
と
っ
て
「
異
質
的
な
要
因
』
で
あ
る
・

{
予
野
氏
の
理
論
が
、
価
値
形
態
に
お
け
る
対
極
的
性
絡
、
ー

E 

-E
の
進
展
自
体
を
商
品
所
有
者
の
欲
望
と
い
う
一

線
で
説
い

た
の
に
対
し
、
久
留
間
氏
の
批
判
は
、

話
回1
2
H
に
は
、
価
値
表
現
と
欲
望
の
ニ
系
列
が
ひ
そ
ん
で
お
り
、
そ
れ
が

I
I
L
E
-
-
Eと

い
う
進
展
の
中
で
は
価
値
袈
現
に
純
化
さ
れ
、
欲
望
と
い
う
実
体
的
契
機
は
消
滅
し
て
い
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

40 



久
留
間
氏
の
所
説
に
は
、
前
に
も
ふ
れ
、

ま
た
内
容
の
追
跡
に
お
い
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
日ー
さ
"
を
見
る
際
に
、

欲
望
が
入
つ

41 

て
き
て
お
り
、
も
し
、
宇
野
氏
の
所
説
を
、
欲
望
の
契
機
を
入
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
批
判
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
若
干
の
わ
か
り
に
く

さ
を
残
し
て
い
る
。

す
で
に
欲
望
は
事
実
的
に
現
れ
な
い
、
と
し
た
の
が
、
武
田
信

照
民
で
あ
る
。
民
は
、
さ

-1
5
に
お
い
て
『
価
値
表
現
の
材
料
が
欲
望
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
り
あ
え
ず
問
題
川
一
と
す
る
。

こ
の
点
に
自
を
向
け
、
名
目
l
a
者
"
、
形
態

I
の
前
提
領
綬
に
お
い
て
、

氏
は
、
久
留
間
氏
の
批
判
の
裡
に
、
当
の
批
判
の
対
象
で
あ
る
{
子
野
氏
の
残
湾
を
見
い
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

同
じ
宇
野
氏
の
理
論
に
対
し
、
久
留
間
氏
と
遊
び
尼
寺
義
弘
氏
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
て
い
る
。

第
一
。
字
野
氏
は
、

一
方
で

は
、
『
貨
融
市
の
必
然
性
」

の
と
こ
ろ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
商
品
生
産
社
会
の
特
殊
性
犯
還
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、

価
値
形
想

ι、
使
用
価
値
|
欲
望
を
入
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
、
使
用
価
値
|
欲
望
と
は
、
生
産
関
係
の
特
質
を
さ
し
示
す
も
の
で
は
な

パ
、
そ
の
意
味
で
、
?
野
氏
一
は
、

8
ら
が
語
る
特
然
性
を
、
超
歴
史
的

・
自
然
的
関
係
に
解
消
す
る
も
の
で
ふ
記
。

第
二
。

4
3
l
g
悼
を
、

W
の
所
有
者
に
よ
る
mm
に
対
す
る
欲
望
の
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
も
は
や
、
さ
-
ー
の
の
本
質
が
さ
-
ー
さ
同
で
あ
り
、
問
は

G
で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
商
品
が
貨
幣
で
あ
，。
と
い
う
価
値
形
態
諭
の
主
契
論
点
が
見
怒
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

の
表
現
と
な
り
、
等
価
形
態
の
商
品
の
貨
幣
と
の
同
一
性
が
ま
っ
た
く
見
す
ご
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
一
仰
い
」

「
価
値
表
現
は
欲
望

i6io'1.笠il関係と筒f道)ft悠

久
沼
間
氏
と
は
区
別

さ
れ
る
角
度
か
ら
、
宇
野
氏
の
理
論
内
容
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、

や
や
円
え
さ
に
失
し
た
き
ら
い
が
あ
る
が
、
『
欲
望
の
友
現
と
し
て
の
価
値
形
態
論
」
に
か
か
わ
る
、

{
予
野
氏
の
所
説
の
綴
錦
、

お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
、
久
留
問
、

武
田
、

尼
寺
氏
の
所
況
を
、
『
研
也
九
巾
人
』
的
に
た
ど
っ
て
き
た
・
総
じ
て
、
こ
の
研
冗
巾
ん
を
ふ
り

か
え
っ
て
見
る
降
、

と
り
わ
け
、

久
留
間
氏
の
価
値
友
現
の
独
自
性
の
強
調
、

尼
寺
氏
の
欲
望
日
紐
歴
史
的
、

商
品
が
貨
幣
で
あ
る
こ

'"二..ct

と
の
欠
忍
と
い
っ
た
論
点
を
想
起
す
る
か
ぎ
り
、
『
欲
望
妥
現
と
し
て
の
価
値
形
想
論
』
が
与
え
る
内
容
は
、
『
客
観
」
に
対
す
る
に

主

観
』
、
あ
る
い
は
『
主
観
』
を
『
客
観
』

の
中
に
く
み
こ
む
こ
と
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
り
、

相
互
に
彊
立
し
て
い
る
商
品
全
度
考
が
、

そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
表
象
と
し
て
思
い
浮
か
べ
た
も
の
、
異
な
っ
た
主
観
を
持
つ
商
品
所
有
者
が
交
換
均
裡
に
お
い
て
示
す
、

異
な
っ
た
使

用
価
値
を
持
つ
商
品
に
対
す
る
反
応
の
相
然
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
商
品
生
産
、
価
値
形
態
を
、
感
覚
的
レ
ベ
ル
の
人
聞
の
意
識、

そ
の
よ
う
な
人
聞
の
集
合
に
お
き
か
え
た
も
の
、

と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

上
に
た
ど
っ
て
き
た
、
宇
野
氏
の
立
論
が
、
も
し
、
こ
う
い
う
内
容
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
続
い
て
は
、
『
主
観
」
を
「
客
観
』

に
ひ
き
も
ど
し
、
『
客
観
』

の
中
に
く
み
こ
ま
れ
た
『
主
観
』
を
姶
て
さ
り
、
価
値
形
mm
、

と
り
わ
け
、

ぎ
-
l
t者
"
を
客
観
的
に
経
済
法

則
の
内
に
位
置
づ
け
直
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
で
あ
る
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
か
ぎ
り
、
な
お
、
百
円
び
『
欲
望
の
表
現

第

一
の
論
点
は
、
宇
野
氏
が
、

名
目
ー
さ
悼
を
、

て
こ
の
論
点
を
さ
ぐ
り
だ
す
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
・

W
の
所
有
者
に
よ
る

W
に
対
す
る
交
換
欲
望
の
表
現
と
し
た
点
に
か
か
わ
る
・
氏
は、

と
し
て
の
価
値
形
惣
諭
』
に
立
ち
織
り
、

価
値
形
態
論
を
、
人
間

l
欲
望
と
し
て
、
論
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
「
人
間
』
と
価
値
形
悠
論
の
関
連
が
何
ら
か
の
形
で
意
識

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
宇
野
弘
蔵
編

『資
本
論
研
究
』

I
に
お
い
て
、
降
鼠
節
雄
氏
が
ふ
れ
て
い
る
。
降

嵐
氏
は
、
人
間
の
物
化
と
物
の
人
格
化
、
あ
る
い
は
物
と
人
間
と
い
う
新
し
い
論
点
を
入
れ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

商
品
論
と
は
、
直
祭
に
は
商
品
(
物
)
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
綾
本
に
あ
る
の
は
人
間
関
係
、
物
と
物
と
の
間
に
ひ
そ
む

人
間
関
係
の
研
究
で
あ
る
。
こ
の
原
則
に
従
え
ば
、
価
値
形
態
論
に
お
い
て
、

「
人
間
関
係
」
は
当
然
介
在
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ

人
間

l
欲
望
を
媒
介
と
し
て
い
る
の
は
、
単
に
自
明
の
こ
と
を
理
論
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
@
「
商
品
の
考

察
と
は
、
商
品
と
い
う
H

物
u

に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
た

μ
人
間
関
係
H

の
考
察
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
価
値
形
態
論
に
お
い
て
、
商

品
所
有
者
の
存
在
が
前
揖
比
さ
れ
る
と
レ
う
こ
と
、
そ
し
て
価
値
表
現
に
さ
い
し
て
商
品
所
有
者
の
欲
望
を
媒
介
と
せ
ず
に
は
価
値
関
係
の

把
鐙
は
な
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
は
改
め
て
説
く
必
要
も
な
い
自
明
の
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
(
傍
点
は
引

の
意
味
で
、
宇
野
氏
が
、

用
者
)
。

人
間
関
係
と
価
値
形
態
、
ち
ょ
う
ど
本
意
の
テ

l
マ
に
相
似
し
た
関
係
が
、
こ
こ
に
現
れ
た
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、

43 

問
題
は
、
『
人
間
関
係
」

の
内
容
で
あ
る
う
。
経
涜
的

・
客
観
的
次
元
で
の
人
間
関
係
と
は
、
ま
ず
生
産
関
係
で
あ
ろ
う
・

し
か
し
、
宇
野
氏
が
、
人
間
関
係

1
欲
望

l
価
値
形
態
と
い
う
関
連
で
、
価
値
形
態
を
憎
構
成
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
改
め
て
、
人
間
関

係
を
生
産
関
係
に
限
定
し
、
商
品
生
産
関
係
の
内
容
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
・

第
二
の
論
点
は
、
価
値
と
価
値
形
態
と
の
関
連
で
あ
る
・
先

ι
ふ
れ
た
が
、
氏
の
価
値
形
態
論
は
、
価
値
実
体
な
き
、
川
単
な
る
肉
質
性

と
し
て
の
価
値
請
の
土
俵
の
上
に
展
開
さ
れ
て
い
た
。
氏
の
原
理
論
は
、
商
品

・
貨
幣
は
流
通
論
と
さ
れ
、
価
値
実
体
は
、
資
本
制
段
階

に
お
い
て
、
労
働
力
商
品
が
姿
を
現
し
、
労
働
力
商
品
に
よ
っ
て
商
品
が
鴨
同
封
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
論
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
・
こ
れ

は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
が
、
引
証
し
て
λ
ょ
う
@
た
と
え
ば

『径
済
学
方
法
論
』
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
・
そ
こ
で
は
、
価
値
実

体
の
倹
出
は
、
資
本
制
削
商
品
心
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
り
、
そ
の
前
段
七
る
価
値
形
態
を
対
象
と
す
る
際
に
は
、
価
値
実
体
を
入
れ

る
こ
と
は
、

価
値
形
館
却
を
不
明
暗
噌
ζ

す
る
も
の
で
し
か
な
い
、

と
し
て
い
る
・
『
資
本
家
的
商
品
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
始
め
て
価
値
貌

定
の
纂
礎
を
な
す
一
般
的
人
間
労
働
を
明
確
に
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
価
値
形
思
論
で
は
、
す
で
に
仰
ギ
リ
シ
ャ
社
会
H

の
商
品
経
漢
に

も
共
通
に
治
じ
う
る
彩
感
規
定
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
実
際
ま
た
こ
こ
に
そ
の
価
値
の
実
感
規
定
を
前
提
す
る
こ
と
は
、
却

っ
て
そ

内
幻
》

の
形
態
規
定
を
不
明
確
に
す
る
こ
と
ζ

も
な
る
J

商品生産関係ζ筒f4彩感

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
匂
値
実
体
な
き
価
恒
論
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
も
の
が
、
超
歴
史
的
な
欲
望
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
宇
野
氏
は
、
価
値
唱
え
体
を
前
提
と
し
な
か
っ
七
が
ゆ
え
に
、
形
態
論
に
お
い
て
、
心
理
的
要
因
を
入
れ
ざ
る
を
え
ず
、

ま
た
、
欲
盟
の
契
機
宣
形
態

aで
重
視
し
七
か
ら
こ
そ
、
価
侃
実
体
を
排
除
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
に
も
つ
な
が
り
、
こ
こ

で
価
値
l
価
値
形
明
日
の
進
展
心
つ
い
て
、
再
追
跡
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
・
?
っ
.
こ
の
所
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
田
明
暗
川
作
、
金
子
ハ
ル

ォ、

m図
満
彦
の
各
氏
は
、
次
の
よ
う
な
諭
点
を
呈
示
し
て
い
る
・

5
1
5
ι
お
い
て
、

山町
が
wm
の
所
有
者
に
よ
る
山
川
の
『
欲
部
一
と

第二J:t

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
生
産
カ
変
動
J
L

も
と
づ
く
、
価
値
盆

(
抽
象
的
人
間
労
働
が
対
象
化
さ
れ
た
そ
の
量
〉
と
、
価
低
表
現

つ
ま
り
、

W

H
一
定
、

w
u二
倍
で
あ
れ
ば
、

名
"
!
と
M

毛
"
と
な
る
関
係
、

W

H

の
関
係
は
で
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
・

芝陣
l
tと
陣
は
、

二
倍
、

W

H
一
定
で
あ
れ
ば
、

話
'
i

N
J
者
"
と
な
る
関
係
に
つ
い
て
は
、
も
は
阜
、
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
・

.， 

以
上
、
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
本
節
に
お
け
る
、
研
究
史
の
概
観
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
、
『
主
観
』
か
ら

『
客
観
」

へ
の
回
怖
を
試
み

る
こ
と
、

よ
り
具
体
的
に
は
、
人
間
関
係
を
生
産
関
係
に
還
元
し
、
商
品
生
磨
関
係
を
見
直
す
こ
と
、

お
よ
び
、
価
低
か
ら
価
値
形
態
へ

の
転
化
心

i
ー
さ
"
l
t
d
同
あ
る
い
は
名
"
1
0
に
|
|
再
び
自
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
点
は
、
そ
の
ま
ま
次
節
の

問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
・

商
品
生
産
関
係
と
価
値
形
態

客
観
的
経
済
法
則
を
さ
ぐ
り
だ
す
と
い
う
、
そ
の
限
り
で
は
、
ご
く
一
般
的
な
指
針
を
お
き
、
価
値
形
態
論
に
綾
近
し
て
い
く
時
、
と

り
わ
け
、
前
節
の
研
究
史
の
追
跡
か
ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
視
角
は
、
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、

ω
「
商
品
生
産
関
係
』
を
人
間
関

係
の
主
軸
に
鋸
え
、
そ
の
内
容
を
さ
ぐ
り
だ
す
こ
と
、

ω価
値
か
ら
価
値
形
惣
へ
の
進
展
に
目
を
向
け
る
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
っ
た
・

そ
こ
で
以
下
、

ー
で
は
、
『
商
品
生
産
関
係
」
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
い
.

商
品
生
産
関
係
の
内
的
契
岨
慨
を
さ
ぐ
り
だ
す
作
業
を
通

し
て
、

2
へ
の
織
わ
た
し
を
行
う
こ
と
、
そ
れ
が
課
題
で
あ
る
・

2
で
は
、
価
値
|
価
値
形
態
と
い
う
系
列
を
意
滋
し
な
が
ら
、
直
接

に、

『
要
綱
』
、
『批
判
』
、

『学
悦
史
』、
す
な
わ
ち
『
初
期
マ
ル
ク
ス
』
を
す
で
に
背
後
に
据
え
、
限
前
に

『
資
本
輸
』
を
見
据
え
る
時
期

に
属
す
る
古
典
を
ふ
り
か
え
り
、
価
値
|
価
値
形
態
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
ひ
そ
む
で
あ
ろ
う
商
品
生
産
関
係
に
つ
き
、
示
唆
す
る
と
こ

ろ
を
ひ
ろ
い
あ
げ
て
い
き
た
い
・

ー
で
得
ら
れ
る
予
定
の
商
品
生
産
関
係
に
つ
い
て
の
内
的
契
畿
が
、
古
典
を
素
材
と
し
て
寄
付
規
定
さ
れ
、

よ
っ
て
価
値

i
価
値
形
惣
と
い
う
系
列
の
必
然
性
が
、
も
し
魯
見
で
き
れ
ば
、
本
意
の
課
題
は

i
lた
と
え
不
充
分
さ
を
多
4

持
っ
て
い

る
と
し
て
も

l
lほ
ぼ
み
た
さ
れ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
前
節
と
の
か
か
わ
り
で
言
い
換
え
れ
ば
、
以
上
の
指
針
の
下
で
の
検
討

は
、
自
ら
、

欲
望
表
現
と
し
て
の
価
値
形
態
論
、

人
間
関
係
と
価
値
形
態
と
は
、

区
別
さ
れ
た
価
値
形
態
論
が
|
|
価
値
表
現
、

42
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者同・
4

そ-
ー
の
の
綬
畑
ぬ
と
い
う
限
ら
れ
た
窓
口
か
ら
と
ま』

い
え

l
!現
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

4S 

1 

『商
品
生
産
関
係
」
に
つ
い
て

『
商
品
生
産
関
係
」

あ

る

い

は

「

初

期

マ

ル

リ

ヰ

ロ

九

日

ハ

じ

れ

わ

十

れ

は

q
m
v
u
一日い
U
1十
日

日

付

九

勺

十

刊

誌

し
て
き
た
諸
論
者
を
と
り
あ
げ
、
内
容
に
接
近
を
し
て
い
き
た
い
。

最
初
に
、

一
で
も
関
説
し
た
降
銃
民
と
共
に

『資
本
論
研
究
』
に
参
加
し
て
い
る
大
内
秀
明
氏
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
氏
ら
な
、
『
人

{
子
野
氏
の
立
論
に
、

人
間
関
係
と
価
値
形
態
と
い
う
枠
組
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
大
内
氏
の
、
「
商
品
生

産間
関関
係・係

にを
つ前
い面
て に
の据
とえ
ら 、

え

方
を
き

っ

商
品
生
産
社
会
は
、
奴
隷
制
、
農
奴
剣
の
よ
う
な
こ
閣
の
独
立
し
た
社
会
情
成
体
を
成
す
も
の
で
は
な
い
。
し

い

川

口

げ

れ

い

勾

九

日

け

い

ロ

ド

リ

関

係

と

呼

ぶ

の

は

、

「非
常
に
不
明
確
な
慣
を
含
み
、
『
階
級
し
れ
七
十
九
九
九
九

」
れ
が
氏
の
主
袈
で
あ
る
。

一
社
会
梅
成
体
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
生
産
関
係
と
い
う
擬
念
は
適
用
で
き
な
い
・

商品生&関係と fllj鑓~.tII第二~

単
な
る
人
聞
に
お
き
か
え
て
い
る
と
い
う
論
点
は
、

極
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
」

「
人
間
関
係
』
は
、
『
生
節
聞
係
』

た
-
と
が
、
よ
り
は
っ
き
り
と
す
る
。
先
に
示
唆
し
た

、
客
観
的
経
決
法
則
を
、
そ
れ
以
外
の
も
の
、

た
も
の
と
し
て
の
、
人
間
関
係

l
人
間

・
欲
望
|
価
償
形
態
と
い
う
シ
£

l

7
に
お
け
る

一
に
お
け
る
降
庶
民
の
言
及
点
を
想
起
し
、
上
の
大
内
氏
の
舟
嫡
と
つ
き
あ
わ
せ
て
見
れ
ば

、
{チ
野
・
性
阿
波
・

大
内
氏
を
あ
わ
せ

グ〉

芹f

よ
り
明
確
な
復
旧
関
を
も
っ
て
再
び
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

間
後
の
観
点
か
ら
、
大
内
秀
明
氏
は
、
商
品
生
産
H
私
的
所
有
と
社
会
的
分
菜、

に
お
け
る
、

社
会
的
分
業
に
自
を
向
け
、
商
品
生
産

関
係
に
対
し
て
否
定
的
判
断
を
く
だ
し
て
い
る
。
氏
が
言
及
す
る
と
こ
ろ
は
以
下
。
も
と
も
と
、
商
品
論
に
お
い
て
は
、
価
値
と
使
用
価

値
の
峻
別
が
、

一
必
要
事
で
あ
っ
た
@
と
こ
ろ
が
、
商
品
生
産
に
お
い
て
、
社
会
的
分
業
か
ら
価
値
を
規
定
す
れ
ば
、
使
用
価
値
的
な
も

いの
でで
ああ
るる
う3i社
1v会

主努
ヘ業

意ぞ
味
が
と
り

〈
L、
yぅ:

価
値
の
中
に
混
入
す
る
こ
と
と
な
り
、
価
値
と
使
用
価
値
の
区
別
と
い
う
こ
と
と
、
「鉱
触
せ
ざ
る
を
え
な

氏
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。
術
品
関
係
と
は
、
自
然
に
対

す
る
に
、
社
会
関
係
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
商
品
生
産
関
係
の
一
一
級
住
を
な
す
、
社
会
的
分
業
と
は
、
使
用
価
値
の
質
的
制
限刊
に
も

と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
自
然
的
要
因
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
も
の
宏
、
社
会
関
係
の
範
陽
に
入
れ
て
く
る
こ

と
は
、
価
値
と
使
用
価
値
の
峻
別
と
い
う
前
祭
を
ほ
り
く
ず
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
・

だ
し
か
に
、
大
内
氏
の
き
う
よ
う
に
、
社
会
的
分
業
は
、
使
用
価
値
の
質
的
差
異
を
内
包
し
て
お
り
、
使
用
価
値
的
側
面
を
含
ん
で
い

る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
私
的
所
有
と
社
会
的
分
業
と
い
っ
た
場
合
、

氏
の
如
く
、
社
会
的
分
業
を
別
箇
に

と
り
あ
げ
、
使
用
価
値
か
価
値
か
、
と
い
っ
た
基
継
を
入
れ
て
判
判
断
し
て
い
く
と
い
う
点
に
は
、
疑
問
が
残
る
。
商
品
生
産
関
係
の
内
的

契
燥
に
つ
き
、
そ
の
内
的
契
機
自
体
の
相
互
関
係
を
、

い
か
に
規
定
す
る
か
は
、
メ
イ
ン
テ
!
?
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
詳
し
く
は

見
な
い
が
、
社
会
的
分
業
と
い
っ
て
も
、
怠
的
所
有
に
篠
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
使
用
価
値
の
質
的
差
異
を
前
提
と
す
る
、
私
的
所
有

相
互
の
特
有
の
関
係
を
内
包
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
上
は
、
商
品
生
産
関
係
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

商
品
生
産
関
係
を
肯
定
し
、
か
つ
商
品
生
産
を
前
資
本
制
的
段
階
に
存
在
し
た
一
時
代
と
し
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
、
商
品
生
産
関
係

を
位
置
づ
け
た
の
は
、
大
島
雄
一
氏
で
あ
る
。
民
は
、
大
塚
久
雄
氏
〈
『近
代
欧
州
経
済
史
序
説
』〉
、
高
橋
季
八
郎
氏
(
『近
代
社
会
成
立

史
論
』)
の
経
済
史
研
究
に
依
犯
し
つ
つ
、

中
産
的
生
産
者
層
が
存
在
し
た
一
時
代
を
確
認
し
、

そ
れ
を
本
来
的
商
品
生
産
段
階
と
位
置

づ
け
る
。
単
純
商
品
生
産
段
階

l
l
資
本
創
生
産
段
階
と
い
う
系
列
で
、
氏
は
、
商
品
生
産
と
資
本
制
を
、
前
者
か
ら
後
者
へ

と
継
起
す

本
来
的
商
品
生
産
の
第
一
段
階
で
あ
る
単
純

旬。、
歴
史
の
二
つ
の
段
階
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
資
本
の
生
成
過
程
の
理
論
的
再
嫌
成
は
、

46 



内お
v

商
品
生
産
か
ら
、
そ
の
第
二
段
階
で
あ
る
産
笑
資
本
主
護
段
階
へ
の
発
展
の
法
則
性
の
解
明
を
な
す
と
い
え
る
』
(
傍
点
は
引
用
者
)
。

47 

大
島
氏
の
如
く
、
歴
史
上
の
二
段
階
と
し
て
、
商
品
生
産
を
位
置
づ
け
て
は
い
な
い
が
、
同
じ
く
、

商
品
生
産
か
ら
資
本
制
へ
の
転
化
を
説
い
た
の
は
、
平
田
市
明
氏
で
あ
る
。
氏
は

『
市
民
社
会
と
社
会
主
義
』
に
お

い
て
、
商
品
・
貨
幣

庭
済
と
資
本
矧
生
産
と
の
関
係
に
つ
き
、
前
者
を
「
市
民
的
生
産
機
式
」
と
燭
み
、
資
本
創
生
産
様
式
は
、
市
民
的
生
産
同
僚
式
の
「
対
等

な
鏡
&
T
』
関
係
を
通
し
て
、
『
怠
的
所
有
の
不
平
等
を
促
進

・
激
成
』

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
、

と
し
て
い
る
・

一
一
種
の
継
起
す
る
関
係
と
し
て
、

商
品
生
産
を
、
資
本
舗
生
産
か
ら
抽
出
し
、
独
自
的
対
象
と
し
て
い
る
点
で
よ
、
先
の
、
降
館
、

大
内
氏
の
理
解
と
は
区
別
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
・
し
か
し
、
継
起
・
転
化
す
る
こ
段
階
と
い
う
把
握
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
残
る
。
こ
の
よ
う
に
、
商
品
生
産
を
簿
め
ば
、
資

本
創
生
産
の
基
礎
過
程
と
し
て
商
品
生
産
を
把
援
す
る
こ
と
は
、
国
後
と
な
り
、
ま
た
、
や
や
も
す
れ
ば
、
商
品
生
産
を
無
矛
盾
的
な
も

の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
平
図
氏
の
、
市
民
社
会
H

-
対
等
な
鏡
争
」
と
い
う
等
式
を
見
れ
ば
、
こ
の
点
は
、
明

誠
に
現
れ
て
い
る
・

商
品
生
産
に
お
片
る
対
等
な
人
間
関
係
が
、

鏡
今
'
」
よ
り
、
『
不
平
等
」
な
資
本
舗
に
転
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
平
棺
ぎ
か
ら
『
不
平
等
』
に
逆
転
す
る
こ
と
ζ

な
る
。

資
宇
品
制
の
基
礎

・
土
台
と
し
て
の
商
品
生
産
関
係
、
資
本
制
の
矛
居
を
、
基
礎
過
程
の
次
元
で
、
す
で
に
内
包
し
て
い
る
も
の
と
し
て

商品生.&関係と鋪{竃M惣

の
、
商
品
生
産
関
係
、
こ
の
二
つ
の
契
機
を
欠
苦
さ
せ
て
い
る
交
で
、
本
来
的
商
品
生
産

i
i
資
本
制
生
産
、
あ
る
い
は
、
市
民
的
生
産

後
式

e

資
本
創
生
産
と
し
て
、
商
品
生
産
を
掴
む
の
は
首
肯
し
が
た
い
。

降
飯
氏
ら
の
、
商
品
生
澄
関
係
と
ρ
う
媛
念
自
体
の
否
定
、
あ
る
い
よ
、
+
、
門
川
氏
ら
の
、
資
本
制
の
前
段
的
位
町
づ
け
に
お
け
る
商
品

径
済
、
こ
れ
ら
ζ

は
区
別
さ
れ
る
内
容
で
、
と
り
わ
け
、
資
V
枠
制
生
成
mh
鼠
に
お
占
け
る
、
現
役
か
ら
本
質
へ
、
本
質
か
ら
現
後
へ
と
レ
ぅ
、

上
向

・
下
向
の
往
復
、
こ
の
よ
う
な
方
法
的
自
覚
を
据
え
、
『
生
産
関
係
』
に
婆
近
し
た
の
が
、
吉
原
泰
助
氏
で
あ
る
・
氏
は
、
『
議
座
賢

第二.

本
論
の
研
究
』

第
二
巻
に
お
い
て
、
『
生
鐙
関
係
分
析
と
し
て
の
商
品
論
』
な
る
悠
力
的
な
テ
!
?
で
、

論
究
を
行
っ
て
い
る
・
以
下
、

た
ど
っ
て
み
よ
う
・
氏
は
曾
う
・

本
質

現
象
、

あ
る
い
は
抽
象
|
具
体
と
い
う
方
法
そ
据
え
、

資
本
創
生
獲
を
、
『
生
産
関
係
』
と
い

う
益
噂
か
ら
見
れ
ば
、
生
産
関
係
自
体
も
、
始
象
的
生
産
関
係
か
ら
、
具
体
的
生
湾
関
係
へ
と
、
上
向
し
て
い
く
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な

E
い
・
具
体
的
に
は
、
商
品
生
産
関
係
全
原
基
的
』
生
産
関
係
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
は
『
靖
的

h

生
療
関
係
、
資
本
・
土
地
所

有
下
係
等
は
『
副
次
的
』
生
産
関
係
と
い
う
、
上
向
的
諸
契
機
と
し
て
、

2
さ

れ

ね

ば

三

三

ぶ

っ

て

、

E

一
司
法
才
一

と
は
、
同
一
の
資
本
舗
生
産
憎
株
式
を
、
抽
象
か
ら
具
体
へ
と
官
骨
骨
に
把
位
す
る
、
そ
の
最
も
纂
底
的
関
係
に
ほ
か
な
ら
な

L
ι
ι

は
、
先
行
す
る
諸
践
を
は
る
か
に
超
え
る
水
継
に
お
い
て
、

氏
が
教
え
る
指
針
は
、
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
き
た
い
.

『
商
品
生
産
関
係
』

の
適
確
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
吉
原

こ
う
・
商
品
生

E
b
z
一
つ
の
生
産
関
係
と
し
七
上
で
、
そ
の
内
容
を
、
怠
的
所
有
に
求
め
た
治
者
に
、

そ
れ
で
は
、
資
本
創
生
産
禄
式
に
お
け
る
、
も
っ
と
も
始
匁
的
次
元
に
お
け
る
生
産
関
係
、
商
品
生
序
関
係
の
内
的
契
機
に
入
っ
て
い

た
と
え
ば
、
山
本
二
三
九
氏
が
い

る
P

弘
的
所
有
と
い
う
生
産
関
係
の
下
で
、
労
働
生
産
物
は
商
品
形
態
を
と
る
・

『
賢
太
論
』
冒
頭
の
商
品
論
は
、

し
て
の
商
品
を
考
察
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
・
『

t
b牢
じ
い
ト
台
骨
骨
骨
に
♂
て
:
:
・
〈
そ
こ
で
の
|
引
用
玄
基
本
的
な
経

続
法
則
の
究
明
は
、
こ
の
商
品
形
態
に
つ
い
て
ま
ず
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぱ
」
(
堵
白
川
は
引
用
者
づ
こ
の
、
山
本
氏
に
お
け
る
、

こ
の
よ
う
な
も
の
と

は
、
は
た
し
て
、
怠
的
所
有
の
み
を
お
さ
、
そ
れ
を
『
生
産

弘
的
所
有
H
生
産
関
係
と
い
う
と
ら
え
方
に
つ
・
き
、
疑
問
と
な
っ
て
く
る
の

関
係
』
と
で
き
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
・
た
し
か
に
、
こ
れ
を
、
弘
的
所
有
向
土
の
関
係
と
い
い
直
せ
川

か
も
し
れ
な
い
・
ま
た
、
私
的
所
有
を
排
他
的
支
配
婦
と
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
『
他
人
」
と
は
区
白
か
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

1
自

一
つ
の
関
係
概
念
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
・
し
か
し
、
単
に
怠
的
所
有
に
と
ど
ま
る
カ
き
り
、

一
つ
の
生
産
関
係
で
あ
る

己
』
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
く
る
か
ら
、

『
関
係
』
と
い
う
側
面
は
、
背
後
に
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
い
、
む
し
ろ
『
関
係
』
と
は
逆
の
、
『
革
立
』
的
色
調
の
み
に
、
統
一
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
と
な
る
・
私
的
所
有
と
は
、
文
字
通
り
単
な
る
忍
的
所
有
で
あ
り
、
そ
の
相
互
関
係
さ
え
、
含
ま
れ
て
い
な
い
・
こ
の
よ
う
な
内

容
に
、
『
生
産
関
係
』
と
い
う
規
定
を
与
え
る
こ
と
は
、
疑
袈
な
し
と
し
な
い
・
関
係
概
念
な
き
怠
的
所
有
は
、
『
生
産
関
係
』
に
は
な
じ

‘s 

ま
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。



関
係
概
念
に
意
を
注
ぎ
つ
つ
、
生
産
関
係
に
、
接
近
し
た
の
は
、
杉
原
四
郎
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
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『経
済
原
論

I
』
に
お
い
て
、
生
産

【
苅
》

関
係
を
、
広
還
と
狭
裳
の
ニ
同
僚
に
分
け
、
広
義
に
お
け
る
生
産
関
係
を
、
分
業
を
そ
の
一
環
と
し
て
含
む
『
生
産
に
お
け
る
人
間
関
係
』

と
し
、
狭
義
心
お
け
る
生
産
関
係
を
、
『
生
産
手
段
の
所
有
関
係
』
と
す
る
・
さ
ら
に
、
社
会
発
展
史
を
後
野
に
入
れ
て
き
た
段
階
に
お

い
て
、
生
産
関
係
の
『
基
本
型
」
と
し
て
、
次
の
三
つ
を
あ
げ
る
。

一
つ
は
、
生
産
手
段
を
共
有
す
る
も
の
で
『
共
同
関
係
』
、
他
の
二
つ

割
払
有
を
前
提
し
た
上
で
の
、
『
交
倹
関
係
」
と
『
階
級
関
係
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
商
品
生
産
に
か
か
わ

は

上
の
共
有
に
対
す
る
に
、

っ
て
く
る
の
は
、
『
交
換
関
係
」

で
あ
ろ
う
。
氏
は
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
交
換
関
係
に
、
生
産
関
係
の
一

要
素
た
る
位
置
づ
け
を
与
え

一
一
種
の
『
矛
盾
』
す
る
契
後
、
相
互
依
存
と
、
相
互
排
除
の
二
つ
の
契

『
生
産
手
段
の
怠
有
者
向
志
の
間
に
、
相
互
的
依
存
関
係
と
排
他
的
対
立
関
係
と
の
矛
盾
を
平
和
的
対

等
的
に
解
決
す
る
と
こ
ろ
の
交
換
と
い
う
社
会
関
係
:
:
:
が
成
立
す
る
。
交
換
関
係
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
生
産
手
段
の
私
有
者
同

志
の
聞
に
な
り
た
つ
生
盆
関
係
の
一
種
で
あ
る
』
〈
傍
奇
は
引
綱
審
}
。
彰
源
氏
の
、
商
品
生
産
関
係
把
僅
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
は
、
氏
が
、
依

て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
氏
は
、
交
換
関
係
の
内
容
に
つ
き
、

機
か
ら
な
る
も
の
と
し
て
い
る
・

存
と
対
立
と
い
う
、
表
面
的
に
は
互
い
に
相
容
れ
ず
、
互
い
が
他
を
排
除
し
あ
う
こ
契
機
を
、
と
も
に
存
在
す
る
も
の
と
し
、
荷
者
の
並

置
に
商
品
生
産
関
係
の
『
矛
盾
」
を
見
い
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
・
山
本
二
三
丸
氏
が
、
単
な
る
怠
的
所
有
と
し
た
、
そ
の
限
界
を

筒.r..生11関係と錨健R張感

の
り
こ
え
た
も
の
で
あ
る
う
。

商
品
生
産
関
係
の
内
的
契
機
に
つ
き
、
杉
原
氏
が
う
ち
だ
し
た
内
容
は
、
他
の
論
者
に
あ
っ
て
も
、
角
度
を
か
え
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

尾
協同
芳
'
山
畑
氏
は
、
こ
の
矛
盾
を
『
生
主
』
の
次
元
で
と
ら
え
、
商
品
生
産
は
、
忍
的
生
産
と
社
会
的
生
庫
、
こ
の
互
い
，
」
互
い
を
存
定
し

合
う
丙
契
抽奴
島
志
向
時
に
含
ん
で
お
り
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
、
商
品
生
串
版
社
会
，
h

お
け
る
、
銭
争
・

磁
立

・
自
主
性

-n山
鋭
を
、
深
部

で
規
定
す
る
も
の
、
と
い
う
・
『
こ
の
社
会
的
生
産
と
忍
的
生
産
と
の
矛
盾
か
ら
生
じ
る
運
動
の
形
式
は
、
個
々
の
商
品
所
有
者
の
あ
レ

だ
の
続
争
で
あ
り
、
前
払
的
生
産
の
無
政
府
的
開
脱
会
を
介
し
て
の
社
会
的
生
澄
の
進
行
で
あ
る
』
(
傍
点
は
引
用
者
三
さ
ら
に

、
ア
・
エ
ム

・

第二.t

コ
l
ガ
ン
に
あ
っ
て
は
、
尾
崎
氏
に
お
け
る
「
生
産
」
は
「
労
働
」
次
元
で
掴
ま
れ
、
商
品
生
産
に
お
い
て
は
、
前
払
的
労
働
と
社
会
的
労

働
、
こ
の
互
い
に
な
じ
ま
な
い
、
対
立
的
契
一
援
が
統
一
さ
れ
、
『
対
立
の
統
ゴ
で
あ
る
と
し
て

い
る
・

ま
と
め
て
み
れ
ば
、
『
商
品
生
産
関
係
』
に
つ
い
て
の
研
究
史
は
、
次
の
こ
と
を
数
え
て
い
る
・
①
生
産
関
係
を
、
『
人
間
関
係
』
に
変

い
ま
、
度
外
視
す
れ
ば
、
商
品
生
産
関
係
は
、
資
本
制
の
前
提
で
は
な
く
、
同
じ
資
本
制
酬
の
、

且取
も
抽
象
的

rく
、
栂
互
排
除
と
闘
相
互
連
関
、
弘
的
生
産
と
社
会

な
次
元
に
お
け
る
波
定
で
あ
る
・
②
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
川
唱
に
弘
的
所
有
で
は
£

換
す
る
と
い
っ
た
立
渇
を
、

的
生
産
、
私
的
労
働
と
社
会
的
労
働
と
し
て
、

一
つ
の
関
係
概
念
を
入
れ
て
、
互
い
に
排
除
し
あ
う
こ
つ
の
契
機
の
笠
存
、
そ
こ
に
内
包

す
る
矛
盾
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
、
こ
の
二
点
で
あ
る
@
こ
の
よ
う
な
示
唆
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
以
下
、
古
典
を
蒋
追
跡
す
る
作
業
に

入
っ
て
い
き
た
い
.

. 2 

商
品
生
産
関
係
と
価
値
形
態

ー
に
お
け
る
、

『
商
品
生
産
関
係
」
と
の
か
か
わ
り
を
意
滋
し
つ
つ
、
こ
こ
で
は
、
古
典
に
素
材
を
ボ
め
、
価
値
、
価
値
形
態
に
つ
い

て
、
そ
の
示
唆
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、

ひ
ろ
い
あ
げ
て
い
き
た
い
.

一
八
六

O

な
お
、
素
材
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
初
期
マ
ル
ク
ス
』
を
へ
、
そ
の
上
に
立
ち
、

『資
本
治
』
に
結
実
し
て
い
く
、

年
前
後
の
段
階
に
求
め
ら
れ
る
.

と
す
れ
ば
、

さ
し
あ
た
っ
て
の
主
要
素
材
は
、
二
八
五
七

l
五
八
年
の
経
済
学
草
積
」
〈
『経
済
学
批

判
要
綱
』、
『要
綱』
〉
『
貨
幣
意
」
で
あ
ろ
う
・

た
と
え
ば
、

ロ
マ
ソ

・
ロ
ス
ド
ル
ス
キ
ー
は
、
価
値
形
態
論
の
課
題
を
、
商
品
関
係
の
狸

に
、
貨
幣
を
見
い
出
す
こ
と
に
お
き
、

『要
綱
』
v
一
ト
ペ
の
萌
芽
を
見
い
出
し
て
い
る
・
『
『草
案
』

こ
う
し
た
問
題
に
つ

い
て
の
解
答
が
見
い
だ
さ
れ
る
J

の
な
か
に
も
、

す
で
に
本
質
的
に
は
、

『要
綱
』
で
は
、
諸
問
品
生
産
関
係
に
裏
付
け
ら
れ
た
、
価
値

l
i
貨
幣
の
必
然
性
に
つ
い
て
、
ダ
リ
モ
ン
、
グ
レ
ー
の
、

貨
幣
抽
付
岨
恨
の

廃
止
、
『
時
間
紙
券
』
の
批
判
を
通
じ
て
、
考
察
さ
れ
て
お
り、

価
偲
形
態
の
客
観
的
侵
犯
が
う
か
が
わ
れ
る
.

そ
の
跡
を
追
っ
て
い
き

.. 
、.

必
ず
れ
r

‘、

5。
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ダ
リ
モ
ン
の
理
論
は
こ
う
で
あ
る
・
い
ま
、
貨
幣
と
の
か
か
わ
り
で
、
銀
行
を
と
り
あ
げ
て
み
れ
ば
、
現
在
の
銀
行
は
、
奇
妙
な
行
動

を
と
っ
て
い
る
・
銀
行
が
、
も
し
社
会
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
恐
慌
時
等
、
社
会
が
も
っ
と
も
貨
幣
を
必
要

と
し
て
い
る
時
に
は
、
利
子
率
を
下
げ
、
貸
併
を
供
給
す
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
事
実
は
逆
で
あ
る
。
銀
行
は
、
ち
ょ
う
ど
、
商
品

に
対
す
る
需
要
が
た
か
ま
る
時
に
、
商
品
所
有
者
は
、
価
格
を
下
げ
ず
、
逆
心
高
価
俸
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
得
を
あ
げ
る
よ
う

に
、
社
会
が
貨
併
を
必
要
と
し
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
時
ζ

、
利
子
率
を
上
げ
、
供
給
制
限
を
行
い
、
『
公
衆
が
銀
行
の
奉
仕
を
も
っ
と
も

必
要
と
す
る
ι

ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
、
公
衆
の
奉
仕
を
こ
ば
む
」
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
貨
併
は
、
社
会
に
お
け
る
唯
一
の
流
通
手
段
た
る
符
徳
的
地
位
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
符
慣
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
銀
行
は
、

貨
幣
需
要
に
穏
反
す
る
行
動
を
と
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
恐
慌
激
化
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
・
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
、
こ
の
不
線

合
を
除
去
す
る
に
は
、
銀
行
を
し
て
、
こ
の
よ
・
コ
な
効
果
を
お
こ
さ
し
め
る
『
貨
幣
等
地
借
」
を
廃
止
す
れ
ば
よ
い
.
あ
る
い
は
|
|
以
下
、

グ
レ

1
1
1銀
行
は
、
貨
幣
に
か
わ
る
に
、
商
品
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
労
働
時
間
を
直
接
に
表
示
す
る
『
時
間
紙
券

3
z
z
g
N
2
5』

を
発
行
し
、
各
商
品
生
産
者
の
商
品
と
直
接
に
交
換
を
し
、

つ
ま
り
全
商
品
に
、
直
悼
欲
的
交
換
を
保
証
し
、

よ
っ
て
、
貨
幣
性
絡
を
全
商

品
に
与
え
、
貨
幣
の
特
績
を
廃
止
す
れ
ば
よ
い
.

以
上
が
、
ダ
d
モ
ン
あ
る
い
は
グ
レ
ー
の
『
貨
幣
廃
止
論
』
で
あ
る
・
後
ら
は
、
商
品
生
産
の
矛
盾
を
貨
幣
峰
村
地
備
に
求
め
、
そ
の
解
決

商品生il.関係と鏑caWll里

を
、
貨
幣
の
廃
止
の
一
線
に
収
飲
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
立
治
が
叡
ぬ
を
持
つ
た
め
に
は
、
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
、
商
品
と
貨
幣
に

つ
い
て
の
倹
討
が
、
不
可
避
と
な
っ
て
く
る
で
あ
る
う
・
そ
こ
で
も
し
、
貨
幣
定
在
の
俊
ぬ
が
、
商
品
経
済

・
商
品
に
あ
る
こ
と
が
実
証

さ
れ
る
な
ら
ば
、
ダ
リ
モ
ン
、
グ
レ
ー
は
、
物
也
事
化
さ
H
U

た
貸
借
川
刊
「
物
』
に
対
象
を
限
定
し
、
生
度
関
係
を
見
る
べ
き
と
こ
今
に
『
物
」

の
み
を
見
、
筋
ち
が
い
の
武
み
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
う
・
同
時
に
|
|
ぷ
節
の
テ
ー
マ
と
の
か
か
わ
り
で
は
|
|
貨
燃
の
必
然
性
と

第二.

h主、

商
品

l
価
値
、

そ
の
奥
に
あ
る
商
品
生
道
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
『
貨
幣
の
廃
止
」
と
は
、
『
物
の
廃
止
」
で
は
な
く
て
、
『関

係
の
廃
止
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
、
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
・

ダ
J
モ
ン
、
グ
レ
ー
の
理
論
を
、

一
歩
立
ち
入
っ
て
見
直
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

つ
き
あ
た
る
の
は
、
彼
ら
が
、
貨
融
市
崎
付
砲
の
廃
止
を
、

し
か
し
、
恐
慌
を
、
価
値
の
『
減
耐
〕
と
掴
む
な
ら
ば
、
恐
慌
は
、
貨
幣

恐
慌
の
除
去
の
必
須
の
条
件
と
し
て
あ
げ
て
い
る
点
で
あ
る
・

を
捨
象
し
て
も
、
商
品
と
商
品
と
の
関
係
、
交
換
価
値
の
レ
ベ
ル
に
、
す
で
に
そ
の
可
俊
性
が
あ
る
・
た
と
え
ば
、
殺
物
が
不
足
し
、

し

他
商
品
と
受
換
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
他
商
品
の
側
聞
か
ら
す
れ
ば
、
同
一
単
位
の
商
品
と
交
換
さ
れ
る
燃
物
の
置
が
減
少
す
る
の
で
あ
る

た
が
っ
て
、
同
一

盆
の
穀
物
が
、
以
前
に
比
し
、

よ
り
高
い
儲
絡
で
示
さ
れ
る
と
し
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
同
一

量
の
殺
物
は
、

よ
り
多
い

か
ら
、
減
価
す
る
で
あ
ろ
う
・
ま
た
、

い
ま
点
、
汚
物
と
よ
り
多
く
の
商
口
聞
が
交
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
商
品
同
士
の
交
換
量
は

他
商
品
と
の
交
換

ι供
せ
ら
れ
る
商
品
寺
山
削
減
し
、
『
資
本
の
生
産
性
の
減

am
が
生
じ
る
・
恐
慌
は
、
た
と
え
貨
幣
を
俳

低
下
し
、

除
し
て
も
、

需
給
バ
ラ
ソ
ス
を
基
継
と
・
ゆ
て
生
じ
る
。
『
恐
慌
は
貴
金
印
刷
だ
け
が
他
の

《

H

三

指
商
品
に
対
立
し
て
真
正
の
価
値
を
も
つ
こ
と
か
ら
お
こ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
J

商
品
生
産
の
基
礎
上
で
は
、

生
産
l
交
換
価
恒

』
れ
は
、

貨
幣
が
あ
る
が
ゆ
え
に
恐
慌

そ
の
地
平
で
す
で
に
、
恐
慌
は
伏
在
し
て
い
る
と
し
、
矛
盾
を
、
物
と
し
て
の
貨
幣
で
は
な
く
、
価
値
関
係
に
求
め
、

た
と
え
、
他
県
併
を
廃
止
ハ
捨
象
〉
し
て
J
b
、
商
品
生
産
と
『
価
値
』

の
規
定
住
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
、

が
生
じ
る
と
い
う
説
に
対
し
て
、

よ
っ
て
貨
幣
廃
止

論
の
非
現
実
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
・
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、

い
ま
三
十
全
な
批
判
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
・
貨
幣
H
物、

と

工
、
よ
り
明
確
に
貨
幣
の
必
然
性
を
さ
し
示
す
諸
契
機
が
必
要
で

い
う
等
式
を
否
定
し
、
貨
幣
日
商
品
生
産
関
係
と
い
う
等
式
に
至
る
に
』

あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

グ
ν
l
等
が
示
し
た
の
は
、
貨
幣
符
織
を
廃
止
し
、
そ
れ
を
『
時
間
紙
券
」
に
よ
っ
て
置
き
か
え
、
商
品
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る
、
労

し
か
る
の
ゆ
っ
、
商
品
生
産
者
は
、
時
間
紙
券
が
表
示

働
時
間
に
従
っ
て
、
銀
行
は
、
直
後
ζ

、
そ
の
商
品
生
産
者
に
時
間
紙
券
を
与
え
、

す
る
量
だ
け
、
自
ら
が
欲
す
る
商
品
を
購
入
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
問
題
は
、
商
品
に
対
象
化
さ
れ
て
い
る

労
働
時
間
を
、
正
磁
に
袈
示
す
る
こ
と
が
、

は
た
し
て
可
能
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『時
間
紙
券
』
に
お

い
て
は
、
商
品
は
前
提
さ

れ
た
ま
ま
で
、
貨
幣
の
み
が
廃
止
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
品
|
価
値
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
保
存
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
労

S' 



働
時
間
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
相
反
す
る
こ
つ
の
内
容
が
現
れ
て
く
る
。
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一
つ
は
、
価
値
に
即
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
間
が
対
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
商
品
の
平
均
価
値
で
あ
る
に
す
ぎ
な
目
。
つ
ま
り
、
同
一
の
商
品
を
生

い
う
ま
で
も
な
く
、

産
す
る
復
数
の
生
産
者
が
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
生
産
条
件
で
、
し
た
が
っ
て
、
異
な
っ
た
労
働
時
間
で
生
産
さ
れ
る
、
そ
の
平
均

で
あ
り
、
こ
れ
が

「価
値
法
則
」

の
一
属
性
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
個
々
の
商
品
に
直
袋
に
、
生
産
条
件
の
相
異
に
従
っ
て
対
象
化
さ

れ
て
い
る
労
働
時
間
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
同
一
の
宮
間
品
と
い
え
ど
も
、
復
数
の
生
産
者
に
よ
り
、
異
な
っ
た
生
産
条
件
で
生
産
さ
れ
て
い

る
商
品
で
あ
る
以
上
、
相
互
に
異
な
る
他
な
い
も
の
で
あ
る
。

商
品
を
、
労
働
時
間
と
い
う
側
面
か
ら
見
る
時
、
そ
の
商
品
に
は
、

一
方
に
は
、
価
値
と
し
て
結
実
す
る
『
平
均
」
的
労
働
時
聞
が
対

他
方
で
は
、
「
個
別
」
的
労
働
時
間
が
対
象
化
さ
れ
て
い
る
。

』の
、
量
的
に
相
異
な
る
も
の
が
共
に
対
象
化
さ
れ

象
化
さ
れ
て
い
る
。

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
貨
幣
の
廃
止
と
時
間
紙
券
に
よ
る
代
位
と
い
う
先
の
提
案
を
お
い
て
み
れ
ば
、

「時
間
紙
券
」
は
、

方

で
、
「
平
均
』
的
労
働
時
聞
を
表
示
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
生
産
者
の
「
個
別
」
的
労
働
時
聞
は
表
示
し
え
ず
、
他
方
で
、
『個

別
」
的
労
働
時
聞
を
表
示
す
れ
ば
、
偲
別
の
集
成
と
し
て
現
れ
て
く
る
「
平
均
』
的
労
働
時
聞
を
表
示
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
よ
っ
て
、

商
品

i
価
値
と
い
う
前
提
的
土
台
の
上
で
は
、
労
働
時
間
と
い
う
窓
口
か
ら
見
て
も
、
す
で
に
、
時
間
紙
券
は
不
可
能
と
な
る
。

商品生&関係とGl!i悠彩感

こ
こ
で
は
、
海
ロ
閣
に
対
象
化
さ
れ
た
労
働
時
間
の
二
つ
の
内
容
、
『
平
均
』
と

価
値
と
貨
幣
の
必
然
的
連
闘
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

『
個
別
」

の
相
血
肉
を
媒
介
と
し
て
、
貨
幣
の
必
然
性
が
、

』
の
よ
う
な
、

『要
綱
』

が
示
し
た
到
達
点
か
ら
、

あ
ら
た
め
て
、

欲
望
の
表
現
と
し
て
の
価
値
形
態
論
を
見
直
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ

は
、
価
値
レ
ベ
ル
に
お
け
る
「
労
働
跨
間
」

の
内
的
矛
盾
さ
え
も
欠
洛
さ
せ
た
上
で
、
形
成
さ
れ
た
む
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
巧
-
ー

。
・
巧
-
l
J者
"
の
復
旧
ぬ
を
、
心
理
的
、
そ
の
意
味
で
は
、
非
極
済
的
要
因
に
求
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
続
絡
が
、
再
び
透
け

第二怠

て
見
て
く
る
で
あ
ろ
う
・

商
品
|
価
値
を
前
提
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
現
れ
て
く
る
も
の
は
、

貨
幣
廃
止
の
必
然
性
で
は
な
く
、
貨
幣

(
本
質
的
に
は
、
他
簡
品
の

価
値
表
現
の
素
材
と
し
て
の
一
商
品
・
価
値
形
態
〉
の
必
然
性
で
あ
る
。
そ
の
彼
処
は
、
し
か
し
、
価
値
に
お
け
る
こ
つ
の
労
働
時
間、

『
平
均
」
と
『
個
別
」
と
い
う
契
機
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
角
度
を
か
え
て
み
よ
う
。

い
ま
、
商
品
を
、
価
値
に
即
し
て
見
れ
ば
、
平
均
的
労
働
時
聞
が
対
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
商
品
相
互
の
交
換
割
合
を
規
定
す
る

も
の
で
あ
り
、
商
品
を
他
の
商
品
と
の
共
通
面
で
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
す
べ
て
の
商
品
は
『
貨
幣
」
と
い
っ
て
も

感
覚
的
レ
ベ
ル
で
箔
む
か
ぎ
り
、
『
自
然
的
存
在
」
で
あ
る
。
こ
の
面
で
は
、
商
品
は
、
互
い

;
、
.

1

・・
L
V

し
か
し
、
他
菌
で
は
、

商
品
は
、

に
区
別
さ
れ
、
互
い
に
邸
内
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
商
品
は
、
価
値
と
い
う
等
質
的
側
面
と
、
自
然
的
存
在
と
い
う
異
質
的
側
面
が
統
一
さ

れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
商
品
に
は
、
次
の
よ
う
な
葛
藤
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
と
な
る
・
等
質
性
は
、
商
品
の
も
う

一
つ
の
側
面
で
あ
る
、
異
質
伎
と
い
う
要
因
に
よ
っ
て
、
等
質
で
あ
る
こ
と
の
実
証
を
阻
止
さ
れ
る
。
異
質
伎
は
、
等
質
伎
の
下
で
も
、

な
お
商
品
は
異
質
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
こ
に
、
互
い
に
相
反
す
る
契
機
の
並
立
か
ら
生
じ
る
、
不
可
両
立
的
矛
盾
の
『
解
決
形

態
』
ハ
こ
こ
で
カ
ギ
括
弧
を
付
し
た
の
は
、

矛
盾
の
解
決
と
い
っ
て
も
、

そ
の
解
決
さ
れ
た
と
い
う
形
般
の
復
に
、
ま
た
次
元
を
具
に
す

る
矛
盾
が
生
じ
て
く
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
解
決
』

と
は
相
対
的
な
意
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
〉

と
し
て
、
価
値
目
等

質
性
は
、
他
の
商
品
・
貨
幣
に
援
し
、
自
然
的
存
在
H
異
質
性
は
自
ら
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
つ
づ
け
る
と
い
う
関
係
が
、
現
れ
て
こ
ざ
る

を
え
な
い
.

他
商
品
の
価
値
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
の
一
商
品
〈
さ
-
ー
さ
じ
、
貨
幣
ハ
話
回
1
0
〉
、
価
値
形
態
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
定
式
は
、

第
一
に
、
商
品
|
価
値
|
『
労
働
時
間
」
、
第
二
に
、
商
品
H
価
値
+
自
然
的
存
在
、
と
い
う
対
象
に
ふ
み
こ
ん
で
い
く
か
ぎ
り
、
不
可
避

的
に
顕
現
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

』
の
よ
う
に
、
貨
幣
を
見
る
か
ぎ
り
、
『
時
間
紙
券
』

論
ば
、

ち
ょ
う
ど
、
突
体
あ
る
い
は
対
象
と
、
そ
れ
を
表
現
す
る
文
字
と
の
関

係
に
お
い
て
、
紙
面
か
ら
文
字
を
消
し
て
も
、
そ
れ
で
実
体
が
姿
を
消
す
わ
け
で
も
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
字
を
消
せ
ば
同
時
に
突
体

も
消
え
去
る
と
想
像
し
、

よ
っ
て
、
結
果
的
に
、
そ
の
理
論
は
実
体
を
反
映
す
る
文
字
を
持
た
な
く
な
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
.
そ
の
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際
、
留
意
す
る
所
は
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
貨
幣
は
、

た
ん
な
る
物
で
は
な
く
、

関
係
の
所
産
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
・
こ
れ
は
、

~~ 

い
ま
ま
で
の
と
こ
る
で
は
、
『
一

般
」
と
『
個
別
』
、

あ
る
い
は
、
『
等
質
」
と
『
異
質
』

の
関
係
と
し
て
、
商
品

・
価
値
か
ら
貨
幣
へ
の

転
化
の
必
然
性
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

よ
り
本
質
的
に
は
、

い
ま
ま
で

の
論
及
を
想
起
す
る
か
ぎ
り
、
商
品
生
産
『
関

係
』
に
、
た
ど
り
つ
く
る
も
の
と
し
て
の
関
係
で
あ
ゐ
う
。
ま
た
、
す
で
に
、

た
と
え
ば
こ
般
」

と
『
個
別
』
に
見
ら
れ
る
通
り
、
諸
問

晶
・
価
値

l
貨
幣
に
は
、
少
h

奇
妙
な
内
容
が
潜
伏
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
・
し
か
し
、
そ
れ
も
、
商
品
生
産
関
係
の
上
で
位
置
づ
け
直

す
こ
と
を
、
要
鏡
、
暗
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

『要
綱
』
で
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
「
時
間
紙
券
」
を
一
得
び
と
り
あ
げ
、
『
生
産
関
係
」
視
点
か
ら
見
直
し
、
よ
っ
て
、
価
値
1
貨
幣
か

ら
、
さ
ら
に
射
程
を
の
ば
し
、
商
品
生
産
関
係
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
・

『
要
綱
』

は
ぎ
う
・

い
ま
ま
で
、
商
品
生
産
の
土
台
の
上
で
の
時
間
紙
券
に
つ
き
、
そ
れ
が
復
犯
を
持
っ
か
、
と
い
う
点
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
倹
討
を
行

っ

て
き
た
.
し
か
し
、
か
り
に
、
時
間
紙
券
が
、
す
で
に
銀
行
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
状
態
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
銀
行
に
要
請
さ
れ
る
役

割
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
・
銀
行
は
、
ま
ず
商
品
に
含
ま
れ
て
い
る
労
働
時
聞
を
確
定
し
、
し
か
る
の
ち
に
、
そ
れ
に
見
合

う
時
間
紙
券
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.
そ
の
七
め
の
前
提
条
件
は
、
諸
商
品
生
産
者
に
対
し
、
同

一
商
&
を
生
産
す
る
に
必
要
な
労
働

il50s生K関係と価値彩管

時
間
を
一
示
し
、

同
一
の
生
産
条
件
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
『
生
産
者
を
、
後
ら
の
労
働
が
ひ
と
し
く
生
産
的
で
あ
る
よ

内幻
V

う
な
条
件
下
心
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J

こ
こ
で
、
商
品
筒
値
に
か
か
わ
る
、
『
平
均
』
と
『
個
別
』
と
い
う
労
働
時
間
の
問
題
を
想

か
っ
、

い
出
せ
ば
、
時
間
紙
券
は
、
そ
の
前
提
に
、
商
品
生
産
と
価
値
を
お
き
な
が
ら
、
内
容
と
し
て
は
、
労
働
時
間
の
均
一
伎
を
保
障
す
る
も

の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
価
値
と
商
品
生
産
を
否
定
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
・

第二J!

次
に
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
に
よ
る
商
品
生
産
を
入
れ
て
こ
よ
う
・
こ
こ
で
は
、
銀
行
は
、
首
相
怯
的
生
串
思
考
た
る
賃
労
働
者
に
対
し
て
、

A
h
H
V
 

生
産
条
件
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
資
本
に
か
わ
る
に
こ
般
的
な
生
護
者
で
も
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
九

と
す
れ
ば
、
時
間
紙
券

が
発
行
さ
れ
る
社
会
と
は
、

一
方
で
、
商
品
生
産
社
会
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
、
そ
れ
を
苔
定
す
る
「
生
産
手
段
の
共
有
が
前
提
さ
れ

て
い
祁
一
社
会
で
あ
る
.
こ
こ
で
、
自
ら
問
題
は
、
商
品

・
価
値

貨
幣
の
延
長
線
上
に
、
生
産
関
係
、
共
同
社
会
と
は
区
別
さ
れ
た

商
品
生
産
関
係
を
見
透
す
と
い
う
こ
と

ιな
る
で
あ
ろ
う
。

『要
綱
』
を
つ
づ
け
て
見
て
い
こ
う
・

マ
ソ
ド
ヴ
ィ
ル
は
、

『
蜜
銭
物
語
』
に
お
い
て
、
商
品
生
産
社
会
に
つ
き
、
各
生
産
者
が
、
怠
的
利
益
を
、
怠
的
利
益
の
み
を
追
求
す

る
こ
と
が
、
そ
の
限
り
で
は
『
弘
恵
』
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
入
荷
の
利
袋
、
す
な
わ
ち
『
公
益
』
を
実
現
す
る
、
と

し
た
・
こ
の
炭
定
は
、
商
品
生
産
関
係
の
内
的
m究
機
に
つ
き
、
怠
的
利
径
の
追
求
が
、
同
時
に
、
公
益
に
つ
な
が
る
と
い
う
形
で
、
弘
的

利
益
の
追
求
を
容
認
し
た
も
の
で
あ
る
う
。

し
か
し
、
商
品
生
藍
社
会
を
見
た
峰
崎
合
、
第

一
に
、
包
的
所
有
か
ら
帰
結
さ
れ
る
の
は
、
公
益
で
は
な
く
て
、
相
互
に
相
手
の
利
径
を

出
い
合
う
と
い
う
相
互
関
係
、

『
一
般
的
な
否
認
な
=調

3
三

2
2帽
明
主
人
目
白
で
あ
る
・
し
か
し
、
こ
れ
は
一
面
で
あ
る
。
商
品
生
産
関

係
の
も
う
一
つ
の
側
面
は
、

社
会
的
分
業
に
か
か
わ
っ
て
現
れ
て
く
る
、

生
産
の
社
会
的
性
絡
で
あ
る
・
『
分
業
:
:
:
す
な
わ
ち
生
産
の

y-

ヨ
一
四
号
ヨ
帽

2
2
z
n
Z
E
n
F
2
2
3支
え
島
内
『
早
急

crz
g
…
ぺ
で
あ
る
・
し
か
し
、

社
会
的
性
絡
(
島
高
寸

E
C
3伺
色
。
『
〉

5
z
a

広
的
利
盆
の
み
の
実
現
、

い
ま
だ
、
商
品
生
産
関
係
に

つ
い
て
の
、
統
一
的
イ

メ
ー
ジ
を
得
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
怠
的
所
有
の
前
提
の
下
に
お
け
る
社
会
的
性
格
と
い
う
の
は
、
な
じ
ま
な
い
規
定
で

お
よ
び
社
会
的
生
度
、
こ
の
こ
つ
を
韮
べ
た
だ
け
で
は
、

あ
る
う
・

『要
綱
』
で
は
、
こ
の
点
を
、

た
し
か
に
社
会
的
で
は
あ
る
が
、
ま
た
、

私
的
所
有
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

直
接
に
は
社
会

的
で
は
な
い
、
社
会
的
性
絡
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
・
『

ω諸
個
人
は
も
は
車
社
会
の
た
め
に
、

こ
と
、

ω後
ら
の
生
産
は

E
皆
昨
ト
レ
ル
社
会
的
で
な
い
こ
円
仰
い
(
傍
点
は
引
用
者
三
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、

示
せ
ば
、
商
品
生
産
関
係
|
|
①
私
的
所
有
と
そ
の
相
互
関
係
H
相
互
否
定
・
②
社
会
的
分
業
・
社
会
的
生
産
、

か
つ
社
会
の
内
部
で
し
か
生
麗
し
な
い

官
間
品
生
産
関
係
の
内
容
を

し
か
し
、
非
直
接
的
な

社
会
的
生
産
.
こ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
商
品
生
産
関
係
の
検
討
か
ら
渇
き
だ
さ
れ
て
き
た
指
針
は
、
相
互
排
除
と
相
互
依
存
の
統
一
、
私
的
生
産
と
社
会
的
生
産

の
矛
盾
、
怠
的
労
働
と
社
会
的
労
働
の
対
立
幼
の
統
て
す
な
わ
ち
、
商
品
生
産
関
係
を
、
互
い
に
相
反
す
る
契
織
の
並
立
と
潤
互
移
行

S6 



と
し
て
、
と
ら
え
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
先
の
、
価
値

l
'貨
幣
、
商
品
1
1
・
貨
幣
の
必
然
性
を
規
定
し
た
も
の
は
、
同
じ
く
、

~7 

『
平
均
」
と
「
個
別
』
、
あ
る
い
は
、
「
同
質
性
」
と
『
銭
円
質
性
」

の
矛
盾
で
あ
っ
た
。
商
品
と
い
い
、
貨
幣
と
い
い
、

物
で
は
な
く
、

生

産
関
係
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
、

『要
綱
』
か
ら
得
ら
れ
た
、
商
品
生
産
関
係
の
二
つ
の
(
①
お
よ
び
@
)
内
的
契
険
に
却
し
、
次

は
改
め
て
、
そ
の
相
互
関
係
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
・
①
お
よ
び
@
を
見
直
し
、
と
り
わ
け
、
社
会
的
性
絡
に
お
け
る
『
直

接
的
社
会
性
』

の
否
定
に
着
目
す
れ
ば
、

い
ま
ま
で
、
単
に
並
立
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
見
え
て
い
た
も
の
が
、
相
互
の
制
約
条
件
に

転
化
し
、
私
的
所
有
と
は
、
社
会
性

ι
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
私
的
所
有
で
あ
り
、
逆
に
、
社
会
的
性
惨
と
は
、
怠
的
所
有
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
た
社
会
的
性
絡
で
あ
る
。

『葵
織
』
で
は
、
一
方
に
お
け
る
、
志
的
利
益
の
担
立
化
、

こ
の
一
見
し
て
穏
反
す
る
も
の
の
『
統
一
と
骨

E
伶
む
冊
分
サ
一
傍
点
は
引
用
者
)
と
し
て
い
る
。 他

方
に
お
け
る
社
会
的
分
業
H
社
会
的
性
絡
、

以
上
、

『要
綱
』

に
お
い
て
は
、
ダ
リ
モ
ソ
、
グ
レ
ー
の
、
貨
需
の
廃
止
、
時
間
紙
券
に
対
す
る
、

検
討
を
、

媒
介
と
し
て
、
商
品
生

産
関
係
を
、
怠
的
性
格
と
社
会
的
性
格
の
並
置
と
つ
か
み
、
貨
幣
を
、
私
的
性
絡
の
下
で
、
社
会
的
性
絡
が
自
ら
を
主
張
す
る
結
集
と
し

て
、
ま
た
、
社
会
的
性
格
の
下
で
、
依
然
と
し
て
、
私
的
性
絡
と
い
う
契
機
は
保
存
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
商
品
生
窓
関
係
に
ま
で
到
連

し
た
地
平
か
ら
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
・

属高&生.4関係と箇銭形思

一
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
す
で
心
、
そ
の
潟
初
的
微
減
に
お
い
て
、

さ
-l
名
人
口
〉
は
、
叫
が
山
町
を
等
位
し
、
叫
の
価
値
が
叫
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
パ
と
い
う
こ
と
は
、

wー
の
所
有
者
が
、
問
の
使
用
価
値
を
希
望
し
七
か
ら
で
は
な
く
て
、
物
と
し
て
の
商
品
心
ひ
そ
み、

G

，
九
結
実
す
る
W
に
現
れ
る
商
品
生
産
関
係
心
之
が
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
・
ま
た
同
じ
く
、
前
節
に
お
い
て
、
字
野
氏
が
論
を
た
て
、
降

民
・

大
内
氏
が
明
確
に
し
た
、『
人
間
関
係
を
内
在
化
さ
せ
た
価
低
彩
想
諭
」
は
、
J
hu
?レ
、

心
建
的
次
元

ハ
上
部
川
川
泣
の一

印
刷
伐
)
か
ら

経
済
的
次
元
(
下
部
精
進
〉
に

「
下
向
』
す
る
か
ぎ
り
、

「
商
品
生
産
関
係
を
内
在
化
さ
せ
た
価
筒
形
周
』
に
転
成
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら

第二4

な
い
で
あ
ろ
う
・

以
上
が
、

『要
綱
へ

そ
の
要
約
的
疲
級
お
よ
び
そ
れ
を
繁
材
と
し
て
の
検
討
が
、
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
・

『径
済
学
批
判
』
〈
『批
判
乙
に

B
を
伝
じ
よ
う
。

『批
判
』
第
一
意
「
商
品
」
に
お
い
て
は
、

の
ニ
要
因

i
価
値
形
態

l
交
侠
過
程
に
、
区
別
、
整
序
さ
れ
て
く
る
内
容
が
、
昼
寝
状
般
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
・
価
値
|
価
値
形
周

の
ち
に
、

『資
本
論
』
で、

商
品
|
そ

ハ
商
品
生
産
関
係
〉
と
い
う
、

『
要
綱
』
で
言
及
し
た
と
こ
ろ
と
の
縦
承
性
で
見
て
い
こ
う
。

『要
綱
』
で
は
、
怠
的
性
絡
と
社
会
的
性
絡
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
は
、

『批
判
』
で
は
、
社
会
的
性
絡
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
『
労
働』

と
し
、
『
労
働
』
と
い
う
よ
り
具
体
的
範
鷹
が
与
え
ら
れ
て
い
る
・
ま
た
、
『
直
祭
，
h

は
』
社
会
的
で
な
い
、
と
い
う
微
妙
な
表
現
が
あ

っ

た
と
こ
る
は
、

i
ー
そ
の
意
憶
を
、
怠
的
性
裕
と
の
相
関
の
下
に
あ
り
、
立
的
性
絡
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
た
社
会
的
性
格
と
し
た
の
で
あ

る
が

l
l
『批
判
』
で
は
、
交
換
価
値
を
社
会
的
労
働
の
諸
規
定
と
し
た
上
で
、
そ
の
「
社
会
的
労
働
』
に
つ
き
、
『
一

般
』
と
「
特
殊
』

「
社
会
的
労
働
」
と
し
て
い
る
・
「
社
会
的
と
い
っ
て
も
一

般
に
社
会
的
だ
と
い
う

円

ω】

の
で
は
な
く
、
特
殊
な
あ
り
方
で
の
社
会
的
で
あ
る

z
z
z
z
n
Z
『
E
Z
三
与
問
先

yzn
z
z
z-
2
3
a内『コ一
3
F
2
03a
2
2
t
ξ
2
2)』

の
区
別
を
設
け
て
見
直
し
、
『
特
猿
」
な
性
格
を
持
つ

労
働
の
こ
の
よ
う
な
側
面
を
通
じ
て
の
、

と
す
る
・
こ
こ
で
い
う
「
特
殊
』
な
社
会
的
労
働
の
内
容
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る

-
m一
の
特
殊
性
は
、
同
等
性
・
単
純
性

・
同
質
性
、

第
二
の
特
殊
性
は
、
『
個
別
化
さ
れ
た
労
働
の
一
一
般
的
性
絡
』
で

社
会
的
労
働
で
あ
る
こ
と
.

あ
る
・
交
換
価
値
の
突
を
を
、
前
挺
す
れ
ば
、
社
会
的
労
働
は
、
肉
質
的、

一
般
的
労
働
と
し
て
、

す
な
わ
ち
、
言
葉
の
直
接
的
意
味
で

は
、
社
会
的
労
働
と
は
い
え
な
い
も
の
を
、
媒
介
と
し
て
現
れ
て
い
る
・
そ
し
て
、
こ
の
間
質
性
、

一
一
般
住
と
は、

会
商
品
に
共
通
す
る

側
面
を
表
し
、
全
商
品
に
実
在
し
て
は
い
る
が
、

全
商
品
か
ら
「
抽
象
」
し
て
き
た
、
そ
の
よ
う
な
綾
念
で
あ
る
か
ら
、
社
会
的
労
働
は
、

商
品
に
お
い
て
は
、
『
潜
努
的
」
次
元
で
実
体
化
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
・
こ
の
よ
う
に
見
る
か
ぎ
り
、
私
的
所
有

l
怠
的
労
働
の
方
は
、

社
会
的
労
働
を
し
て
、

一
面
で
は
、
商
品
を
生
産
す
る
労
働
の
一
側
面
で
あ
り
な
が
ら
、
他
面
で
は
、
そ
れ
を
漕
勢
的
レ
ベ
ル
に
と
ど
め

る
要
因
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
・

こ
の
よ
う
に
、
社
会
的
労
働
と
私
的
労
働
が
、
互
い
の
制
約
条
件
と
な
り
、
社
会
的
労
働
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
広
的
労
働
た
る

契岨
僚
が
保
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
?
』
れ
が
社
会
的
労
働
測
を
、

同
質
的、

一
般
的
労
働
に
お
き
か
え
、

宮
間
品
に
対
象
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
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複
鎚
で
あ
る
〉
、

怠
的
労
働
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
的
労
働
た
る
突
が
一
ホ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
の
所
産
と
し

て
、
価
値
形
態
、
『
毛
-
ー
さ
と
・
「
君
"
ー
さ
"
・
2
?
:
:
:
ケ
「
4
〈
了
ぎ
p

t
そ
?
:
;
:
・

ー
さ
ハ
の
ご
と
い
う
定
式
、
の
綾
潟
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。
『
こ
う
し
て
あ
る
一
商
品
の
交
換
価
値
は
、
他
の
諸
商
品
の
使
用
価
値
で
自
己
を
表
わ
一
事
」

『要
綱
』
に
お
け
る
、
『
紅
綬
に
は
』

社
会
的
で
な
い
と
し
た
、
こ
の
『
直
接
に
は
』
の
意
味
が
、

『批
判
』
で
は
、
改
め
て
問
い
直
さ
れ
、
社
会
的
労
働
の
特
殊
な
あ
り
方
が
、

か
え
り
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
価
値
か
ら
価
値
形
態
へ
の
転
化
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
・

社
会
的
労
働
と
私
的
労
働
と
の
矛
昏

-
抽
象
的
人
間
労
働
の
対
象
化
H
価
値
l
l
-価
値
形
態
、
と
い
う
と
ら
え
方
は
、
最
も
オ
l

ソ
ド
ッ
ク
λ

な
も
の
で
あ
る
う
。
た
と
え
ば
、
吉
原
恭
助
氏
に
よ
る
次
の
簡
明
な
指
鏑
を
見
よ
・
『
マ
ル
ク

ス
は
、

ιr
釆
札
叫
に
は
仕

会
的
労
働
で
あ
る
も
の
が
正
役
時
に
は
や
酌
少
砂
と
し
て
営
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
社
会
的
労
働
と
怠
的
労
働
と
の
子
市
町

を
、
詰
問
品
生
産
の
い
わ
ば
基
本
的
矛
盾
と
し
て
と
ら
え
、
そ
し
て
、
こ
の
社
会
的
労
働
と
私
的
労
働
と
の
矛
盾
が
、
抽
象
的
人
間
労

働
と
具
体
的
有
用
労
働
と
の
あ
い
だ
に
二
者
分
裂
的

・
対
立
的
関
係
を
生
ぜ
し
め
、
そ
れ
が
商
品
に
内
在
す
る
価
値
と
使
用
価
値
と

の
あ
い
だ
の
矛
官
に
結
実
す
る
と
い
う
こ
ζ

を
論
定
し
た
の
で
あ
る
」
(
字
佐
美

・
字
高

・
島
編

『
マ
ル
ク
ス
径
直
別
手
体
系
』
!
、
有
建
問
、

商品生&関係と錨鑑形思

一
九
六
六
年
、
包

四
三
頁
・
傍
6
.
は
号
周
若
)
・
ま
た
、
前
凶

『
謙
座

資
本
論
の
研
究
』
第
三
巻
に
お
い
て
も
、
吉
原
氏
は
、
同
居
蝿

旨
の
言
及
を
行
っ
て
い
る
・
商
品
生
産
の
基
本
矛
盾
、
そ
の
具
体
的
内
容
と
し
て
の
、
社
会
的
労
働
と
底
的
労
働
の
矛
盾
と
い
う
系

列
は
、
示
唆
的
で
あ
り
、

一
指
針
ζ

な
っ
て

ρ
る
と
こ
ら
で
あ
る
・
た
だ
、

一
つ
に
は

『
矛
盾
」

の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
、
『
本
来

的
h

社
会
的
労
働
ζ

、
『
直
接
的
」
怠
的
労
働
を
、
矛
盾
と
し
て
い
る
が
、
矛
盾
と
は
、

同
一
次
元
に
、

事
実
と
し
て
笠
存
し
て
い

る
こ
つ
の
契
機
を
、
そ
の
要
素
と
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
夜
、
ま
た
、
両
契
機
の
相
互
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

第こ.t

点
、
こ
の
こ
点
に
な
お
、
展
開
の
余
勉
が
あ
る
と
考
え
、
上
の
指
鏑
を
と
ら
え
直
し
て
入
た
も
の
で
あ
る
・

， 

最
後
に
、
二

八
六
一

1
六
三
年
草
積
』
の
一
部
〈
『
剰
余
価
価
学
悦
史
』
、
『学
説
史
乙
に
入
ろ
う
・

本
定
の
テ
ー
マ
に
も

た
だ
し
、

と
づ
く
か
ぎ
り
で
の
古
典
の
見
直
し
は
、
す
で
に

『要
綱
』
、
司批
判
』

半
ば
以
上
終
わ
っ
て
い
る
・

そ
の
上
で
、

あ
え
て

に
お
い
て
、

『学
技
史
』
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
こ
こ
で
は
、

以
上
に
述
べ
て
き
た
、

価
値

i
i価
値
形
怨
1
商
品
生
産
関
係
と
い
う
系
列
の
、
内
的

-
必
然
的
関
連
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
明
ら
か
£
な
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
の
下
で
、
改
め
て
『
古
典
派
経
済
学
」
等
が
ふ
り
か
え
ら
れ
、

価
値
の
み
に
分
析
を
限
定
し
た
リ
カ
i
ド
、
価
値
を
欠
落
さ
せ
な
ま
ま
価
値
形
般
の
み
を
対
象
と
し
た
ベ
イ
リ
l
、
こ
の
リ
カ
ー
ド
、
ベ

イ
リ
i
に
対
す
る
両
面
批
判
を
行
い
、

よ
っ
て

『
要
綱
』
、

『批
判
』
の
見
地
を
学
鋭
史
と
い
う
側
面
か
ら
再
積
毘
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
で

あ
る
・
な
お
祭
材
は
、
第
凶
章
「

リ
カ

1
ド
の
労
働
時
間
に
よ
る
価
値
規
定
.
後
の
研
究
方
法
の
歴
史
的
な
正
当
性
と
そ
の
欠
陥
」

お
よ
び
、
第
加
意
『
リ
カ
l
ド
学
派
の
解
体
三

ωサ
ミ
主
エ
ル
・
ベ

1
リ
」
か
ら
と
ら
れ
る
・

-
リ
カ
l
ド
に
対
す
る
、

総
括
的
評
価
は
、

以
下
で
あ
る
。
①
何
よ
り
も
、
リ
カ
i
ド
が
深
然
に
失
敗
し
た
の
は
、
交
換
価
値
で
表
さ
れ

huv 

る
『
労
働
の
性
絡
」
に
関
し
て
で
あ
る
・
こ
こ
で
は
、

『要
綱
』
を
円
程
て
『
批
判
』
で
示
さ
れ
た
、
社
会
的
労
働
の
こ
般
』
と
「
特
殊
』

の
区
別
、
怠
的
労
働
と
社
会
的
労
働
と
の
特
有
の
矛
盾
か
ら
す
る
、
価
値
|

|
ハ
転
化
〉

-
価
値
形
態
と
い
う
系
列
が
、
想
起
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

『学
貌
史
』
に
お
い
て
は
、

リ
カ
2

ド
・
か
自
ら
の
展
開
を
と
ど
め
た
の
は
、
後
の
こ
の
価
低
レ
ベ
ル
に

的
次
元
に
お
わ
っ
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
い
る
・

労
働
缶
酒
の
実
証
に
、

貨お
幣け
と る
の 考
関内察
連巳そ
」の

も
の
が

質

で
11. 
な
く

量

②
リ
カ

l
ド
に
は
、
「
労
働
と

が
つ
か
さ
れ
て
い
な
い
.

リ
カ
l
ド
は
、
『
商
品
』
を
考
察
す
る
に
際
し
て
の
不
可
欠
の
二
段
階
把
盤
、
第
一
に
、
交

決
価
値
を
、
労
働
内
容
の
次
元
か
ら
位
置
づ
け
る
こ
と
、
第
二
に
、
商
品
か
ら
商
品
|
貨
幣
に
途
展
す
る
必
然
伎
を
論
証
す
る
こ
と
、

こ

《“v

の
第
一
と
第
二
の
「
あ
い
だ
の
関
連
を
、
ま
っ
た
く
つ
か
ん
で
い
な
い
九
以
上
に
、

価
値
形
館
閣
を
欠
落
さ
せ
た
、

リ
カ
1
ド
の
限
界
が

求
め
ら
れ
て
い
る
.

価
値
を
欠
港
さ
せ
、
価
値
形
態
の
み
に
考
察
を
限
定
し
た
、
ベ

l
リ
に
対
す
る
評
価
は
以
下
で
あ
る
・
い
ま
、
価
値
形
態
耳
、
者
"
ー
さ
同
-

d
ミ
f

tミ
f
:
:
:
を
見
ょ
う
・
こ
の
定
式
は
、

W
の
価
値
が
、
使
用
価
値

さ
?
さ
?
:
:
:
で
表
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

60 



こ
れ
は
、

一
面
、

g
p
tと
F
:
:
:
と
そ
の
形
を
異
に
す
る
が
、
ま
た
、
同
じ
W
の
価
値
表
現
で
あ
る
と
い
う
点
で
、

6， 

g
c
・
4
5・
g
r・
-
:

は
す
べ
て
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
・

『資
本
論
』
に
お
い
て
は
、

よ
り
明
薙
に
、
こ
の
点
は
、
『
あ
る
第
三
者
』

と
い
う
続
念
を
通
じ
て
分
析
さ
れ
て
お
り
、

価
値
と
価

低
形
態
を
つ
な
ぐ
結
節
点
と
な
っ
て

い
る・

や
や
回
り
道
を
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
跡
を
辿
っ
て
み
よ
う
・
第
一
に
、
商
品

l

二
つ
の
要
因
、
に
お
い
て
、
価
値
を
導
出
す
る
に
つ
き
、

一
商
品
は
、
他
の
諸
商
品
と
交
換
さ
れ
る
と
い
う
、
日
常
的
現
象
を
限
前

に
浮
か
べ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に

Z
ぅ。

一一間
ロ聞
は
、
種
々
の
交
換
価
値
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
諸
交
換
価
値
は
、
同
じ
一
商
品
の
交

換
価
値
な
の
で
あ
る
か
ら
、
相
互
に
位
決
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
的
に
は
雑
多
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
雑
多
性

『“v

と
は
区
別
さ
れ
る
こ
つ
の
同
じ
も
の
』
で
あ
る
・

『
ご
つ
の
も
の
、
と
い
う
形
で
、

』
こ
に
は
、

交
換
価
値
に
つ
き
、
『
諸
』
交
換
価
値
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
見
奇
妙
な
形
で
、
問
題
が
鍵
記
さ
れ
て
い
る
・
第
二
に
、
名
目
"
さ
"
を
と
っ
て
み
よ
う
・
さ
'

一
方
で
は
、

W
と

W
は
、
互
い
に
区
別
さ
れ
る
商
品
で
あ
る
・
し
か
し
他
方
で
は
、
シ
i
ソ

H
話
"
と
い
う
等
号
関
係
を
見
れ
ば
、

ー
の
雨
縫
に
、
子
供
二
人
と
老
人
が
お
か
れ
、
そ
の
シ

ー
ソ
ー
が
水
平
状
態
で
静
止
し
た
場
合
、
子
供
二
人
、
そ
し
て
老
人
、
と
し

商品生.&関係と錨健形態

一
定
の
重
畳

(
量
〉
と
い
う
点
で
共
通
す
る

よ
う
に
、
共
通
事
唱
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
共
通
者
は
、

w、
W
相
互
に
異
な
る
が
ゆ
え
に
、

A
M
V
 

W
で
も
W
で
も
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
「
或
る
一
つ
の
第
三
の
も
の
な

-Zヨ
ロ
ユ
ご
2
ご

て
互
い
に
区
別
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
に
重
量
ハ
質
)
と
い
う
点
で
共
通
し
、

し
か
し
、
第
三
に
、

が
安
を
現
す
・
こ

の
『
第
三
者
』
は
、

『資
宇
品
論
』
で
は
、

第
一
段
階
と
し
て
は、

価
値
川
抽
象
的
人
間
労
働
の
対
象
化
と
し
て
、

第
二
段
附
で
は
、

『
等
価
商
品
』
「
貨
融市
』
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
・
こ
の
「
第
三
者
」
が
、
実
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
外
化
し
て
い
く

第二~

』
と
に
つ
い
て

『資
本
論

初
版
』
で
は
、
獅
子
ハ
動
物
)
、
虎
(
動
物
〉
、
兎
〈
動
物
〉
、
:
:
:
と
な
ら
ん
で
な
お
、
『
動
物
』
と
い

そ
の
外
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
、

た
く
み
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
規
開
別
し
て
い
る
。
『
そ
れ
は
、
ち

う
も
の
が
、

ー， 

主
う
ど
絹
子
や
虎
や
兎
ぞ
そ
の
す
べ
て
の
現
実
の
動
物
た
ち
と
樹
立
ん
て
か
っ
そ
れ
ら
の
ほ
れ
『
れ
パ
同
日
リ

も
の
、
す
な
わ
ち
動
物
界
全
体
の
個
別
的
化
身
(
庄
内
一
三
一
三

E
Z
Z
2
2
3
E
F
0
2
ι
2
開

Z
N
g

【

ωぜ

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
J

---

_.. ~-

w川
お
よ
び

毛
?
毛
?
:
:
:
の
価
飽
食
が
変
化
す
る
に
し
た

こ
の
表
式
に
、
価
値
量
の
契
機
を
湾
入
し
て
く
れ
ば
、

価
値
と
価
値
形
般
の
内
的
通
関

が
っ
て
、

J
3・
J
3
・
・
で
の
刊
の
価
値
妥
現
は
、
具
な
っ
た
比
率
に
お
い
て
行
わ
れ
る
・

1

2す
も
の
で
?
と
こ
ろ
が
、

へ
l

d
に
お
い
て
は

、

忠

実

体

活

減

し
て
い
る
の
一
円

日

ト

リ

れ

ぐ

れ

の

ド

刻
々
努
を
か
え
て
い
く
の
み
で
あ
る
・
『
ベ

1

3
の
渇
f
t

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

av

や
か
企
殴
ふ
り

r
v
h
h
r価
値
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
』
(
傍

し
た
が
っ
て
、

こ
れ
は
、

と
そ
の
交
後
場
裡
に
お
い
て
、

が
.
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
・

と
い
う
の
は
、

A
も
B
も
ど

b
ら
も
、

た
だ
日
常
的
現
象
の
妥
層
的
理
論
化
に
す
ぎ
な
か

占
川
は
引
用
者
)
・
こ
こ
に
は
、
価
値
実
体
を
欠
落
さ
せ
た
、
ベ
ー
リ
の
価
値
形
態
論
は
、

っ
た
こ
と
が
、
語
ら
れ
て
い
る
.

見

以
上
、

-
H
価
値
、
ベ

l
リ
H
価
値
形
態
と
、

リ
カ
ー
ド
お
よ
び
ベ

l

J
に
対
す
る

『
学
説
史
』
の
評
価
を
見
て
き
た
。
ー

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
も
に
、
社
会
的
労
働
と
私
的
労
働
と
い
う
、
労
働
自
体
の
内
容
分
析
が
行
わ
れ
て

相

反

す

る

内

容

を

持

っ

て

い

る

つ

の

で

あ

る

・

そ

し

て

、

そ

れ

ゆ

え

-
価
値
形
態
と
い
う
、
商
品
分
析
の
二
段
階
泡
獲
に
い
た
ら
な
か
た

お
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
価
値

に
ま
た
、
そ
の
相
同
後
に
あ
る
商
品
生
産
関
係
に
は
、
光
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
・

お

わ

り

に

以
上
、
『
商
品
生
産
関
係
と
価
値
形
態
」

に
つ
き
、

若
干
の
考
察
を
加
え
て
き
た
。
そ
れ
は
、
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、
価
値
と
価
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値
形

6J 

懸
の
穏
互
不
可
分
の
継
起
関
係
を
さ
ぐ
り
だ
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
際
の
復
旧
ぬ
は
、
商
品
生
産
関
係
に
求
め
ら
れ

も
ち
こ
ん
で
の
価
値
形
態
論
は
、
客
観
的
経
済
法
則
を
、
主
観
の
世
界
に
お
し
も
ど
す
も
の
で
あ
る
と
し
た
意
味
も
、

現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
・

て
い
た
。
欲
望
を

』
こ
で
は
、

尋
A'

・S&
、

''tv 

注

商品生産関係と錆鑑形懲

〈1
)

穴・

玄
担『
M

・

0
2
申向田司一

Z
?
?
"四
時
『
〉
C

『
z
t・
ロ
ω
ヨ
Z
4・
-∞雪
-
m・
ω--
岡
臨『
次
郎
訳
、
大
月
蓄
広
、
七
一
頁
・

(
2
)
E
M
g
a
p
m・
ω
ケ
同
右
、
七
一
頁
・

(
3
)

何

z
s
a
p
m
怠
・
向
右
、
一

O
一
頁
・
以
下
、
本
文
で
、
若
干
の
検
討
を
ぷ
み
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
ふ
れ
た
い
.
し
か
し
な

が
ら
、

『初
版
』
注
目
叫
で
は
、
オ

1
エ
ン
の
『
労
働
貸
借特』

fm
、
『資
本
治
』
筒
値
形
佃
U

冶
に
属
す
る
注
討
で
は
、
詰問

&
H
砥
僚
的
交
摘院
可
健
住

と
い
う
等
式
の
『
妄
想
』
で
あ
る
こ
ζ

が
、
物
袖
押
住
仏
画
の
注
認
で
は
、
価
値
形
態
協
調
に
言
及
し
な
か
っ
た
λ

ミ
ス
、
リ
ヵ
l
ド
が
、
出
畑
出
問
、
倹

討
さ
れ
て
い
る
.

(
4
)

字
野
弘
蔵
編
『
資
本
鎗
研
究
』
I
(筑
摩
-
-
房
、
一
九
六
七
年
)
一
一
一
一
一
頁
・

(
5
)

た
と
え
ば
、
次
の
文
書
を
多
照
さ
孔
た
い
・
『
倍
値
の
実
体
を
災
か
な
い
で
価
値
を
論
ず
る
と
い
う
こ
と
は
|
|
そ
れ
ば
い
い
峰問
え
れ
ば
形

mu
治
の
後
に
唱
え
品
砕
を
同
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
|
|
誠
い
は
常
滋
に
反
す
る
同
僚
に
も
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
.
し
か
し
:
;
;

倍
値
と
い
え
ば
直
ち
に
そ
の
実
体
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
よ
(
『価
値

aの
研
究
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
五
二
年
、
序
の
三
頁
)
・

(
6
}

初
出

『社
会
HH
学
』

一
九
三

O
年
・
.
現
在

『字
野
弘
波
宮
内
作
柵
ご

第

一
一
一
巻
、
に
所
収
・
引

m貨
は
『
官
副
作
個別』

か
ら
・

(
7
)

問
右
、
五
九
買
・

(
8
〉
問
右
、
六
回
頁
・

(
9
)

抽
畑
積
『
研
究
ノ
ー
ト

・

所
叙
)
・

第二.. 

n
商
品

u
t汁
砥
態
的
交
腕
院
可
能
性
ω

に
つ
い
て
』
令
下
関
市
立
大
学
鎗
樟
ご
第
二
三
巻
第
一
号
、

一
九
七
九
年
七
月
、

『菜
作
集』

• ， 
ー

(ω)
初
出

『
経
夜
間
町
諭
恒

一
九
五

O
年
七
月
、
の
ち
前
柵
問
書
『
価
値
諭
の
研
究
』
お
よ
び

叫著
作
集
』
第
三
巻
所
収
、
引
用
買
は、

か
ら
.
四
八
五
頁
怠
回
開
.

(
U
)

問
右
、
四
八
五
頁
・

(
ロ
)
問
右
、
四
八
玄
頁
.

(
日
〉
『
価
値
曾
』
『著
作
集
』
第
三
巻
、
二
九
二
頁
・

日
)
問
右
、
二
九
二
頁
・

.

(
は
M

)

問
右
、
二
九
四
頁
・

〔
ぱ
山
)
同
右
、
二
九
九
頁
・

(
げ
}
字
野
包
蔵
『
開g
g
明
原
論
』
(出旬
4
u
b
b
省、

-
九
六
四
年
)
二
七
頁
・

(
叶
叩
}
久
間
四
間
俗
芸
『
価
値
形

"
aと
交
倹
過
程

a』
(
岩
滋
・
沼
、
一
九
五
七
年
)
五
回
頁
・
は
な
く
『

〔
叫
悶
)
簿
価
形
同
国
語
問
晶
体
が
》
の
ま
ま
備
管
を
友
す
も
の
、
と
い
う
場
合
、
そ
九
は
「
価
値
物
』
で
価
値
体
』
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と

し
、
価
値
一
物
と
価
値
目
停
に
倹
討
を
飢
え
た
も
の
に
、
山
本
広
太
mw
『踊平山
氏
な
価
値
目
患
に

つ
い
て
』
(
大
阪
市
立
大
学

『
経

済

言

語

』
第
七

-
ハ
バ
ロ
リ
一
日
!
日
目

Muira』(
大
月

E、
一
九
七
九
年
)
で
『
訂
正
二
同
九
九
頁
)
の
き
表
し
て
い
る
・

(
初
〉
久
留

m
m婦
嘗

『価
値
形
惣
治
と
交
換
過
程
治
』
九
一
貫
・

(
幻
)
問
右
、
九
一
頁
.

一
一
一
日

u
l
u
J
U
r
g
aと
ま
過
程
泌
〈
上
〉
』
(
空
知
大
学

司法

号

き

第

七

五

ur-一
抗
日
れ
い
門
戸
汀
げ
な
お
、
こ
れ
に

対
し
て
、
久
留
間
氏
は
、
前
柵
問
書

『貨崎市

a』
で
、
欲
匁
の
悼出品
阜
の
意
慢
を
問
う
と
い
う
山
由

(
剖
)
尼
寺
発
計
弘

『価
値
形
間
四
泊
』
(
青
木
.
定
、
一
九
七
八
悠
)
一
八
九
頁
参
照
・

(
お
}
問
右
、
一
九
四
頁
・

(
お
)
{
予
野
前
岨
畑
書
『
資
本
論
研
究

h
i
、
一
二
七
頁
・

(
幻
)
{
予
野
弘
蔵
『
経
連
明
学
方
法
論
h

(

爽
京
大
学
出
版
会
、
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一
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ハ
ニ
年
)
-
四
賀
・



商品金庫関係と錨鉱MIJ!I君臨二怠

何
一

H
M一
一

九

誌

記

詰

日

以

(

『

U
廷
は
汁
は
ず
は
J
h
U九
日
i
ト

日

一
い
じ
れ
れ
一
一
一
一

日
1
一
九
九
一
ト
れ
れ
い
ぬ
い

1
月
)
、
『
初
期
マ
ル
ク
久
」
に
つ
い
て
は
、
思
論
文
『
研
究
ノ
ー
ト

H
2
1
2後
的

言

可

飽

(
初
)
字
野
前
燭
嘗
『
資
本
晶
画
研
究
』
i
、一一-一一-一貫・

(
お
)
問
右
、
二
二
三
頁
・
こ
の
よ
う
な
氏
の
理
解
に
は
、
大
塚
久
雄
氏
の
『
単
純
血
問
白
回
生
産
|
|
{
苛

極
分
解
)
資
本
鰐
生
涯
』
と
い
う
シ
皐

-
守
に
対
す
る
に
、
字

2
2の
、
『

2511(康
治
的
課

g
-
E
F
t
j
a
l
--

(
泥
沼
山
間
話
出
町
出
当
日
九
十
日
刊
行
い
い
れ

1
1
u
u

トバ十日

(
お
)
大
島
雄

一
『増
浦
町
叫
筒
硲
ζ

資
本
の
諸
国
岳
』
(
未
来
社
、
一
九
七
回
竿
)
二
五
回
頁
・
こ
の
よ
う
な
杷
鑓
は
、

『皆
川
七
冶
』
第
一
巻
H
価
値

治
、
第
三
巻

4
2
i
2
1れ

ば
、
資
本
鋼
生
涯
に
お
い
て
は
、

E
ζ生産
価
僚
と
、

、
芝
い
に
異
質
の
、
一
一
つ
の
ま
ま
が
存

日

じ

い

け

一

L
Uれ
を
へ

l
υ
i
J
ア
ベ
ル

P
3
aに
で

、

第

五

H
jリ
単
純
商
品
室
、
第
一

-
E
4
5
?資

F
も

う

と

ι
よ
り
批
縛
し
た
も
の
で
あ
る
・
こ
の
古
典
的

a争
そ
の
も
の

ι
つ
い
て
は
、

P
・
M
-
ス

ウ
ィ

l
J
i
鋪

『諭
争
・
守
中
ス
経
済
学
』
(
玉
野
井
・
右
福
沢
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
』
、
九
年

)

f

は
降

a
m峰崎
編
『
字
野
瑚
ぬ

の

2
m
l
経
済
学
原
理
詰
鎗

φ
史
的
解
明
』
{
社
会

J
2、
一
九
七
九
年
)
玄
九

i
g・、

ま
ニ

{
U
A
}

平
田
清
問
問

『
市
民
社
会
と
社
会
主
宮
崎
』
(
胤
匂

a
w四倍
、
一
九
一
、
九
年
)
玄
、
買
・

〈
官
叫
)
、
同
右
、
五
八
頁
・
大
内
秀
樹
氏
に
、

『
{
予
野
後
世
何
学
の
基
本
問
題
』
(
問
吋
代
持
品
副社、

『
商
品
段
済
史
副院
の
前
門
町
喧
』
士
二
八
頁
)
と
し
て
い
る
・

お

)

『帽
両
目
底
資
本
舗
の
研
究
』
第
二
巻

(EHE3
白
、
一
九
八

O
き
一
九
万
・

(
幻
)

『資
本
諭

m

E

I
』
(青
木
寄
宿
、
一
九
六
三
忽
)
一
六
九
叉
・

(
却
)
修
原
四
郎

『

3
5一
(
問
文
館
、
一
九
七
三
年
ご
一
一
一
頁
・

{
ぬ
)
問
右
、
二
三
頁
・

OS 

一
九
七
一
年
)
に
お
い
て
、
こ
の
平
田
氏
の
認
に
つ
き

(ω)
問
右
、
一
一
七
頁
・

(
川
町
〉
問
右
、
二
七
頁
・

〈
必
)
直
前
の
引
涯
と
も
、
同
右
、
ニ
八
貰
・

(
Q
)

問
布
、
ニ
九
頁
・

，

(川判
)

尾
崎
芳
治

『径
撞
開
学
と
歴
史
賢
官
平
』
(
青
木
書
庖
、
一
九
九

O
年
)
一
一
一
頁
・

(
d
w
)

ア
・
エ
ム

・
2
1
ガ

γ
、
中
野
定
策
訳

『経
器
開
学
批
伺
プ
ラ
ン
と

n
資
本

A
M
-
-現
代
田
H

ぷ
玄
銭
鎗
へ
の
展
鍾
l
l
h
(大
月
織
広
、
一
九

七
九
年
)
二
回

O
ヌ・

(岨判)

刃
O
ヨ
E
d
m
O崎
弘

o
z
r『
-

N

C
『
開
三
三
時
7
C
3
司凶崎市帥
n
y
k
z
z
a
g
玄
白
司
M
岨

nr空
d
V
ヌ
曲
三

Z
-〈
0
2
p
vy市
三
宅
C

ユ
a
Z
〉
ヌω司一

Z
一〈

戸∞匂

'
S
L
g∞・司『
z
r
p『
【
由
ヨ
玄
恒
一
3

・
m・
5
∞
・
時
永
他
市
臥

『資
本
治
成
立
史

l
』
(
滋
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
三
年
)
一
七

O
頁・

窓
章
で
は
、
価
値
形
幅
四
治
は
、
『
奏
曲
明』

ζ

お
い
て
縫
初
的
に
市
成
立
し
て
い
る
、
と
し
た
.
こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
、
大
内
秀
明
氏
は、

否
定
的
判
断
を
下
し
て
い
る
・
氏
は
言
う
・
ミ
美
園
m
h
で
は
酒
匂
形
m
m
治
の
展
開
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
』
(
前
幽

『価
値
a
の
形
成
h

一

三
二
頁
)
・
ま
た
『
グ
ル
J

ド
d
ヲ
セ
を
検
討
す
る
と
、
や
は
り
交
換
過
姥
治
が
強
い
で
す
か
ら
ね
・
む
し
ろ
価
値
形
m
u
a
は
な
い
わ
け
で
す
』

(
前
出

『資
ぷ
総
研
究

』
l
、
二
四
七
買
)
・
こ
の
後
者
の
引
正
に
関
し
て
い
え
は
、
む
し
ろ
大
内
氏
と
は
必
に
、

『要
綱』

に
は
、
交
換
過
州
問

a

は
、
悶
有
の
も
の
と
し
4

は
た
い
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
・

2
う
ま
で
も
な
く
、
交
換
過
包
論
は
、

価
低
l
価
値
u
m
m
閣
の
よ
う
に
、
『
個
別

宮
間
ロ
聞
』
に
お
け
る
、
一
側
面
を
、
本
質
問
司
祭
と
し
て
追
跡
す
る
も
の
で
は
な
い
・
相
互
に
独
立
し
て
相
対
す
る
商
品
(
個
別
商
品
対
的
別
商

品
)
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
使
用
価
値
の
実
凌
ζ

備
m酬
の
実
現
を
、
相
互
に
前
提
す
る
が
ゆ
え
に
、
「
外
化
』
不
可
能
と
な
り
、

貨融市
b
z

湧
出
す
る

も
の
で
あ
る
・
交
倹
過
縫
治
は
、
し
た
が
っ
て
「
個
別
商
品
の
相
対
|
φ
使
創
価
値
実
現
と
価
値
実
現
の
楠
相
対

l
l
世宗

」
で
あ
り
、

価
値
形

帽
却
に
お
け
る
、
『
個
別

商

品

信

億

・
貨
常
」
と
い
う
系
列
と
は
自
ら
区
別
さ
れ
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
・
『要
綱』

で
は
、
以
下
見
る
よ

う
に
、
同
明
ら
か
に
価
値
形
帽
忠
治
に
属
す
る
後
者
の
系
列
が
内
在
し
て
い
る
・

し
か
し
、
こ

の
こ
と
は

『要
綱
』
に
お
い
て
、
価
値
形
惣
畠
が
、
す
で
に
全
面
的
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
深
し
な
い
.
と
り
わ
け
、
使

用
価
値
の
差
異
と
い
う
剣
白
か
ら
必
商
ロ
帽
を
入
れ
、
個
別
商
品
の
価
値
顕
現
の
プ
ロ
セ
ス
が
、

隻
序
さ
れ
る
の
は
、

『資
本

a
初
版
』
以
後

に
属
す
る
・

『桑
綱』

の
価
値
形
態
諭
に
つ
き
、
こ
の
よ
う
な
萌
芽
と
限
界
を
見
い
出
し
た
も
の
に
、
竹
永
逝

吋『毘世昌明
学
批
判
要
綱』

に
お
け

る
貨
燃
の
必
然
性
治
l
l
n貨
融市
に
か
ん
す
る
指
u

を
中
心
に
|
|
』
(
大
医
市
立
大
学

『
経
済
学
鎗
箆
』
第
七
回
巻
第
二
号
、
一
九
七
六
年
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補論 「商品=非直接的交換可能性Jについて

r資本Jん第一軍第三節 価値形態または交倹価値 l二以「るi主321・

おいて.価値形態につき.資本制生庄株式を特徴づdる形態.しかしま

た資本制主主そのものではなく，その拍象的かっ一般的な形懸を持担づ

けるものであるとし，価値形態をして，他の宝庖関係とはI~別された商

品生産関係Jその内実をー経済法UIJとして表わし.よってもってその歴

史的経過性をさし示すものという文3がある そこで.L欠のように苫わ

れている「労働生産物の価値形態lよ.プルシ占ア的生産印式の級も拍像

的~，しかしまた般も一般的~形態であって.これ.二よ Cこの生産印

式.ム社会的生産のn際宇一績紙として，したがってまたfi;]叫に1::史的

に，待徴づけられているのであるら

1 ) ここでは資本制~Ætl式の姶象的一般的形態・術品生産関係としてい る.f23

iSのノート』中 r剥余価値学説史』において(t.資本分衡の前後としての術品

の交換価i{.貨青年という形で.この点ドついてボしているJ資t.の必明I!. そ

れとしてI!. すでに商品の交倹lit立の十分伝説明を. したが矛てまんそ れの貨

併での独立Itを前後と rる。J (TheorIen uber den Mehrwerl， Karl Marx 

=Frledrlch Engels Werke， Dlelz Verlag. 8erllO. 8and.26 m，5.128. 

邦訳 rマルクス .:I. 〆ゲルス全線』第26~m ， 169ベー J。以f.Bd. . s. 

.全焼 .ページ. という 形で*r)又.より l車般的iニlよ次の文3がある。

r術品形態t!. プル ノJ7的~経の.Itも -1量的で. も ..+-~1J{>形OJ である.

(Das Kapllal Krlllk der polJllschen Okonom同 . Bd.23. s.97.資-ts::a.
全集. 23a.110ペ-;.) 

2) Das Kapllal， Bd.お.s. 96. 資本~.全集. 23a.l08べ- ~ 0 
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間交ノート :-~♂g圃J~ ilI lf的交J魯面T lr.lt乍J について

本楠;ム この注32で述べろはている.¥t11本内(;につき. とりわけ価低形

態と商務品主産関係とのかかわりに烈.I.'.i.をあわせ r研究ノートJ として皆

干のfJ.埋を行士うものである。

その際の椛JlJt.!.-今結論を光どり 1・る形で述べれば一一商品=~ド直

後的支検可能性という概念である。その具体的内存については未ご涜然

としており. r交の展開をi手つより他会いのでゐるが.マ 11.-7ス!ふ ニの

現定を I商品に与えることによ って.価値形態と商品~1;/!f問(，f: をつな ぐ結

節点と し.ス ミス.リカードあるυiニジョン ・グLーをのりこえた木被

において商品 貨幣'M;を呈示し.あ1)せて.煽品・貨特問{ふが合む矛't'i

の萌'!.f形態をほ，IELているように忠われる

以下.ー では.織品=非u'i律的交!実可能性という悦点を念頭:二むき

つ つし直ちに本題に入るのではな く.すでにふれと商品主陀関係とい

うものの内実について見直し.1望組筏近をはかる奴介ruと・「る。

でI!，その前処の上で.価klI形態やレりあ it.電話品則定のj百呉慢を占ぐ

りどす 録後1・ 三 '(-'(.1:.. r河じ対象を学説史的次元で兄u'[-t"。

3， 11:縞で:;. (1111証形態おそのむので:4・.'i<. 1.; !.!i 1:32の;，¥，:fにのみ.1J'llf.作))n

せ!予定のIJI.角から. llit直~~~を見直十ことに公也I!m~ されている.し と

がって.価値形態おに関する研究と局争ι正緬1;0らとリん:ずるニとひしと弘、

価Iu¥.形態lよかんする研究そのもの.手のIlUl1.1よついてはn1-"0 (1鍬形態1':つい

てのオーソ 7λ 'l解説としては四I上ary.c:宇治人門』簿 2 分冊.青木~~主.

1952f手。戦1ft.いわゆる価値表現の r沼町通J 1二ついて占典的分析岸加え1・も

のに久ll'lruH他産 r価Il\形態治とうE検~míb *波書応. 1957年および「マルヲ

スの偏航尺1建前一 1. n"r思想J 1963!f 1211. ....h. 174. 1tJ6.l年2/1.、.0176が
ある 久留w哩~~. iJ;~置の冷徹 という 鈍角から l~ft きせ I ものと t rlll:ml.r 
&<< r(遁~形g~主と交鱗過n~~~知大'fr法録2高鳴 J'ぉ75.16. i7号.1971年9川.11

月 .1975年 311 同じく久留間氏のI'IT~足以価値物と IlIi tJi f-t>のほめIJJ を4軍人ずること

・こより姥展さ峠たものtして山本広太郎『 単純な価値形81・ついて」大阪市立大学

r~ì7f乍後記』獄76~~ 3 号.19n年 311 がある .7 "7ン λ 』量販r資本:むに ，W ~

もとめた研究としでIHill'Gllr弘、わゆる 〈貨物の4.1)，-ついて」大阪市，1大-F

r.~ j斉戸線此』続73~家 5 ・ 6η. 1975:f 1211 へーゲ fレ必F哩学tのt-t応問併

に〉いては佐々木 ~q語liIt.:aの Ji1去ニーが:).1:問問J JIi J干.:a. 1969t:ドノ資本.ASJキ

.Hとしつつ.~ヨ. fi語絡会どf見象的レベルで偏鍬形態らとらえ1.ものと fて



価値形態が商品生産関係の忠史的経過性やさし示・1・というI場合.その

商品生産関係とは向か，その点について険dすることがこ ζでの訴聞で

ある。ところで商品生涯問係といえば.直ら 1:fJ.Jt.)p庁イIと社会的分 業.と

いう宮辞か思いうかべられる またこの宮併が r資本必』第一旗第二節

商品にまEわ主れる労働の二週性 において労刷生産物を商務聞に転化させ

る契険として述べられており.その意味では.社会情成作の転変の必然

性を定式化 Lた‘『哲#の貧困Jrアンキンコフへの手紙Jr経済学批判一序

説』以後lニb属するということもよく知よれなi事実である しかしここで

は.いわゆる「初期マルクスJ といわれる段階に素材やもとめ吹越後近

を.まかりた l¥o ち該段階にあコては.たしかに，いまとぜ史上の{也と区

別された，特定の生産関係との相聞をもっとものとして.級品を把保す

る.こなけたっておらず.経涜法則を「人間的本質Jr人情」という議機か

ら政断して.、くというものであった。しかしそのような聞界のゆ1・おい

ても.見直してみれば.後の商品生産関係の定式化につながってくるよ

li宇野弘ilr経必ぬtaJ狩J皮全2f.1964 !f..形g:a~I:Itt'た 4のi::'て中野

正 r価鎌形g.:a J 日4s::~，tUIí社.ω58í手がある。また.本備で以下のべる.社

会的役織と弘的役絡の並々という使角Lニli. ~~的n備を与えているものとし

ては大内秀明 r価値おの形成』東京大掌出版会. 1964年.価値形態省にがける

形l!in (展開された価総形怨)から形om(一般的価値形態)への移行に注目

した続突とじて..縁良二 rtil高原崎J n~闇. 1976年.とく 1 ・ 35ページ.~官。

ニこでふれる余地が舎かヲ fょ他の研究をあわせて.何究!と~ ~~Jl'ニ ti "t.つつ価

値僚念 lふ主日して'Iíたな月.鈴鹿聞を lよかヲたものとしてf~ 、守終弘 r価雌形鰻~J

舟本書街. 1978年がある.

4) 7ンキノコフへの手紙でlム 人 間li.社会形l!i~ iJ自，:r選択』で 、るか否

かという形でこの点について穆れ ているJ人間lム社会形態をあれこれと浴ぶ

ことが予‘るでし，うか。で川H1せん も『人間の't.R:誠力の行£の鎗展

の縫合を前鑓 r る令ら I!. 交~やF高官置のl~Æの形態がf噌られる P しょう。 J

(Marx an Pawel Wassli)cwltSCh Anncnkow ，n Par山 .1846'1'12112811.

8<1.27. s.452.全焼"l7.お9ベ "/. 傍点';1閉r..) 
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研究ノート 『絹品・~~iII織的交妙-aUU宝 ニついて

う伝記述がある。要約的にたどってみよう。

第一l立.例え;!rユダヤ人間聞によせてJ において児られる.商務品生

産社会宮市民社会=孤立という胤定である。すなわち，対象今市民社会

にすえ.市民社会.こおける自由の愈味l立向かという":1~ 、かけを行い.そ

れ正答えるという形で.市民社会一弘的所1iにかかわる内容を示す。そ

のままを素朴に見れt;!. 宵定的な意味しかもちえない自由という 31実は

市民社会二むいて.手.え:〆共同体ウ、ら「白(I]I に ~~ っ て J る ζ.、;限り

での自由. したがって!副司性ウ・ら排除さムる自由で'あり ，その意味では.

孤立.そ占ドと Lてのn自にすき'1い，と。「自由:4.偲立して 1:1己に閉

じこもったそナドとしアの人聞の自由であるむ これは政令、こ弘的所有;二

つながってくる内容を含んでいる もともと私的所有とは，他人を排除

した支配俗.排他的支配継をを味しているから.集団性からの排除とし

ての自由の上に私的所有をおいてみれば，孤立を前提した下にむける

「資カ」からの利得憎.「資カJ I:~-tする処分舗としてあらわれる「弘的

所作の人俗:.t.任意に.他人にかまわずに.社会から独立に.ふの資力

を収益したり処分したりする倫千lげである。

以上.ニおいて.ム市民社会:.tDA立したものというとらえ方であった。

しかし，いうまでもなく.対~Iよ.ロビンソン ・ クルーソーのように厳

れ島に一人減措した孤主人で.まなく「一社会 てある。 とすれば商品生

産社会.市民社会とは孤立さが孤立Eのままで相互後触に入ることを強

制されている社会.ということになる。こニに.第二に，商品宝庫社会

=市民社会=l直立者i.f孤立者2 餓1ーという綬定があらわれてくる。 Ttt

ホノプスがリパイアサノで箔いたように.人間が相互に孤立したまま 集

団のゆに投せ・られると.ただ佃争うのみであり.互が{也の利益を揃 うこ

とによってのみ白からの千l雌を )fI.処する問係一-f].的所有向七の相魁・

倣汁・餓争が~出する。 r凶民符済予批判官綱』では.この点「同ーの，fIJ

5) Zur Judenrrage. Bd. 1.5.3ル1. 争処 1..102ペー ジ。

6) ebenda. s.お5.[.i11. 402ベーン
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客」とい う もので，弘的所有~.t手L的附有・ー骨lーの干IJ~-l量争とし て

説明 している。「向ーの手IJ1:がまさにそのII;J一性のためにこのように敵対

する……。そして この完成が綬争である oJ

このよう.ニ見てくるか もり.市民社会一備品生在社会:i，私的所有一

孤立一段争という序列しかひきょうがないよ うにおもえる。 しかしそう

ではな L、。孤立!iとしての「社会』は改めて兄l庄社ば. J紙に電車争に収数

されることはなく .U争とは[g:別された相互関係.述傷的側面をもって

J る 一面では.箔 規よ主としての処立というものを保作しながら，他

面で.ム「社会Jから社会への移行を時示.tる。第三焼定としての， 商品

生産社会話弘的所有の相互関係=社会的仔在.がそれであるJ両行はこ

もごも.自己自身の代理人ならびに自己の他者の代煙人と Lて相互に関

係Lあうのである。......。手L的所有はいまや.内己白身ルの直後的1)統

ーにおいててよなく.他行，:ltする関係として存在する f二，t~ある J〉

この他者.こ対する関係としての弘的所有lふさらに弘的所有の「単に相

対的会定在j!といいウ、えふれている

以!こ.級品主I奄関係にかかわる箇内をごく大雑把にとりあげてきた。

それは，くり返すまでもなく.向し商品生産社会を.第ーに，私的所有

=l!Ii.主=モナドとして t~ニ.ニ.私的所.fì=tt1ーとして.第二に.キL的

所有の相互関係として!直属的にとらえるものであ〉た そして般後に.

この三速の続定には「営利労働 (Erwerbsarbeit)Jという総括的訴価が

与えられ，この営利労働としての商品生皮社会(1.人絡.素質.欄神の

自由の実現とは，その目的を異にするものとし r人間性J という続犠を

場入することによって当該社会に再主的原価と限界を与える。「こうして.

生産おが自分の生産物に，-いして在般的事受と人俗的欲望の関係にたっ

7) Umrlsse zu elOer Kr山 kder Nalionalokonomle.8<I. 1. ~.513. 金篠 1.

557ペー メ。

8) Auszuge aus James Mills Buch.. Elemens d・economle politique" 

Trad. par J. T. Parisot. Parls 1823. M. E. W. Erginl.ungsband 

erHer Tecl. s.453.全集40.372べ-;，

9) ebenda. s.453.川上.373ベメ

.、.
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てリるか否かということも…・・まったく偶然的で.J~本質的念 ζ ととなるお

(傍点引用~)

商品主J烹関係について.いわゆる「初制マルクスJ にむいては.概略

以上のような把躍をしているといえよう。それ;ムとりわけ録後のザ11正

に兄られるように.社会情h主体の必然的転変についての12織によ、、まど

至っておらず.客般的絞i斉法則を r人1111的」か舌かという鋭機をもち込

んで持者足.tるというものであった 9

以上の「初期マルクλ」の把抱につき.後の商品tur;問{系縦走とのか

かわりで改めて注目されるのは，:.r;ーと沼三の総定である。すなわら孤

立と連問の並置である。こ ζでマルクス lt. 向ーの.t.t~である商品主結

社会:二Jそのまま見れ:i， 互いに相反寸・るJZ俺，孤立であれば連関を排

除 L 述問であれば彊立を排除するよう 1・I，lえるにもかかわろず，この

1IJi立とi金問が同時に並ft.・t.るものとしてつか九でいる。

このように見るかき.り.般初にあげた織品生産関係=弘的所有と社会

的分業という等式;立一一 rw問マルク λJ にt:;I tる「人間性J 的契伐を

捨象~ ，継承関係;二法{}'1"れば一一互いに相反する性俗.弘的性筒井社

会的性格の並存としてとらえ直されようJIr経済学批判』の「原初摘の

断片」においては，この点を.個別の湖品主産f_1;に日11してとらえ. i皮ら

10 e benda， s. 4~. 向上.373ページ

ll) r資本治』そのもの 1 ・ hける商品生庁関係の険討については.術情 rtl~.f~

潤~ J( J，t Iíll大学経iÄ常会 rHi高~øJ 高 121 Ql~再 4 ・ 5 ~;. B{jfU53年4・5JJ)

68-9ベーンおよび r社会的価値と個別的価値j(阪婦大学 rr1，(lti:，a 11 J 築14.fqJj

5，; ω-1∞ペ-;).!l!to なお・.これ勺ーコの曾作，~. r編曲直』という t由~的 k

元パtJい'級品笠If関係舎内在化させfものである.本 r研究/ トJ ・1その

例ぬの J:ても.価統形態n商品定湾問(~，舎内花(ヒさせてま手干の倹Jtを，t，t:みたもの

である.

とニろでfJ.的性怖と社会的性絡の並立とい・，ても.その社会的性絡について

:ょ.あくまで術品録泌を前後とした.その怜内におけるは会性r-あるo 'ルsf

t主J では. この点を r干iJ.(t]f折手干の内部での……社会的な ~JI量と統合であり .. 

交妙取引lよ.また社会的な関係のbO・1物J{a. a. O. s.453.前m.372ベーメ)

としている。({，殺りi.'ilfflf:l
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(j: .一方では.他の生I聖有について何も知ら'f白からの私的計算と私

的判断で生産・1・るが.他方で:ム防lヒ生獲物:主社会性を1辱なければなら

ないとし.商品主庖者としては 「彼らb、独ました私的問人として.同時

に社会的関速の立かにあるということのための条件fiをみたさなけれ!ま

ならない.という形で述べている。{傍六引用者}

それでは. ここで険討した商品生産関係を.またその歴史的終過性を

示すものとされた価値形態と:ムいかなるものか，注31の合窓は何であ

戸とか.それを次に見ょ う。 ここでは向時に， f商品=非直後的交倹可能

性 J としと窓味も.漸次あらわれて くるはずである

価値形態が商品主産関係を表すとい う~合，その窓昧:ま{可か.それを

さぐりどすニ とがここでの探題である。

価値形態zaiふいうまでも令<.すでに，商品における価値につき，

すべての商品に「共通会社会的実体の結品J3vという処定がうえられたあ

とで.それを HiJ抱 とLて.価f.ta:の現象形態を.形態[_1単純な，個別的，

偶然的価i:ll.形態 (A= 8 )，形態日=全体的~.展開主れた価値形態 (A

=8， C， D，……)形態田=一般的価値形態 8， C， D， ..…・=A)

形態N=貨幣形態 (8，C， D，……=G)という順序で，商品一貨幣

に至るまで追跡し.よって.相対的価値形態=価値が表現される商品=

( )中左辺.と.等価形態=価値&1J1.の材料とされる商品=( )中

右辺，との相互制約と姥肢の関係一一相対的価fili形態にたつ商品が社会

的統一的合価値表現をえる過程と等{扇形態にたつ術品か社会的統一的な

価値の現息形態となる過程の相互促進の関係ーーを呈示するものであっ

12) F'ragment des U rtextes von.. Zur Kflllk der pohllschen Okonomle .. 

Grundrisse der Krllik der polillscher、Okonomle(Rohentwurf) 

1857・58.Anhang 18ω-1859， Diet2. Vcrlag. Berhn， 1953. s.鈎9，邦訳

r幸重点#批判要綱J V.高本準一郎監訳.10宮9ペー ン。

13) Das Kapltal， Bd. 23， s. 52.全集23a.52ベー ジ.
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ここで.本楠のテーマとのかかわりでさしあたりつきあたるのは， 価

{直から価値形態への移行.あるいは価値と価値形態との関係である。そ

の跡をたどってみよう。第一は.価値の限界をJ割高することを通じての

移行の必然性の呈示である。すなわち.今，価値から価値形態への移行

を見直せ:i.価値=社会的実体の結品という縦定にとどまるかぎり.商

品l主.他の全ての商品と共通する社会的実体を共有しているのであるか

ら，商品;主面妾に社会的定在を，直帰灼交換可能性をもってL、るとし、うことに

なるが 現象に近い形でいいかえれば全ての商品は貨幣であるというこ

とになるが)価値形態l:t， 丁度その r商品=価値z 共通な社会的実体=

直接的交換可能性」を否定するという関係にたってあらわれてくる。

その否定の恨拠としてあげられるのは.一つは.価値=結晶=透明=

非現実的というものである。「価値としてはリンネルはただ労働だけから

成っており， 透明に結品した労働の凝固をな している。しかし， 現実に

はこの結品体は非常に濁っている IS'J(傍点引用者)ここでは‘価値lま拍

象的なるものとし，商品 ・貨幣分析の枠内におけるより共{率的範時への

上向の必然性がとかれているといえよう。この己主はまた.価値=潜在的

→価値形態 ・交倹過程という形でも述べられているJ社会的労働時間

は，これらの商品のなかにいわばただ潜在的に実在しているのであって.

それらの崩品の交換過程では じ めてその姿をあ らわすのである ~6).J(傍点

引用者)価値=直接的交換可能性を拍象的.非現実的と し.価値形態へ

の移行の恨拠をとくものとして1;1:， さらに「抽息的な対.litt生Jf一つの思

考産物I頭脳織物j7}という表現も与えられている。

14 ) くり返しになるが. 価値形!!!~そのものの研究と治争γついては.さしあた

りi主3)の文献を参照されたい。

15) 0 a s K api tal Erster 8and. Hamburg. 1867. s. 17. r資本諭初版』問婚次

郎釈.田氏文庫.46ページ。

16) Zur Kr1tlk der Politischen Okonomie. Bd.13. s. 31. r経済学批判』全

.13. 30ページ。

17) Das Kapital Erster 8and， s. 17. Iln出.47ページ。



以上iム透 叫I浪花的Jr思符産物」という形で価低の抽象性=限界今

とき，そのよ j~ 側面から.価値形惣への移行を暗示し.また. ~現品の

直後的交倹可能性合否宅するものであった。その意味で，この第一の恨

拠は.価値の限界性を指摘すること.ニよる.いわば後退した部面からの

前進への起動力の噂出であった。

それで.ム筑 2に，より直線的に価f五形態の恨拠を検討し.あわせて.

この移行という都商にむける.価値形態一一-~商品恒産問係といに Q初

にたてた，名手1)への綾涯をこころみよう。

このよ う会課題をたてて.術品企見征 Lた場合， さしあとり注rJdれ

るのは.îtの舟品-f面値=拍~物と 1. ¥:..:芳式と.開の問係にたってあら

われてくる高品=自然物と 1、う焼定である 一方では一一今摘3附とし、

ぅιのを度外視すればァー商品=価値物である。他方でありのままの個

別商品:二一つの拘=自然拘である ここに価fi1tの抽象性を克服した次元

において価値形惣が定置されねばならない娘拠がある 商品一貨幣

形態町 を念頭aこお、、て.マルクス..tJう tf~物としての商品lま.

「特殊的・自世k的.nt空貨とその一般的・社会的rtoti性質とのあいpのイ・

盾 J 傍点引用者)をもっ。

しかし.この自然物ζ 価値との手盾というの4. あまりにも即物的な

恨拠であろう また.もともと価値といい価値形態といい，物ではなく，

その経済的形態縦走なのであるから.一方に自然物.他方に経済的範鳴

を並べるのは.不十分さを免れえないであろう。

ここに.価値から価値形態への移行における，そして価値形態の定置

おける.第一般で述べた，商品宝I~関係の既定住が資存あらわす。すな

わち.第一章においては.商品生rt関係Ij:.私的所有と社会的分業であ

り.より始象的にlま.孤立プラス社会関係，私的性裕と社会的性怖の並

置であった。このよう令指舗を領底にすえて.商品を見る r!.nい. 倒別

18) Gr， S. 65・6. r要綱J 1. 68ペーメ。この内 lよ.通~ms久必Lí;Iよ，て.使用

{直航と価値とのオ~として述べられているJ資本翁.i.")f J 1， "-tc1J/.ti. 1963 

2手，182ベーメ参照.
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にとどまるかぎり，弘的性絡をもっているにもかかわらず，同時に社会

的性絡をもたねばなら会い.という一見すれば.不可能な要請の下にお

かれることになる。ここに.個別的限界を突破することによる.個別の

逮聞による，解決形態一一貨幣形態まで至る価値形tL~が姿をあらわ

す。「労働lム弘的個人の労働であって，一定の生産物に表わされている

しかしながら.f話f氏としては.生産物は社会的労働の具体化でなくては

ならない・・ー・。だから弘的労働は.直後， それの反I・1物として.社会的

な労働として， 1.< わきれ~くてはならない~ …・。 個人の労働を一般的

労働として1k.ぷずるこの必然性i.t.ー商品を貨幣として表示する必然性

である 19J{傍点ザIm-ln
以上，移行のおこの契機として.宜後には自然物と価値との矛盾，よ

り~t't的にほ . 商品主唱関係の総定性.;r;ーなとのつながりを意識した

ものとして:;臥的性絡と社会的性絡の並存をあげ， 貨幣形態にまでい

たる価値形態定目の恨拠をさぐってきた。そして.その限りにおいては，

問題はすでに解決されているように見える つまり，価値形態が与えら

れることによ 〉C.商品=価値=位般的交換可能性という写式のもつ限

界性も.自然物と fdlifll'lという矛盾も，十日立排除的な私的性格と社会的性

絡との立Eillも.全て解決されたように見える。んしかに，商品生産関係

の続定住をうけたものとしての価値形態というその内容は下ばあらわれ

ているように見える。しかしそうではな L、以下改めて，価値形態の}

系列をとりあけてみよう。そ れは形態 1(A=B).形態 日 (A=B.C. 

D. ・…・・).形態目 (B.C. D. …・・=A).形慾N(B. C. D. ・

=G)というものであった。 形態Iから形態Wへの進展により，個々の

商品は，統一的価fui表現をえるというものであった。しかしながら.こ

の方式を兄UIしてみれば，その両辺にたつのは.どちらも「商品Jであ

る。したがって.(山氏表現の材料になる街辺=浮悩形態は.価値が表現

される再現占lsとは拠なる商品である{也会 L、。このd.Iムマルクスにおいて

19) a. a. O. Mehrwert. Bd. 26. s.I33. IjiJIι 会議26・n.174ページ。
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くり返し指摘主れているところである。例えば r材;?i ~ìと批判』いおいて

は.rr也のー商品J として。「商品!主交換過程で.iその仔慌を二地にしなけ

れ.!まら 2.、 他方では.交f州通雌と Lてのその第二の存tEIま.それの

(1).他の 4 高品(eme創叫reWar~) であるよりはかな t ‘。 t:f. せ.なら.交

J負過詑で!二:t:尚品なけがけ立しあうからであるfJ{傍点引!刊行)r資本品』

では rなにか汚'1の.，rti品」としてJリンネ J1"の価値lムたど相対的にし

か. -1・ξりら汚1)の術品でしか.ぷ』見さ tえないのである。それゆえ.リ

ンt.]1"の伺it的価出形態:!. '~t こか引，- -・商~7r/l リン f・ 11，に/.;.いしてお

価形態にあるということを riiJ1是」ご、、るのである;IIJ(問点引J1l1i)

と.，・れば.高品主tJl問{品としてのfl.的性総と社会的性怖は.その並置

が.価値形態を定置されたその後でも.社会的f生f誌が{呼ら n!'後でも.

社会的性絡を{宇役するのは q也のr'OiJわである以上.やはり保存 ・絵本

され.価値が表現在れる!有品;ム依然として弘的作.俗~. f!fi.立とモナド

を堅持じている。したが て.商品生斑問{系!ム価値形態の前提および

その成立法にむける基隆として作用をつづりているといえよう内ニこ('. 

f1.的性格-flL.立ーモナド という系列の延L~掠J: に . r，恥~:r = Jhl'i般的交倹

可能性J が資金あらわず。r経涜τ'tllt伺喫綱』で14. この点を. ，商品の交

換可能性 die Austauschbarkeit der Warc) J!ム 制品の外却に F貨

然」として存往しているのであるから.商品自体とは「無保，~もの (Fre

mdes)ちである.としている。さらに r資本ぷ初版』でl.i.商占~ l j: .

生-*.一般的令交倹可能性の直後的な形態をm:除?で、、るのであって.

したがってまたー鍛的会守価形態キ七ど対立的にのみ姥展主せることが

できるア{傍点引用1'i と.織品:手直後的交換可能性をもた会いこと.

その前提むよぴ恒常的答礎の 1'.に，価値形態 、貨幣形態)が展開される

20)ιιO. Bd. 13. s. 32. ，1~ 1l:\.全集 13. 30ベジ。

21) a. a. O. 8d. 23. s. 63. HiJIl¥.金銭23..66ベージ.

22) Cr.s.66.r要綱J 1. 69ペー グ。

23) a. a. O. s. 32.刷出.73べ -/0 またs.30. 69ページにも「それらは互いに

r!i.般的交lJuT能性の形悠キもづていない』とい 3記述が兄ιれる
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としでいる。

価筒形態の段ffi的発泌を述べた r資本JiiJ 第・章第三節lま.価値形態

一一商品主出関係 干L的pfTfjと社会的分業・狐立と連関・弘的性情と社

会的性絡 )一一商品の非直後的交換可能性という系列を伏在させつつ

展開されているといえよう。

ここには.貨幣の流通子段機能中.W-G.販光に:t，'げる商品の命が!?

の飛叫に.庇般的交倹可能性.よ貨幣として「他人のボケ J 九 に あ る と

いうことのHUの意味.二，街品lま貨幣に転化することを強制されてい

るにもかかわらず，転itしうる必然性:よ与えうれていないという「生産

物が再現品てあるということから生じる全矛1古川ieganze Widerspruch) 

23」につながってくる内容が，たとえ秘芽形態としてではあれ含まれて

いる

本縞では.正面からとりあげることはでき令かったが.このように見る

刷会. ~(面形態にあるもの:.ì. ui般的交倹oT能伎を体現しているのである

から.直後に社会性をH裂しているよう。こ見える しかし価値形態にむけ

る百五品色々問係l土.当然のことながら勺{語形態にむいてもその続定伐をn
〈。その恨拠lよ.もともとは '1計画形態にたつものは「他のー術品」とい

うとニろにらえられているのであるが.相対的価総形態にたつ「商品」が

f1.rtJ性的をI経作しな点、ら社会的性絡を価値形態 貨幣形態)としてもたさ

るをえなけとすれば.逆に.等価形態にたつ「術品J ti.社会的性絡や円E

f与し会がら紅白'J性絡をもたなければならない。伝的性絡と社会的性情l.i• 
価低形態にIずいては.相対的価値形態l.t..私的性絡『社会的性裕と して.

等価形態 Lt. 社会的作.絡一位的性f告として， μi じ ~.t~における相反する

「移1むをくり返しているといえよう。ここに.等価形態=貨幣盟直後約

交換司自~t't:=社会的性絡が.手L的所有の力に.干L的役絡に転化する恨拠が

ある ， r ~~はそれ白身商品であ η ，どれの私イ干物にで も な れる外的な物で

ある。こうして，社会的手元が個人の{自え的手元に令るのである;S)JU発点

引用{'j)

24) Il. a. O. Bd. 13. s.54. li4/1¥.全集13.52ページ。

25) a.a.O. Bd.23. 5.146. ，iilll'，.全集231l .172ページ。な むフランス，~版 r資

本.:品』 でlJ.l'iJし館所を次のように.lっているJ貨物?はそれ自体尚品.す♀わ

ろとん~人の子中にも f5 ちるニとのできる物である。社会的 1 カはこのように
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以上 r資+~J 価値形態治 1 ・含まれるi主32が示唆寸る崎に注目しつつ.

商品宝経関係という隙られた宰口から価値形態荷与追ってきた。 そして

その際の倶角lム くり返すまでもなく 「商品=Jr.直後的交換可能性』と

いう続定であ J，. この様定lふ第ーには.価ful形態の前後としての価

値.そこにお・ける.社会的:菜作の結品=直後的交挽可能性という与式を

否定 rるうZ伐として.ま えーっに;ふ形態1. s.阻. [¥'という進展に

お「いて.等筒形態が一般的社会的性絡与え ることによって削付的価総形

態が.統一的価値表現をえるプロ七ス:ニ{大犯するιのとして，寸・なわら.

2事価形態z 直後的交換可自主性.と.伺対的価値形態-4ドiLH妥的交換可能

性.の伺E制約的契機として. A聖徒に.価値形態か商品一貨幣ま F主っ

てもなお.白からを主張 L. 商品開係の矛Il'j につ~がってくるものとし

て. くり返し あらわれている といえよう。

このよう.ニ述べてきた意味!ム商務品問係泥沼にかんする号技法:という

レペルから見直せばよりはっ~ ;)とする。スミメ.リカードあるいはジ

ョン ・グレー写にあっては.術品企.、う同ピ対象.二. (面Ilfi形態の，jiJ従で

ある価(Ji..むよびその実体)の険出ま R ニ勾・，/:，1;限，Eさil. その結果.

商品を直後に社会的な ιの，交j負af能':tものとし.あるいは r交倹可能

性」という基準をすえ ての街品・貨幣関係の分桁を欠.1:t:せ.商品一貨

幣の商品生産関係に恨拠をもっ必然的k島問よ でnf誌がt、たってい会い

スミスにあっては.労働と貨幣は「外It'.JJ なものとしで伍立ぶせられて

いる。「交換価値の二つの縦定(労例および貨幣一-'jl問符}が. i皮 (λ

して弘人のf1.的♀力に♀る 'J Le Capllal. par Karl Marx. TraduCllon de 

M. J. Roy. enllerement revlsee par I・auteur.ParlS. Edlleur‘. Maurace 

しachat同.p. 54. rカール ・"7'1，.7λ フウノ:x.m投資本J高 l巻Jl(夏・ 1:杉

訳. 11:.政人孟出版局.1979'1'.112ベージ.1司怜の術鳩.よ ルmし E.B.5.-I46.

:を1島40.お4ページ) にもある ，rミ'1，.Aj!i主 31事情州i'，'111' l，再究と f

て.4. 小休婦:，r終e高γI!t問体系の'1hlt J 却系の水.ヰm.1958{ト. 112 

ページ.
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何!YZノート 「術品目 J~i1'U.tr)1"可能性J Iよついて

ミス一一引用!tlにとっ て外的に・ならんで現れて t、るF」リ力 ードは.

商品を分析し労働 まで至っているーし かし.fL的所fi-，商品-，商品と 貨

幣という系列 lに二ついては触れて 1お~.勺 '1 '. r形I式宅U叩{自)~ド'.J J 

したがって， 価雌形態 匝商請品主F箆r.問係というつ〈な2カか、り LU理解主れてい(t

い f，)カ ー ドが研究していないのは.労働が開局品の単位として表わさ

れる独自な彩悠司ある。……。 どから従のJ.I.¥合には高品の貨伶への転化

!主 IjUこなにかIf~.r\.的にすき'ないものとしで現われてシり ， i~ <資本主表

的主産のnも内舗にあ'i?ものとしては現れていなけ“ J( f労.... .i.'j 1m行)

ション ・グレーにあ っては.高品車社会的労働の結品曹 までて~ ~!実を

とどめた結実ιLて.そのような欠陥の必然的結決として. þ{~を「寝

1IiJ の世界て1，1.減§せ.術品生産性会そのものをも消去している。商品

=非直後的交換可能性 H 価値形態 H 術品主i主関係. というものを念

頭にむき次の引証をあけたい。fu1:術品'，.t..tI日産には個別化 dJlた独立の

干L的労働の宝f宝物J である ところが「グレーは.術品にふくまれてい

る労働時間を庇姥.-H会的まものと 忠定.tるJOそうすると. もはや貨幣

‘直J婁的社会的形態)よど要て会 会 1).r生f1f.拘!よ級品とな弓・t~ 二 3

してブルジョア的!Utの~礎が防 司を されてしまうであろう ':~ I J{傍点

/i) 

261 Gr. s. 86. r要綱 J 1.89ページ.

幻 a.a.O. Mehrwert. Bd 26. s 136. 州:tt 全 ~260. 178べ .

281 a. a. O. Bd. 13. s. 67・8，，TflIH. 全!島・13.67・8ベー'.l，1"11.の!日1"I J..他の

f刷所でも〈リ必しあ勺われてくる ，r1( 1>ーん のι12.1で1':'.r I べてのA~ú:J Iニ何日干

にl広f史的ZI事可能怜の樋印を抑 1ニt/)i ('、るかのように安.r.!J・1・ることは

「小市民J tn.!I~である . としている (Bd.23. s. 82.全集23・a.92ペ ジコ

ま1;;主50では rなぜU.trJ万働Iよ.IIIJfnt会(f.J{t'，;-ωとしご:>よ"それの反

lt物とLて.耳Zりぬわれることができ今いのかけt'benda.s. 1ω.1;.11:.126パ

-'. (耳'.'・")lfIlr. という 問いかけをir)ている また.λ ミ λ. )カード.

グレーと共必し1iJ¥ηlムフラン 7リ〆(Bd.13. s.42.全集13.11ページ参

照).ブルード;， (Dlls Elend de r Phllosopluc. Bd. 4. s. 104.作品片の質問.

全!島 4.104ベ-)主主1'(1)についても指111されている。
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以上.原典における引証に重点をむいた全くの「研究ノートJ としか

いいようがない本摘ではあるが. たど明らかiニなヲたことは， マルクス

にあっては.価杭形態論Ij..ス ミス. リカード， グレー，フランクリン.

プルードン等のFEA的限界の超克をはかるという意図をJ削ほ14ひめつつ.

なによりも.商品主桂閣{系の具体的問史倹を念頭かうiたして-1:らせるニ

となく対象接近ウセよかられて、、るという点である。そして.~商品主産関係と

価値形態を娘介するむのは...，-j までれな < . r商品=Jド~~L持的交倹可能

性」というt見定であった。『資本論Ji1321J少 くともrJ.1:の.':.'，x念頭に t).

t、てftされたものといえよう。



第
三
章

貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化

は

じ

め

に

転
化
論
は
、
資
本
主
裳
の
一
般
的
土
台
と
し
て
の
商
品
・
貨
幣
関
係
と
そ
の
上
で
運
動
す
る
資
本
・
賃
労
働
関
係
と
を
つ
な
ぐ
結
節
点

の
位
置
に
あ
る
・

g
l
o
l
毛
と
の

l
毛
1
0
‘
の
同
一
位
と
遊
具
性
、
貸
借
資
本
と
労
働
力
商
品
と
の
出
会
い
が
そ
の
内
容
と
な
る
・

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
研
究
史
に
お
い
て
、
転
化
品
調
は
、
資
本
主
議
以
前
の
単
純
商
品
生
産
社
会
が
資
本
主
渡
社
会
に
歴
史
的
に
転
化
す
る

そ
の
様
介
市
切
で
あ
る
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
っ
た
。
後
発
資
本
主
義
と
し
て
の
日
窓
資
本
主
袈
は
、

つ
ね
に
欧
米
と
の
比
殺
に

お
い
て
避

れ
を
意
滋
し
て
い
た
・
古
川
民
革
命
に
よ
る
、
自
立
的
商
品
生
産
者
が
支
配
的
位
位
を
占
め
る
こ
と
、
前
近
代
的
部
分
を
払
択
し
た
か
た
ち

で
の
、
資
本
主
主
の
強
国
な
成
立
、
そ
れ
が
明
治
維
新
以
後
の
日
本
の
実
践
的
目
標
で
あ
っ
た
。
上
の
歴
史
的
転
化
諭
は
、
そ
の
よ
う
な

日
本
資
本
主
義
の
自
僚
に
論
理
適
合
的
に
つ
く
ら
れ
な
理
論
で
あ
る
@
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、

い
く
つ
か
の
問
題
点
が
ま
た
ふ
く
さ
れ
て

い
た
・
第
一
に
、
こ
の
よ
う
な
判
断
か
ら
の

『資
本
論
』
研
究
は
、
必
然
的
に

『資
本
論
』
を
資
本
主
義
成
立
史
を
解
明
す
る
密
で
あ
る

s4 



と
い
う
解
釈
を
生
み
出
し
た
・
と
こ
ろ
が
他
方
、
当
の

『資
広
諭
』
そ
の
も
の
は
、
資
本
主
嘩
舗
の
生
成
、
そ
の
荷
品
生
産
と
剰
余
価
価
の

生
産
、
再
生
産
、
発
展
の
必
然
性
と
歴
史
的
限
界
の
解
明
、
そ
し
て
、
未
来
社
会
へ
の
転
化
の
必
然
性
を
科
学
的
に
解
明
し
た
も
の
で
あ

り
、
資
本
主
護
に
向
か
う
領
滋
で
な
く
、
資
本
主
渡
そ
の
も
の
を
対
象
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

一
つ
の
ズ
レ
と
し
て
、
残
り
続
け
る
こ

と
と
な
っ
た
・
第
二
に
、
上
の
解
釈
で
は
、
口
頭
商
品
古
婦
は
、
資
本
主
渡
以
前
の
社
会
に
お
け
る
商
品
生
産
を
対
象
と
し
て
い
る
と
の
理

解
に
つ
な
が
っ
て
い
く
・
そ
れ
は
、
商
品
生
産
自
体
に
内
在
す
る
矛
盾
が
、
資
本
主
義
に
内
在
す
る
も
の
と
し
、
資
本
主
獲
が
歴
史
的
に

経
過
的
な
生
産
後
式
で
あ
る
と
い
う
論
理
を
稜
味
に
し
希
薄
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
商
品
生
産
に
お
け
る
す
で
に
分
析
し
た
矛
盾
は
資

本
主
義
以
前
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
の
問
題
を
こ
こ
で
は
倹
討
す
る
・
{
テ
野
、
大
島
両
氏
の
所
説
は
、
{
予
野
筏
済
学
、

次
座
派
と

度
来
資
本
と
い
う

ふ
の
選
本
的
な
理

a内
容
は
、
抱
月
に
し
て
い
る
。
し
か
し
転
化
論
の
把
握
の
仕
方
に
お
い
て
は
、
{
チ
野
晶
は
簡
築
資
本
、
利
子
生
み
資
』
阜
、

つ
ま
り
あ
る
磁
の
歴
史
的
移
行
過
程
と
理
解
し
、
大
島
氏
は
、
単
純
商
品
生
産

次
的
転
化
を
転
化
論
の
内
容
と
し
、

段
階
か
ら
産
業
資
本
主
義
段
階
へ
の
移
行
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
、
把
湿
し
て
い
る
。
共
に
、
商
品
論
、
転
化
論
、
剰
余
価
値
論
を
同

じ
資
本
主
衰
の
置
嘗
的
分
析
の
各
段
滋
と
把
但
し
て
い
な
い
所
に
検
討
の
余
地
を
見
い
出
し
た
も
の
で
あ
る
・

考
察
の
聞
序
は
以
下
で
あ
る
・

一
で
は
、
転
化
晶
画
の
主
要
課
題
を
、
商
品

・
貨
幣

aか
ら
の
、

資
本
形
態

(の

l
t〈
1
0
J

形
成
の
必

然
性
の
論
証
に
お
い
た
研
究
を
と
り
あ
げ
倹
討
し
た
い
.
し
た
が
っ
て
自
ら
、
そ
の
素
材
は
二
つ
に
分
か
れ
る
.
そ
の
一
つ
は
、
宇
野
弘

蔵
氏
ら
の
研
究
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
大
島
経
一
氏
ら
の
研
究
で
あ
る
・

こ
で
は
、
宇
野

・
大
島
氏
ら
の
主
張
を
通
過
し
た
新
し
い
水

畑
中
で
、
転
化
治
に
接
近
し
た
、
見
回
石
介
、
足
協
同
芳
治
氏
ら
の
研
究
を
追
跡
し
、

三
で
ふ
れ
る
予
定
の
古
典
へ
の
回
婦
の
矯
わ
た
し
と
し

--、.

s
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起。

商
品
・
貨
幣
経
済
か
ら
の
資
本
範
式
形
成
論

本
節
で
は
、
転
化
論
の
課
題
を
、
転
化
論
の
内
容
そ
の
も
の
(
一
般
的
定
式
|
一
役
的
定
式
の
諸
矛
盾

i
労
働
力
の
売
買
〉
で
は
な
く

て
、
商
品
・
貨
幣
か
ら
の
資
本
の
形
成
、
そ
の
論
理
の
様
策
に
お
い
た
研
究
を
と
り
あ
げ
た
い
。

1 

宇
野
弘
蔵
氏
ら
の
所
説

「
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
」
の
内
容
に
「
疑
義
』
を
唱
え
、
そ
れ
を
自
説
展
開
の
原
動
力

と
し
て
い
る
・
こ
の
点
に
つ
い
て
山
本
哲
三
氏
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

『資
本
論
』
第
二
篇
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
『
方
法
的
な
媛
点
」
が
存
在
す
る
・
第
一
の
欠
陥
は
、

。
ー
さ
1

口
、
成
立
の
必
然

{
子
野
氏
ら
は
、

『資
本
論
』
第
一
巻
第
4
章

二
通
り
の
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
・

関
係
か
ら
無
媒
介
的
に
」
の

1
4〈

l
q
を
と
く
と
い
う
手
法
で
あ
る
・

性
に
つ
い
て
、
何
ら
諭
涯
が
な
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

『資
本
論
』

一
つ
は
、
『
歴
史
的
解
明
』
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
『
白
常
の
商
品
経
済
』
『
限
前
の
市
場

に
お
い
て
は
、
貨
幣
が
資
本
の
窓
初
の
現
匁
形
態
と

さ
れ
、

山
本
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
転
化
諭
の
鴻
初
を
整
理
し
、
『燈
点」

貨備の資本への転化

の
指
織
に
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

い
ま
山
本
氏
自
身
の
こ
の
よ
う
な
整
理
を
、
批
判
的
に
と
ら
え
返
し
て
み
る
な
ら
ば
、
貨
幣

l
l

ハ
転
化
)

資
窓
に
つ
き
、

『資
玄
論
』
は、

な
ん
ら
、

上
の
歴
史
的
転
化
お
よ
び
日
常
的
転
化
を
、
氏
の
如
く
、

一
つ
は
、
他
は
、
と

第三4

い
っ
た
同
等
の
資
絡
で
、
転
化
の
内
突
を
形
成
す
る
箆
列
的
ニ
契
ぬ
と
は
位

πづ
け
て
い
な
い
.
こ
の
点
は
、
の
ち
に
児
協同
氏
ら
の
汲
を

み
る
時
、
か
か
わ
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ふ
れ
て
お
き
た
い
・
と
に
か
く
、
氏
は
、
二
契
機
を
笠
立
さ
せ
た
後
、
焦

点
の
指
矯
に
入
っ
て
い
く
・
氏
の
立
論
の
あ
と
宏
追
え
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
・
ー
ー
た
し
か
に

『
資
本
治
』
で
は
、
歴
史
的
転
化
あ
る

商
品

・
貨
幣
関
係
に
お
け
る
、
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
か
ら
、
「理
論
的
に
」

い
は
日
常
的
転
化
の
事
実
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

Jう;Cl
存 1
す~
る l
と cl

f を
~ iJJ 
t き
v 出
を し
子て
F工，、全d
L、6二守
」、，つ
。ず

し
た
が
っ
て
第
一
筋
か
ら
第
二
篇
へ
の
修
行
が
と
か
れ
て
い
な
い
.
『
こ
こ
に
は
方
法
上
の
断
絶

第
一
篇
『
商
品
・
貨
耐

ma』
と
、
第
二
篇
『
転
化
諭
』
と
の
間
に
は
、
深
淵
か
横
た
わ
っ
て
い
る
と
断
じ
、
よ
っ
て
、
そ
れ
と
裏
腹
の
関

係
に
お
い
て
、
そ
の
断
絶
を
う
ず
め
る
の
で
あ
ろ
う
字
野
氏
ら
の
所
説
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
山
本
氏
の
第
一
の
言
及
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
貨
憎
の
資
広
へ
の
転
化
は
、
唱
え
は
転
化
に
な
う
て
い
な
い
と
し
七
上
で
、
今
度
は
、

い
わ
ゆ
る
一
般
的
定
式
の
矛
屑
に

自
を
向
け
、
次
の
よ
う
に
言
う
・

『資
本
論
』
で
は
、

一
般
的
定
式
の
予
盾
に
つ
い
て
、

一
方
に
お
け
る
の
ー
さ
ー
の
・
つ
ま
り
剰
余
価
値

の
析
出
、
他
方
に
お
け
る
等
価
受
換
原
則
、
こ
の
湾
苔
は
、

一
方
の
剰
余
価
値
の
析
出
と
い
う
事
実
を
前
挺
す
れ
ば
、
等
価
交
換
原
則
を

否
定
す
る
こ
と
と
な
り
、
他
方
の
情
守
備
交
換
烹
則
を
堅
持
す
る
か
ぎ
り
、
ふ
こ
に
は
剰
余
価
値
が
生
ま
れ
る
余
地
が
な
い
と
い
う
矛
府
関

係
を
定
立
し
、
労
働
力
諸
問
品
を
湧
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
は
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
『
外
的
に
対
立
す
る
む

の
』
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
「
矛
盾
把
担
の
恋
意
性
」
が
あ
る
・
矛
盾
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
の

l
g
l
q
e体
に
『
内
在

A
9
V
 

的
な
も
の
』
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

商
品
生
産
関
係
の
一

属
性
た
る
、
対
等
・
平
等
の
商
品
生
産
者
同
士
が
相
対
し
、
商
品
を
交
換
し
あ
う
関
係

u
等
価
交
換
、

お
よ
び
資

本
創
生
産
と
し
て
の
剰
余
価
値
生
産
、
こ
の
両
契
機
が
同
時
に
資
本
制
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
の
特
有
の
意
味
に
つ
い
て
は
全
く
等
閑

視
し
、
『
恋
意
性
』

の
産
物
で
あ
る
と
断
じ
、

資
本
官
制
式
内
部
の
『
矛
盾
」
を
そ
れ
に
変
わ
っ
て
鑓
示
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
山
本
氏
の
第

こ
の
言
及
点
で
あ
る
・

第
一
二
の
批
判
点
は
以
下
。
ー
ー
も
と
も
と
資
本
創
生
産
と
は
、
無
政
府
的
価
格
変
動
、
需
給
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、
景
気
変
動
の
内
に
身

を
委
ね
つ
つ
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
・
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
流
通
形
態
が
生
産
に
・
お
い
て
資
本
創
生
産
を
成
立
さ
せ
、
流
通
は
生

産
に
対
し
て
、
無
政
府
性
を
通
し
て
の
法
則
の
作
用
と
い
う
、
資
本
制
特
有
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
可
能
に
さ
せ
る
枠
組
を
与
え
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
と
は
、
流
通
が
生
産
を
包
渋
す
る
過
程
を
叙
述
す
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
同
じ
こ

R7 



と
だ
が
、
流
通
か
ら
生
産
へ
の
移
行
を
と
く
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
・
と
こ
ろ
が

『資
本
論
』
に
お
い
て
は
、
流
通

か
ら
生
産
へ
と
い
う
視
点
が
全
く
欠
選
し
て
お
り
、
即
自
的
に
生
産
に
お
け
る
資
本
、
産
業
資
本
が
前
提
・
対

象
と
な
っ
て
い
る
・
こ
の

S事

こ
と
に
よ
り

γ
一
資
本
論
』
に
お
い
て
は
、
『
流
通
彩
感
と
し
て
の
資
本
に
よ
る
社
会
的
実
体
の
包
淡
と
い
う
認
設
を
著
し
く
損
わ
し
め
る

こ
と
に
な
っ
た
』
。

以
上
、
一
一
一
点
と
し
て
あ
げ
た

「
価
値
の
実
体
色
町
~
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
・

商
品
・
貨
併
を
、
恥
-
Eト
骨
骨
ト
と
い
う
基
傘
で
裁
断
し
、
生
産
を
切
り
姶
て
て
流
通
と
し
て
純
化
し
そ
の
よ
う
な
地
平
か
ら
転
化
論

『資
本
論
』
第
二
筑
に
お
け
る
燈
点
を
生
λ
出
し
た
要
因
は
、
山
本
氏
に
よ
れ
ば
、

第
一
篇
に
お
い
て

を
見
直
す
べ
き
こ
と
、
そ
れ
が
山
本
氏
の
結
論
で
あ
る
。

ま
と
め
て
み
れ
ば
、
第
一
に
、

『資
本
論
』
第
一
篇
『
商
品
お
よ
び
貨
幣
』
と
、
第
二
筒
『
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
』
と
の
間
に
は
、

第
三
に
、
商
品
・
貨
幣
論
か
ら
「
生
産
』
と
い
う
契
機
を
鎗
象
し
、
も
つ
ば
ら
流
通
か
ら
祭
近
し
、
よ
っ
て
流
通
か
ら
生
産
へ
の
移
行
と

盾
と
い
っ
た
も
の
は
鎗
て
さ
り
、
か
わ
り
に
、
資
本
宮
別
式
そ
の
も
の
の
内
に
「
矛
曹
』
を
見
い
出
し
、

深
淵
が
あ
る
と
断
じ
、
と
り
わ
け
貨
幣
か
ら
資
本
へ
の
移
行
の
論
理
を
発
見
す
る
こ
と

-
m二
に
、
等
価
交
倹
と
剰
余
価
値
生
産
と
の
予

。
ー
さ
l
口
、
形
成
を
と
く
こ
と
。

し
て
転
化
論
を
と
く
こ
と
、
こ
の
三
点
で
あ
る
・

貨，障の資本への唱E化

i
lい
ま
指
く
と
す
れ
ば
、
山
本
氏
が
以
上
ま
と
め
た
三
つ
の
内
容
は

、
そ
の
ま
ま
字
野
弘
蔵
氏
の
所
昆
へ
の
遣
を
婦
き
清
め
る
も
の
と

本
範
式
の
部
分
の
み
が
肥
大
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
V

う
印
象
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
・
そ
れ
は
l
l古
典
泊
跡
に
作
つ
よ
り
他
な
く

お
け
る
『
自
由
・
平
等

・
ベ
ン
サ
ム
』
と
い
う
文
書
事
、
深
め
る
べ
き
必
須
の
論
点
は
全
く
欠
洛
さ
せ
ら
れ
、
貨
融市
i
l
(移
行
)l
!
資

こ
こ
に
は
す
で
に
、
転
化
論
に
お
冷
る
、
商
品
と
資
本
の
関
係
、
労
働
力
商
品
の
ご
一
重
の
自
由
」
の
特
有
の
意
味
、
転
化
策
末
尾
に

第三.

な
っ
て
い
る
・
字
野
氏
の
所
説
に
入
ろ
う
・

{
予
野
氏
の
所
設
は
、
ほ
と
ん
ど
も
つ
ば
ら
、

一
つ
の
発
生
史
的
叙
述
に
終
始
し
、
理
実
的
実
体
と
し
て
の

『
商
品
』

「資
本
』
そ
の
も

の
の
究
明
と
い
う
現
角
は
希
薄
で
あ
る
が
、
そ
の
発
生
史
的
叙
述
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
次
の
二
つ
に
分
か
れ
る
・

一
つ
は
、
転
化
論
に
先
だ

っ
、
貨
燃
の
諸
機
能
、
す
な
わ
ち
、
価
値
尺
度
、
流
通
手
段
、
蓄
蔵
貨
幣
、

支
払
手
段
、
位
界
貨
幣
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
、

蓄
蔵
、
支

払
、
世
界
貿
融市
に
依
処
し
、
そ
こ
に
の
ー
さ
1
0
‘
成
立
の
契
機
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
・
他
の
一
つ
は
、

。
ー
さ
1
0
、
の

成
立
を
す
で
に
前
後
し
た
段
階
で
、
資
本
形
式
が
度
実
資
本
形
式
に
ま
で
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
と
く
も
の
で
あ
る
・

前
苦
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
・
{
チ
野
氏
は
、
『
怪
済
原

a
E』
ι
お
い
て
は
、
他
県

m
aか
ら
の
の
l
t〈
l

q

形
成
に
つ
き
、

段
に
お
い
て
、
販
売
す
な
わ
ち
芝
ー
の
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
貸
借
が
、
直
ち
に

m
R
〈口

1
4
5
と
し
て
、
商
品
と
交
換
さ
れ
ず
、

に
冶
か
れ
る
と
い
う
事
実
に
着
目
し
、
こ
の
苔
蔵
貨
幣
を
『
資
金
』
と
言
い
換
え
る
・
こ
こ
に
、
端
初
と
し
て
の
W
が
G
に
置
き
換
え
ら

れ
る
後
処
を
見
い
出
し
、
『
資
金
』
は
、
商
品
購
入
心
い
つ
で
も
投
じ
ら
れ
、

流
通
手

手
元

ま
た
そ
の
商
品
は
販
売
さ
れ
、

貨
融
市
に
復
帰
す
る
と
い
う

か
だ
ち
で
、
貸
融市
か
ら
資
本
(
の
ー
さ
l
q
)
へ
の
移
行
を
と
く
・

』
の
よ
う
に
、
流
通
手
投
機
能
に
お
け
る
、
戸
ミ

の
と
の
l
tと
と
の
分
緩
に
貨
融市
滞
留
の
契
機
を
見
い
出
し
た
字
野
氏
は
、

蓄
蔵
貨
幣

支
払
手
段
機
幅
院
に
お
い
て
同
じ
事
実
を
確
認
す
る
・

『資
本
論
五

O
年

下

』
を
見
ょ
う
・

そ
こ
で
氏
は
言
う
・

貨
幣
が

を
へ
た
上
で
、

支
払
手
段
と
し
て
綬
能
ず
る
前
提
は
、
商
品
の
買
い
手
へ
の
事
実
的
厳
死
と
、
他
県
般市
の
売
り
手
へ
の
移
段
、
す
な
わ
ち
価
俗
実
現
が
、
先

後
関
係
に
置
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
・
こ
の
こ
と
は
、
視
点
を
売
り
手
に
の
み
し
ぼ
っ
て
み
見
れ
ば
、
売
り
手
は
直
ち
に
貨
融
市
を
受
け
と
ら

な
く
て
も
、
す
で
に
そ
の
商
品
を
販
売
す
る
以
前
に
、
そ
の
手
元
に
貨
併
を
滞
留
さ
せ
て
お
り
、
余
裕
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
貨
幣
を

『資
金
」
と
し
、
他
の
商
品
を
同情
賀
す
れ
ば
、
こ
こ
に
資
本
形
式
が
現
れ
る
・
つ
ま
り
、
氏
は

『資
本
諭
』
で
は
、
信
用
連
鎖

の一

環
と
し
て
、
売
り
手
に
よ
直
ち
に
貨
幣
が
手
に
入
ら
な
い
、
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
こ
れ
は
売
り
手
に
余
絡
が
あ
る
こ
と
、

つ

ま
り
資
金
が
あ
る
こ
と
だ
と
解
し
、
こ
こ
で
も
と
も
と
売
り
手
で
あ
っ
た
も
の
を
そ
の
資
金
を
も
っ
て
買
う
買
い
手
に
転
化
さ
せ
、

資
本

。
ー
さ
の
根
ぬ
と
す
る
の
で
あ
る
。
『
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
常
と
い
う
の
は
、
す
で
に
あ
る
程
度
資
本
の
性
絡
を
も
っ
て
く

る
。
つ
ま
り
貨
融市
な
し
に
も
の
を
買
う
と
い
う
関
係
は
売
る
方
に
資
金
の
余
裕
の
あ
る
こ
と
を
前
後
す
る
・
こ
れ
が
資
金
で
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

の
矯
初
、

8c} 



、
、
、
、
〔
日
M

V

に
買
う
と
い
う
こ
と
に
転
換
す
れ
ば
資
本
に
な
る
」
(
傍
点
は
引
用
者
三

90 

い
ま
こ

の
支
払
手
段
か
ら
の
資
本
湾
出
え
の
み
か
ぎ
っ
て
、
氏
の
所
説
を
見
直
し
て
み
れ
ば
、
と
り
わ
け
売
り
手
の
余
裕
と
い
う
観
点

は
疑
問
が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
支
払
逮
鎖
心
注
目
す
る
か
ぎ
り
、
原
料
金
産
か
ら
完
成
商
品
ま
で
の
ル
1
ト
が
、
加
工
の
漸
次
的
指
段
階

と
し
て
、
相
互
に
関
連
し
た
復
殺
の
商
品
生
産
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
際
，
円
信
用
あ
る
い
は
支
払
手
段
俊
能
が
生
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
場
A
f
J
-
1
J
J中
川
中
山

!WIl--111ι
の
引
渡
し
と
同
時
に
行
わ
な
い
の
は
、
売
り
手
に
余
俗
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
買
い
手
の

方
に
、
直
ち
に
支
払
う
資
金
余
絡
が
な
い
い
が
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
φ
え
に
、
{
予
野
氏
が
資
金
の
余
俗
あ
り
と
し
た
売
り
手
の
方
も
、

自
ら
に
と
っ
て
、
原
料
あ
る
い
は
生
産
手
段
と
し
て
の
他
の
商
品
を
買
う
擦
に
は
、
自
ら
余
俗
が
な
く
、
支
払
を
遅
ら
せ
て
い
る
と
い
う

enハ
t
d
乙

と
い
う
連
鎖
心
お
い
て
、
mmが
B
に
、
引
が
C
に
販
売
さ
れ
て
も
、

B
、

c

-

H
凶

(
さ

同

)

は
い
ず
れ
も
貨
幣
は
持
っ
て
お
ら
ず
、

C
が
叫
を
販
売
し
、
貨
幣
を
得
て
は
じ
め
て
、
そ
の
貨
幣
は
B
に
、
さ
ら
に

B
か
ら
A
に
支
払
わ

の
が
実
情
で
あ
る
う
。
〉
〈さ
じ

れ
る
と
い
う
関
係
で
あ
ろ
う
・
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、

貨
幣
論
か
ら
資
本
の
契
凶
慨
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
宇
野
氏
の
試
み

は
、
支
払
手
段
機
能
に
お
い
て
す
で
に
援
鉄
し
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
に
支
払
手
段
段
、

ι資
本
を
見
た
氏
は
、
貨
幣
の
最
後
の
機
能
、
佐
川
芥
貨
幣
に
お
い
て
も
、
同
じ
く
資
本
を
見
、

転
化

a，h
接
近
し
て
い
く
。
『
経
済
原
諸
日
い
に
つ
い
て
見
ょ
う
・

i
l世
界
貨
常
に
お
い
て
は
、
貨
幣
は
、
各
留
別
の
鋳
貨
形
態
b
z

脱
ぎ

貨併の資本への伝{ヒ

す
て
、

4
2
m
金
の
姿
ζ

か
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
貨
幣
で
も
っ
て
、
A
国
よ
B
留
か
ら
古
間
口
聞
を
買
い
、
そ
の
商
品
を
C
国
で
売
り
貨
幣

を
入
手
す
る
と
い
う
機
能
が
現
れ
、
世
}
明
介
伺
貝
唯n
，』
お
い
て
の
1
2
1
C
‘
が
確
認
さ
れ
る
。

「(世
界
貨
幣
に
お

い
て
は

引
用
苦
)
い
わ

を
基
礎

ι
し
て
、
買
う
た
め
に
売
る
さ
1
0

ば
流
通
の
外
部
か
ら
来
た
貨
幣
を
も
っ
て
商
品
を
総
買
す
る
の
で
あ
る
・
そ
れ
は
曹
台
湾
貨
幣
、
支
払
手
段
と
し
て
の
代
併
の
崎
憾
の
股
間

〆〈
‘
か
ら
、
売
る
た
め
に
買
う
の

l
g
ー
の
の
筋
た
な
る
流
通
形
般
を
展
開
す
一切』

第三JI

し
て
い
る
・

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
岩
国
山
弘
氏
は
、
ょ

J
具
体
的
な
世
界
市
場
な
る
概
念
を
与
え
、
そ
れ
を
も
っ
て
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
と

|
|
一

般
的
に
見
れ
ば
、
「
外
部
的
関
叩
町
、』

で
あ
る
、
商
品
世
界
と
非
商
品
世
界
が
、
相
互
協
波
蝕
す
る
関
係
に
入
る
こ
と
に

、.
'‘ 

よ
っ
て
、
と
も
に
一
つ
の
商
品
位
界
に
『
内
面
化
』
さ
れ
、

一
つ
の
世
界
市
幼
を
形
成
す
る
。
こ
こ
に
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
生
産
編
成

と
し
て
資
本
制
生
産
が
成
立
す
る
・

以
上
が
、
貨
幣
論
か
ら
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
と
い
う
手
法
を
と
っ
た
、
資
主
形
式
の
形
成
論
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
な
形
式
の
成
立
を
前

提
と
し
て
、
宇
野
氏
は
転
化
翁
に
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
以
下
そ
の
内
容
を
見
て
い
こ
う
。
前
に
山
本
氏
の
紹
介
に
よ
っ
て
見
た
如

く
、
氏
は
、
転
化
論
に
お
い
て
、
予
情
交
換
と
制
明
余
価
値
析
出
と
の
矛
盾

e

労
働
力
商
品
、
と
い
う
系
列
を
切
り
捨
て
る
の
で
あ
る
が
、

氏
の
、
こ
れ
に
代
わ
る
転
化
諭
の
構
成
は
、

ω
資
本
の
商
人
資
本
的
形
式
、

ω
資
本
の
金
貸
資
本
的
形
式
、

ω
資
本
の
産
業
資
窓

的
形
式

で
あ
る
。

こ
の
一
二
形
式
を
氏
は
、
価
値
形
態
鎗
に
お
い
て
、
形
態

I

J5・
4
《

r
i
-
-
-
l
td"
と
し
て
貨
幣
が
と
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
貨
幣
の
商
品
か
ら
の
発
生
史
的
展
開
で
あ
る
と
し
、
同
じ
手
法
で
転
化

さ
-
ー
さ
"
か
ら
、
形
態

E

君
"
l
g
F
Jと
H

・
2
f
:
:
:
、
形
態
田

~ 
〈

績
を
と
く
、
そ
の
序
列
で
あ
る
と
し
、
商
人
資
本

1
4金
貸
資
本

-産
喰
資
本
は
、

資
本
が
そ
の
内
突
を
そ
な
え
る
発
生
史
的
叙
述
と

し
て
い
る
・
つ
ま
り
、
ま
ず
商
人
資
本
を
お
き
、
そ
の
欠
陥
没
と
い
て
金
貨
資
本
に
移
り
、
次
に
金
貨
資
本
の
欠
陥
を
い
い
、
夜
築
資
本

に
移
行
す
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
・

第
一

の
商
人
資
本
形
式
・
こ
こ
で
氏
は
、
商
人
資
本
に
お
い
て
、
。

l
t〈

口
、
(
の
+
h
v
。
〉
の
h
v
o
を
商
人
資
本
が
取
得
す
る
復
旧
ぬ

に
つ
き
、
い
わ
ゆ
る
『
利
潤
日
危
険
に
対
す
る
報
酬
」
説
、
す
な
わ
ち
、
貨
幣
は
手
元
に
保
持
し
て
お
く
の
が

一
番
安
全
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
資
本
家
は
そ
れ
を
手
放
し
、
自
ら
の
資
産
を
危
険
に
さ
ら
す
の
で
あ
る
か
ら
、

hv
の
は
、
そ
の
あ
え
て
危
険
を
犯
し
た
者
に

対
す
る
当
然
の
報
酬
で
あ
る
と
い
う
説
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
も
っ
た
内
容
が
与
・
え
ら
れ
て
い
る
・

氏
は
言
う
・
商
人
資
本
は
、
貨
幣
を
投

下
し
て
商
品
を
購
入
し
、
し
か
る
の
ち
そ
の
商
品
を
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
し
か
し
、
そ
の
際
に
は
、
コ
〈
ー
の』

H

『命
が
け
の

飛
廻
』

を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
・
し
た
が
っ
て
、
商
人
資
本
の
利
得
は
、
危
険
負
担
に
対
す
る
報
酬
を
、
売
買
差
額
を
つ
く
り
だ
し
て

の
利
益
と
し
て
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
・

「
第
二
段
の
さ
1
0
で
単
純
な
る
流
通
の
い
わ
ゆ
る
命
懸
け
の
飛
飽
を
意
味
す
る
第
一
段
階
を

?' 



引
受
け
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
危
険
を
負
担
す
る
も
の
と
し
て
当
然
に
商
品
の
売
買
価
絡
の
差
額
を
利
益
と
し
て
痩
得
す
べ
き
も
の

hmv 

と
せ
ら
れ
る
』
(
傍
点
は
引
用
者
三

92 

危
険
負
担
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
の
利
得
を

g
的
と
し
て
営
業
を
行
う
商
業
資
本
、
こ
れ
が
字
野
氏
に
よ
る
と
こ
ろ
の
転
化
諭
の
第
一

の
内
容
で
あ
り
、
資
本
の
鳩
初
で
あ
る
・
こ
の
商
人
資
本
は
続
い
て
金
貨
資
本
へ
と
発
展
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
商
人
資
本
の
欠
陥
、

つ
ま
り
金
貨
資
本
へ
の
移
行
の
契
機
は
以
下
で
あ
る
・
商
人
資
本
が
取
得
す
る
hv
の
は
、
そ
の
資
本
の
お
か
れ
た
位
置
、
そ
の
行
動
、
あ

『
ハ
商
人
資
本
の
利
潤
は
|
|
引
綱
者
〉
偶
然
的
な
る
個
別

的
事
情
に
よ
っ
て
種
荷
異
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
一
般
的
な
る
必
然
的
後
誌
を
有
す
る
鐙
価
増
殖
で
は
な
い
よ

る
い
は
状
況
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、

そ
の
場
限
り
の
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
・

』
れ
は
、

商
人
資
本

の
欠
俗
で
あ
る
・

第
二
の
金
貸
資
本
形
式
。
金
貨
資
本
は
、
復
設
の
商
人
資
本
に
、
貨
幣
を
投
下
し
、
回
収
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

一
律
の
利
子
率
を
突

現
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
・
諸
問
人
資
本
の
利
潤
が
、
個
別
的
、
偶
然
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
金
貸
資
本
は
、

一
定
額
の
貨
幣
投
下
に
つ

い
て
、
必
ず
一
定
舗
の
利
子
宏
要
求
し
、
資
本
よ
、
こ
こ
で
、

一
一
砲
の
平
均
綬
念
を
内
容
と
す
る
利
得
同
悼
式
を
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
・

~J 正
子息
率初
をか

ら
も

多
つ t. 
て

の
そ 簡
の

人
価

を
値
JI 多
目/J、

22 
t /J、
: n. 
も 1穫
の ..... 

S台
売さ詣
」手

と
す。
t.:. 
め

』
の
形
式
の
資
本
は
、

:
一
定
期
間
に
一
般
的
な

)tMの資本への伝化

本
形
式
ζ

の
比
絞
で
み
れ
ば
、
利
子
そ
の
も
の
の
内
実
、
そ
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、

こ
の
金
貨
資
本
形
式
は
、
平
均
的
利
得
様
式
を
実
現
す
る
と
い
う
意
味
で
、
商
人
資
本
形
式
を
凌
駕
し
て
い
る
.
し
か
し
ま
た
産
業
資

『ま

っ
た
く
無
関
心
で
あ
」
り
、
た
だ

利
子
が
入
手
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
い
っ
た
、
欠
陥
を
持
う
て
い
る
・

第
三
の
産
業
資
本
形
式
・
こ
こ
で
、
貨
併
の
資
本
へ
の
転
化
は
、
内
実
を
符
っ
た
も
の
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
・
氏

司町三.

は
、
商
人
資
本
を
の
ー
さ
l
句
、
金
賃
貸
本
を
の
:
:
:
句
、
虚
業
資
本
を
の
ー
さ
:
:
:
勺
:
:
:
名
、
ー
の
‘
と
し
た
上
で
、
商
人
資
本
に
お

け
る
、
流
通
場
径
の
不
等
価
交
換
に
よ
る
利
得
、
金
貨
資
本
に
お
け
る
、
流
通
利
得
の
第
二
次
的
取
得
は
、
商
品
関
係
に
矛
盾
す
る
と
し、

『
生
産
』

へ
の
移
行
を
そ
の
内
に
お
め
て
い
る
資
本
形
式
、

す
な
わ
ち
産
業
資
本
形
式
を
湧
出
す
る
。

や
阜
、
開
択
さ
に
わ
た
る
が
氏
の
論
点

が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
部
分
を
以
下
引
証
し
て
お
き
た
い
・
『
の

1
2
1
0
・
の
形
式
の
資
本
の
価
値

mMmは
、
直
後
的
な
流
通

過
程
に
お
け
る
不
争
冊
骨
骨
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
商
品
経
済
の
原
則
に
子
任
す
る
.
い
い
倹
え
れ
ば
商
品
筏
怖
が
完

全
に
行
わ
れ
る
限
り
、
資
本
は
一
般
的
に
か
か
る
形
式
に
留
ま
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
。
:
:
:
の
、
も
、
そ
の
価
値

m価
を
か
か
る
直
俊

的
な
流
通
過
程
に
お
い
て
は
行
わ
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
外
部
に
前
提
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
貨
燃
の
資
本
へ
の
転
化
を
こ
の
形

式
自
身
の
う
ち
に
完
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
第
一
一
一
の
形
式
〈
の
ー
さ
・
:
・
:
τ
:
:
:
名
・
!
の
、
|
|
引
用
者
〉
は
、
そ
の
価
値
婚
殖
を
流
通

過
程
に
お
い
て
、
し
か
も
直
接
的
流
通
過
程
に
お
い
て
で
な
く
実
現
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
こ
れ
を
完
成
す
る
の
で
あ
る
」
(
傍
点

【
笥
V

は
引
用
者
)
・
こ
の
よ
う
な
資
本
の
前
二
形
態
の
欠
陥
を
克
綴
す
る
も
の
と
し
て
の
産
莱
資
本
は
、
『
原
始
的
蓄
積
」
に
よ
る
労
働
力
商
品

の
創
凶
を
前
従
と
し
て
は
じ
め
て
威
立
し
、
こ
こ
に
商
人
資
本
に
お
け
る
『
不
等
価
交
決
』
、

Anv 

利
得
の
前
後
、
こ
の
い
ず
れ
も
必
要
と
せ
ず
に
『
価
値

bzm砲
し
得
る
』
こ
と
と
な
る
.

金
貸
資
本
に
お
け
る
、

他
の
資
本
に
よ
る

以
上
が
、

『
資
本
論
』

に
お
け
る
、

商
品
・
貨
幣
品
調
と
転
化
舗
に
は
断
絶
が
あ
る
と
し
、
そ
の
断
絶
を
う
ず
め
る
べ
く
、
流
通
手
段
、

蓄
一
成
貨
然
、
支
払
手
段
、
世
界
貨
幣
を
『
貨
務
滞
留
』
と
い
う
一
点
で
収
数
し
、

。
|
毛
l
o、

を
酒
場
出
し
、
資
本
形
式
を
、
商
人
ー
ー

な
お
、

e

産
業
資
本
と
い
う
順
次
的
系
列
で
と
い
た
、
{
予
野
氏
の
「
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
」

論
で
あ
る
・

『
資
本
論
』
転
化
論
等
に
お
い
て
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
、
岨
守
備
交
換
ζ

剰
余
価
値
析
出
の
矛
盾
か
ら
獲
を
現
し
た
労
働
力
商
品

金
貸

は
、
{
予
野
氏
の
立
論
に
あ
っ
て
は
、
伝
化
論
の

ν
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
諭
理
的
脈
絡
が
は
っ
き
り
と
さ
れ
な
い
ま
ま
、
原
始
的

蓄
積
と
の
関
連
で
ふ
れ
ら
れ
、
ま
な
、
そ
の
性
質
、
矛
盾
に
つ
い
て
、
本
来
的
に
は
、
商
品
は
労
働
生
産
物
で
あ
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら

内
閣

品

ぜ

【

符

》

ず
、
労
働
力
商
品
は
、
労
働
『
生
産
物
』
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
『
本
来
商
品
と
な
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
』
と
し
て
い
る
・
労
働
力
商

品
を
、
そ
の
他
の
労
働
生
産
物
商
品
と
対
立
的
に
と
ら
え
、
前
者
の
『
商
品
』
性
に
疑
問
を
出
す
と
い
う
の
が
字
野
氏
の
特
徴
で
あ
る
が
、

鎌
倉
孝
夫
氏
は
、
そ
の
特
殊
性
に

つ
い
て
、
宇
野
氏
の
言
及
す
る
と
こ
る
を
、
次
の
一
一
一
点
に
ま
と
め
て
い
る
・

91 



第
一
。
労
働
者
の
個
人
的
消
費
過
程
は
、
労
働
力
商
品
の
価
値
を
規
定
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
突
は
、
「
商
品
』
と
し
て

94 

で
は
な
く
、
「
人
間
」
の
『
生
活
』
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
商
品
の
生
産
過
程
と
は
い
え
な
い
.
『
労
働
力
は
、
元
来
け
っ
し
て
商
品
で

は
わ
J

ぃ
、
ま
た
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
る
も
の
で
も
わ
い
・
そ
れ
は
ん
跡
固
有
の
倍
か
で
あ
り
、

一
定
の
生
活
資
料
の
個
人
的
生
活
の
た

め
の
消
費
に
よ
っ
て
緩
持
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
け
っ
し
て
商
品
の
き
遅
過
程
と
は
い
え
な

J

目

(
嶋田点
は
引
用
者
三

第
二
・
労
働
力
商
品
は
、
労
働
者
の
「
身
体
か
ら
離
れ
叩
)
の
飯
売
は
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

資
本
は、

そ
の
商
品
を
購
入

後
は
、
転
売
不
可
能
で
あ
り
、
た
だ
問
責
し
た
資
本
自
ら
.
か
消
費
す
る
の
λ
で
あ
る
・

第
三
・
資
T
A

制
下
で
は
、
商
品
は
資
本
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
労
働
力
な
る
商
品
を
、

資
本
は
『
生
産
し
う
る
も
の

Rn】

で
は
な
い
』
・
こ
こ
に
『
資
至
高
棋
の
担
本
矛
盾
が
発
生
久
間
』
@

労
働
力
『
商
品
』
の
価
値
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
価
値
で
は
な
く
、
人
間
の
生
活
過
程
で
あ
る
こ
と
、
資
本
に
よ
る
転
売
、
再
生
産
が

不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
労
働
力
商
品
の
特
殊
性
で
あ
る
。
総
じ
て
、
{
子
野
氏
ら
の
把
狸
は
、
労
働
力
の
「
商
品
』
伎
に
つ
い
て
、

て
れ
ば
無
理
で
あ
る
ζ

し
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
@

し
か
し
、

転
化
品
掃
を
、

商
品
諭
と
の
関
係
で
位
置
づ
け
る
際
に
も
、

ま
た
そ
れ
と

の
か
か
わ
り
で
、
一
位
化
諸
に
お
け
る
『
自
由

・
平
等
・
ベ
ン
十
ム
』
の
意
味
を
さ
ぐ
り
だ
す
上
で
も
、
労
働
力
の
『
商
品
』
性
を
、
{予野

氏
と
は
逆
に
強
調
十
る
こ
ζ

が
不
可
欠
ζ

な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
氏
ら
は
、
商
品
論
と
転
化
論
と
の
関
連
を
と
り
わ
け
強
調
し
な
が

貸併の資本への伝化

ら
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
は
、
両
者
を
関
連
づ
け
る
不
可
欠
の
契
機
を
欠
返
さ
せ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
寄
付
度
た
ち
か
え
り

--、.

A
ず

b
a
-
-以

上
の
、
宇
野
氏
ら
の
所
説
に
対
す
る
批
判
的
研
究
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
・

第三軍

{
子
野
氏
ら
が
、

『資
本
論
』
等
に
お
い
て
は
商
品

・
貨
熔
論
と
伝
化
論
と
の
間
に
断
絶
が
あ
り
、

は
、
即
自
的

ι
与
え
ら
れ
て
お
り
、
何
ら
貨
幣
か
ら
資
本
へ
の
移
行
の
必
然
性
を
示
し
て
い
な
い
と
し
、
貨
幣
滞
留
に
よ
る
の

1
2
l
q

第
一
心
、

転
化
論
口
頭
の
『
資
本
』

形
式
の
必
然
性
を
と
い
た
舟
に
つ
い
て
、

た
と
え
ば
、
平
野
喜

一
郎
氏
に
よ
る
検
討
が
あ
る
・
平
野
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
字
野
氏
ら
の
転

化
論
は
、
つ
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
u

を
μ
商
品
の
貨
幣
へ
の
転
化
H

か
ら
の
煩
縫
に
よ
っ
て
論
じ
』
る
も
の
で
あ
る
と
し
、

一
ー
万
に
お

け
る
商
品
関
係
か
ら
の
貨
情
形
成
、
他
方
に
お
け
る
貨
幣
か
ら
資
本
へ
の
転
化
、
こ
の
両
者
を
比
較
し
、
そ
の
綿
血刊
を
{
予
野
氏
ら
は
見
て

-他県
峨
円
は
、
商
品
の
内
に
貨
融
市
の
萌
芽
が
あ
り
、
ま
た

《
お
}

貨
幣
は
商
品
で
あ
る
が
ゆ
え
心
可
能
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
商
品
の
貨
幣
へ
の
転
化
は
、
「
必
然
的
」
で
あ
る
。

、
t

、、

t
v
edH
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と
-
d
う
・
す
な
わ
ち
、
前
者
の
、
商
品
か
ら
貨
併
に
お
け
る
、
商
品

し
か
し
後
者
に

貨
晴市
の
資
本
へ
の
転
化
よ
、
た
だ
貨
崎
市
に
よ
る
労
働
力
商
品
の
瞬
買
ζ

よ
っ
て
の
A
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
『
そ
の
国
有
の
矛

ご
品
ザ

盾
に
よ
っ
て
必
然
的

ι資
本
に
転
化
十
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
』
.
司
僚
の
こ
と
を
、
平
野
氏
は
、
他
の
論
文
で
は
、

次
の
よ
・
フ
に
も
言
っ
て
い
る
。
『
突
は
貨
併
の
資
本
へ
の
転
化
と
商
品
の
貨
幣
へ
の
伝
化
の
区
別
が
わ
か
ら
な
い
点
が
、
{
子
野
派
H

理
諭
H

の
H

展
開
"
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
J

お
け
る
、

宮
間
品
か
ら
貸
借
へ
の
転
化
に
お
い
て
は
、
『
商
品
は
貨
幣
で
あ
り
、
か
っ
、

書
あ
る
吉
事
情
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
必
然
的
転
変
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
実
体
的
復
ぬ
を
も
っ
て
お
り
、
自
ら
貨
幣
の
資
本
へ

の
転
化
は
そ
れ
と
は
別
箇
の
倭
近
視
角
で
の
ぞ
ま
れ
る
べ
き
で
あ
り
説
得
的
で
あ
る
・
ま
た
、
平
野
氏
の
立
論
を
は
な
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

商
品
川
九
直
後
的
に
は
貨
幣
で
は
な
い
」

と
い
う
周
知
の
含

{
予
野
氏
の
理
鎗
内
容
を
見
直
し
て
も
、

一
つ
に
は
、
字
野
氏
の
所
説
自
体
、
商
品
の
貨
幣
へ
の
転
化
の
よ
う
な
『
質
的
』
転
化
に
な
っ
て

お
ら
ず
、
『
貨
融市
滞
留
」
と
い
う
貨
幣
の
『
量
的
』
側
面
が
と
り
だ
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
に
は
、
『
貨
幣
滞
留
』
と
い
っ

て
も
、

支
払
手
段
級
能
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
貨
融m
滞
留
の
余
絡
が
な
い
か
ら
こ
そ
信
用
速
鎖
が
発
展
す
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、

逆
に
貨
幣
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
支
払
手
段
が
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た
叙
述
を
し
、
貨
般
市
か
ら
賢
志
へ
の
必
然
的
転
化
を
論
症
す

る
契
俊
そ
の
も
の
に
一
つ
の
問
題
を
残
し
て
い
る
・

な
お
、

{
予
野
氏
の
と
ら
え
方
に
つ
き
、

柳
井
哲
男
氏
は
、
貨
融
市
の
資
本
へ
の
転
化
そ
の
も
の
の
固
有
の
意
味
を
欠
怒
さ
せ
、

の
『
単
な
る
続
篇
」
の
よ
う
に
な
る
、
と
し
て
い
る
・

第
二
筋

『
転
化
論
』
は
、
第
一
篇
「
商
品

・
貨
幣
論
』

第
二
の
検
討
す
べ
き
点
は
、
{
予
野
氏
が
、
資
窓
形
式
に
つ
き
、
貨
幣
か
ら
の
l
td
l
口
、
形
式
を
う
ち
出
し
た
上
で
、
諸
問
人
資
本
l

i
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金
貨
資
本
|l
e
産
業
資
本
と
し
て
、

つ
ま
り
、
商
人
資
本
、
金
貸
資
本
を
、
産
業
資
本
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
所
で

g6 

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
倹
討
を
加
え
た
の
は
、
佐
藤
金
三
郎
氏
で
あ
る
。
氏
は
守
口
う
。
|
|
字
野
氏
は
、
「
原
理
論
」

の
対
象
を
、
純
粋

資
本
主
遂
に
お
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
転
化
論
で
は
、
荷
人
資
本
、
金
貨
資
本
を
、
産
業
資
本
に
転
化
す
る
も
の
と
し
て
登
場
さ
せ
て

い
る
。
し
か
し
、
商
人
資
本
、

金
貸
資
本
は
、
労
働
力
商
品
を
前
提
と
せ
ず
、
前
資
本
制
的
範
樽
で
あ
り
、
純
粋
資
本
主
漢
の
枠
に
は
は

ま
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
宇
野
氏
の
立
論
は
、
不
可
荷
立
的
な
契
機
を
並
べ
た
無
理
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
露
呈
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

方
に
お
け
る
純
粋
資
本
主
義
と
い
う
前
提
を
守
る
か
ぎ
り
で
は
、
前
期
的
資
本
た
る
商
人
資
本
、
金
貸
資
本
は
、
転
化
論
の
世
界
に
登
湯

す
る
場
は
与
え
ら
れ
ず
、
ま
た
、
商
人
資
本

l
l
金
貸
資
本

l
l
産
業
資
本
と
い
う
系
列
を
し
く
か
ぎ
り
、
転
化
論
は
、
資
本
創
生
産
の

内
的
簿
造
を
示
す
一
断
面
で
は
な
く
て
、
単
な
る
資
-本
制
の
史
的
形
成
論
に
転
化
し
て
し
ま
う
。
『
要
す
る
に
、
宇
野
教
授
の

H

原
理
論
M

に
あ
っ
て
は
、

H

流
通
形
態
M

と
し
て
の
資
本
の
商
人
資
本
的
形
式
や
金
貸
資
窓
的
形
式
は
、
H

純
持
資
本
主
義
付
が
前
回
旋
さ
れ
る
か
ぎ
り
、

も
と
も
と
存
立
し
え
な
い
し
、

し
た
が
っ
て
教
授
は
こ
れ
を
説
い
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、

H

貨
幣
の
資
本
へ
の
転

化
M

論
に
お
い
て
、
教
授
が
あ
く
ま
で
も
こ
の

H

流
通
形
態
M

と
し
て
の
資
本
の
三
形
式
論
を
図
品
相
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
教
綬
は
、
.

-

H

純
粋
資
本
主
義
付
の
前
提
そ
れ
自
体
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合
に
は
、
教
農
の
N

貨
幣
の

資
本
へ
の
転
化
H

論
は
も
川
中
、
資
本
主
義
的
生
産
の
単
な
る
歴
史
的
生
成
論
に
、
:
:
:
流
通
主
義
的
な
自
動
的
成
長
転
化
論
に
変
質
せ
ね

ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
る
日
ド
」

貨青年の資本への伝化

商
人
資
本
、
金
貨
資
本
と
い
う
範
贈
を
転
化
論
に
湾
入
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
転
化
論
に
お
い
て
、
生
産
か
流
通
か
、

と
い
う
視
点

が
強
調
さ
れ
、
た
め
に
、
治
理
か
歴
史
か
と
い
う
視
点
が
礎
昧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
点
が
総
じ
て
佐
泌
氏
の
オ
及
ず
る
所
で
あ

ろ
う
・

~三.JJ

こ
の
前
者
、
す
な
わ
ち
、
転
化
論
に
諸
問
人
資
本
、
金
貨
資
本
を
事
入
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
河
上
媛
氏
が
|
|
直
後
に
字

野
氏
の
所
説
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
|

|
資
本
制
分
析
の
体
系
に
お
け
る
商
人
資
本
、
金
貸
資
本
の
位
置
と
い
う
形
で
ふ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、

河
上
氏
は
、

『
資
本
論
』

の
対
象
が
す
で
に
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
資
本
制
生
産
で
あ
る
こ
と
を
念
誠
に
お
き
、

一
方
に
お
け
る
産
業
資
本
、
他
方
に
お
け
る
商
人
資
本
、
利
子
生
み
資
本
、
こ
の
両
者
の
論
理
的
関
連
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て

た
し
か
に
、
商
人
資
本
、
利
子
生
み
資
本
は
、
産
業
資
本
に
比
し
、
歴

史
上
、
先
行
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
象
を
資
本
制
に
限
定
す
れ
ば
、
「
第
一
次
的
な
も
の
は
産
業
資
本
』
で
あ

り
、
商
人
資
本
、
利
子
生
み
資
本
は
『
第
二
次
的
の
も
の
で
あ
り
、
派
生
的
な
も
の
」
で
あ
る
。

-w
る
。
|
|
社
会
発
展
史
と
い
う
広
義
の
経
済
学
か
ら
見
れ
ば
、

ゆ
え
に
、
資
本
の
生
産
過
程
で
は
、
産

築
資
本
が
ま
ず
対
象
と
さ
れ
、

し
か
る
の
ち
に
改
め
て
ハ
総
過
程
で
〉
商
人
資
本
、
利
子
生
λ
資
本
が
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
歴
史
的
序
列
と
論
理
的
序
列
は
こ
致
し
な
く
な
る
九

河
上
氏
に
し
た
が
え
ば
、
{
子
野
氏
の
所
説
は
、
第
一
次
H
産
茶
資
本
、
第
二
次
(
派
生
的
〉

H
商
業
資
本
、
利
子
生
み
資
本
と
は
な
っ

て
“
お
ら
ず
、
歴
史
過
程
を
そ
の
ま
ま
原
理
的
展
開
の
序
列
と
し
た
も
の
、
そ
の
意
味
で
『
歴
史
の
論
理
化
」
と
言
え
る
。

一
面
『
歴
史
の
論
理
化
」
と
守
口
い
う
る
所
は
保
持
し
つ
つ
、
他

し
か
し
、
宇
野
氏
の
立
諭
に
お
い
て
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、

面
、
そ
れ
だ
け
で
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
所
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

先
に
述
べ
た
第
二
の
点
に
か
か
わ
る
が
、

生
産
か
流

通
か
と
い
う
判
断
基
纏
が
優
先
さ
れ
、
そ
の
結
集
、
論
理
と
歴
史
と
い
う
基

m自
体
、
さ
し
て
意
識
さ
れ
ず
に
暖
旅
な
も
の
と
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
が
ま
た
、
氏
の
資
本
矧
把
鐙
そ
の
も
の
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
す
で
に
、
転
化
論
に
先
立
つ

商
品
の
把
盗
の
仕
方
に
現
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
氏
は
、

商
品
に
つ
き
、

資
本
制
か
ら
資
本
関
係
を
捨
象
し
た
論
理
的
治
象
と
し
て
の
商

品
で
は
な
く
て
、

資
本
制
で
も
前
資
本
制
で
も
存
在
す
る
、

し
た
が
っ
て
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
る
か
と
い
う
基
制
は
さ
し
て
重
要
で
は
な
い

『
宮
間
品
形
態
」
〈
日
流
通
形
態
)
と
し
て
い
る
。

ん
な
に
共
通
に
現
わ
れ
る
商
品
形
態
を
、
L、
っ
て J
T《 T
21fは

傍・
占 :

11 、
引
用
者
。

す
べ
て
の
資
本
主
義
以
前
の
商
品
に
も
資
本
主
義
的
商
品
に
も
、

み

論
理
と
歴
史
と
い
う
判
断
基
濯
を
設
け
て
、
{
子
野
氏
の
立
論
に
接
近
し
て

い
く
時
に
現
れ
て
く
る
唆
味
き
は
、
商
人
資
本

l
l
金
貸
資

本

i
i産
業
資
本
に
お
け
る
、
商
人
資
本
、
金
貨
資
本
に
お
い
て
再
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
一
方
、
商
人
資
本
、
金
貸
資
本
に

97 



っ
き
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
近
代
資
本
制
に
お
い
て
は
、
合
理
的
綬
鎚
を
有
さ
な
い
資
本
形
式
で
あ
る
と
し
、
資
本
創
の
前
史
に
属
す

<Jlj 

る
も
の
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
産
莱
資
本
が
成
立
す
る
資
本
制
下
に
お
い
て
も
、
剰
余
価
値
生
産
に
立
脚
す
る
と
は
見
え
な
い
利
得
機

式、

す
な
わ
ち
、

か
け
ひ
き
に
よ
る
売
買
差
額
に
も
と
づ
く
利
得
様
式
は
、

理
論
と
し
て
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
し
て
い
る
。

「
O
O
〈
度
設
会
出
席
者

l
l引
用
者
〉

産
系
資
本
形
式
ば
商
人
資
本
形
式
と
金
貸
資
本
形
式
を
そ
の
一
面
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
自
分
自
身

含
ん
で
い
る
わ
け
で
、
産
莱
資
本
に
な
っ
て
利
潤
の
基
礎
を
自
己
の
運
動
の
中
に
え
て
も
な
お
売
買
の
差
額
と
い
う
形
で
利
得
し
よ
う
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
|
|
〈
字
野
氏

1
1引
用
者
〉
そ
う
そ
u
p
r

」

こ
こ
に
は
、

資
本
制
的
利
殖
の
源
泉
に
つ
き
、

「
剰
余
価
値
H
資
本
に
と
っ
て
の
他
人
の
不
払
労
働
の
取
得
H
商
品
関
係
の
基
縫
上
に

お
け
る
商
品
(
労
働
力
商
品
)
の
価
値
実
現
と
そ
の
使
用
価
値
の
買
手
に
よ
る
消
費
権
に
合
致
し
た
利
得
様
式
」
こ
の
等
号
関
係
を
否
定

し
、
『
利
旭
H
資
本
制
下
に
お
い
て
か
け
ひ
き
に
、
よ
り
長
じ
た
者
の
み
が
取
得
す
る
も
の
」

と
い
う
等
式
、
先
に
見
た

『
商
人
資
本
の

利
潤
H
危
険
負
担
に
対
す
る
報
酬
』
と
い
う
系
列
と
近
似
的
な
、
民
の
資
本
剣
把
盤
の
仕
方
が
信
一
間
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
、
宇
野
氏
の
転
化
論
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
検
討
で
あ
る
。

残
さ
れ
た
ま
ま
の
論
点
も
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
氏
の
理
論
の
あ
と
を
ふ
り
か
え
る
時
、
す
な
わ
ち
、
商
品

・
貨
融
市
と
転
化
論
の

聞
に
お
け
る
断
絶
の
発
見
、
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
の
論
証
、
貨
幣
論
に
お
け
る
貨
幣
滞
留
か
ら
の
の
ー
さ
ー
の
、
の
滋
出
、
商
人
資
本

第三~貨常の資本への伝化

-
↓
金
貸
資
本

1
1
産
業
資
本
と
い
う
系
列
等
を
想
起
す
る
時
、
わ
け
て
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
転
化
論
自
体
が
、
労
働
力
商
品
の
特
殊

性
把
盤
情
守
は
あ
る
が
、
固
有
の
対
祭
領
成
を
設
定
し
七
展
開
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
砂
す
べ
り
の
よ
う
に
、
絶
え
ず
理
論
が
相
対
化
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
局
、
商
品

・
貨
耐明
治
と
転
化
論
と
の
関
係
、

一
歩
抗
般
に
さ
え
ば
、
商
品
治
肉
体
の
峻
昧
さ
に
尺
悶
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
@
し
か
し
、

そ
の
点
の
言
及
は
、
も
は
や
宇
野
氏
の
兎
論
の
跡
を
追
っ
て
は
来
た
さ
れ
ず
、
行
論
の
展
開
に
待
つ

よ
り
他
は
な
い
。

以
下
、
字
野
氏
の
立
諭
、
と
り
わ
け
、
商
品
に
対
す
る
把
径
の
暖
味
さ
を
一
歩
克
服
し
、
宇
野
氏
と
は
区
別
さ
れ
る
『
転
化』

論
を
呈

示
し
た
研
究
に
入
ろ
う
。

』 . 
} 

2 

大
島
緯
一

氏
、
り
の
所
説

宇
野
氏
ら
は
、
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
に
つ
き
、

一
面
、
労
働
力
『
商
品
」

の
特
殊
性
の
指
摘
は
あ
れ
、
主
要
な
課
題
を
、
商
品

・
貨

幣
論
か
ら
転
化
論
に
移
行
す
る
論
理
の
発
見
に
お

い
た
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は
、
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、
貨
幣
論
を
司
貨
幣
の
量
的

滞
留
」
と
い
う
視
角
か
ら
見
直
し
て
、

。l
Jと
1
口
、
を
滋
出
し
、
そ
の
資
本
形
式
を
、
商
人
資
本

i
l
金
貸
資
本
|
L
産
業
資
本
と
し
て

と
く
も
の
で
あ
り
、
若
手
暖
味
さ
は
あ
る
が
、
大
筋
で
は
、
商
人
資
本
、
金
貸
資
本
と
い
う
、
前
資
本
制
的
範
筒
、
あ
る
い
は
、
資
本
制

の
成
立
を
前
挺
す
れ
ば
、
産
業
資
本
に
対
す
る
に
二
次
的
、

の
導
入
H
歴
史
の
論
理
化
』
と
き
い
う
る
も
の
で
あ
る
。

副
次
的
皆
同
鳴
を
く
み
こ
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
『
歴
史
的
範
鴎
の
論
理
体
系
へ

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
転
化
論
を
、
商
品
・
貨
幣
か
ら
資
本
へ
の
移
行
に
着
目
し
て
展
開
を
は
か
ろ
う
と
す
る
点
で
は
、
{
予
野
氏

ら
と
共
通
性
を
持
つ
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
異
な
る
も
の
を
呈
示
し
た
大
島
雄
一
氏
ら
の
研
究
で
あ
る
。

大
島
氏
は
、
自
ら
の
立
諭
と
字
野
氏
の
所
説
を
区
別
す
る
基
怨
と
し
て
、
『
社
会
的
再
生
産
視
角
」

と

「
流
通
浸
透
視
角
」
を
あ
げ
、

字
野
氏
ら
の
論
理
は
、
流
通
か
ら
は
じ
め
て
、
そ
れ
が
漸
次
生
産
に
漫
み
込
ん
で
い
く
過
程
を
鏑
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対

し
て
は
、
社
会
的
再
生
産
と
い
う
視
角
で
見
直
す
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
。
『
商
品
・
貨
幣
を
社
会
的
再
生
産
過
程
の
発
展
の
上
で
と
ら

え
る
か
、
そ
れ
を
捨
象
し
よ
り
一
般
的
な
流
通

・
市
場
諸
関
係
の
上
で
み
る
か
、
す
な
わ
ち
社
会
的
再
生
産
の
視
角
に
立
っ
か
流
通
浸
透

の
視
角
に
立
っ
か
に
あ
る
』
(
傍
点
は
引
用
者
三

そ
れ
で
は
、
宇
野
氏
ら
の
所
説
を
、
流
通
浸
透
視
角
と
し
て
否
定
的
評
価
を
下
し
、
そ
れ
と
の
対
極
で
自
ら
の
転
化
論
を
、
社
会
的
再

生
産
筏
角
と
し
た
そ
の
内
容
は
何
か
、
そ
れ
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
本
骨
悼
の
は
じ
め
に
、
転
化
論
の
猶
み
方
は
、
結
局
、

「
商
品

・
貨
融
市
論
」
の
鏑
み
方
に
あ
る
と
し
て
い
た
。
事
実
、

{
子
野
氏
ら
に
あ
っ
て
は
、

生
産
か
流
通
か
と
い
う
接
近
視
角
を
と
っ
た
が

向Q



他
方
で
は
、
貨
幣
論
か
ら
の
ー
さ

l
q
の
生
成
を
説
く
と
い
っ
た
発
生
史
的
叙
述
を
し
て
い
た
・
こ
の
点
は
大
島
氏
に
あ
っ
て
は
、
少

ゆ
え
に
、
商
品
・
貨
幣
に
つ
い
て
は
、
前
資
本
制
な
の
か
資
本
制
な
の
か
と
い
う
区
別
も
稜
味
な
さ
主
で
あ
り
、
ま
た
、
環
鎌
な
ま
ま
、

roo 

な
く
と
も
明
確
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

l
!歴
史
的
事
実
と
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
か
ら
産
業
革
命
に
至
る
ま
で
、
単
純
商

品
生
産
段
階
が
あ
り
、
そ
れ
は
産
業
革
命
と
軌
を
一
に
し
て
、
資
本
創
生
産
心
転
化
し
た
・
転
化
論
は
、
こ
の
歴
史
過
程
の
反
映
で
あ
る
・

「
社
会
的
再
生
産
の
視
角
か
ら
見
た

場
合
、
封
建
的
共
同
体
に
接
続
す
る
第
一
段
階
を
め
持
舟
ロ
昨
全
島
の
段
階
と
よ
び
う
る
。
そ
し
て
こ

の
第
一
段
階
は
、
封
建
的
共
肉
体
の
終
荒
を
画
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
な
い
し
改
革
か
ら
、

骨
常
に
よ
る
社
会
的
再
生
度
過
程
の
全
面
支

配
の
画
期
と
な
る

ι莱
革
命
に
い
た
る
段
階
を
含
む
こ
と
に
な
る
・
.
。
貨
帯
の
資
本
へ
の
骨
"
だ
、
商
品
生
産
体
制
の
第
一
段
階
か

ら
第
二
段
階
へ
の
移
不
の
法
則
性
の
号
沿
化
に
ほ
か
な
ら
な
け
(
傍
点
は
引
尽
き
。

商
品

・
貨
幣
畠
は
、
歴
史
上
、
資
本
舗
に
先
行
す
る
単
純
商
品
生
産
段
階
の
理
論
で
あ
る
・
し
た
が
っ
て
、
転
化
論
は
、

そ
こ
か
ら
資

本
創
生
産
へ
の
転
化
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
民
の
理
解
で
あ
る
・
ミ

そ
の
転
化
の
具
体
的
内
容
は
以
下
。

第
一
・
単
純
務
品
生
産
か
ら
資
本
創
生
産
へ
の
転
化
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
貨
幣
の
流
通
手
段
後
能
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

幣
所
有
者
の
剣
か
ら
見
れ
ば
、

さ
i
c
l
r〈
で
あ
る
が
、
同
じ
式
を
官
官
閣
の
再
生
産
と
し
て
見
直
せ
ば
、

さ
ー
の
l
ぎ

-
g
1
0
1
巧
:
:
:
と
な
る
・

貨併の資本への伝化

c') 

-〈

い
ま
こ
れ
を
、
貨

の
と
な
っ
、

こ
こ
に
貨
幣
循
環
。
ー
さ
ー
の
が
現
れ
る
・
『
こ
れ
を
貨
幣
所
+何
者
の
側
か
ら
み

《

U
M
V

C
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
み
う
る
。
」

れ
ば
、
そ
の
か
ぎ
り
商
品
流
通
の
う
ち
に
は
貨
幣
循
環
の
ー
さ

は
ー
ー
そ
の
契
抽
慨
は
{
予
野
氏
ζ

は
異
な
る
と
は

い・え

{
子
野
氏
と
は
区
別
さ
れ
た
内
容
を
持
つ
と
さ
れ
る
大
ぬ
氏
の
立
ha
が
、
商
品

・
貨
幣
沿
か
ら
の
1
巧
ー
の
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
点
で

よ
り
具
体
的
な
転
化
の
内
容
は
、
以
下
で
あ
る
・

一
方
で
区
別
は
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
発
生
史
的
展
開
重
視
と
い
う
共
通
項
を
持

っ
て
い
る
が
ゆ
え
で
あ
ろ
う
・

m
g的
な
貨
幣
と
い
う
も
の
を
混
入
し
、
奇
妙
に
も
共
通
し
た
発
想
を
示
し
て

第三~

い
る
.
こ
れ
は
、

第
二・

資
本
鋼
生
産
成
立
の
直
前
は
、
小
商
品
生
産
者
か
ら
な
る
-
社
会
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、

彼
ら
の
聞
に
は
、
商
品
の
生
産
、

販
売
の
際
に
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
生
産
条
件
、
飯
売
条
件
、

資
質
を
獲
得
し
た
生
産
者
と
、
そ
の
よ
う
な
条
件
を
持
た
な
い
生
産
者
が
、
諸
問

優
勝
劣
敗
、

『両
紙
分
解
』
を
と
げ
て
い
く
。

平
等
な
小
商
品
生
盗
事
臼
は
、

品
の
笑
現
、
さ
ー
の
を
通
じ
て
続
争
関
係
に
入
り
、
こ
こ
に
、

こ
の
よ
う
な
、
『
手
工
業
法
純
一
を
前
提
と
し
た
上
で
展
開
さ
れ
る
銭
争
と
筒
信
分
解
に
、
分
業
、
凶
業
等
よ
り
高
い
生
産
カ
発
展
へ

円

U
R
》

の
刺
依
を
与
え
る
マ
ユ
ュ
フ
ア
ク
チ
&
ア
お
よ
び
「
市
場
的
前
提
」
が
畿
木
さ
れ
れ
ば
、
こ
こ
に
資
本
制
生
産
段
階
へ
の
移
行
が
可
能
と

な
る
・
以
ょ
が
大
島
氏
の
伝
化
論
で
あ
る
・

ま
た
、
大
島
氏
と
並
ん
で
花
弁
益
一
氏
は
、
商
品

・
貨
幣
に
つ
き
、
歴
史
的
に
資
本
制
以
前
の
単
純
商
品
生
産
段
階
に
属
す
る
も
の
で

し
た
が
っ
て
商
品
か
ら
資
本
へ
と
い
う
品
調
理
的
進
行
は
、
資
広
矧
以
前
の
単
純
商
品
生
鐙
段
階
か
ら
資
本
鋼
生
産
へ
の
殴
史
的
転

化
で
あ
る
と
し
た
上
旬
大
島
氏
と
同
じ
く
、
J

〈
l
c
ー
さ
・
巧
1
0
1
2

・
・
:
:
を
あ
げ
、
大
島
氏
が
、
貨
僻
所
有
者
と
し
た
と
こ
ろ

あ
り
、

は
、
『
営
業
』
と
さ
れ
、
営
業
視
点
の
毒
入
に
よ
り
、
。
ー
さ
1
0
盟
関
式
を
呈
示
す
る
・
『
こ
の
連
続
的
運
動
は
、
営
業
と
し
て
行
な
わ
れ

A
M調
》

る
点
に
力
点
を
お
い
て
見
れ
ば
、
。
ー
さ
ー
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
J

以
上
が
、
大
島
氏
ら
の
転
化
治
で
あ
る
。
字
野
氏
と
大
島
氏
ら
と
の
共
通
点
は
、
と
も
に
商
品

・
貨
幣
関
係
の
漫
に
の
ー
さ
ー
の
の
俊

出ぬ
を
見
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
・
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
宇
野
氏
が
、
の

1
2
ー
の
を
見
出
す
商
品
経
済
は
、
社
会
情
成
体

の
綱
決
定
住
を
鎗
象
し
た
『
流
通
部
面
』
で
あ
る
の
に
対
し
、
大
島
氏
ら
は
、
明
確
に
、
資
本
側
酬
に
先
行
す
る
一
一
歴
史
時
代
、
単
純
商
品
生

産
段
階
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
・
こ
の
点
、

た
し
か
に
、
宇
野
氏
に
比
し
、
間
切
殖
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
・

し
か
し
問
題
は
、
そ
の
内
容
で
あ
る
・
大
島
氏
ら
の
立
論
が
線
路
を
持
つ
た
め
に
は
、

『資
本
論
』
第
二
篇

『貨
併
の
資
本

へ
の
転
化
」

に
先
だ
っ
第
一
篇
「
商
品
お
よ
び
貨
幣
」
が
、
資
本
舗
以
前
の
一
段
階
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
明
確
な
立
証
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
.
し
か
し
、
氏
ら
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
読
み
と
り
う
る
と
の
暗
示
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

『資
本
論
』

そ
の
も
の

に
自
を
向
け
、
と
り
わ
け
、
商
品
を
生
産
関
係
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
注
目
さ
れ
る
第
一
章
第
4
節
「
商
品
の
呪

。o.



物
的
性
絡
と
そ
の
あ
密
』
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
・
こ
こ
で
は
、

生
産
形
般
に
逃
げ
こ
め
ば
、
た
ち
ま
ち
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
誠
一
と
し
、
商
品
経
済
と
は
区
別
さ
れ
る
生
度
形
加
に
つ
き
、
彊
立
的
生

《
日
調
》

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
(
農
奴
制
刷
〉
、
小
長
経
営
〈
自
給
自
足
〉
、
共
同
体
を
あ
げ
て
い
る
。

『
商
品
形
態
」
の
誕
的
性
格
に
つ
き
、
そ
れ
は
『
わ
れ
わ
れ
が
他
の

1C)2 

産
と
し
て
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
、

こ
こ
で
見
る
か
ぎ
り
、
奴
隷
制
は
上
に
述
べ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
奴
隷
創
の
社
会
・俸
制
酬
を
主
要
に
規
定
す
る
も
の
は
商
品
で
は
な
く
、

ゆ
え
に
姶
象
し
て
も
よ
い
も
の
と
す
れ
ば
、
社
会
噌
構
成
体
の
転
変
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
空
白
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
資
本
鋼
生
産
様
式

の
み
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
商
品
形
態
は
|
|
『
資
本
創
生
産
の
宮
は
大
量
の
商
品
で
あ
る
』
と
い
う
周
知
の
文
言
を
ひ
く
ま
で
も
な
く

|

|
資
本
舗
生
産
と
い
う
、
終
始
同
一
の
対
象
の

一
民
性
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
・
と
す
れ
ば
、
大
島
氏
ら
の
裂
は
、
商
品

・
貨

幣
論
を
、
資
本
創
以
前
の
単
純
商
品
生
産
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
の
か
な
た
に
お
し
ゃ
り
、
よ
っ
て
、
資
本
制
分
析
に
お

い
て
占
め

る
商
品

・
貨
常
の
諸
法
則
の
悶
有
の
意
味
を
欠
落
さ
せ
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
『
発
生
史
的
転
化
諭
』
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
・

こ
れ
は
、
理
論
と
し
て
の
商
品
・
貨
幣
論
を
、
歴
史
上
、
資
本
舗
以
前
の
一
段
階
に
擬
し
た
と
い
う
意
味
で
、
{
予
野
氏
の
「
歴
史
|
，

論
理
」
説
に
対
し
、
論
理
の
歴
史
化
、
「
論
理

-
歴
史
』
説
と
い
い
う
る
。

本
絡
的
に
は
、
次
節
で
と
り
あ
げ
る
予
定
で
あ
る
が
、
尾
嶋
剛
氏
は
、
『
資
本
論
』

商
品
・
貨
幣
篇
は
、

一
O
O
W
M商
品
生
産
者
で
あ
る

貨"の資本への伝{ヒ

社
会
を
対
象
と
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
自
給
的
側
面
を
含
ん
だ
小
経
営
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る
余
地
が
な
く
、
完
成
さ

れ
た
も
の
と
し
て
資
本
制
で
あ
る
他
な
い
と
し
て
い
る
。
「
第

一
筋
は
、
社
会
の
生
産
が
す
べ
て
商
品
生
産
と
な
っ
て
お
り
、
労
働
生
産

物
が
す
べ
て
商
品
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が

っ
て
生
産
右
は
一

O
O
%商
品
生
盗
事
臼
で
あ
る
こ
と
を
前
鈍
し
た
も
の
で
す
・
こ
の
前

提
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
労
働
力
ま
で
が
全
部
商
品
と
な
っ
て
、
多
か
れ
少
か
れ
自
給
部
分
を
伴
う
小
篠
宮
が
す
っ
か
り
な
く
な
弓
て
い

る
こ
と
、
つ
ま
り
資
本
主
義
的
生
産
様
式
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
」
(
傍
点
は
引
用
者
三
こ
こ
に
は
、
十
全
な
形
で
、

第三.

「
商
品
論
H
資
本
初
以
前
の
単
純
商
品
生
産
段
階
』

と
い
う
シ
ェ
ー
マ
は
、
少
な
く
と
も

『資
本
論
』
を
繁
材
と
す
る
か
ぎ
り
、
成
立
し

~ . 

え
な
い
こ
と
が
、
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
・

一
方
仏
{
予
野
弘
蔵
氏
、
他
方
に
大
島
雄
一
氏
を
お
き
、
そ
の
所
説
の
再
現
を
意
浪
し
つ
つ
、

検
討
を
す
す
め
て
き
た
。
こ
れ
を
、

以
上
、

『資
本
論
』
唱
す
の
古
典
と
の
比
較
で
、

ω
{予
野
、
大
島
両
氏
と
も
、
一
方
に
、
『
貨
幣
滞
留
と
の

l
J〈
l
o
l
--商
人
資
本

1
1・
金
貸
資
本

1
l産
業
資
本
」
、
他
方
は
、
「
商

品
流
通
の
く
り
返
し
と
の
1

2
I
C
I
--小
商
品
生
産
に
お
け
る
さ
1
口
宏
め
ぐ
る
銭

φ
+
生
産
力

l
l
資
本
』
と
し
て
、
そ
の
シ

z
l

転
化

aを
、
あ
七
か
も
無
か
ら
有
が
生
じ
る
か
の
如
き
、
「
資
本
形
成
』
論
に
お
さ
か
え
て
い
る
・

か
っ
、

い
ま
ま
で
の
行
論
を
整
理
す
る
形
で
、
位
置
づ
け
て
み
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

マ
に
速
い
は
あ
れ
、

と
も
に
、

剰
余
価
依
析
出
と
い
う
『
不
可
両
立
』
的
契
機
の
同
時
並
存
、
労
働
力
の
商
品
伎
の
内
実
、
『
自
由
・
平
等
・
ベ
ン
ザ
ム
」
の
意
味
等
は
、

(2) 

そ
の
第
一
の
結
果
と
し
て
、
資
本
制
分
析

ι後
近
し
て
い
く
際
に
、
転
化
論
が
与
え
る
重
要
な
契
機
、
す
な
わ
ち
、
等
価
交
換
と

ほ
.
ほ
脱
け
お
ち
て
い
る
・

q
d
 

そ
の
第
二
の
結
果
と
し
て
、
{
チ
野
氏
に
あ

っ
て
は
、
商
人
、
金
貨
資
本
の
湾
入
、
大
島
氏
に
あ
っ
て
は
、
単
純
商
品
生
産
社
会
の

も
ち
こ
み
、
を
通
じ
、
商
品
・
貨
幣
論
が
、
資
本
舗
分
析
に
と
っ
て
は
、
何
か
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
如
き
、
位
置
づ
け
に
な

つ
(4) て

L、
る• こ

れ
ら
は
、
結
局
、
商
品
・
貨
融
市
論
を
転
化
論
と
の
か
か
わ
り
で
、

い
か
に
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
点
で
の
問
題
に
起
因
し
て

い
る
。
そ
れ
を
、
尾
崎
氏
が
諭
及
し
た
如
く
こ

O
O
%商
品
生
産
自
資
本
創
生
産
』
と
す
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
も
は
や
、
字
野
氏
の

所
脱
も
、
大
島
氏
の
所
説
も
、
よ
っ
て
立
つ
場
を
喪
失
し
て
い
る
・

入
る (5)
所
で
t主
な
L、
IJ;' 

そ
の
上
で
改
め
て
、
転
化

aに
対
す
る
上
の
立
造
と
は
区
別
さ
れ
る
緩
近
視
角
が
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
だ
そ
の
内
容
に

若
干
先
ど
り
す
る
形
で
ふ
れ
れ
ば
、
『
商
品
唱
資
本
創
生
産
の
一

一側
面
』
と
い
う
等
式
を
ひ
く
こ
と
が
、

研
究
史

把
惜
訟
の
カ
ギ
で
あ
る
か
ぎ
り
、
と
り
わ
け
、
労
働
力
商
品
と
労
働
生
産
物
商
品
と
の
関
係
、
流
通
場
裡
に
お
け
る
労
働
力
商
品
に
与
え
ら

れ
た
文
言
、
『

8
白

・
平
等
・
ベ
ン
サ
ム
』
の
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
が
要
輔
副
さ
れ
よ
う
・
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ニ
で
は
、
今
一
度
研
究
史
の
枠
内
に
と
ど
ま
り
、

10-4 

一
で
と
り
あ
げ
た
研
究
内
容
と
か
ら
み
あ
い
つ
つ
、
新
し
い
水
且唱
に
お
い
て
転
化
論

に
祭
近
し
た
、
見
図
石
介
、
尾
崎
芳
治
氏
ら
の
研
究
内
容
に
入
っ
て
い
こ
う
・

日
常
的
表
象
の
理
論
化
と
転
化
論

こ
で
は
、
宇
野
弘
蔵
氏
、
大
島
進
一
氏
の
所
説
と
は
区
別
さ
れ
た
視
点
か
ら
、
転
化
論
を
内
容
づ
け
た
、
見
図
石
介
、
尾
崎
芳
治
氏
ら

の
研
究
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
た
い
。
そ
の
立
ち
入
っ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
後
に
ふ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
見
回
、
尾
崎
氏
ら
の
研
究
が

前
節
で
と
り
あ
げ
た
所
説
と
最
も
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
{
子
野
、

大
島
氏
等
心
あ
っ
て
は
、
転
化
論
が
、
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
、
商

品
・
貨
市
内
論
の
裡
に
、
の

l
J〈
。
、
の
必
然
性
の
契
機
を
見
い
出
す
こ
と

ι
お
か
れ
、
い
わ
ば
、
時
系
列
上
の
先
後
関
係
に
お
か
れ
て
い

た
の
心
対
し
、
商
品

・
貨
燃
と
資
本
心
開
仲

{
h
f
b
任
、
仲
一
一
対
公
〈
骨
か
一
俳
)
川
山
岳
ゆ
除
一
〕
持
ゆ
と
い
う
視
点
b
z
保
持
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
・
以
下
、
内
容
に
入
っ
て
い
こ
う
・

1 

見
回
石
介
氏
ら
の
所
説

貨骨専の資本への伝化

見
国
民
の
転
化
論
を
倹
討
す
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
。

氏
の
特
徴
は
、

直
接
に
転
化
論
に
限
ら
れ
ず
、

『資
本
論
』
そ
の

も
の
，
』
対
す
る
「
方
反
論
』
的
枠
組
人
が
事
初
心
与
・
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
氏
の
方
法
が
、
転
化
論
に
お
い
て
具
体
的
に
明
、
必
さ
れ
て
い

る
と
い
う
と
こ
ら
に
あ
る
・
し
た
が
っ
て
本
節

ι
ぉ
レ
て
も
、
前
も
っ
て
氏
の
方
法
A
a
に
日
を
向
け
る
と
こ
る
か
ら
は
じ
め
た
い
・

氏
一
に
、
『
論
理
日
皮
由
九
段
と
マ
ル

7
λ

の
方
偏
一
に
お
い
て
、

今
ま
で
の

『
資
本
治
』
研
究
史
を
概
括
し
、

そ
の
内
容
に
お
け
る
特
徴

第三怠

あ
る
い
は
克
服
す
べ
き
所
と
し
て
、
次
の
二
点
を
あ
げ
て
い
る
・
そ
の
常
一
d
、

『資
本
論
』
に
お
け
る
抽
象
か
ら
具
体
へ
、
あ
る
い
は
本

質
か
ら
現
象
へ
と
い
う
よ
向
過
程
を
、

あ
た
か
も
、

歴
史
的
過
程
を
同
時
三
原
す
も
の
と
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
・
「
論
理
と
歴
史
の
本

質
的
な
一
致
が
、
経
済
学
の
科
学
的
な
方
法
の
特
色
で
あ
り
、

マ
ル
ク
ス
の
方
法
の
特
色
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、

ル
ク
ス
主
袈
痘
済
学
の
あ
い
だ
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
意
見
で
あ
る
J

こ
ん
に
ち
ひ
ろ
く
マ

論
理
過
程
H
歴
史
過
程
と
い
う
$
式
、

そ
れ
が
第
一
の
特
徴

で
あ
る
・
第
二
の
点
は
、
同
じ
く

amは
過
程
ψ

歴
史
的
転
化
一
過
程
の
反
映
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
共
に
第
一
の
特
徴
の
枠
内
に
位
置
す
る

一
つ
心
は
、

『資
本
論
』
は
こ
の
点
で
不
徹
底
で
あ
り
、
『
帯
情
成
す
る
必
要
が
あ
る
』
と
す
る
説
、

の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
、

ま
た
一
つ
に
は
、

『資
本
論
』

そ
の
も
の
が
、

こ
の
よ
う
に
論
理
の
歩
み
と
歴
史
の
歩
み
が
一
致
す
る
も
の
と
し
て
窃
か
れ
て
い
る
と
い

う
段
、

こ
の
二
つ
の
説
に
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
・

論
理

l
歴
史
と
い
・
フ
等
号
関
係
を
引
く
と
い
う
点
で
は
一
致
し
つ
つ
、

『資
本
論
』
を
論
理
H
歴
史
と
い
う
規
鍾
に
よ
っ
て
帯
情
成
す
る
も
の
、

『資
本
論
』
そ
の
も
の
に
、
論
理
H
歴
史
を
読
み
と
る
も
の
、
こ

の
両
者
の
並
置
、
こ
れ
が
第
二
の
特
徴
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
ち
ょ
う
ど
、

一
で
、
商
品
・
貨
幣
経
済
か
ら
の
資
本
総
式
形
成
治
と
し
て
と
り
あ
げ
た
、
{
予
野
、
大
島
両
氏
の
所
波
を
十

全
に
特
徴
づ
け
る
よ
う
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
限
つ
で
本
意
の
視
点
と
置
な
り
あ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
こ

の
よ
う
な
研
究
史
好
価
の
上
に
打
ち
だ
さ
れ
て
い
る
見
田
氏
自
身
の
方
法
治
£
入
ろ
う
・

氏
は
、
上
の
論
雄
日
歴
史
観
に
つ
主
、
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
孔
ば
、
治
理
的
世
間
喝
の
序
列
は
、
歴
史
的
発
展
と
い
う
具
体
的
現
実
に
そ

の
後
処
が
お
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ち

ょ
う
ど
、
先
行
す
る
歴
史
的
宮
町時四
の
内
部
か
ら
、

継
起
す
る
新
し
い
歴
史
的
範
綱
が
生
み
出
さ

れ
る
よ
う
に
、
先
験
的
に
一
つ
の

「
発
生
史
」
的
必
然
性
と
い
う
関
連
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
、
と
し
、
こ
れ
に
対
し
、

方
で
は
客
観
的
実
在
、
他
方
で
は
そ
れ
を
把
握
す
る
思
惟
、
こ
の
区
別
を
入
れ
、
論
理
日
歴
史
説
は
、
客
観
的
実
在
、
そ
れ
を
把
湿
す
る

思
惟
の
独
自
的
作
用
と
し
て
の
『
分
続

・
総
合
」

と
い
う
方
法
論
的
契
機
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
点
で
、

不
十
分
さ
を
持
っ
て
い
る
、

と

い
う
.

『
抽
象
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
具
体
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
歩
み
は
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
つ
固
有
の
上
昇
カ
や
復
元
カ
ゃ
に
よ
っ
て

先
験
的
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
照
応
す
る
表
象
は
、
理
論
的
方
法
す
な
わ
ち
叙
述
の
過
程
に
お
い
て
も
、

円

ω》

概
念
に
変
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
J

と
こ
ろ
が
先
の
と
ら
え
方
は
『
思
惟
は

つ
ね
に
そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
い
て
、

て
れ
が
分
析
さ
れ
て
、
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分
析
も
総
合
も
し
な
い
で
直
接
に
兵
体
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
え
ら
れ
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
こ
こ
に
論
理
H
歴
史
説
の
第
一
の
あ

円“v

や
ま
り
が
あ
る
九

106 

具
体
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
き
、
そ
の
『
発
生
史
」
で
は
な
く
、
そ
の
『
妥
匁
』
を
則
自
的
に
前
鍵
し
、
思
惟

i
分
析
に
よ
り
、
茨
象
が

概
念

ι
転
換
さ
れ
る
と
い
う
側
面

見
図
氏
は
、
そ
こ
に

『資
本
論
』
ζ

神
間
む
司
分
析
的
+
刀
法
』
の
伎
心
を
見
い
出
し
た
の
で
あ
る
・

『
分
析
的
方
法
と
へ

l
ゲ
ル
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
的
抗
的
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
分
析
的
方
法
を
、
弁
証
法
的
方
法
と
の
か
か

わ
り
で
、
位
置
づ
け
直
し
、
分
析
的
方
法
は
、
た
し
か
に
事
実
そ
の
も
の
、
お
よ
び
そ
の
分
析
と
い
う
点
で
有
効
で
は
あ
る
が
、

《“v

は
事
拍
閣
の
『
塵
史
性
」
〈
こ
れ
だ
け
で
よ
わ
か
り
に
く
い
が
、
対
象
の
生
成
・
存
立

・
消
滅
の
必
然
性
の
意
か
)
ま
た
一
つ
に
は
、
事
物

《
幻
】

A
M帽
)

と
事
物
の
『
逮
関
」
お
よ
び
「
統
一
位
」
を
と
ら
え
え
な
い
と
い
う
限
界
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
方
法
は
、
弁
証
法
的
方
法
と
の
関
連
で

は
、
そ
の
『
不
可
欠
の
基
礎
で
あ
日
ヤ
よ
り
具
体
的
心
は
、
肯
定
的
理
解
の
う
ち
に
そ
の
否
定
的
契
機
を
見
い
出
す
弁
証
法
に
お
け
る
、

一
つ
に

肯
定
的
側
面
を
対
象
と
し
た
方
法
で
あ
る
、

と
し
て
い
る
。
『
分
析
的
方
径
が
与
え
ら
れ
た
事
物
か
ら
官官物
の
巨
常
的
な
関
係
と
し
て
の

、au
・'

法
則
を
さ
ぐ
り
出
す
の
は
、
こ
う
し
た
事
物
の
肯
定
的
な
理
解
の
一
認
を
な
し
て
い
る
の
で
あ

M
J

こ
の
よ
う
な
方
法
論
は
、
氏
の
転
化

aの
把
湿
の
仕
方
に
貫
か
れ
て
い
る
・

『資
本
Aa
の
方
自
で
は
、

{
予
野
氏
に
お
け
る
、

位
界
貿

幣

-商
人
資
本

-
金
賃
貸
本

-産
業
資
本
と
い
う
シ
ェ
ー
マ

、
大
島
氏
ら
の
単
純
商
品
生
産
|
|
(
価
値
法
則
に
も
と
づ
く
両
極

貨mの資本への転化

分
解
)

資
本
創
生
産
と
い
う
シ
ェ
'
マ
に
つ
き
、

そ
の
ど
ち
ら
も
が
、

商
品
生
産
内
部
の
自
己
発
展
に
よ

っ
て
資
芯
創
生
産
を
生
み

出
す
考
え
方
で
あ
る
と
し
、
転
化
論
心
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

第
一
に
、
転
化
論
は
、
な
ん
ら
商
品

・
貸
借
か
仏
両
『
発
生
」
し
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
お
け
る
資
本
は
、
即
日
的
に

mm山さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
商
品
・
貨
併
と
は
別
倒
に
、
資
本
は
客
観
的
対
匁
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
、
商
品

・
貨
幣
に
続
い
て
、

第三』置

理
治
的
世
界
に
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
・
資
本
は
、
『
単
純
商
品
生
産
一
般
に
い
わ
ば
外
か
ら
資
本
制
的
商
品
生
澄
の
独
自
的
な
形
態
規

定
を
加
え
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
杭

γ

第
二
に
、
転
化
論
が
、
商
品

・
貨
得
分
析
に
接
続
し
て
い
る
の
は
、
換
言
す
れ
ば
、
商
品
|
貨
幣
|
資
本
と
い
う
序
列
に
な

っ
て
い
る

の
は
、
前
ニ
1
4
.か
資
広
の
「
必
然
的
な
前
…
動
一
と
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
で
あ
り
、
『
単
純
な
商
品
阜
、貨
幣
と
資
本
と
の
客
観
的
な
関
係
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
九

第
三
に
、
資
本
が
資
本
で
あ
る
必
須
の
条
件
は
、
『
賃
労
働
が
存
在
す
る
こ
と
』

{
傍
点
は
引
用
苦
)
で
あ
る
・

』
こ
を
見
て
い
な
い
所

に
先
の
発
生
史
的
展
開
の
欠
陥
が
あ
る
・
資
本
を
資
本
た
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
の
賃
労
働
は
、
の
ー
さ
l
口
、
と
い
う
資
本
範
式
と
同
じ

く
、
商
品
・
貨
幣
論
の
内
に
見
い
出
す
こ
ζ

は
で
き
.
す
、

も
っ
ぱ
ら
客
観
的
対
象、

「外』

か
ら
湾
入
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
・第

四
に
、
転
化
諭
は
、
商
品

・
貨
市

「
か
ら
」
で
は
な
く
て
『
共
心
』

資
本
舗
の
内
的
契
機
を
な
す
も
の
と
し
て
、
こ
れ
も
一
つ
の
資

本
分
析
の
結
果
と
し
て
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
・
次
の
文
言
を
晃
ら
れ
た
い
.
見
自
民
の
分
析
的
方
法
の
特
徴
が
よ
く

-mさ
れ
て
い
る
・

『
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る

事
実
と
し
て
の
資
本
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
と

っ
て
こ
れ
を
分
析
し
、
そ
こ
に
一
方
に
は
一
分
子
の
資
本

を
も
含
ま
ぬ
単
純
商
品
流
通
を
見
出
し
、
他
方
に
は
そ
れ
を
資
本
た
ら
し
め
る
副
円
余
価
値
生
麗
を
見
出
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
分
析
し
て
不

払
い
の
剰
余
労
働
を
見
出
し
、
こ
れ
ら
を
綜
合
す
る
こ
と
で
資
本
の
鋸概
念
に
到
達
し
て
い
る
h

(

縄
問
点
は
引
用
奪
三

以
上
が
、
見
回
氏
の
所
説
の
媛
観
で
あ
る
・
見
ら
れ
る
と
お
り
、
弁
証
法
的
方
法
の
肯
定
的
側
面
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
の
分
析
的

方
法
の
呈
示
、
所
与
の
も
の
と
し
て
の
現
実
・
表
象

i
iハ分
析

)
1
・媛
念
、
と
い
う
認
識
の
深
化
過
程
、
と
い
う
方
法
的
自
覚
を
据
え
、

与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
資
本
・
賃
労
働
の
理
論
的
世
界
へ
の
混
入
と
い
う
手
法
に
よ
り
、
字
野

・
大
島
氏
等
と
は
、
全
く
異
な
っ
た

祭
近
視
角
を
保
持
し
て
い
る
・
と
り
わ
A

り、

『
資
本
論
』
に
つ
き
、

て
れ
ば
、

終
始
同
一
の
対
象
で
あ
る
資
本
初
の
分
析
で
あ
る
こ
と
を

明
確
に
し
、
非
資
本
創
的
契
機
を
も
ち
こ
λ
、
よ
っ
て
こ
の
点
心
幻
の
如
ぎ
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
ぶ
せ
た
『
論
理
H
歴
史
』
説
を
の
り
こ
え
た

も
の
で
あ
る
・
そ
の
意
味
で
、
見
田
氏
の
理
諭
は
、
古
典
に
お
け
る
転
化
論
の
研
究
に
、
新
し
い
地
平
を
切
り
妬
い
た
先
駆
的
な
も
の
で

あ
ろ
う
.
し
か
し
、
同
時
に
、
先
駆
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ま
た
、
若
干
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
あ
と
一
歩
の
具
体
化
を
は
か
る
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余
地
が
樟
寓
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

本
意
の
テ

l
マ
に
ひ
き
つ
け
る
形
で
ふ
れ
れ
ば
、
と
り
わ
け
商
品
論
と
の
関
係
で
転
化
論
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
、
に
か

た
だ
賃
労
働
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
の
入
、

資
本
は

.08 

か
わ
っ
て
く
る
。
商
品

・
貨
常
に
は
一
分
子
も
資
本
の
要
素
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、

資
本
た
る
突
を
得
る
。
こ
れ
が
氏
の
憶
喪
の
諸
点
で
あ
り
、
『
発
生
史
』
的
伝
化
論
と
の

一
区
分
b
z
な
す
も
の
で
あ
っ
た
・

し
か
し
、
間

題
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
一
の
対
象
七
る
資
本
制
、
そ
の
理
論
的
把
握
の
二
つ
の
段
階
と
し
て
の
商
品

・
貨
幣
お
よ
び
資
本
、

そ

の
論
逮
的
な
移
行

・
転
化

・
両
者
の
関
連
の
内
容
に
つ
い
て
、
阜
、
ぞ
も
す
れ
J

仙
寺
閑
復
す
る
結
集
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
字
野
氏
は
、
生
産
か
流
通
か
ζ

い
う
区
分
を
設
け
、
転
化
論
を
し
て
、
流
通
か
ら
生
産
へ
の
移
行
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
た
。
大

島
氏
に
ゐ
つ
て
は
、
単
純
一
間
品
生
産
か
ら
資
本
糊
生
産
へ
の
転
化
が
そ
の
内
容
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
流
通
そ
し
て
生
産
、
単
純
商

口
問
そ
し
て
資
本
制
と
、
そ
の
内
容
は
異
な
る
と
は
い
え
、
と
も
に
、
互
い
心
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
二
つ
の
契
機
を
お
き
、
そ
れ
を

う
ず
め
る
触
媒
の
発
見
と
い
う
と
こ
う
心
主
要
な
力
点
が
お
か
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
共
通
し
た
内
容
を
示
し
て
い
た
・
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
に
は
、
二
つ
の
問
題
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
ζ

な
る

-
m一
の
問
題
は
、
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、
転
化
論
を
異
次
元
的
二
契
機

の
『
発
生
」
過
程
を
内
容
と
す
る
も
の
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
こ
そ
、
佐
藤
金
三
郎
、
平
野
喜
一
郎
、
見
回
百
介
氏

ら
に
よ
っ
て
、
超
克
が
は
か
ら
れ
た
と
こ
る
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
浅
さ
れ
て
く
る
論
点
が
あ
る
・
す
な
わ
ち
、
第
二
の

貨併の資本への伝化

問
題
は
、
発
生
史
的
転
化
論
に
対
寸
る
検
討
を
通
り
ぬ
け
た
段
階
に
お
い
て
、
今
度
は
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
た
内
容
で
改
め
て
、
貨
幣

の
資
本

へ
の
移
行

・
転
化
の
倹
討
で
あ
る
。
高
人
資
本
、
金
貸
資
本
を
湾
入
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
商
品
諭
を
歴
史
の
彼
方
に
お
し
ゃ

る
の
で
も
な
く
、
同
一
の
対
象
た
る
資
本
舗
の
枠
内
に
お
け
る
貨
併
の
資
本
へ
の
転
化
は
レ
ま
だ
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
空
白
の
ま
ま
は

お
か
れ
て

い
る・

第三il

毛
利
明
子
氏
は
、

『資
本

aの
転
化
湾

a』
ιお
い
て
、
『
価
値
の
転
化

と
自
立
の
理
論
』
と
い
う
特
有
の
後
点
か
ら
見
田
氏
の
立
論
に

コ
メ
ン
ト
を
加
え
、
見
回
氏
に
あ
っ
て
は
、
商
品
、
貸
情
、
資
本
ふ
れ
ぞ
れ
の
表
象
が

『
個
々
別
ん
刊
に
考
察
』

さ
れ
て
お
り
、
『
転
化
関

係
を
追
求
す
る
こ
と
に
カ
を
そ
そ
が
れ
に
寸
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
尾
宝
刀
治
氏
は
、
よ
り
明
確
に
、
資
本
舗
に
お
け
る
日
常
的
過

先
に
空
白
の
ま
ま
に
お
か
れ
て
い
る
と
し
た
所
に
復
点
を
す
え
次
の
よ
う
に
き
う
。

貨
幣
の
資
本
へ
の
現
実
的
転
化
、

-.' 
径
と
し
て
の
、

『
見
図
さ
ん
は、

首刷
幽珊
の
歩
み
を
、

す
べ
て
容
体
の
現
実
の
発
展
過
程
と
見
る
一
元
諭
を
批
判
す
る
あ
ま
り
、
第
二
筋
で
は、

よ
況
の
点

〈資
本
側
酬
に
お
け
る
、
貨
併
の
資
本
へ
の
現
克
的
転
化
|
|
引

m者
〉
を
見
落
と
し
て
、
す
べ
て
を
た
ん
に
思
考
に
お
い
て
具
体
的
な
も
の

を
復
元
す
る
認
滋
の
深
化
過
程
と
だ
け
見
る
逆
の
一
元
論
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
J

商
品

aと
同
次
元
に
あ
る
も
の
と
し
て
転
化
翁
、
貨
幣
の
資
本

へ
の
現
実
的
転
化
、
そ
の
内
容
は
何
か
、
尾
協
同
氏
の
所
鋭
に
入
ろ
う
。

2 

尾
崎
芳
治
氏
、
り
の
所
設

付
あ
る
・
以
下
、
そ
の
立
論
の
綬
略

mhaに
勾
め
つ
つ
、
三
で
の
古
典
回
婦
の
際
の
沼
針
を
さ
ぐ
り
だ
し
た
い
.

『
発
生
史
的
転
化
詠
』
の
対
極
に
お
い
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
見
回
氏
と
軌
宏
一
に
し
て
、
転
化
論
を
見
た
の
が
尾
崎
芳
治
氏
で

尾
臨
同
氏
の
所
設
が
、
先
行
す
る
研
究
と
区
別
さ
れ
る
一
つ
の
特
徴
は
、

『
資
本
論
恥

を
し
て
、

終
始
問
一
の
資
本
側
生
獲
を
対
匁
と
し

た
も
の
と
し
、
か
っ
そ
の
実
体
的
侵
犯
を
綾
定
し
て
い
る
所
に
あ
る
・
こ
れ
は
、
何
の
変
哲
も
な
い
、
ご
く
常
議
的
な
事
実
を
術
協糊
し
た

に
す
ぎ
な
い
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
.

し
か
し
、
『
転
化
論
』
に
か
か
わ
る
研
究
申
ん
を
ふ
り
か
え
っ
て
き
た
現
段
階
に
お
い
て
は
、

、.
』

の
さ
り
げ
な
い
規
定
が
省
み
ら
れ
ず
、
内
容
づ
け
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
対
象
設
定
と
展
開
内
容
に
ず
れ
を
生
じ
さ
せ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
・

尾
崎
氏
は
、

資
本
と
商
品

・
貸
借
と
の
関
係
の
内
容
に
つ
き
、
日
常
的
現
実
に
ふ
み
こ
み
、
そ
こ
か
ら
理
治
を
抽
出
し
、
両
者
の
関
係
、

わ
け
て
も
「
資
本
』

の
規
定
を
湧
き
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
と
は
、
商
品

・
貨
幣
関
係
を
土
台

・
前
提
と
し
、
そ
の
上
で
運
動

商
品
生
産
の
一
般
的
基
鑓
の
上
で
運
動
す
る
資
本
と
貿

資
本
と
は
、

す
る
資
本
・
賃
労
働
関
係
で
あ
る
、
と
。
『
一
宮
に
し
て
い
え
ば、

労
働
と
の
社
会
的
関
係
』
で
す
・
(
幅
四
点
は
引
用
者
〉
こ
こ
に
は
次
の
諸
点
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
・

'∞ 



第
一

の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
は、

第
一
。
資
本
創
生
産
の
主
軸
は
「
資
本
』
で
あ
る
・
し
た
が
っ
て

『
資
本
」
は
、
資
本
制
分
析
の
矯
初
か
ら
前
提
さ
れ
て

い
る
。
こ

の

先
の
見
回
氏
の
立
翁
と
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
・

110 

し
か
し
、

区
別
さ
れ
る
所
は
、
次
の
商
品

・
貨
幣

-
↓
資
本
と
い
う
序
列
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
見
図
氏
は
、
単
，
』

の
内
容
に
は
ふ
れ
ら
れ
て

い
な
い
。
尾
湾
民
は
、
こ

の
点

一
歩
の
具
体
化
を
は
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

『客
観
的
に
繍
判
定
さ
れ
る
』

と
し
て
い
た
・

し
た
が
っ
て
、

い
ま
だ

『
客
観
的
』

第
二
。
商
品

・
貨
僻
関
係
は
、
資
本
の
運
動
、
蓄
積

・
循
環
・

回
転
・
部
門
間
連
鎖
・
移
動
に
お
け
る
こ
般
的
基
礎
』
で
あ
り
、
こ

こ
に
縫
初
と
し
て
商
品

・
貨
幣
関
係
を
対
象
設
定
し
た
綬
拠
が
あ
る
・

第
三
。
ゆ
え
に
、
自
ら
、
商
品
・
貨
幣
関
係
の
土
俵
の
上
に
姿
を
現
す
の
は
、
「
資
本
」
で
あ
る
。

て
い
る
・
商
品
|
貨
幣

氏
は
、

『資
本
論
』
第
一
巻
の
編
別
構
成
を
念
頭
，
』
お
い
て
、
上
に
言
及
し
た
所
に
重
な

っ
て
く
る
よ

う
な
内
容
に
つ
き
再
度
叙
述
し

茶
漬
は
、
資
本
を
そ
の
総
体
に
お
い
て
把
温
す
る
煩
次
的

・
必
然
的
諸
契
機
で
あ
る
、
と
.

伝
化
|
剰
余
慌
値

「
『
資
本
論
』
に
あ
っ
て
は
、
資
玄
関
係
は
、

第
1
認
の
第
l
篤
か
ら
第

7
篇
ま
で
の
全
体
を
通
じ
て
、

そ
の
一
般
的

・
抽
象
的
な
前
提

剰
余
価
値
の
生
産
、
容
積
、
等
々
の
諸
局
面
に
お
い
て
、
そ
の

(
商
品

・
貨
幣
論
〉、

流
通
表
面
の
形
式
に
よ
る
そ
の
媒
介
(
転
化
論
)、

総
体
と
し
て
の
把
鐙
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
』
(
(

)、

臨問
点
は
引
用
者
三

さ
ら
に
、
尾
崎
氏
は
、

転
化
を
湿
気
づ
け
て

い
る
の

は

、、

円U
M

『
現
実
の
資
本
主
産
の
日
常
的
事
実
」
(
縄
問
点
は
引
用
者
)

で
あ
る
と
し
、
理
論

災併の資本への伝化

が
日
常
的
・
感
性
的
に
存
在
す
る
現
実
心
対
し
て
持
っ
て
い
る
意
時
を
稽
認
し
七
後
、
方
法
の
上
で
の
縞
織
化
を
涼
み
て
い
る
・
そ
の
注

思
す
べ
き
所
は
以
下
・

第
一
・

理
論
に
お
け
る
諸
官
刷
局
は
、

『
具
体
的
健
体
と
し
て
の
資
本
主
浸
」
の
、
⑦

「
唱
え
体
的
指
契
機
」
、

に
つ
い
て
の
、
『
直
鋭
と
表
象
と
の
帽
概
念
へ
の
加
工
の
産
抽切
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、

爪刀
訴
契
機
の

『
甲
山
側
而
」
、

第三11
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引
用
者

『
客
観
的
縄
互
関
係
』

現
実
的
で
あ
る
に

第
二
・
抽
象
的
範
罵
か
ら
具
体
的
宮
崎
鴎
へ
の
論
理
的
上
向
は
、
具
体
的
総
体
と
し
て
の
資
本
側
酬
を
構
成
す
る
諸
契
繊
の
『
抽
象
の
程
度

や
側
面
を
異
に
す
詩
内
部
的
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
一
序
列
で
あ
る
。

第
一ニ・

転
化

aは
、
そ
の
意
味
で
は
、
商
品
生
産
か
ら
資
本
制
的
商
品
生
産
へ
、
抽
象
か
ら
具
体
へ
、
理
品
調
的
世
界
で
対
匁
が

『
再
生

《

M
冊
》

産
さ
れ
る
一
術
品
加
で
あ
る
」
。

一
で、

{
予
野
氏
ら
の
理
論
を
特
徴
づ
け
た

砂
す
べ
り
の
よ
う
に
た
え
ず
対
匁
が
移
動
し
て
い
る
と
し
て
、

が
、
資
本
舗
の
日
常
的
現
実
が
理
論
の
世
狩
か
蒋
生
産
さ
れ
る
、
そ
の
一
階
燐
と
し
て
の
転
化
論
、
こ
れ
が
一
限
目
で
あ
る
。

m四
.
以
上
の
系
列
で
お
し
す
す
め
ら
れ
て
き
た
氏
の
把
慢
の
仕
方
、

ω一
の
温
視
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
.

そ
の
結
晶、

転
化
諭
の
慨
括
的
課
題

・
内
容
は
、
『
現
実
の
伝

一
の
口
頭
、
山
本
氏
は
、

『資
本
諭
』
転
化
筑
で
は
、

前
資
家
制
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
の

1

2

1
0
、
お
よ
び
、
日
常
的
現
象
と
し
て
の
の
ー
さ

守
、
こ
の
有
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
づ
け
の
な
い
ま
さ
並
置
さ
れ
る
、
と
し
て
い
た
・

そ
し
て
、
こ
こ
に
一
つ
の
疑
問
を
呈
示
し
、
『
発
生
史
的
伝
化
』

aへ
の
筏
今
夜
と
し
て
い
た
・

し
か
し
と
り
わ
け
前
賢
玄
制
に
あ
る
も

の
と
し
て
の
の

1
2
1
句
、
こ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

Z
え
ば
、
尾
筒
氏
の
立
諭
の
跡
を
た
ど
る
か
ぎ
り
、
笠
置
関
係
の一

線
に
位
置
す

る
も
の
で
は
な
い
・
氏
は
こ
の
点
心
っ
き
、
主
軸
は
、
資
本
矧
把
湿
の
理
論
的
展
開
で
あ
る
と
し
、
そ
の
上
で
、
前
資
本
制
的
範
明
に
つ

い
て
言
及
を
行
う
吻
合
は
、

た
だ
資
本
制
分
析
に
と
っ
て
必
要
な
補
足
と
い
う
笥
簡
に
限
ら
れ
て
い
る
、

重
要
Tε 
意
味
を と
与し
えて
ら い

れる
る.

2長
土生
?《史
41g上
』の

事
実
が、

理
論
的
展
開
を
い
わ
ば
二
次
的
に
裏
づ
け
る
い
ま
一
つ
の
事
実
的
後
拠
と
し
て
、

円
相
聞
V

こ
の
点
は
さ
ら
に
「
注
釈
の
領
厳
に
属
す
る
』
と
い
い
か
え
ら
れ
て
い
る
。

第
五・

転
化
論
で
は、

こ
の
よ
う
に
み
る
か
ぎ
り
、
商
品
流
通
と
資
本
流
通
と
の
実
体
的
関
係
、
さ
1
0
1
毛
と
の
1
2
1

q
と
の
相

互
関
係
の
内
突
を
さ
し
示
す
こ
と
が
一
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
氏
は
守
口
う
。
さ
ー
の
ー
さ
お
よ
び
の

l
毛
l

q
、
こ
の
二
つ
の
流
通
形

態
は
、
た
と
え
ば
そ
の
聞
に
媒
介
が
必
要
な
『
二
つ
の
別
均
の
場
で
は
な
く
て
、
ま
っ
た
く
同
一
の
、
資
本
主
義
的
総
生
産
過
程
か
ら
そ

内

M

さ

れ
自
体
と
し
て
始
象
さ
れ
た
流
通
す
な
わ
ち
単
純
な
流
通
の
部
面
』
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
資
本
は
、
毛
ー
の
ー
を
の
『
無
放
の
連
鎖
の
な

《
例
》

か
」
を
、
の

l
Jミ
1
0
、
の
『
変
態
過
程
と
し
て
い
わ
ば
手
段
化
し
な
が
ら
通
り
綾
け
て
ゆ
」

く・

積
糸
と
し
て
の
毛
1
0
1
2
を
ぬ
い
な

が
ら
、
縦
糸
と
し
て
進
ん
で
い
く
の
ー
さ
l
句
、
こ
こ
に
は
、
複
数
の
の
l
毛
1
。
、
を
想
定
し
た
場
合
、
縦
糸
と
し
て
の
の
ー
さ
1
0
、
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の
進
行
が
、
同
時
に
績
糸
と
し
て
の
毛
I
C
l
t廷
を
断
え
ず
新
し
く
織
り
進
ん
で
い
く
と
い
う
関
係
も
見
ら
れ
よ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
、

"" 

さ
1
0
l
Jと
と
の
ー
さ
l

q
の
関
係
の
内
容
を
規
定
し
た
の
は
一
示
唆
に
富
む
論
点
呈
示
で
あ
ろ
う
・

以
上
、

ほ
と
ん
ど
逐
語
的
と
も
言
い
う
る
形
で
、
氏
の
転
化
論
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
言
及
す
る
所
を
辿
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
は
、

資
本
制
分
析
に
お
け
る
継
起
す
る
そ
の
一
階
棋
と
し
て
の
転
化
諭
と
い
う
形
で
、

一
に
お
け
る
理
論
を
の
り
こ
え
る
内
容
が
す
で
に
示
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
・

転
化
諭

ι
っ
き
、
食
後
'
』
残
さ
れ
、
し
た
・
か
つ
て
ま
た
古
奥
田
川
を
促
す
契
機
、
あ
る
い
は
ま
た
古
典
回
帰
へ
の
一
指
針
を
与
え
る
も

の
は
、
価
値
が
、
貨
常

l
断固悶

貨
幣

商
品
:
:
:
と
そ
の
形
態
を
交
互

ι転
化
し
、
さ
1
0
1
毛
と
い
う
事
価
交
倹
の
位
界
を
手
段
化

し
つ
つ
通
り
ぬ
庁
、
自
ら
の
量
を
崎
明
大
さ
せ
、
貨
幣
が
資
本
と
な
る
そ
の
侵
犯
、
貨
常
と
労
働
力
商
品
と
の
相
対
す
る
関
係
、

『資
本
論
』

で
言
え
ば
、
第
三
盟
問
プ
労
働
力
の
そ
買
』
で
あ
る
・
尾
崎
氏
の
所
説
の
R
以
後
・
~
こ
の
点
を
見
、
同
時
心
三
へ
の
備
わ
た
し
を
し
た
い
.

と
こ
・
つ
で
、
約
七
っ
て
ふ
れ
れ
ば
、
転
化
論
と

2
・4
九
.
は
、
労
働
力
商
品
が
丘
均
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
の

よ
う
に
思
わ
れ
る

.ι
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
ま
ま
で
の
研
究
史
を
ふ
り
か
え
る
時
、
以
下
検
討
す
る
よ
う
に
、
奇
妙
に
も
き
わ
め
て
簡
単

な
検
討
し
か
加
え
ら
れ
て
い
な
い
.
そ
し
て
、
こ
こ
に
こ
そ
、
転
化
論
研
究
申
ん
が
、
原
問
問
か
ら
の
懸
需
を
緩
持
し
て
き
た
、
そ
の
一
締
結

が
あ
る
・
本
章

ι
お
い
て
く
り
か
え
し
珪
べ
て
き
た
こ
と
は
、
転
化
論
を
商
品

aと
の
関
係
で
い
か
に
痛
む
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

第三賃貸黙の資本への伝化

転
化

aが
、
た
で
も
つ
ぶ
ら
、
『
発
生
一
史
」

ζ

代
迂
忘
れ
る
か
ぎ
り
、

τ』
心
は
も
は
や
、

尾
民
間
氏
が
示
し
た
、
さ
ー
の
ー
さ
と
の
ー
さ

ー
口
、
と
の
場
の
同
一
位
、

同
一

一対
象
た
る
資
本
制
の
相
互
に
関
連
し
た
こ
つ
の
局
面
と
い
う
位
置
づ
け
は
、
不
可
能
と
な
り
、
そ
れ
が

ま
た
|

|
且
や
た
ち
い
っ
た
検
討
は
必
ζ

ゆ
ず
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
|

|
労
働
力
商
品
心
っ
き
真
正
面
か
ら
光
を
あ
て
る
こ
と
が
不
可
飽

と
な
る
逮
闘
を
な
し
て
ド
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
転
化
論

ι度
近
し
て
い
く
際
、
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、

π労
働
、
労

働
力
商
品
の
倹
討
と
い
う
も
の
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
@

ω 
こ
ζ

で
も
、
依
然
と
し
て
、
尾
筒
氏
の
研
究
追
跡
の
枠
内
に
あ
る
が
、
上
に
見
た
よ
う
な
経
線
か
ら
、

且取
初
に
、
労
働
力
関
口
聞
に

か
か
わ
る
コ
一
亜
の
意
味
で
の
自
由
』
に
つ
い
て
関
説
し
て
き
た
、
若
干
の
諭
者
を
と
り
あ
.
け
た
い
.

-
』

で
は
、

h
m
H
V
 

つ
の
点
で

n
自
由
な

u
l
!生
産
手
段
か
ら

n
自
由
M

で
あ
る
と
と
も
に
、
自
分
自
身
を
自
由
に
処
理
で
き
る
』
と
し
て
い
る
・
こ
れ
は
、

現
在
に
お
い
て
も
、
ォ

1
ソ
ド
ァ
ク
ス
な
解
説
書
、
デ
・
イ

・
ロ
l

ゼ
ン
ベ
ル
グ
ヨ
w
H

本
必
注
解

当
該
個
所
は
、
『

賃
労
働
を
歴
史
性
の
中
で
と
ら
え
、

奴
設
・
長
奴
と
の
対
比
で
地
位
規
定
を
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
・

富
塚
良
三
氏
は
、

『
経
済
原
論
』

に
お
い
て
ご
面
で
は
封
建
的
な
滋
属
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
な
人
絡
と
し
て
自
分
の
労
働
力
を
自
分
の
商
品
と
し
て
処
分
す
る
自
由
を

持
ち
、
他
面
で
は
、
自
分
の
労
働
力
の
実
現
に
必
要
な
一
切
の
物
象
ハ
生
産
手
段
お
よ
び
生
活
手
段
)
か
ら
引
き
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う

《

M
N
V

意
味
で
自
由
な
労
働
者
』
と
し
て
い
る
。
{
予
野
氏
は
、

一
で
見
た
如
く
、
労
働
力
の

「
商
品
』
性
に
つ
き
、
人
間
と
い
う
視
点
を
入
れ
、

本
来
的
に
は
商
品
で
な
い
も
の
が
商
品
と
な
っ
て
い
る
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
二
重
の
自
由
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

宮
城
氏
と
頬
似
し
た

ご
く
簡
単
な
叙
述
か
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
・
「
二
重
の
意
味
で
の
自
由
|
|
一
方
で
は
自
由
な
人
絡
と
し
て
自
己
の
労
働
力
を
自
己
の
商

品
と
し
て
処
分
し
得
る
と
い
う
自
由
、
他
方
で
は
売
る
べ
き
他
の
商
品
を
所
有
せ
ず
、
し
か
も
自
己
の
労
働
力
を
も
っ
て
商
品
を
生
度
す

A
h

H
】

か
か
る
一
切
の
物
か
ら
も
自
由
で
あ
る
と
い
う
J

る
に
必
要
な
生
産
手
段
を
も
所
有
せ
ず
、

こ
の
三
者
を
見
直
す
時
、
第
一
に
、
富
娠
、
{
予
野
両
氏
と
比
鮫
す
る
と
、

ロ
ー
ゼ
ソ
ベ
ル
グ
に
あ
っ
て
は
、
商
品
位
が
全
く
意
滋
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
・
し
か
し
、
第
二
に
、
逆
に
宮
縁
、
{
子
野
両
氏
に
あ
っ
て
も
、
商
品
位
は
二
重
の
自
由
の
一
方
、
封
建
的
時
点
胤

か
ら
の
自
由
、
す
な
わ
ち
人
絡
的
自
由
に
か
か
わ
っ
て
の
み
問
題
と
さ
れ
、
他
方
の
生
産
手
段
か
ら
の
自
由
に
お
い
て
は
と
も
に
商
品
性

は
欠
落
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
・
第
三
に
、
二
重
の

8
aは、

い
う
ま
で
も
な
く
、
問
一
対
象
H
賃
労
働
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、

一
見
し
た
か
き
り
、
人
絡
的
自
由
に
お
い
て
は
、
前
進
的
・
開
放
的
性
格
が
浮
か
び
あ
が
り
、
他
方
の
生
産
手
段
か
ら
の
自
由
に
お
い
て

は
、
後
退
的
・
閉
窓
的
性
絡
が
浮
か
び
あ
が
り
、
同
一
対
象
に
つ
い
て
正
反
対
の
規
定
が
単
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
印

象
が
残
さ
れ
て
い
る
・
こ
こ
か
ら
は
、
賃
労
働
に
つ
い
て
の
統
一
的
イ
メ
ー
ジ
は
浮
か
び
あ
が
っ
て
は
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

欠
陥
を
験
前
す
で
に
意
識
し
、
単
な
る
並
置
的
叙
述
を
の
り
こ
え
、

一
歩
深
め
よ
う
と
し
た
の
が
河
上
盛
氏
で
あ
る
・
そ
の
際
、
河
上
氏

11.1 



は
『
商
品
」
に
賃
労
働
の
統
一
的
把
湿
の
一
基
継
を
お
き
、
後
に
見
る
尾
健
町
民
と
同
じ
く
、
『資
本
論
』
中
、

二
重
の
自
由
に
瞬
接
す
る

114 

と
こ
る
で
の
一
文
言
『
商
品
交
換
な
る
も
の
は
、
そ
の
も
の
自
体
心
は
、
そ
れ
自
ら
の
性
質
か
ら
発
生
す
る
以
外
の
句
何
な
る
依
存
関
係

を
も
含
ん
で
い
な
い
」
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
す
で
に
、
蔵
品
交
換
日
依
存
関
係
と
い
う
形
で
、
径
演
的
形
態
規
定
に
お
け
る
人

絡
的
自
由
の
意
味
、
そ
の
検
討

ιつ
な
が

っ
て
く
る
指
針
が
与
え
ら
れ
て
い
る
・
尾
崎
氏
の
立
協
調
と
の
か
か
わ
り
で
苫
え
ば
、
河
上
氏
は
、

こ
の
依
存
関
係
の
内
容
を
、
商
品
交
換
一
設
で
は
な
く
て
、
貨
幣
の
支
払
手
段
機
能
の
前
提
と
な
る
、
商
品
交
換
に
お
け
る
債
種

・
償
湾

関
係
の
形
成
の
み
を
あ
げ
て
お
り
、
若
手
狭
く
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
商
品
生
産
|
自
由
と
い
う
連
鎖
で
は
な
く
て
商
品
生
産
1
依

存
と
い
う
連
鎖
に
注
目
し
た
の
は
必
見
で
あ
る
う
。
そ
の
上
で
氏
は
、
二
重
の
自
由
の
検
討
に
入
っ
て
い
く
・
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
以

下
。
第
一
の

8
也
、
す
な
わ
ち
人
絡
的
自
由
、
自
ら
の
労
働
能
力
を
商
品
と
し
て
販
売
す
る

8
自
に
つ
い
て
は、

い
わ
ば
上
部
梼
造
と
下

部
精
進
と
も
い
う
べ
き
区
別
を
湾
入
し
、
単
な
る
自
由
、
混
然
と
し
た
自
由
、
人
格
的
自
由
は
、

『
法
白
陣
」
的
次
元
の
こ
と
で
あ
り
、
経

済
的
次
元
に
お
い
て
は
、
労
働
力
は
商
品
で
あ
り
、
そ
の
商
品
で
あ
る
こ
と
に
止
目
す
る
か
ぎ
り
、
販
売
を
強
制
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
全

と
し
て
い
る
・
『
生
活
の
必
要
上
自
分
の
労
働
力
を
商
品
と
し
て
他
人
に
克
ら
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
径
済
的
強
制
酬
を
受
け
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
法
律
上
で
は
、
そ
れ
を
売
ら
う
と
売
る
ま
い
と
、
ま
た
ぷ
に
売
ら

【

%
v

う
と
、
全
く
そ
の
自
由
で
あ
る
J
(
傍
売
は
原
文
)
人
絡
的
自
由
の
意
味
を
問
・
っ
た
こ
の
分
析
は
、
の
ち
に

く
の
自
由
と
い
う
刻
印
を
押
す
こ
と
は
で
き
な
い
、

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に

よ
せ
て」

第三a~Mの資本への伝化

等
で
見
る
予
定
で
あ
る
が
、

直
祭
古
典
探
pm
の
指
針
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
・

明
ニ
の
自
由
、

す
な
わ
ち
生
産
手
段
か
ら
の
自
由
に

っ
き
、
先
に
と
り
あ
げ
た
三
者
と
の
対
比
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
一
の

8
由
と
同
様
、
商
品
性
の
下
に
位
置
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

|
|
商
品
は
、
そ
の
使
用
価
値
に
つ
い
て
見
孔
ば
、
自
ら
に
と
っ
て
は
使
用
偲
他
で
は
乞
く
、
あ
く
ま
で
他
人
に
と
っ
て
の
使
川
悩
仰
で

あ
る
・
労
働
力
が
商
品
と
な
る
の
は
、
そ
の
所
有
者
自
身
に
と
っ
て
働
く
力
は
も
は
や
・使
用
価
値
で
な
く
な
っ
た
が
ゆ
え
で
あ
る
・
生
澄

手
段
か
ら

8
自
は
、
労
働
緩
力
が

8
ら
に
と
っ
て
は
使
用
価
値
で
は
な
く
な
り
他
人
の
た
め
の
使
用
価
値
に
転
成
す
る
他
な
い
と
い
う
事

突
の
哀
れ
で
あ
る
・
『
一
定
の
使
用
価
値
が
そ
の
所
有
者
に
と
り
非
使

用
価
値
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

l
!他
人
の
た
め
に
は
役
に
立
つ
も

の
が
そ
の
所
有
者
の
た
め
ζ

は
無
用
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
ー
ー
は
、
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
も
の
が
商
品
と
な
る
た
め
の
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
条
件
で
あ
る
・
だ
か
ら
労
働
力
も
ま
た
そ
れ
が
商
品
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
所
有
者
に
と
り
非
使
用
価
値
で
な
け
れ
ば
な

《酬と

ら
ぬ
.
労
働
者
自
身
に
と
っ
て
は
、
そ
の
労
働
力
が
周
を
な
さ
ぬ
か
ら
、
こ
れ
を
他
人
に
売
る
の
で
あ
る
J

総
じ
て
、
河
上
氏
に
お

い
て
は
、

人
絡
的
自
由
は
、

法
徐
と
い
う
よ
部
締
造
に
お
い
や
り
、
「
商
品
」
規
定
に
附
則
し
て
賃
労
働
を
見
、

第
一

の
自
由，
h

か
か
わ

っ
て
は
販
売
の
強
制
、
第
二
の
自
由
に
か
か
わ

っ
て
は
、
自
ら
に
と
っ
て
の
使
用
価
値
の
喪
失
と
し
、

い
ず
れ
も

下
部
情
造
ハ
経
済
)
的
次
元

ιお
け
る
真
の
窓
時
を
と
ら
え
る
と
い
う
視
角
か
ら
後
近
し
た
先
駆
的
広
人
と
い
え
よ
う
・

尾
筒
氏
は
、
以
上
の
河
上
氏
の
到
達
点
の
上
心
、
新
た
に
理
論
的
前
進
を
は
か
つ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、
労
働
能
力
そ
の
も
の
お
よ

び
そ
の
所
有
主
体
と
レ
う
形
で
、
労
働
力
商
品
自
体
を
抽
象
か
ら
具
体
へ
と
買
層
的
心
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
・

第

一
。
労
働
隠
力
は
、
そ
れ
を
震
も
抽
象
的
次
元
で
と
ら
え
れ
ば
、
生
き
た
労
働
す
る
人
間
ζ

滞
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
労
働

能
力
の
個
人
帰
属
は
芸
誌
で
あ
り
歴
史
普
遍
的
で
あ
引

γ
人
間
の
一
広
性
、

ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
労
働
能
力、

』
れ
は
明

ら
か
に
歴
史
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
・

第
二
。
そ
の
労
働
能
力
の
所
有
主
体
と
い
う
点
に
自
を
向
け
る
降
、
所
有
主
体
が
そ
の
所
有
者
自
身
に
帰
属
す
る
の
は
『
か
れ
が
人
絡

《

"v

的

に

自

由

で

あ

る

ば

あ

い

に

だ

け

で

あ

る

九

こ

れ

が

そ

の

ま

ま

の

形

で

骨

骨

心

、

労

働
力
が
商
品
と

い
ま
ま
で
の
通

aに
お
い
て
は、

な
る
一

震
性
で
あ
る
と
し
、
何
の
変
哲
も
な
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
・
河
上
氏
と
笠
ぶ
、

尾
崎
氏
の
新
し
い
水
摘
に
お
け

る
言
及
は
以
下
で
あ
る
・

第
三
.
労
働
力
商
品
に
お
け
る
、
労
働
能
力
の
自
由
な
所
有
と
は
、
商
品
と
し
て
の
労
働
能
力
の
自
陶
な
所
有
で
あ
る
・
す
な
わ
ち
、

当
政
商
品
を
売
る
と
い
う
段
り
で
の
自
国
で
あ
り
、

漠
然
と
し
て
自
由
で
は
な
く
て
、
販
売
す
る
自
由
で
あ
る
・
「
マ
ル
ク
ス
が
規
定
し

労
働
力
の
自
由
な
所
有
で
は
な
く
て
、

M

商
品
れ
』
い
も
H

の
労
働
力
の

H

自
由
な
所
有
u

で
あ
り
、
労
働
力
b
z
舟
か
こ
と

に
お
い
て
自
由
な
H

処
分
M

也
備
を
も
つ
か
ぎ
り
で
の

n
自
由
な
所
有
H

で
あ
る
。

賃
労
働
者
の
人
絡
的
配
止
の
規
定
は
、
骨
骨
一
小
和
者
、

II ~ 

て
い
る
の
は
、



、

、

、

《

渇

}

し
た
が
っ
て
商
品
販
売
者
と
し
て
の
そ
れ
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
傍
点
は
引
用
者
三
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第
四
・
氏
は
、
さ
ら
に
、
先
げ
』
河
上
氏
が
注
目
じ
た

『
資
本
諭
』

-
闘
の
一
文
言

『
商
品
交
決
そ
れ
自
体
か
ら
生
じ
る
従
縁
関
係
』
(
河

上
氏
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
従
屍
関
係
味
、
依
存
関
係
と
唱
抗
さ
れ
て
い
七
。

原
一文
は
、
〉

Z
-陣コ
m
明石
r
冊一
円相
〈
舟
『
志
一再
三
田
山
内
)
心

g
b志向十リ、

ζ

求
め
て
い
る
・
人
洛
的
自
自
の
規
定

ι、

規
定
を
加
・
ぇ
、
そ
の
内
突
を
商
品
所
有
者
と
し
て
の

g
a、
し
た
が
っ
て
商
品
そ
の
も
の
，
』
潜
む
制
限
住
ζ

見
い
出
し
た
も
の
で
あ
る
う
・

そ
の
意
深
を
、
商
品
に
お
け
る
信
管
実
現
と
そ
の
使
用
価
値
の
消
費
量
喝
の
貫
主
へ
の
守
宮
、
労
働
力
商
品
の
消
費
権
の
資
本
へ
の
帰
属
、

『労
働
者
の
資
本
家
へ
の
従
属
」

持
定
の
社
会
栂
成
体
で
あ
る
資
本
創
生
産
の
民
間
済
的
形
態

民
は
、
こ
の
よ
う
に
、
労
働
力
司
商
品
」

i
l使
用
価
値
の
消
費
種
は
買
主
で
あ
る
資
本
に
、
と
し
、

一
方
で
商
品
論
に
直
接
に
継
続

す
る
も
の
と
し
て
転
化
論
を
位
置
づ
け
、
他
方
で
、
転
化
論
に
、
資
本
の
賃
労
働
に
対
す
る
専
制
的
沼
海
権
の
狼
鎚
を
求
め
、
転
化
諭
か

ら
剰
余
価
値
畠
へ
の
移
行
の
必
然
性
を
も
問
時
'
』
示
し
た
の
で
あ
る
・

両
市
凶
ザ

第
五
。
叙
上
の
内
容
と
の
つ
な
が
り
で
、
生
産
手
段
か
ら
の
自
由
、
第
二
の
自
由

ι
つ
い
て
、
生
産
手
段
お
よ
び
生
活
手
段
か
ら
の
自

A

湖
》

白
と
は
、
何
も
労
働
力
が
商
品
と
『
さ
れ
る
」
条
件
を
問
う
も
の
で
は
な
く
て
、
商
品
と
「
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
』
を
問
う
も
の
で
あ
る
・

3 

若
干
の
ま
と
め

貨問専の資本への転化

以
上
、

こ
に
お
い
て
は
、
見
回

・
尾
民
間
両
氏
の
立
論
の
跡
を
辿
っ
て
き
た
@
三
の
古
臭
へ
の
回
婦
、
そ
の
指
針
を
さ
ぐ
り
だ
す
と
い
う

観
点
か
ら
ま
と
め
て
み
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

① 

転
化
論
研
究
に
お
い
て
は
、
『
発
生
史
」

的
凄
近
が
犬
、
室
、
な
流
れ
を
形
成
し
て
い
た
・

し
か
し
、

『資
ぷ
冶
』

の
対
品
不
か、

鴻
初

と
し
て
の
商
品
か
ら
最
終
章
近
代
傾
民
理

aま
で
、
同
一
の
も
の
l
資
本
制
生
直
で
あ
る
以
上
、
発
生
史
が
主
品
開
と
は
な
り
え
な
い
.

第三.cl

② 

そ
の
上
で
改
め
て
転
化
論
を
見
直
す
時
、
第
一
に
、
発
生
史
的
研
究
史
の
背
後
に
潜
み
、
何
の
変
哲
も
な
い
と
さ
れ
て
い
た
領
威
、

す
な
わ
ち
、
貨
幣
と
労
働
力
『
商
品
』
と
の
交
換
を
煤
介
と
す
る
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
に
新
た
な
探
索
が
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

L、
• ③ 

第
二
に
、
労
働
力
『
商
品
』
に
つ
い
て
、
折
々
ふ
れ
て
き
た
が
、
転
化
皆川
末
尾
近
く
の
文
言
『
自
由

・
平
等

・
ベ
ン
サ
ム
』
の
検

討
が
、

こ
の
段
階
で
必
須
の
も
の
と
な
っ
て
く
る
。

当
該
個
所
b
z
引
証
す
れ
ば
以
下
・
「
労
働
力
の
売
買
が
そ
の
限
界
の
な
か
で
行
な
わ

れ
る
流
通
ま
た
は
商
品
交
後
の
部
面
は
、
じ
っ
さ
い
、
天
賦
の
人
悔
の
ほ
ん
と
う
の
エ
デ
ン
だ
っ
た
・
こ
こ
で
支
配
し
て
い
る
の
は、

た

《
刷
V

だ、

8
也
、
平
等
、
所
有
、
そ
し
て
ベ
ン
サ
ム
で
あ
る
J

こ
の
文
守
口
を
見
る
と
、

友
商
的
に
は
、
労
働
力
商
品
|
流
通
|
自
由
|
平
手

一
面
で
は
、
商
品
に
注
目
し
て
も
、
そ
れ
を
単
に
自
由
・
平
等
と
イ
メ

と
の
連
鎖
が
浮
か
び
、
他
函
で
は
、
自
由

・
平
等
と
い
う
言
辞
に
よ
っ
て
、
労
働
力
の
商
品
位
が
君
過
さ
れ
、
商
品
論
と
一
鉱
化
論
の
切
断

と
な
り
、

-
1
し
、
ニ
置
の
意
旅
の
自
由
に
お
け
る
人
格
的
自
由

の
間
接
的
後
処
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
・

し
た
が
っ
て
、
も
し
、

g
自
・
平
等
が
商
品
の
制
限
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
立
証

さ
れ
る
な
ら
ば
、
場
の
同
一

一位
を
前
後
し
た
上
で
、
商
品
協
調
と
い
う
俊
退
し
た
局
面
か
ら
の
転
化
諭
の
見
直
し
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
・

第

一
に
、

資
本
範
式
、
お
よ
び
そ
れ
を
可
能
と
す
る
貨
幣
と
労
働
力
商
品
と
の
出
会
い
、
位
置
交
換
に
よ
る
、
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化

を
湾
立
証
す
る
こ
と
・

第
二
に
、
『
自
由
』
『
平
等
』
の
意
味
内
容
を
さ
ぐ
り
だ
し
、
商
品
規
定
に
結
び
つ
け
、
労
働
力
商
品
を
、
商
品
の
一

般
的
規
定
が
貫
か

れ
て
い
る
も
の
と
し
て
つ
か
む
こ
と
、
そ
れ
が
三
で
の
課
題
で
あ
る
・

商
品
経
済
と
転
化
論

1 

資
本
範
式

貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
の
内
的
契
出慨
を
さ
ぐ
り
だ
す
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
さ
し
あ
た
っ
て
と
り
あ
げ
ね
ば

"7 



な
ら
な
い
の
は
、

『要
綱
』
「
原
初
稿
の
断
片
」

で
み
の
ろ
う
。
そ
の

「
資
本
へ
の
移
行
』
で
は
、
ま
.
す
最
初
に
、
単
純
流
通
と
資
本
制
と
は
、

118 

同
一
一
対
象
の
抽
象
度
を
異
に
す
る
も
の
の
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
、
前
者
の
後
者
へ
の
歴
史
的
移
行
は
拒
否
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
流
通
の
資
本
へ
の
歴
史
的
移
行

(
2
5
0
1
2
Z
C
Z
4
2包
を
論
ず
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

(
帰
V

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
総
生
産
過
程
の
始
象
的
な
一
局
面
で
あ
』
る
。
こ
の
よ
う
に
、

ご
』
こ
で

単
純
流
通
は
、
む
し
ろ

さ
1
0
1
Jと
と
の
ー
さ
1
0
、
の
同
時
存
在
を
再
磁
認
す

る
時
、
そ
の
相
互
関
係
の
中
で
資
本
へ
の
接
近
を
は
か
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
よ
う
。
以
下
た
ど
っ
て
み
よ
う
・

。
l
g
1
0
‘
を
比
較
し
、
前
者
す
な
わ
ち
商
品
交
換
は

円
叫

}

「
自
然
で
合
理
的
な
運
動
』
、
後
者
は
た
だ
価
値
自
体
が
目
的
で
あ
り
「
不
自
然
で
合
理
的
で
な
い
も
の
」
と
し
て
い
る
。
使
用
価
値
と
交

『要
綱
』
に
よ
れ
ば
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
す
で
に
、
さ
ー
の
ー
さ
と

換
に
よ
る
そ
の
消
費
は
自
然
的
合
理
的
な
も
の
で
あ
り
、

価
値
!
致
宮
(
∞
舟
『
内
一

n
Z
2コ
調
)
は
不
自
然
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

と

す
れ
ば
、
致
宮
と
し
て
の
の

l
毛
ー
の
、
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
終
局
に
お
け
る
消
費
を
目
的
と
し
た
さ
ー
の
ー
さ
の
内
に
は
存

在
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
『
の
ー
さ
ー
の
の
現
実
の
運
動
は
、
諸
等
価
物
が
商
ロ
閣
の
形
態
か
ら
だ
け
貨
幣
の
形
態
へ
う
つ
り
、
ま
た
逆
の

崎
町
d

移
行
が
お
こ
な
わ
れ
る
単
純
流
通
の
な
か
に
は
存
在
し
な
川
レ
(
傍
点
は
引
用
者
三

単
純
流
通
の
枠
内
で
許
容
さ
れ
る
致
宮
は
、

た
ん
に

さ
ー
の
の
結
果
と
し
て
の
G
の
蓄
蔵
に
限
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
は
何
ら
の
ー
さ
|
句、

の
契
機
を
見
い
出
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

不
自
然
な
定
在
と
し
て
の
の
ー
さ
1
0
=
そ
の
即
自
的
な
矯
初
は
、
使
用
価
値
お
よ
び
価
値
の
内
、
使
用
価
値
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、

質問守の資本への征化

そ
れ
は
当
然
価
値
で
あ
ろ
う
。
商
品
論
に
お
け
る
端
初
と
し
て
の
分
析
対
象
が

「
商
品
』
で
あ
っ
た
こ
と
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
、
そ
の
端

初
と
し
て
の
分
析
対
象
は
「
価
値
』
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
商
品
・
貨
幣
か
ら
資
本
に
移
行
す
る
契
機
に
つ
き
、
資
本
の
端
初

は
、
す
で
に
商
品
分
析
で
一
ホ
さ
れ
た
、
商
品

・
貨
幣
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
の
価
値
で
あ
る
と
し
、
商
品

・
仰
H
m
l
l
(価
制
〉

1
I
R

本
と
い
う
移
行
が
行
わ
れ
て
い
る
・

「
さ
き
に
商
品
か
ら
出
発
し
た
よ
う
に
、

そ
の
自
立
化
は
流
通
過
程
の
結
果
で
あ
る

l
ー
か
ら
出
発
し
ょ
時
日
」

い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
も
の
と
し
て
の
交
険
制
飢
|
|

第三.

価
値
は
、
商
品
お
よ
び
貨
幣
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
資
本
と
し
て
、
そ
の
永
続
性
と
地
加
と
い
う
貌
点
か
ら
見
れ
ば
、

商
品
・
貨
幣
は
新
た
な
規
定
住
を
持
っ
て
く
る
。
商
品
は
、
孤
立
的
存
在
と
し
て
見
ら
れ
る
際
に
は
、
使
用
価
値
的
側
面
か
ら
と
ら
え
ら

れ
、
し
た
が
っ
て
消
費

・
消
失
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
上
の
永
続
性
に
舷
触
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ

て
、
商
品
は
滋
立
的
な
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
貨
幣
に
転
化
す
る
内
在
的
要
因
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
、
商
品
は
貨
幣
と
し

て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
逆
に
、

貨
幣
は
、

そ
の
形
態
の
ま
ま
に
と
ど
ま
り
続
け
る
か
ぎ
り
、

商
品
関
係
か
ら
離
れ
、

I詳

な
る
物
と
な
る
・
し
た
が
っ
て
貨
幣
は
、
そ
の
形
態
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
商
品
を
そ
の
上
に
刻
印
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
商
品
と
し
て
の
そ
の
定
在
で
は
、

《

mv

わ
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
J

交
換
価
値
を
う
し
な
わ
ず
、

貨
幣
と
し
て
の
そ
の
定
在
で
は
、
使
用
価
値
に
対
す
る
顧
慮
を
う
し
な

主
体
た
る
価
値
が
、
商
品

・
貨
幣
の
連
鎖
の
内
に
、
連
続
し
て

8
ら
を
保
持
す
る
形
態
と
し
て
、
C可

さ
ー
の
ご
の
ー
さ
I
q
-
-
:
:
は
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

-
こ
れ
を
、
百
円
び
単
純
流
通
、
さ
ー
の
ー
さ
の
連
鎖
に
役
げ
返
す
時
、
ち
ょ
う
ど
尾
崎
氏
が
「
手
段
化
し
つ
つ
通
過
す
る
』
と
妥
現
し
た

よ
う
に
、
価
値
の
維
持

-m勉
を
郎
自
的
内
的
衝
動
と
し
て
持
つ
こ
の
運
動
は
、
購
買
(
の
ー
さ
)
と
販
売
(
さ
1
0
)
よ
り
な
る
単
純

流
通
の
網
の
目
の
無
数
の
結
節
点
を
通
り
ぬ
け
、

つ
ま
り
の

l
語
、
さ
ー
の
の
行
為
を
く
り
か
え
し
つ
つ
、
自
ら
の
内
的
衝
動
に
も
と
づ

く
運
動
を
続
け
て
い
く
・
こ
の
所
を

『要
綱
』
で
は
、
流
通
に

『
対
自
的
に
存
在
す
る
』

価
値
、
と
し
て
い
る
・
『
流
通
の
う
ち
で
矯
煎

さ
れ
つ
つ
あ
る
、

《

川

》

ゑ

yhv.』

つ
ま
り
倍
加
さ
れ
つ
つ
あ
る
価
値
は
、

一
一
般
に
自
己
目
的
と
し
て
流
通
を
通
過
す
る
対
自
的
に
存
在
す
る
交
換
価
値
で

。
ー
さ
ー
の
、
を
一
つ
の
永
続
・
継
起
す
る
流
れ
と
し
て
と
ら
え
た
際
の
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、

い
ま
だ
価
値
婚
悟
へ
の
窓
口
、
資
本
そ
の
も
の
に
は
自
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
.
十
歳
に
な
る
子
を
持
つ
人
は
、
た
と
え
三
十
五
歳
で
あ

っ
て
も
、
父
と
し
て
は
、
僅
か
に
十
年
を
育
っ
て
き
た
の
み
で
あ
り
、
子
を
持
っ
て
こ
そ
人
は
父
と
な
り
し
た
が
っ
て
父
と
し
て
は
、
十

以
上
が
、

歳
で
あ
る
よ
う
に
、
貨
幣
G
は
、
。
‘〈の

+
h
v
o
〉
に
お
け
る
hv
の

を
G
に
付
加
し
て
回
帰
し
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
資
本
と
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
と
は
、
滞
留
貨
幣
で
も
な
く
、
商
品
生
産
の
両
極
分
解
で
も
な
い

「
資
本
」
た
る
突
を
一
ホ
す
契
機
を
見

'
 

，
 

s
 '
 



い
出
す
こ
と
で
あ
る
。

、

12() 

2 

労
働
力
商
品

・
二
重
の
自
由

付

貨
融市
は
そ
れ
の
み
を
見
る
場
合
、

い
か
な
る
商
品
と
も
交
換
可
能
で
あ
り
、
相
対
す
る
商
品
の
使
用
価
値
に
は
無
関
心
で
あ
る
。

「
む
し
ら
資
本
の
貨
融
市
定
在
は
、

ぎ
な
い
。
』
貸
借情
滞
留
の
事
実
を
示
し
え
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
C
l
d〈
ー
の
、
を
立
証
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ど
ん
な
種
頬
の
高
品
に
も
無
頓
着
に
転
化
で
き
る
と
こ
ろ
の
、
妥
当
な
交
換
価
値
と
し
て
の
定
在
に
す

し
か
し
、

資
本
範
式
。
ー
さ

l
qハ
の
+
ひ
の
)
の
内
容
が
、
独
立
し
た
価
値
た
る
貨
幣
の
、

hv
の
を
付
加
し
た
上
で
の
出
発
点
へ
の

回
帰
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

。
ー
さ
l
口
、
に
お
け
る
W
は、

い
か
な
る
使
用
価
値
を
待
つ
商
品
で
も
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

W
の
使
用

・
消
費
に
よ
っ
て
価
値
も
消
失
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
貨
幣
も
消
失
し
資
本
へ
の
転
化
は
不
可
能
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
商

品
論
に
お
け
る
商
品
は
、
そ
の
使
用
価
値
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
懸
念
を
前
も
っ
て
示
し
て
お
ら
ず
、
暗
黙
の
前
提
と
し
て
、
購
買

〈
。
ー
さ
)
の
後
に
は
、

消
費
過
程
の
裡
に
消
え
去
り
、

流
通
か
ら
脱
滞
す
る
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
資

-本
に
転
化
す
る
も
の
と
し
て
の
貨
幣
が
相
対
す
る
も
の
は
、
商
品
論
の
枠
内
で
の
商
品
に
止
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
安
を
全
く
現
し
て
い

な
い
こ
と
と
な
る
・

貨明専の資本への<<t;化

『要
綱
』
で
は
、
こ
の
点
、
ち
ょ
う
ど
認
可
芝
"
か
ら
価
値
を
導
出
す
る
際
、
そ
れ
は
町
、
刊
に
共
通
し
て
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
ま

た
W
と
W
は
互
い
に
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
共
通
者
は
、
町
と
も
山
町
と
も
異
な
る
『
第
三
者
」
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
価
値

。
ー
さ
ー
の
、
の

W
に
つ
き
、
資
本
に
対
立
す
る
『
第
三
考
」
と
し
、
そ
れ
は
ル
ル
帆
ふ
わ
い
と

に
結
び
つ
け
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
、

第三11

貨 い
幣う
だ.

泊、 ご
ら』

の
で

第
あ ー
る市委

'- I工

商
品
で
4主
な
L‘ 

な
ぜ
な
ら
資
本
は
、

:
:
:
個
人
的
消
貨
の
対
象
と
し
て
の
商
品
で
消
え
う
せ
る
こ
と
の
な
い

し
た
が
っ
て
、
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
を
規
定
す
る
も
の
は
、
貨
幣
が
相
対
す
る
「
第
三
者
」
の
内
容
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

そ
の
内
容
は
、

。
l
毛
l
口
、
な
る
範
式
を
見
直
し
、
資
本
が
資
本
と
な
る
契
畿
、
kv
の
を
付
加
し
て
回
帰
し
て
の
み
資

本
と
な
る
と
い
う
、
先
の
言
及
を
想
起
し
、
こ
こ
に
、
す
で
に
対
象
化
さ
れ
た
労
働
と
、
対
象
化
へ
の
飛
漉
を
待
っ
て
い
る
労
働
と
の
区

別
み
設
け
れ
ば
、

G
は
す
で
に
対
象
化
さ
れ
た
一
定
量
の
労
働
を
価
値
と
し
て
内
在
さ
せ
て
お
り
、
円u
は
そ
れ
に
加
え
る
に
h
v
の
だ
け
量

的
に
滑
加
し
た
価
値
を
内
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、

G
に
相
対
す
る
第
三
者
は
、
い
ま
だ
対
象
化
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ

へ
の
硬
化
を
目
前
に
し
て
い
る
労
働
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『要
綱
』
で
は
後
考
を
非
対
象
的
な
労
働
と
し
て
い
る
。
『
い
ま
や
貨
幣
は、

-
:
対
象
化
さ
れ
た
労
働
で
あ
る
・
:
:
:
@

対
象
化
さ
れ
た
労
働
に
た
い
す
る
唯
一
の
対
立
は
、
非
対
象
的
な
労
働
で
あ
ハ
る
J
:
:
・・

こ
の
労
働
は
、
カ
能
、
可
能
性
、
能
力
と
し
て
:
;
:
現
存
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
よ

対
象
化
さ
れ
た
労
働
を
、

。
l
t
ξ
の
後
に
、
突
際
に
具
現
し
う
る
も
の
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
買
い
手
た
る
貨
幣
所
有
者
の
欲
望
を

満
足
さ
せ
る
使
用
価
値
、
そ
れ
が
「
第
三
者
』
の
内
容
で
あ
る
.
し
た
・
か
つ
て
先
に
、
第
三
者
什
商
品
と
し
た
の
は
、
商
品
は
す
べ
て
傭

人
的
消
費
の
み
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
の
|
巧
ー
の
‘

の
W
の
位
置
に
は
立
ち
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
使
用
価
値
は
、

貨
幣
に
と
っ
て
、

も
は
や
貨
備
が
消
え
さ
っ
て
ゆ
く
一
消
費
項
目
で
は
な
く

(の冊『
『ω
c
n
r
帥
毛
市
『
四
日
月
3
C
『
3
0
n
y
四位『

含
植
の
三
円
四
三
n
Z
Z
コ
ヌ
3

2

ヨ
Z
0
3
帥酎

Ez--毛
0
1
2
2
師一
n
z
Z
『
一
広
三
)
、
貸
借術
が
自
己
を
維
持
し
、

期
処
す
る
手
段
と
し
て
の
使
用

、

、

、

、

{

川

V

価
値
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

資
本
と
し
て
の
貨
幣
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
以
外
の
使
用
価
値
は
存
在
し
な
い
」
(
傍
点
は
引
用
者
三

し
た
が
っ
て
、

。
i
tと
に
お
け
る
貨
幣
が
資
本
に
転
化
す
る
契
機
は
、
貸
借術
が
楠
相
対
す
る
商
品
に
お
け
る
特
有
の
質
を
待
っ
た
使
用
価

「貨
融市
が
資
本
に
転
化
す
る
条
件
は
、

貨
幣
の
所
有
者
が
貨
幣
を
商
品
と
し
て
の
他
人
の
労
働
力
能

憾
の
定
を
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
・

と
交
換
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
流
通
の
内
部
で
労
働
力
能
が
商
品
と
し
て
売
り
に
出
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で

{mv 

糸
町
守
令
。
』

以
上
の
脈
絡
を
た
ど
る
な
ら
ば
、

-
↓
転
化
と
い
う
系
列
で
見
る
か
ぎ
り
、
単
純
流
通
の
一
契
機
た
る
隠
買

貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
、
そ
の
日
常
的
転
化
を
可
能
に
す
る
条
件
は
、

商
品

・
貨
幣
|
|
〈
上
向
〉

(の

l
tと
)
に
お
け
る
W
に
つ
き
、
商
品
論
で
は
単
な
る
「
商

品
」
あ
る
い
は
や
や
も
す
れ
ば
「
労
働
生
産
物
商
品
』
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
転
化
論
で
は
、
そ
の
「
商
品
」
が
特
有
の
質
を
持

っ
た

J :lI 



使
用
価
値
と
貸
借情
と
の
出
会
い
と
い
う
新
し
い
匂
面
に
お
い
て
、
『労
働
力
商
品
』

労
働
生
産
物
商
品
は
、
労
働
力
商
品
と
並
ぶ
位
置
に
転
落
し
た
も
の
、
そ
こ
で
の
貨
幣
と
労
働
力
商
品
の
相
対
す
る
関
係
に
一
つ
の
焦
点

と

『労
働
生
産
物
商
品
」

に
区
分
1
具
体
化
さ
れ
、

122 

を
あ
わ
せ
た
も
の
と
い
え
よ
う
・
こ
の
よ
う

ι見
る
か
ぎ
り
、
商
品

・
貨
構
と
転
化
と
は
、
異
次
元
の
も
の
で
は
な
く
て
、
同
一
次
元
の

抽
象
か
ら
具
体
へ
の
一
階
悌
で
あ
る
こ
と
が
考
び
透
け
て
見
え
て
く
る
で
あ
る
う
。

『要
綱
』
で
は
、
以
上
の
こ
と
を
本
質
的
条
件
の
内

た
だ
交
4

決
さ
れ
る
商
品
の
特
有
の
使
用
価
値
に
よ
っ
て
だ
け
単
純
流
通
の
限

界
か
ら
ふ
み
で
て
い
る
:
・
こ
の
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
本
質
的
に
重
要
で
あ
か
一
(
場
長
は
引
用
者
ヲ

に
数
え
て
い
る
。

『
な
お
単
純
流
通
に
ま
っ
た
く
依
存
し
、

商
品
の
、
労
働
力
商
品
ζ

労
働
生
涯
物
商
品
ζ

へ
の
分
化
H
具
体
化
、
貨
幣
と
労
働
力
商
品
と
の
交
俊
、
こ
の
よ
う
な
序
列
は
、
な
お
、

見
回
氏
と
同
じ
よ
う
に
見
え
る
・
し
か
し
、
氏
心
あ
っ
て
は
、
貨
常
が
資
本
心
転
化
す
る
の
は
、
労
働
力
商
品
に
よ
っ
て
と
い
う
よ
り
む

し
ろ
賃
労
働
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
た
@
こ
れ
で
よ
、
商
品
の
価
値
ζ

使
用
価
値
、
わ
け
て
も
使
用
価
値
の
個
人
的
消
費
と
生
産
的
消
賓
と

具
体
化
を
行
い
、
後
者
に
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
を
見
い
出
す
と
い
う
の
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
価
値
実
現

を
前
提
と
し
て
使
用
句
包
の
消
費
犠
を
貫
主
よ
得
、
そ
れ
は
転
化
論
で
は
、
資
本
(
鰐
買
考
)
の
賃
労
働

(
阪
究
者
)
に
対
す
る
労
働
健

カ
の
消
費
砲
と
し
て
具
体
化
さ
れ
、
こ
こ
に
列
余
価
値
論
へ
の
連
燥
が
見
い
出
せ
る
こ
と
等
は
、
欠
落
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
る
う
・

い
う
対
象
の
分
化

商
品
の
消
費
櫓
と
い
う
意
深
で
の
同
一
位
を
保
持
し
つ
つ
、
個
人
的
消
貨
と
生
産
的
消
費
と
い
う
新
し
い
区
分
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
い

貨常の資本へのEfヒ

て

『要
綱
』
は
言
う
。
『
ブ
ド
ウ
酒
の
購
買
は
飲
む
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
領
有
で
あ
る
。

を
処
分
し
う
る
能
力
の
領
有
で
あ
る
J

ぐ
れ
だ
か
ら
、
労
働
力
能
の
携
買
は
、
労
働

商
品
|
使
用
価
値

恒
人
的
消
費
+
生
産
的
消
費
1
労
働
生
矛
物
問
品
+
労
働
力
商
品
、
こ
れ
が
転
化
沿
に
お
い
て
析
し
く
見
い
出
さ

第三軍

れ
た
同
一
一
対
象

〈
商
品
〉
に
対
す
る
一
区
分
で
あ
り
、
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
の
条
件
で
あ
る
・
以
下
二
重
の
自
由
に

g
を
転
じ
よ
う
・

二
重
の
自
由
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
ご
八
六
一

1
六
三
年
江
積
』
に
よ
っ
て
見
ょ
う
・

口
「
草
積
』
で
は
、
こ
の
労
働
能
力
に
つ
き
、
尾
崎
氏
が
先
に
示
し
た
も
の
と
一
定
の
関
連
の
中
で
見
れ
ば、

二
重
に
述
べ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、

第

二
、
『
思
い
ど
お
り
に
処
鈴
で
き
る
も
の
、
何
の
舗
で
な
い
自
由
と
し
て

rし
か
し
重
ね
て
、
思
い
ど
お
り
と
い
う

こ
と
は
『
商
品
』
と
し
て
で
あ
る
、
と
き
う
・
『
商
品
と
し
て
そ
れ
を
患
い
ど
お
り
に
処
理
す
る
J

こ
こ
に
は
、
全
く
疑
問
の
余
地
な
く

う
け
い
れ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
日
常
的
表
象
、
単
に
何
の
制
限
も
な
い
も
の
と
し
て
の
処
分
織
を
ま
ず
あ
げ
、

E
ち
に
そ
れ
に
続
い

て
『
商
品
』
と
い
う
曾
烹
を
入
れ
、
単
な
る
処
分
婦
，
L

枠
組
み
を
与
え
て
再
規
定
し
て
い
る
・
と
す
れ
ば
、
研
究
史
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ

に
従
い
、
人
絡
的
自
由
お
よ
び
生
産
手
段
か
ら
の
自
由
、
こ
の
正
反
対
の
も
の
が
何
の
関
連
も
な
く
並
位
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ

亜
の
意
味
で
の
自
由
も
、
商
品
と
し
て
の
統
一
的
規
定
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ね
ば
な
ら
な
レ
で
あ
ろ
う
・

事
実
「
革
偏
』
で
は
、
先
に
第

販
売
に
つ
き
、
商
品
と
し
て
処
分
す
る
よ
う
強
制
制
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
、
こ
の
強
制
は
、
常
一
の
商
品
と
い
う
規
定
に
す
で
に
含
ま
れ

一
の
人
絡
的
自
由
を
、
商
品
と
し
て
の
自
由
と
し
た
、
こ
の
商
品
範
喝
を
媒
介
に
し
て
、
第
二
の
生
産
手
段
か
ら
の
自
由
、
労
働
能
力
の

て
い
る
、
と
し
て
い
る
.

『
郷
一
の
条
件
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
第
二
の
条
件
は
、

し
て
市
場
に
も
た
ら
し
、
売
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
杭
)
(
傍
点
は
引
用
主
・
こ
れ
は
宮
う
ま
で
も
な
く
、
労
働
生
置
物
商
品

-
後
が
自
分
の
労
働
健
カ
そ
の
・
も
の
を
商
品
と

の
生
産

・
所
有

・
販
売
岨
恨
の
斜
奪
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

b
の
の
秘
密
を
と
く
融
点
と
し
て
「
草
稿
』
が
お
い
て
い
る
の
は
『
商
品
』

と
し
て
の
労
働
力
で
あ
る
・
こ
の
点
は
さ
ら
に
、
自
由
の
意
味
を
問
う
と
い
う
形
で
、
『
自
由
な
、
と
い
う
の
は
一
方
で
は
後
が
自
分
自

同

md

身
の
労
働
能
力
を
、
宮
間
ロ
伺
と
し
て
思
う
ま
ま
に
処
分
す
る
と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
』
る
、
と
し
て
い
る
・
こ
こ
で
、
自
由
と
は
、

商
品
と
し
て
自
ら
の
労
働
能
力
を
阪
売
す
る
か
ぎ
り
で
の
自
由
で
あ
る
と
い
う
尾
筒
氏
の
示
唆
に
つ
な
が
っ
て
く
る
内
容
が
現
れ
た
わ
け

で
あ
る
・

以
上
、
二
重
の
自
由
に
つ
い
て
の
統

一
的
規
定
を
さ
ぐ
り
だ
す
試
み
を
行
っ
て
き
た
・
と
こ
ろ
で
、
二
茸
の
自
由
l
商
品
と
し
て
の
自

自
1
販
売
の
自
由
と
い
う
系
列
に
お
け
る
、
最
後
の
販
売
の
自
由
に
再
度
注
目
し
て
み
よ
う
。
こ
の
販
売
の
自
由
と
は
、
そ
の
内
に
は
、

販
売
す
る
こ
と
は
当
然
の
自
由
で
あ
る
と
い
う
意
味
と
と
も
に
、
逆
に
言
え
ば
、

際
貿
す
る
方
は
、
必
ず
し
も
そ
の
商
品
を
購
買
す
る
必

然
性
は
な
く
、

購
買
す
る
か
否
か
は
、
販
売
老
に
相
対
す
る
人
の
自
由
で
あ
る
と
い
う
内
容
を
も
同
時
に
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

r:lI 



こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
商
品
経
済
と
資
本
観
の
場
の
同

一
位
、
商
品
論
は
、
商
品
の
使
用
価
値
の
新
た
な
質
的
区
分
に
よ
っ
て
転
化
論
に

し
て
い
く
も
の
と
し
た
こ
の
場
の
同

一
位
の
中
味
は
、

':>4 

「
上
向
」

こ
こ
で

一
歩
具
体
化
さ
れ
、
商
品
論
も
転
化
論
も
と
も
に
、
た
し
か
に

か
つ
販
売
が
成
試
さ
れ
な
け
れ
ば
商
品
は
無
と
な
る
、
そ
の
よ

販
売
の
自
由
は
あ
る
が
、
販
売
さ
れ
る
か
否
か
は
偶
然
性
に
委
ね
ら
れ
、

う
な
一
一
法
則
が
作
用
す
る
生
産
様
式
を
共
に
対
象
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
・
こ
れ
を
直
叡
に
示
し
た

『婆
回開
』
に
お
け
る

次
の
文
言
を
見
ら
れ
た
い
・

『
そ
の
句
向
性
と
一
役
伎
で
の
価
値
の
存
在
は
、
細
目
々
の
生
産
向
仰
が
、
生
産
者
一

伎
に
と
っ
て
、

の
こ
と
酒
々
の
労
働
者
'
」
と
っ
て
生
産
物
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
流

b
u
よ
る
実
現
な
く
し
て
は
但か
も
か
ふ
な

rza芯

ま
た
な
お

渇
仰

ω--
帥一。
-
1
C
3
崎

色=『
n宮
内

国

Z

N
一『
r
z
Z
Z
0
2
3
k
r
z
z
c
よ
う
な
生
産
嫌
式
を
前
提
と
し
て
い
る
・
:
:
:
・

《

mv

で
は
、
価
値
に
は
瓦
妥
に

(
C
2
ヨ
一
時
四
三
宮
『
)
資
本
が
つ
づ
い
て
い
る
』
(
膿
羽
根
は
引
用
者
三

し
た
が
っ
て
、
資
本
初
社
会
の
体
制
の
内
部

以
上
、
二
重
の
自
問
と
は
、

い
ま
ま
で
必
ず
し
も
正
面
か
ら
光
を
あ
て
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
分
野
で
は
あ
る
が
、
転
化
協
調
に
お
い

て
は
、

不
可
欠
の
契
援
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

3 

『自
由
」
・
『
平
等
」

古
典
祭
索
の
震
後
に
、
転
化
弘
週
末
尾
近
く
の
文
言
「
自
由
、
平
等
、

ベ
ン
サ
ム
」
中
、

と
り
わ
け
、
「
自
由
」
、
『
平
等
』
に
つ
い
て
ふ

第三J，'t 貨F障の資本への高r:;{ヒ

れ
て
お
き
た
い
。

』
の
言
推
計
は
、

一
見
す
る
か
ぎ
り
、
商
品
経
済
、
商
品
流
通
心
つ
い
て
は
一

O
O
M肯
定
的
な
領
綬
(
光
の
国
)
と
い
う
印
後
を
与
え
、

そ
の
結
果
、

転
化
諭
に
続
く
資
窓
制
『
生
産
』
は
、
そ
の
対
阻
慨
に
位
位
す
る
一

O
O
M否
定
的
な
領
峨
(
閣
の
国
)
と
い
う
印
後
が
生
ま

れ
、
こ
れ
こ
そ
が
、
商
品
誕
演
と
資
本
ζ

の
間
に
断
絶
を
見
る
遠
因
を
な
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
・
以
下
、
古
典
に
あ
っ

て
は
、
『
自
由
』
、
『
平
等
』
と
い
う
言
葉
に
は
、

い
か
な
る
意
味
内
容
を
与
え
ら
れ
て
い
た
か
を
検
討
し
よ
う
・

『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」
に
お
い
て
は
、
国
家
H
頬
的
生
活
、
古
川
民
社
会
H
物
質
的
生
活
H
利
己
的
生
活
と
し
、
国
家
的
次
元
に

お
け
る
解
欽
は
、
決
し
て
、
市
民
社
会
レ
ベ
ル
に
お
け
る
利
己
的
生
活
を
廃
止
す
る
ら
の
で
は
な
い
と
し
て
、
オ
ヲ
ト

1
・
グ
7

ウ
ア
ー

を
批
判
し
て
い
る
・
こ
こ
に
は
す
で
に
、
転
化
論
が
対
忽
と
す
る
、
径
済
、
下
部
嫌
造
、
市
民
社
会
に
お
い
て
は
、
単
な
る
曾
務
と
し
て

の
自
由
、
平
等
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
、
自
由
、
平
等
と
は
国
家
H
類
的
生
活
の
次
元
に
属
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
・
そ
れ
に
対
し

「
な
に
よ
り

も
さ
き
に
わ
れ
わ
れ
の
確
認
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
、
人
繍
j
i
-
-
-
が
利
己
的
人
畑

2
2
3
0一三
Z
n
Z
3
玄

2
帥

n
Z
ヨ
)
の
、
人
間
と

持
仲
h
p
b
ι
わ

か

国

w
h
h
払
む
ふ
払
仏
人
聞
の
徳
利
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
で
お
一
以
』
(
描
師
長
は
引
用
者
}
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
社
会
に

て
、
市
民
社
会
に
お
け
る
人
間
の
福
利
は
、
共
同
体
の
消
滅
の
跡
に
現
れ
る
利
己
的
人
間
と
し
て
の
憎
利
と
さ
れ
て
い
る
。

お
け
る

8
自
は
、
主
人
俗
的
解
放
と
い
う
ま
で
の
自
由
で
は
な
く
、
そ
の
ま
に
私
的
所
有
と
同
持

2・
自
由
日
私
的
所
有
と

い
う
等
式
が
自
由
の
意
味
で
あ
る
・
『

g
自
の
人
俸
の
実
際
上
の
適
用
は
、
怠
的
所
有
と
い
う
人
衝
で
あ
b
J
自
由
が
、
私
的
所
有
で
あ

る
.
か
ぎ
り
、
市
民
革
命
に
お
け
る
美
し
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
の
自
由
は
、
単
な
る
『
言
葉
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

私
的
所
有
と
は
、
互
い
に
互
い
が
無
関
係
で
あ
る
よ
う
な
相
互
関
係
で
あ
る
か
ら
、

他
面
で
は
、
互
い
が
互
い
に
対
し
て
、
利
害
の
一
致
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
自
ら
の
怠
的
所
有
に
も
と
づ
く
繍
利
の
行

一
面
た
し
か
に
自
由
と
い
え
ば

g
aで
は
あ
る
が
、

使
が
、
問
じ
唱
利
を
持
つ
他
の
怠
的
所
有
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
と
い
う
関
係
、
し
た
が
っ
て
、
自
由
は
怠
的
所
有
と
い
う
内
容
を
与
え

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

g
aと
は

正

面

か

ら

衝

突

す

る

も

の

に

逆

転

し

て

い

く

・

各

人

は

他

人

の

な

か

に

自

内叫己

分
の

g
aの
実
現
で
は
か
わ
、
む
し
る
そ
の
昨
告
を
(
全
命
的

nzsr内

E
Z『
叫JZd市
町
内
)
見
い
だ
さ
せ
る
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
て
い
る
』

『
市
民
社
会
に
お
い
て
は
、

(
縄
問
点
は
引
刷
用
者
三

自
由
の
実
体
が
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

自
由
・
平
等
の
平
等
も
、

単
に
彊
立
し
、

相
互
に
制
限
さ

れ
あ
う
怠
的
所
有
の
並
置
、

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
平
等
と
い
う
意
味
し
か
持
た
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
・

的
で
な
い
意
味
で
の
平
等
と
は
、
い
ま
述
べ
た
岳
岳
m
山
本
網
干
に
ほ
か
な
ら
な
い
・
す
な
わ
ち
、
各
人
が
ひ
と
し
く
こ
の
よ
う
な
自
立
的
な

内
閣

v

モ
ナ
ド
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
』
(
傍
点
は
引
用
者
)
。

『
こ
こ
で
い
う
政
治

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
』
に
お
い
て
は
、

い
ま
だ
資
本
鋼
生
産
の
内
的
法
則
に
つ
い
て
の
認
識
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
人
間
、
市

'2~ 



民
社
会
、
忍
的
所
有
と
い
っ
た
次
元
で
の
凋
λ
方
で
あ
っ
た
。

『要
綱
』
で
は
こ
の
点
、
自
由
・
平
等
の
検
討
と
い
う
意
味
で
は
共
通
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
明
確
に
商
品

・
貨
幣
関
係
の
上
に
お
き
、

1.6 

一
歩
具
体
化
さ
れ
た
内
容

!
?
5べし…
i
y
;
;
で
は
、
平
手
の
意
味
か
ら
見
て
い
こ
う
。

-

1
平
等
と
は
、
ど
の
生
度
考
も
、
商
品
・

貨
融市
関
係
に
お
い
て
は
、
交
換
者
と
し
で
か
王
争
で
あ
り
、
商
品
所
有
者
あ
る
い
は
貨
侍
所
有
者
と
し
て
相
手
が
自
ら
に
対
し
て
持
っ
て

い
る
関
係
を
、

自
ら
も
他
人
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
、
そ
の
限
り
で
の
平
等
で
あ
る
。
『
主
体
は

い
ず
れ
も
交
換
者
で
あ
る
・
す
た
わ
ち
、

だ
れ
も
が
、

他
人
が
彼
に
た
い
し
て
も
っ
て
い
る
の
と
同
じ
社
会
的
関
係
を
他
以
に
た
い
し
て
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
交
換
の
主
体
と

し
て
、
彼
ら
の
関
係
叫
1

!
?
の
関
係

3
2
-
z
c
z司
也
君
。

-zrER
}で
あ
・
勺
』
し
た
が
っ
て
、
平
等
と
は
、
商
品
関
係
に
お
い
て

作
用
す
る
諸
法
則
を
と
も
に
あ
わ
せ
持
っ
か
ぎ
り
で
の
翠

等
の
意
と
な
る
・
と
す
れ
ば
、
そ
の
上
に
現
れ
て
く
る
自
由
は
、
商
品
所
有
と

あ
る
い
は
商
品
経
済
と
い
う
窓
口
を
官
湿
し
て
の
λ
作
用
し
う
る
も
の
と
な
る
・
『
平
等
の
規
定
に
た
い
し
て
、

い
う
、

さ
ら
に
自
由
の
規

定
が
つ
け
加
わ
る
・
:
:
:
禁
句
で
わ
が
も
の
に
す
る
の
で
な
く
、
い
れ
・
彼
ら
よ
所
有
者
と
し
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
意
志
が
自
己
の
商
品
を

つ
ら
ぬ
い
て
い
る
人
間
と
し
て
、
セ
が
い
に
承
認
し
あ
う
の
で
あ
も
』

以
上
を
ま
と
め
て

『要
綱
』
は
言
う
・

第
一
。
自
由
・
平
等
と
は
、
資
宏
観
生
産
の
下
で
は
、
単
に
『
表
面
的
な
過
程

(OZ
E
E
-
x
z
p
o
H吊
ぬ
)
で
あ
る
・

貨骨専の資本への曜まfヒ

る
第
二
・
そ
れ
は
、

資
本
輔
酬
の
『
深
部
に
お
い
て
は
会
コ
角
田市
司
寸

Z
Z
ご
表
面
的
に
は
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
た
も
の
さ
え
消
滅
す

「
そ
の
深
部
に

h
hい
て
は
ま
っ
七
〈
別
の
過
程
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
こ
で
は
他
人
の
こ
う
し
た
見
せ
か
け
の
平
等
お
よ
び
自
由
は
消

失
す
る
よ
う
に
見
え
恥
J
こ
の
よ
う
心
言
え
ば
、
み
る
い
は
、
商
品
生
産
か
ら
剥
余
価
低
生
度
へ
の
対
象
移
動
、

論
理
の
上
向
に
お
い

て
、
自
由
・
平
等
は
そ
の
存
在
か
ら
非
存
在
へ
と
転
化
す
る
よ
う
心
見
え
る
・

し
か
し
、
次
に
は
、
商
品
経
済
の
次
元
に
お
い
て
も
す
で

第三.

に
そ
の
内
実
は
、

e
a
・
平
等
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
・

第一
一一。

再
度
、
商
品

・
貨
幣
関
係
に
立
ち
も
ど
り
、
す
な
わ
ち
『
深
部
」
に
対
す
る
に
『
表
層
」
に
も
ど
り
、
し
か
し
単
な
る
個
人
、

人
問
、
人
格
で
は
な
く
て
、
高
品
生
産
関
係
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
商
品
生
産
者
は
い
ず
れ
も
、
交
換
を
通
じ
て
噴
火
現
す
べ
き
、
他
人

の
た
め
の
使
用
価
値
を
生
産
す
る
と
い
う
関
係
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
他
人
の
た
め
の
使
用
価
値
に
転
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
自
ら

は
「
惜
守
備
物
』

を
獲
得
す
る
と
い
う
関
係
、
あ
る
意
味
で
は
そ
の
よ
う
な
強
制
法
則
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も

『震
初
か
ら
交
換
価
値
の
前
提
は
、

の
と
し
て
の
交
換
価
値
を
生
草
す
る
こ
と

ι、
労
働
の
内
容
自
体
が
制
限
さ
れ
て
お
り
、

a白
・
平
等
は
そ
の
逆
の
強
制
、
制
限
と
な
る
。

そ
れ

g
身
の
う
ち
に
す
で
に
個
人
に
た

い
す
る
強
制
を
ふ

生
産
過
程
全
体
の
客
観
的
基
礎
と
し
て
、

く
ん
で
い
る
:
:
:
個
人
は
も
は
や
交
換
価
値
を
生
産
す
る
も
の
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
後
の
自
然
的
存
在
の

全
的
な
否
定

2
5
四

Z
H内
之
兵
白
妥
当

2
一Z
「

2
5
ュx
r
g
伺
いと

2
2
H)
が
す
で
に
ふ
く
ま
れ
て
』
(
障
問
点
は
引
用
者
}
い
る
・

自
由
・
平
等
は
、
そ
の
言
葉
の
素
朴
な
意
味
に
お
い
て
、

単
・
ば
常
軸酬
は
属
す
る
も
の
と
し
て
定
悲
し
て
い
る
.
『要
綱
』
匁
は
、

持~

の

よ
う
な
い
わ
ゆ
る
常
軸酬
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
意
議
的
に
こ
の
守
口
務
b
z
読
者
の
限
前
に
投
げ
返
し
、
経
済
的
内
突
を
持
た
な
い
も
の
と
し

て
、
そ
の
空
痢
化
を
は
か

っ
た
も
の
で
あ
る
う
・

『
商
品
・
貨
幣
H
単
な
る
流
通
界
・
十
全
な
る
至
福
』
、
『
資
本

・
賃
労
働
H
十
全
な
る
悪
』
と
い
う
、
こ
の
一

一対の
相
互
に
対
立
し
つ

っ
、
袈
裏

一
体
の
も
の
と
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
シ

z

!

?

に
対
し
て
、

一
面
、
商
品

・
貨
幣
関
係
に
自
由

・
平
等
な
る
吉
野
を
与
え
て

も
よ
い
よ
う
な
袋
困
層
的
一
断
面
が
存
在
す
る
こ
と
を
詑
め
つ
つ
、
他
面
で
は
、
商
品
・
貨
術
関
係
自
体
に
、
資
本
関
係
と
そ
の
特
質
を
共

有
す
る
、

以
上
の
内
容
を
鮮
明
に
印
し
た

『要
綱』

『

原

初

摘

の

断

片

』

さ

ら

に

は

貨

幣

制

度

は

、

な

る

ほ

ど

自

由

と

平

等

の
制
度
で
あ
る
・
し
か
し
よ
り
深
い
発
展
を
と
げ
た
ば
あ
い
に
現
れ
る
矛
盾
は
、
こ

の
所
有
と
自
由
と
平
等
自
体
の
内
在
的
矛
盾
で
あ
り
、

錯
綜
で
あ
る
な
古
島
一
ヨ
ヨ

2
2
Z
毛
区
内
『
国
司
『

cnz-
〈
会
主

nr
z
s
g
a
-
2
2
g開
2
Zヨ
?
?
Z
Z
X
5
色。
z
x
Z
Z
2
5
2
)」

中
の
一
文
を
再
録
し
て
お
こ
う
・
『
焚
決
価
値
の
制
度
、

終
始
問
一
の
対
象
た
る
資
本
絹
の
矛
盾
を
見
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

+
白
奥
深
m
m
の
般
後
に
、

(傍
点
は
引
用
者
)・

127 



'28 

お

わ

り

に

以
上
、
転
化
論
研
究
史
に
お
い
て
、

一
つ
の
流
れ
を
形
成
し
て
い
た
、
商
品
逐
済
か
ら
の
発
生
史
的
転
化
論、

貨
幣
滞
留
|
↓
商
人
資

本
|
↓
金
貨
資
本

l
l
産
業
資
本
と
い
う
系
列
で
と
い
た
字
野
氏
の
所
説
、
単
純
商
品
生
産
社
会

1
1〈
両
信
偲
分
解

Vl--資
本
制
生
産
と

い
う
系
列
で
と
い
た
大
島
氏
の
所
説
、
こ
れ
ら
を
意
識
し
つ
つ
若
干
の
検
討
を
行
っ
て
き
た
。

い
ま
そ
の
跡
を
ふ
り
か
え
る
時
、
と
り
わ

け
尾
崎
氏
の
言
及
す
る
と
こ
ろ
を
通
り
設
け
、
古
典
探
索
を
試
み
た
と
こ
ろ
か
ら
ひ
ろ
い
だ
せ
る
示
唆
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

関
係 (1)

っ
し、

て
み
れ
t工

資
本
制

お

け
る

『
資
本
論
』
等
が
対
象
と
し
た
も
の
は
、
終
始
同
一
の
も
の

H
資
本
制
生
産
傑
式
で
あ
り
、

い
ま
商
品

・
貨
幣
経
済
と
資
本
と
の

一
般
的
土
台
お
よ
び
そ
の
上
で
運
動
す
る
主
体
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
転
化

商
品
l
価
値
を
商
品
論
か
ら
継
承
し
、

し
て
定
置
す
る
こ
と
、
貨
幣
と
商
品
と
の
断
え
ざ
る
相
互
補
完
と
継
起
す
る
関
係
を
、
理
論
の
世
界
に
再
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。

論
(2) は

同

対
象
の

断
面
で
あ
る

転
化
論
の
繍
初
は
、

そ
れ
を
一
過
性
の
も
の
で
は
な
く
、
「
保
存
+
滑
加
』
す
る
も
の
と

物
商
品
と
労
働
力
商
品
に
具
体
化
し
、
労
働
生
産
物
商
品
を
商
品
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
一
種
差
の
位
置
に
転
落
さ
せ
、

価
値
の
『
保
存
+
増
加
」
、

す
な
わ
ち
『
資
家
』
は
、

商
品
の
使
用
価
値
そ
の
も
の
に
質
的
区
別
を
混
入
し
、
商
品
を
労
働
生
産

貨燃の資本への転化

よ
っ
て
貨

幣
と
労
働
力
商
品
の
相
対
、
購
買
日
販
売
と
い
う
事
実
を
理
論
上
抽
出
し
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
同
時
に
ま
た
、
こ
こ
に

二
重
の
自
由
の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
、
そ
の
復
ぬ
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
二
重
の
自
由
を
暖
味
に
し
て
お
く
か
ぎ
り
、
賃
労
働
は
商
品

と
し
て
の
統
一
的
規
定
に
い
た
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
転
化
を
と
く
こ
と
も
不
可
能
と
な
る
。

第三lt

、E
E

，
au司，，.、

自
由

・
平
等
な
る
転
化
論
中
の
文
書
、

そ
の
内
実
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
り
、
商
品
H
販
売
の
強
制
と
そ
の
成
試
の
不
確
実
性
と

い
う
等
式
に
還
元
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
じ
め
に
、
転
化
論
を
商
品
論
と
の
関
係
で
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
が
転
化
諭
把
猛
の
一
基
単
で
あ
る
と
し
た
。
さ
さ
ぞ
か
な
倹
討
を

経
て
き
た
い
ま
、
こ
の
基
単
の
可
否
に
つ
い
て
何
ら
か
の
内
容
が
与
え
ら
れ
て
お
れ
ば
掌
い
で
あ
る
。

注(
l
)

降
鼠
節
簸
緩

『
{
子
野
現
品
酬
の
現
段
階
l

(
2
}

問
右
、
一

O
七
頁
・

(
3
)

問
右
、
一

O
七
頁
.

(
4
)

問
右
、
一

O
七
頁
.

(
5
)

問
右
、
一

O
七
頁
.

〈6
)

問
右
、
一

O
七
買

l
O八
頁
.

(
7
)

問
右
、
一

O
九
頁
.

(
8
〉
同
右
、
一

O
九
頁
.

(
9
)

問
右
、
一

O
九
頁
.

(ω
〉
同
右
、
一

O
九
貫
.

(
日
)
問
右
、
一

O
九
頁
・
な
お
、
山
本
氏
と
近
削
跡
的
な
箆
理
は
、

鎌
倉
孝
夫
氏
が
、
宇
野
弘
蔵
縄

『資
本
治
研
究

l
』
(筑
摩
寄
房
、
一
九
六

七
年
)
第
二
部
『
問
題
点
』
に
お
い
て
、
山
口
重
克
氏
が
、
大
内

・
僚
弁
・
山
ロ
編
『
資
本
協
調
研
究
入
門
』
〈
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六

年
)
に
お
い
て
、
石
屋
樗
奨
氏
が

『資
本
論
議
座

Z
』
(
青
木
書
広
、
一
九
六
四
年
)
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
・

(
ロ
)

『{
予
野
弘
蔵
著
作
畳間
』
第
二
巻
(
岩
波
書
広
、
一
九
七
三
年
三

(
日
)
同
右
、
二
八
頁
.

(
U
)

字
野
弘
薫

『資
本
鎗
五

O
年
』
下
(
法
政
大
学
出
版
局
、

(
凶
)
同
右
、
八

O
O頁
.

経
昌
明
学
原
理
諭

論
争
史
的
解
明
』
(
社
会
評
品
副
社、

一
九
七
九
年
)
所
収
・

一
九
七
三
年
三
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第三電車電憎の資本への伝化

(
M
m
)

初
出
、
一
九
五

O
年
・
引
用
は

『著
作
集
』
第
一
巻
(
法
滋
書
応
、

(
げ
)
同
右
、
七

O
頁・

j
-一
日
!
「

2
2と
資

本

主

|

花

2
-
Eの
鈴
喜
一
郎
段
ま
測
に
よ
せ
て
』
(
『経
済
界
論
』
一
九
六

O
隼

二

月

)

(
悶
)
同
右
、
二
ハ
三
頁
・
な
お
、
こ
の
営
図
氏
の
立
晶
画
に
つ
主
、

鎌
倉
本
夫
氏
は
、
初
出

『資
本
論
研
究

l
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う

昨日
1
出民日明日前期出川…一一一

(
初
)

『字
野
包
蔵
著
作
集』

第
一
巻
、
七
三
頁
・

(
幻
}
問
右
、
七
三
頁
・

(
勾
)
同
右
、
七
六
頁
・

(
幻
)
問
右
、
七
七
頁
・

(
剖
〉
問
省
、
七
八
頁
・

(
お
)
同
右
、
八

O
頁・

(
お
)
周
右
、
八
二
頁
・

(
幻
)
同
右
、
八
二
頁
・

(
お
)

『
字
野
包
蔵
著
作
畑地
』
第
二
巻
、
一
ニ
四
頁
・

(
お
)

帽門
右
、
一
一
一
包
頁
・

(
ぬ
)
字
野
町弘
司凧
周
司
資
本
ua
研
究

(
幻
)
同
右
、
二
一
四
頁
・

(
日
必
)
同
右
、
二
一
五
支
・

(
お
}
同
右
、
二
一
玄
頁
.

一
九
七
三
年
)
よ
り
・

'3。

一
六

-
』
-
二
三
頁
・

(
鈎
)
平
野
喜

一
個
ゆ
っ
貨
鳴
の
資
本
へ
の
転
化
M

諭
批
判

1
1
H矛
6
u
の
解
決
に
失
敗
し
た
似
而
非
弁
証
法

i
l』
(
見
回
・
横
山

・
体
鋸

ご

ル
ク
ス
玄
-a
a
a明
学
の
圃m
ga』
幅
制
日
本
出
版
社
、
一
九
七
一
年
、
所
収
)
二

O
ニ
頁
・

{
お
)
肉
右
、
ニ

O
二
頁
.

(
お
}
問
右
、
ニ

O
二
頁
.

(
M
U
)

『世
貝
常
の
資
本
へ
の
伝
化
と
{
予
野

n
浬
治
“
」
(
見
回
・
字
佐
美
・

憐
山
t
h
修

『
守
ル
ク
ス
支
援
経
済
学
謙
虚

・
上
』
続
日
本
出
版
社
、
一
九

七
一
年
、
所
収
}
一
四
四
頁
.
主
た
、
肉

『経
連
関
A
イ
と

ι

一弁
付
ほ
ほ
』
(
大
月
書
底
、
一
九
七
八
年
)
で
は
『
貨
燃
は
資
本
の
明
芽
を
自
ら
の
う
ち

に
含
ん
で
い
な
い
』
(
八
五
頁
}
と
し
て
い
る
.

(
潟
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
出
川
崎
『
研
究
ノ
ー
ト
-

H

頑
固
田
川
非
直
援
的
交
倹
可
回
配
役
“
に
つ
い
て
』
(
『下
関
市
立
大
学
協
調
集
』

清
二
三
巻
精
一

号
、
一
九
七
九
年
七
月
}
を

S
Rさ
れ
た
い
.

(
羽
}
し
か
し
、
一
面
、
忍
野
氏
の
理
解
で
あ
る
と
、
貨
情
の
資
本
へ
の
「
転
化
』
は
あ
り
え
な
い
よ
う
に
も
見
え
、
「
転
化
』
の
内
容
を
さ
ぐ
り

だ
す
課
題
は
瞳
宿
さ
れ
て
い
る
・
こ
の
占
.
は
、
さ
し
あ
た
り
、

『要
綱』

，N
お
ふ
け
る
貨
併
の
『
絶
対
的
矛
盾
』
、
す
な
わ
ち
、
世
貝
併
は
、
貸

m
u
g

の
化
身
と
し
て
、
流
通
か
ら
ひ
き
あ
げ
る
か
ぎ
り
、
商
品
関
係
か
ら
r
転
落
し
て
単
な
る
金
属
、
物
と
な
り
、
流
通
に
役
じ
る
か
ぎ
り
、

富
の
化

身
は
8
ら
と
び
き
っ
4

し
ま
う
と
い
う
予
局
、
ふ
の
解
決
形
"
と
し
て
の
の
1

4

〈
ー
の
:
と
い
う
鎗
点
を
、
転
化
論
で
い
か
に
位
置
づ
け
る
か

に
か
か
わ
っ
て
く
る
.

{品判〉

圃慣
骨庁管
圃勿
司
商
品
流
通
と
資
本
流
通

1
1資
本
の
成
立
史
を
理
解
す
る
前
鍵
と
し
て
|
|
』
(
『早
縮
図
商
学
』
第

一
五
二
号
、
一
九
六
一
年
〉

七
O
頁
.

(
H
M
)

伎
護
金
三
郎

『仰
資
本
鎗
M

と
字
野
経
済
学
』
(
新
同
行
諭
、
一
九
六
八
年
)
一
八
八
ヌ
・

(
位
)
河
上
筆

『資
本
鎗
入
門
匁
三
分
m
m
』
(
青
木
寄
宿
、
一
九
五
二
年
)
五
一
二
貰
.
な
お
、
こ
の
底
本
は
、
一
九
三
二
年
発
行
の
改
造
社
版

『入
門
』
.

(
A
W
)

問
右
、
玄
一
二
頁
.

(“
〉
問
右
、
五
一
二
頁
.
こ
の
点
を
、

『資
本
治
』

の
諭
理
と
い
う
角
度
か
ら
家
絡
的
に
論
じ
た
も
の
に
、
宮
本
袋
男

『資
本
諭
の
論
理
体
系
』

〈
日
本
持
論
社
、
一
九
七
一
年
)
が
あ
る
・
と
り
わ
け
、
一
一
九
頁
診
伊
・

(
特
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
平
野
氏
は
、
前
出
つ
貨
融市の
資
本
へ
の
伝
化
u
治
批
判
」
に
お
い
て
、
商
業
資
本
、
金
貨
資
本
か
ら
産
業
資
本
へ
の

'
 

I
 '
 



貨憎の資本への伝化

発
展
、
と
い
っ
た
字
野
氏
の
M

z
l

マ
を
否
定
し
、
産
官
衆
院
H
T
舶
が
成
立
す
る
の
は
『
古
い
社
会
の
内
部
栂
造
そ
の
も
の
が
矛
盾
を
も
っ
て
い
る

か
ら
』
(
ニ

O
七
頁
)
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
・
な
お
、
『
歴
史
の
論
理
化
』
に
つ
い
て
は
、
注
泊
帽
を
参
照
・

(
川
判
)
初
出

『
資
本

a研
究

I
』
二
三
九
貫
.

(
行
)
附
刷
出

『資
本
協
調
玄

O
年
』
下
、
八
一
九
頁
.
な
お
、
『
演
習
経
占
例
府
県
ぷ
』
(
前
出

『
著
作
集
』

第
二
巻
}
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い

る
・
『
生
産
資
本
に
よ
っ
て

副剰
余
価
告
が
生
産
過
程
で
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
つ
ね
に
安
〈
買
っ
て
高
く
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
利
潤

を
得
ょ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
J
(
二
二
四
頁
)

吉
田
彼
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
『
提
突
の
4
4
理
化
』
を
含
む
字
野
氏
の
理
品
に
対
し
、
『
単
な
る
現
象
記
迩
』
(
司
貨
幡市
の
資
本
へ
の
伝
化
』
喰

北
大
学
、
研
究
年
綴

『毘
属
高
関
学
』
清
三
七
巻
第
二
号
、
一
九
乞
五
年
一

O
月
、
一
二

八百
H
)

と
し
て
い
る
・

(
伺
)
こ
の
『
歴
史
の
論
理
化
」
は
、
の
ち
に
現
れ
る
『
論
理
の
歴
史
化
』
と
あ
わ
せ
、
い
わ
ゆ
る
「
論
逮
H
歴
史
』
設
と
い
う
規
定
の
精
微
化
を

は
か
う
た
も
の
で
あ
る
・
こ
の

a…
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
芳
治
氏
が
鋭
い
解
明
を
行
っ
て
い
る
・
前
出

『経
器
開
学
と
岡地由
入
変
革
』
と
り
わ
け
、
七

九
叉
の
注
6
を
品
皆
同

1

・

(
特
)
大
島
縫
一
『
径
軍
関
学
体
系
ー
ζ

資
本
主
議
叶

l
lい
わ
ゆ
る
{
予
野
理

aへ
の
一
批
判

l
!』

一
九
六
一
年
)
七
二
貰
・

{
鈎
)
『
伺
右
口
』
(
問
右
、
第
九
を
第
一
一
号
、
一
九
六
一
日
中
)
八
二
氏
・

(
口
む
大
島
鎌
一

『滑

稽

販

管

惨
ζ

資
本
の
理
治
』

(
ぷ
来
社
、
一
九
七
回
目
品
}
二
五
五
頁
・

{
臼
)
肉
右
、
二
六
七
頁
.

(
日
)
向
右
、
二
七

O
頁
.

(
u
s
m右
、
二
八

O
頁・

(
お
)
花
弁
益

一
『
資
本
主
護
形
成
の
渓
鍵
建
Aa
l
l
-貨
情
の
資
本
へ
の
伝
化
峨

第
七
巻
第
三
号
、
一
九
六
二
忽
一
月
)
三
叉
参
照
・

(
時
)
問
右
、
ニ

O
頁・

(引

)
0
2
ヌ

3
-
z
f
t
ξ
2
Z
-
a
a・
8
・

m
g・
『全
集
』
第
二
三

ea、

(
臼
)

同

wzzp
m・8
8・
問
右
、
一

O
ニ
l
O五
頁
怠
照
・

13' 

{
名
古
屋
大
学

『経
済
制
門
学
』
第
八
を
第
四
号
、

を
め
ぐ
る
鈴
木
保
珂
泊
の
百
円
批
判
l

|
』
(
『江
大
野
市
泊
恨
』

第三.

一O
ニ
双
・
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貨"の資本への事E化

(
沌
)
同
右
、
一

O
こ
頁
・

な
お
、
こ
れ
ら
の
見
田
氏
の
所
誌
に
つ
き
、
治
評
を
加
え
た
も
の
に
、
角
田
修

一
『

S
R
『白
凡
図
苔
介
著
作
喰

巻
へ
l
ゲ
ル
弘
調
理
学
と
社
会
副
門
学
』
(
大
月
蓄
広
)
」
(
『立
命
怨
経
済
学
』
第
二
六
巻
第
二
号
、

一
九
七
七
年
六
月
)
が
あ
る
・

(
行
)
毛
利
明
子

『資
本
ba
の
伝
化
理
治
』
(
皆
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
六
年
)
・

{
市
)
向
右
、
こ
包
囲
頁
・

(
乃
)
直
前
の
引
涯
と
も
、
同
右
、
二
四
二
文
・
な
お
『
幅
削
舗
の
自
立
・
転
化
』
と
い
う
の
は
、
毛
利
氏
の
ユ
ュ
l
p
な

凄
近
視
角
で
あ
る
が
、
同

じ
く
、
伝
化
請
に
対
し
て
、

Zの
!
近
を
友
人
た
も
の
に
、
内

E
『
貨
燃
の
資
本
へ
の
伝
ヒ
{
『謙
虚
・
マ
ル
ク
ス
径
漢
字
突
き

り

戸

一

れ

一

juれ

れ

径

七

日

!

?

生

産

資

本

iと
い
う
波
書
対
し
『
資
本
循
環
』
と

(
卸
)
尾
崎
芳
治
前
渇
書
、
八

一
頁・

{
創
)
問
右
、
一
五
買
・

(飽
)
向
右
、
一
七
頁
・

(
邸
)
同
右
、
七
ニ
買
・

〈
制
)
問
右
、
七
回
買
・

(
お
)
伺
右
、
七
五
頁
・

(

M

伺
)
問
右
、
七
五
頁
・

(
開
制
)
問
右
、
七
六
頁
・

(
槌
)
問
右
、
七
七
頁
.

{
的
)
同
右
、
七
七
叉
・

(
拘
)

問
右
、
九
一
頁
・

(川出}

直
前
の
引
涯
と
も
九
二
頁
・

〈M
M
)

デ
・
ィ
・
ロ

l
ゼ
ン
ベ
ル
グ
官官
、
早

λ

・
且
リ
・
ゲ
ィ
ゴ
ド
ス
キ
l
削刷
、
m
M

由局
・
字
滝
沢

年
)
二
三
ニ
頁
.

〈M
W
}

奮
闘暗
良
三

『経
演
原
論』

(
有
斐
問
、

'J" 

司年

第三.

『資
本
ua
注
解

-
』
(青
木
書
底
、

一
九
六

一
九
七
六
年
)
八
七
|
八
八
頁
・

句- 邑.

(
引
さ
字
野
弘
苫鳳

『
経
昌
明
原
鎗
』
(
『{
子
野
区
古
風
著
作
集
』
第
一
一
巻
、
岩
波
醤
筒
、
一
九
七
三
年
)
八

O
頁
.

(
M
m
}

河
上
筆
『
資
本
治
入
門』

第
三
分
m
m
(
車問木
・
庖
、
一
九
五
二
年
)
な
お
『
依
存
関
係
』
の
引
涯
は
、

『金
値
曙
』
第
二
三
巻
章
、
一
ご
九
頁
・

(

M

潤
)
同
右
、
五
六
六
買
・
，

(
市
別
)
問
右
、
五
六
六
頁
.

(
m
m
)

尾
崎
郡
婦
書
、
一
四
二
頁
・

〈
鈎
〉
問
右
、
一
回
二
頁
・

(
問
)
問
右
、
一
回
二
1
図
三
頁
・

(
則
)
問
右
、
一
四
三
頁
.

(
惚
}
資
本
制
に
お
い
て
も
、

賃
労
働
者
は
生
活
手
段
は
持

A
Y

て
い
る
と
い
う
設
に
つ
き
、
伝
化
身
、

蓄
積
泌
に
も
と
づ
き
批
判
的
倹
討
を
加
え
た

も
の
に
、
角
田
修

一
『
生
再
拍
手
段
の
資
玄
主
建
的
影
惣
と
そ
の
廃
書官
』
(
司立
命
館
経
占
虫
十
』
清
二
八
巻
第
一
-一

・
四
・
五
号
、
昭
和
五
四
年
一
二

月
)
が
あ
る
.

(
畑
)
尾
崎
前
縄
.
、
一
四
回
頁
・

(
胤
)
考
会

Z-
∞
a-Nω
・的・

5
岨・

『
全
集』

第
二
三
巻

a
、
二
三
O
頁
・
な
お
、
赤
間
近
夫
『
マ
ル
ク
λ

の
ベ

γ
サ

ム

ua
』
(
『
愛
緩
大
学
法
文
学

掴即諭
値罵
』
第
二
号
、
一
九
八
九
忽
十
一
月
)
も
診
照
・

(mv
の『
C
3
a
1
2・
叩
色
可
欠

z
z
r
a
泊三

-UAM-Z
広
n
y
空
d
o
r
。2
0
ヨ
芯
{
刃
。
宮
市
3
n
毛
E

ユ
)
-
∞
印
吋
'
m
∞
・
〉
37MW3
帽
目
白
叩
。
ム
∞
匁
Y

O
芯同
N

〈岬『
Z
同

∞市『一一
3

・
3
Z
.
ω
S
N・
高
木
幸
二
館
営
訳
、
大
月
・
広、

V
、
一

O
四
回
頁
.

(
叩
岬
)
立
前
の
引
証
と
も
、
何
宮
z
p
m・
3
申
・
問
右
、
一

O
五

O
頁
・
な
お
問
織
の
婦
矯
は

『資
本
治
』
第

一
姉
弟
4
攻
注
6
に
も
あ
る
・

毛市『
rm-
∞品

-Nω
・
ω・
5
吋・

『全
集
』
常
二
三
巻

a
、
一
九
九
頁
怠
昭
一・

(問

)
2
2ま・
ω
-
S喧
U
0
・
問
右
、
一

O
五
一
頁
.

(
川
)
何
回

MgE-ω
・
8
f
問
お
、
一

O
玄
三
頁
.

(
問
)
豆
諸
コ
号
・

ω・
8--
問
右
、
一

O
五
三
頁
.

(川

)
g
v帽
孟
曽
・

ω・
8N-
同
右
、
一

O
五
回
交・

I.H 

d
ミ

2
z
-
a
ι
・
8
.
ω
5
7
S
.



貨再軍の資本への医{ヒ

(
川
)
豆
沼
=
含
・

ω・
2
f
同
右
、
一

O
六
回
頁
・

(

山

)

同

WF2E-ω
・
由
主
・
同
右
、
一

O
六
回
叶
六
五
頁
。

(川

)
E
v
g
e
-
ω
2
N
-
伺
右
、
一

O
六
五
頁
・

(
川
)
伺

Z
E
P
ω
・
2
M・
同
右
、
一

O
六
五
頁
・

(川山

}
E
v
g
E
-
ω
望
夕
明
右
、
一

O
六
七
頁
・

(
川
川
)
何
回
高
コ
含
・

ω・
2
凶
・
問
右
、
一

O
-ハ
八
双
・

(
川
)
何

Z
2
E
-
m
吉
田
・
問
右
、
一

o-ハ
九
頁
・

(
川
)
玄
m
O
〉
-

M

〉
町
四
三
-
C
3
勾
傘
【〉
坦
喧
喧
円
三
u
-
Z
E
Z
C
3
色
〈
0

3
『t
n
X
司
コ
お
き
d
a
ω
-
N
C
『
ヌ
ユ
z

r

也
市
『
旬
。
一
一
四
一
個
n
y
内
コ
。
r
0
3
0
ヨ一時

(玄

2
2
r
ュZ
S
∞-
5
2
)
寸
乞

-
f
o一三
N

〈内
ユ
白
岡
∞
雪

-
5・

3a-
『資
本
論
草
術
祭

4
』
大
月
書
庖・

(川

)
m
e
g
E
-
ω
-
S
-
同
右
、
五
二
頁
.

(
雌
)
開
宮
市
2

告・

ω-a-伺
右
、
五
二
頁
・

(
削
)
何

σ
2宕・

ω-S-
問
右
、
五
二
頁
.

(
畑
出
)
何
回

MgE-ω
・
8
・
同
右
、
五
三
頁
・

(
問
)
.
。

1
・
ω・
5ω
・
前
出

『要
綱』

E
、
一
七
二
頁
.
な
お
内
容
は
若
干
異
な
る
が
、
一
八
五
九
年
七
月
二
一
一
日
付
の
『
手
紙
』
で
は
、

『
Haa開

批
学
岨
判
』
に
つ
い
て
ふ
れ
、
商
品
・
貨
情
関
係
に
お
い
て
も
資
本
舗
の
笠
モ
的
経
過
性
は
示
さ
れ
る
と
し
て
、

場
の
同
一
位
に
つ
い
て
ふ
れ
て

い
る
・
『
窓
が
な
に
か
・
い
て
く
れ
る
場
合
に
、
忘
れ
な
い
で
必
し
い
の
は
次
の
点
だ

.ω
プ
ル

l
ド
ン
支
援
が
後
こ
そ
ぎ
絶
滅
さ
せ
ら
れ
て

い
る
こ
と
、

ω般
も
凶
単
純
な
形
旬
、

つ
ま
り
商
品
と
い
う
割
以
聞
掛
か
ら
は
じ
め
て
、
そ
こ
で
分
析
さ
れ
て
い
る
の
は
、
資
本
鋼
生
串
胞
の
特
殊
に
社

会
的
な
、
決
し
て
絶
対
的
で
は
な
い
注
俗
だ
と
い
う
こ
と
J

(
毛
市
『

Z
-
ロ
a-g-m-
会
ω
・
『全
集』

第
二
九
巻
、
三
六
一

l
-ハ
ニ
頁
@
)

(附

)
N
C『
』E
品
開
コ
『
『
副
司
ク
垣
内
『

Z
-
∞
色
一

-m-ω
2
・
『
全
集
』
第

一
透
、
図
。

一
頁
・

資
本
舗
の
展
開
と
尖
句
持
障
の
漸
次
的
解
体
と
の
州
市
互
関
係
の
内
に
、
賢
官
切
と
汐
働
力
居
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E商品生産と資本制

第一章商品生産と資本告11

賢次'!i!Jの全面開花は未だ実現せずコれか Jの，当面の日摂として捉える

べ主課題とされた，戦前日本資本主轄の客観的位置，市民革命をもまだ経

ていないという日本資本主選の待費i主. r資本苛』研究に P 尭"・史;}jiJと

いう枠，あるいは特有の接近視角をうえたLのであろうの資本市jの発生史

誌としての『資本官』研究.ぞれLtすで，こべかな唆慢をIi拍1ているの

一一主主立小術品生庄名ーからなる一社会，それが r資本論』商品向に擬せら

れた.碕l忠治の対象とされる「社会!であり.一つのユートピアである。

そこでは「一助一価の法則」により ，やがて，優れた者・は競争械におL、て

也を制覇し資本家に.劣った者は殴北し賃労働者となる。 ζれは.実事な

資本制発生史品であるのこのような. r非資本制から資本制へ」その移行

理冷を『資本身Jの符別情成の上で見直せば. r高品と貨幣J.r貨鰐の

資本への転化J. r本源的lti積」をして，すでに自らの足で立っているも

のとしての資本州IJ ( r剰余価値J.riW槌J)とは区別される対世領ほ，す

なわち資本制に移行し転化する分野 l' 領域と捉えることを意味する。 r資
本AJは移行輸と資本市j泊， ζの7Eに区別セれるこつの領主まか らなる 乙

と. r資本晶J=移行諭 +資Jド例主権， ζれが「発生史I~J による『資本

論』把詫であるの

しかし，すでに資本制が全日開花し資本関係が質的にも 量的に6深化.
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拡大している現在，なお r資本論』を移行理践と f て屯ることは.情ー

に. r資広~J 研究にその観均を与える-~~処としての日本賢本主養の客

観的ヱ台の変化.11こに. r資本昌』そのるのの対象限定(rすでに自ら

の足で立っているものとしての資本制J) .この二点から見てr1i巧を迫る

志のであろう。

以上のことを.一歩テーマに接近する形で促え.ぼそう。商品生産と資本

制の関係に:..il.、て，それを常生史コ的eこ把j"':i.~:二.? '-'触れた所にる小

されているように，商品生司jは資本制とは別個の，たとえ後には資本語I1に

転化していくと u ても，当面1工無関係の，伺か tそとそしい領ほでゐると

の印象が浮かびあがってくる。対して.r資本命』につき，すでに自立し

ている資公明の分符であると:1.寸仮説を疑えて後近ν てい〈ことよ，ぬ. ~占

生産(商品 ・貨幣ぬ)がすでに，資本制そのものの法則の-I'irIIJIをJ析

し，呈示しているという理解につながってくる。一一羽品生訟の法則は.

その内から資本制が生み出されてくる法則合ぷわす3のではなt、。それ

は.古着品生産の法則である二と.こより.ゐるいは商品主庄の法則であろこ

とを通じて，それ自体すでに資本制の法則であることになる。これがm
一。第二ι，ぬ.品生産に資本$;1の一法則を見るということは，尚品生直の

内に，資本制の歴史的経過性をさし示す客観的契憾な見い出すことを.tJ~1;

する。るし，商品諭が資本制に向う箆i減をとりあつかったらのとすれば.

商品生産において作用する法則は.資本制におけるr.L.II1Jとは無桜なものと

なる。このことはすでに述べた。しかし，資本は商品 ・貨熔関係を通りぬ

けつつ「資本の~JI1!Jを賞くものでみるという広実を泣1起するだけで b.

尚仏 ・貨情関係に資本制の法員IJ・;('!I百を示すJb契機を比出すことがー必袋

uとなってこよう。

角度をかえて3い凶せli" bし. 1ぬ品緩11íの，:首契機 . .~法則が，資本制
の日常的現実において再磁泌されるなら，それは資本市jのー断r.-でゐると

Jいう 4日.fIJ!.ぬは.日常的に経験しうる資本伽!の経U守的.;If断}'iを一一鍋11

11:のらがい，ゐるいは接近説角のらがt、はあれーーなんらかの}訟で反映し



うる限り で 「理諭Jでゐろう。

本摘は， このよう なことを一面意識しつつ.直僚には， 古典を虚心に見

直したー記録でゐる。

以下， ーミでは， しばらく『資本論』をはなれ. r経済学の父」とい

われるアダム ・スミスの論稿を追跡したい。スミスの翁摘を辿ることによ

り.スミス経済学が室示した商品経済と資本制，商品 ・貨常関係の内容を

再現すること，それが ーのぷ固である。 ニ では， r資本治』商品

論を，商品生産(商品 ・貨幣)=資本制の一法則という等式を意書しつつ

整理したL、。若手先どりする形で述べれば，以下とりあげるスミスの論稿

( rグラスゴウ大学講義Jr国富論J)あるいは r資本論』と b.商品経

済と資本j，iJの把み方に栂采はあれ，ともに恥治経済(商品 ・貨鰐)をし

て ， 資本制のー断面として捉えているように思われる。以ド古典型~JIl!に入

っていきたL、。

「商業社会j

H ここでは rグラスゴウ大学講表J(以τr:.沼とjl/iueする)をとり

あげる。 続いて見られるi湿り ， スミスにあっては ， 向・品経~(商品 ・貨情)

と資本制とは書校長と区別されず.柔軟に相互の往復が行なわれてねりやや

筋をたどり鐙い所が存在するのしかしまたそのように両者が混然一体とな

っていること自体が，スミスの商品経済と 資本制の把み方を示しているか

ち知れなL、今はただそれをいくつかの往に分けて見てい きたい。

(1) 分業と貧富 r講義』において，尚品経済を事実上炎わしているもの

は分業である。(第二需 低廉または句岱〕の〔第一節人煩のn然的欲

望について〕で，スミスl:t.一社会の tしあしの判断)[;?明を「豊かである

(1) A. Smith. !..ectures on ]ustice. Police. Revenue， and Arms. 

pelivered in the Universlty of Galsgow by Adam Smlth，OxCord 

at the Claendon press ゆ96 .:tn ・ !f<ffi訳.[]主将~H. 1947:r ~ 

'40 なお沢文は若干変えられている。
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か苔かJ におき，その豊かさとは，財がより少ないコストで獲得される

か苔かによって決定されると L、ぅ。 r低廉は事実上豊富と同じものでゐ

る。 J11この{正療な供給を可能にし保障する土台について倹dすることが

課題でゐりそれは同時に分業九への入口をなす。 【常三節 富絡に分業か

ら起るという ζと〕においては，低廉な供給を可能とする土台について考

察している。資本初と秘品生産を連忽させる.文明社会一分~-貧富の蓋

という系列をひき，それを非文明国との対比でと らえ，前者の優位性を導

出する。第一。文明国といい.1f文明閣という場合，その区別の基準は f封

業Jが行なわれているか苔かにある。つまり，文明間とは分業が行なわ

れている閣であり .Jf文明国とは禾だ分携が導入されていない状態であ

る。第二。文明国は. vかしながる.ただI涯にL4ttの一分肢の担い手とし

ての社会にとどまらずに，富者と貧者，勤労せき・る7iと勤労する者かもな

る一社会でみる。第三。しかしまた，その勤労者.貧者の方が.分業ヵ:行

なわれている結果，非文明閣の「君主」土り盟かである。 r分業がおこな

われていない非文明悶においても ，人間の自然的欲望の求めるすべての{

のが与えられる。しかるにその国民が文明化され封鋤が分別されるよ.;，:.

なると，彼方に対して一層駿かな給与がi初当てうれる。そしてプリテンに

おける普通の日傭労働者がインディアンのE主よりも貰沢に在らしている

のは.乙の理由によるのである。 J.1) 

資本制においてはじめて全面化する分業を，理輪上先どりした形でかつ

それを一国が富裕になる前提と位置づけている。また，ここには，商品関

係=商品生産者の相互関係=ヨコの水平的分業と資本初J=官右と貧者，非

勤労者と勤労者=クテの霊ば{的分業1・}の相互関係について.スミスがL、か

(2) ibid， p.157， ["j上;，317目。

(3) 山 dp.161. I'~よ. 322.t 

(4) .'lM的分ヱーとは;'ff遜，II;{Hから完l&lihに至る土での分采関係を3'0こ

こ 4は . 之:i-lí と~:支配れ・ • t"神労働と肉体労働の 「分ぷJという.iliJl:

で1Il~・ている。
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にとらえていたか，それをさぐりだす契憶が与えられているの ζの点は笹

にたちかえるが，なお今の引証とは一見したところ相反するような指鏑を

安考のため心あげておこうn 一一宮閣と貧間，文明国の町労:古と洋文明間

の8主ではなく，一国内部に視野を限れば，勤労者とは分業の成!誌を十全

にはヂ受していない者であるの丁度，富岡と貧国において，分果が1Jこな

われていないというそのー掠において.貧問，非文明門はあくまで貧しい

主うに，文明間内におL、ては.分活のJr妥的mぃ手;主.分注の成mをv.受

する者とは別人であう ，富者が勤労者の舛舗に立ち，動封.分担の成貝を

享受するという調係がゐる。 r宮舗の分i'tJは労働に倒応しt:....、。…・・・こ 3

して，いわば社会の重荷を摺っている習は利益を受けることがらっとも少

ないのである。」何分援に土ってプラス面をえるが， 一社会内にjj~ 、ては

勤労者は必ずしも全面的にその成果を享受するものではないことを暗示し

ている。

(2) 交復位毒薬と商業の鉱大 たとえ富者と貧者が存在するとしても一国

を富俗にする分業.その分えの発生授拠が次に問題となる。ふのそiにつき，

交換性続と商業という二つの契慣がゐげられている。， (j's Li1分菜を発

生せしゆるもの，工伺か〕で11. 分業の発生侵拠を 1知の交~d rtl) (prop' 

ensity to barter)およびそこにmむ自愛心，汝与えるが依i二月1]ぺ汝与

えざれば吾与えじという人聞の心盟においている。交換は，人間の本性，

つまりf成立識に行なう呼吸等と同じm柄である。 r分業… 一人の:苦が他

人と交易するという人間天性の直接的な性癖 propensityから，それは発生

する。 J帥 ζのように見れば.スミスにあっては分業は，当主市長関係のいか

なる段階にあっても存在する歴史普遍的な志のとしているように思える。

しかしこれは一面でゐる内 E第6節 分業は商業の大主さに比例するに相

違ないということ〕では，分業は「交換性癖Jという心押的な 6のではな

く.商業という客観的な6のによって決まってくるとL、うの 「分業はつね

(5) ibid， P. 163.同上.325口



'41 

商品生産と資本州

に商業の大きさに比例するに筒逮ない……"Jげ】したがって，としろス t

スは.交倹佐野という心Pfl的なものでなく商業と L、う客観的なものによっ

て決められるとしているのもし商業が発生，発展していない所では，た

とえ交倹性癖はあってる分業と交換は生じない。 ζの点，他の点もあわ砕

『問富論』を見る際改めて。とりあ.1'られるであろう内先を急ごうの

'3) 交換基準としての価総 交換において.交渉される吻=術品に目を向

ければ判代. {両院が問題となるの cmじ節 いかなる・H怖が術品の価絡を

規制するか〕では，術指を'向然価俗と市t勢価格に区別 て、る《

自然{語的と、、っても，労働の成果と νて久の外にあり，人に有m効史を

もたらす均の自然偲絡ではなL、。吻が一定(dti絡で販売された際，師絡=貨

物が.次IUJに労働する活力を維持するにたりる bの.労働の質を附治する

ために過去に貸したらのを繍f1tするιたりるもの.おこりうべき n史上の

危険に対して充分たえるd，'備「ァン H たるもの，それらでゐる。 ゐる人

の1~た志のが，労働する間後を維持し.教η費を支払うに足り，充分良告

主しなL、かも知れずまたrH~長に成功しなし、かも知れない危険を償うに足り

るときは，彼は自己の労働の自然価格を得たのであるの JUこの「人J11

(6) ibid p.169.向上. 333口交侠性向から分~が発生すると L寸。交換と

;t， ß..IJ~相手か欲するものを与えあ~ . ffらがはするものを受ドとるi沼

係である。ここでヒン ・マ.1フ yクチ.17. ス?ス1);一社会の1:31力

上川のÆ舶に分~をむいた~.その絡好の完例としたザン ・ J ニュ 7T

ヲ子ュアをとりあcf....みよう。ここでは.分業関係におかれた?f11完成

品に自lる順次的作実 T尽の一つ一つのtfJ~・予としてri!位されるのであり，

針金を切る者は針金ψ傾倒として写えられ.切られた針金は，次のrn
の先をどとがらすtJ.に.わたされる。こ乙には • -fj・的な引き渡しの関係が

あるばかりで.間:!i:の交倹関係は存在しなL、。スミスにおして.企m内
分liと社会的分:.iの区日IJなきま立存が鎚鏑3れる所以である。

(1) ibid p. 171.向上.338頁。

(8) ibid p. 176.向上.343U。
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自営業者に見えまた賃封働者と志見うるのしかし，スミスに内在して ζの

文言を見る限り .自然価絡とはその商品を生産した人に，その人自身が過

去および将来にわたり貸するコストを:充分補償するものとして捉えられて

いる《対して.市場価裕一一乙れが実際に生産者に入手される貨幣額であ

ろうーーは，生産した人とはもはや何の関連もるたずに. r商品=物J

にかかわる。それを規制するのはそれを生み出した費用ではなし、。その物

に相対する他人，つまり謄白老の必要性，様少性認識，および購買能力で

ある内購買者にとっては.販売される商品につき，コストはいくらか，ま

た一定価格が販売名を十全に縞位するものか等の碩慮を払う余地はない

のである。 r財貨の市I勢価絡は，全く他の'JJ情によって規制される。買手

ヵ:市場にきたとき売手に向ってその財貨を生産するのに幾らかかったかを

たずねる乙とは決してなし、。 j川ここには，明示的にではなくただ暗黙鰹

においてではあるが，商品生産者は互の和Ij';llについては会く関心を払う必

要がなく，互は互にただ自らの利害のみを顧慮していることが示されてい

る。自らの利害にのみ自主r向けることは他との連関を求めないようにも判

断しうるがそうではな く，なお両者は売買関係の両当事者として相対して

いる。これは事実上，商品生産z 私的所有の相互関係について一少立ち入

ったものであろう。

ところで.先に分業のところで，一面，分業が成立しているが放に，文

明国の勤労者の方が非文明国の君主より豊かであるが，他面色 し文明園内

却に目を向ければ動労者は分業の利益を受ける ζとが簸も少ないという記

述があった。ここ ，価絡において6再:ぴ商品にかかわる価絡変動を，一圏

内部の宿老と貧者を観野に入れて位置づけ直し，商品が潤沢であり ，価絡

が低水管である乙とが.多数の貧者を して購買が可能となる条件であり，

一社会が幸福である一指僚とする。 r諸;gj品が潤沢な場合には，これに対

してより少ししか支払えない下層階級の人々 b.ζれを買うことができる

(9) ibid P.176.向上.3“頁。傍点'l~l}fHf。
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ヵ¥. bし商品が稀少ならばそうではない。したがって，財貨が社会にとっ

て便利なものであるかぎり ，少数台のみがそれを所イ干し得ると きは，その

社会はより不幸である。」詞今i主主とめる段階では ないが，スミス;1，分

業ー交換ー商品一価絡をめつかっている際に.園内における富者と貧者の

関係をも;念頭に~J I. 、ていゐことは注目される。

(4) 貨幣および生活諸資料 自然価絡といい市鳴価絡といい，その裏に11

当然，価倍亥，jミ，こかかわゐものでゐるii艇を予想きせる。

第八，九節がそれにあてられているが，スミスは貨幣につき ，一方で交

換関係から当然生じるらゆと νて貨僚をとらえながら他方では，同じ貨穏

を，貨幣生産に労働を投入すると生活諸資材への労働投入量が削減される

とし.必すしも貨悠をして，窃J社会ι.若者υ たものとはー袈的iこ絡鈴づ

けていなし、。 c第八節 価値の尺度および交換の昨介物としての貨僚につ

いて〕を見ょう。一一 貨情は先の.伍絡d との速聞で考えれば，腐品の伍

lia:をはかる尺度としてあらわれる。分楽と交換の下においては， 生産おI!.

自らの主産物を多数の{也，人の生Z物ζ 交~しなければならず. ζ こに ， 各

生産者夫れ夫れは ， 自らの生産物は他人の生産物の L 、か I~ どに値するかζ

いう.ir~を行なうようになる。 100 名の主￡者がL、る助合 . その l 人 l 人

は， 自らの主産物を除く 99匝の他人の生産物でるって自らの主産物の伺Fl

をはからねばならない。しかし，事実上そのようなことは不可能である。

ここι，100の内の l物セ100名のものが共同しかっ共通して価値の尺丘ι

し，それにより自らの生l宝物および他人の生産物をはかる。 noo同のこ
となるI'li品があるときは， その各々について，残りの各々との比較かる生

じる99の価怖がある。 これらの価値は容易に記 憶される6のではないか

同 ibid P. 178ー79.向上347.i.1o nl価総」は一社会にとって不孝な状怨

である。な.::.. ~ :i!jj絡Jを議侍する，;{凶については.η鮫'rべき対19.

とえら 3・るをf えな t 、。;:gー。 l問うまによる術品に対する:望視。 ~ニ。鯵占

例えばf'l易独占。 lH三に.同窓組合による販売独占。これらが.r:l 
1iJで指錨されている.n価格の「制度的」褒閃である。
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ら，人々は自然に，それらの商品の的の 1つをるって共通標。となし，こ

れによって残りのすべてのものを比駁するようになる。J師生直者相互の

交換に際し，多数の価値というのは生産者にとって記憶不可能ということ

で， 社会の内からごく自然に貨幣は生成する。 ζのように見れば貨燃は商

業社会に密着して形成，存在している ζととなる。対して〈情九節国民

の富裕は貨幣に存するのではないということ〕においては，貨幣の量的t園

大-貨幣蓄電車につき， r富Jの内容ー並かな宣舌の保障=消費Mの潤沢さ

という等式を基準にして苔定的評恒を与えている。一一一国の財貨は，衣

食住に役立つ財と貨幣抵の和である。もしその和を一定とすれば，貨格量

がふえればふえるほど，人の生命活動合支える財の量は減少する。したが

って，密苫すれば貨幣のみを大竃にもっている国は貧しい国ということに

なる。 r貨幣はそれ自身では一つの死蔵資本であって，生活の便宜品を供

給しないから，一国の貨幣の泊加につれてその国の貧困は増大する。J• 

祭欲的精神により .欲望を抑え貨脅与を保持しておけば，貨燃は手元にあ

りつづけ，他方，財は消費すればなくなる。しかし，生産の目的は生命活

動に活況を与えるものをつくることにゐり ，消費を待ち消費によって継続

的生産の条件がまた生み出されてくるのである。豊能な生活の質を実現す

るのは，貨幣ではなく生産と消費の相互前提関係である。 r貨鰐は生活上

の伺の目的にも使えないが， 商品は我々の生活資料に適するという ζ とで

ある。……この消費可能性が人間の動労の大きな原因でゐり ，そして勤勉

な人々はつねに彼等が消費する以上のも のを生産するであろう。 J.. 

ここに，スミスによる耳金主議批判が明阪にあらわれている。また同時

に，ζ こ.こは.言語品と貨幣， 商業社会の抱み方において，私的所有といっ

ω ibid P.股3.向よ.353l{。

間 ibid P. 191.同よ.ぉ←-65氏。

仰 ibidP. 199.向上.376氏。
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色のを憲議しながらも ，それと貨常との連関について勾やF港湾であるとの

印象も浮かびあがってくる。

以上， r講義』を素材として，商業社会一① 分業と貧需 (車交換性

野と商業の盤大③交換基湘としての価格 @貨常および生活諸資

料 といったものを僚級した。 ζれらは，それぞれいまー歩深めるべ与所

を現したままの状態におかれ，また狗品生il_Eと資本制の相互関係の内符に

ついても漠然とした段階にとどまっている内そこで次には.このωからぬ

までの『講義』におfるZ及点乞也器しつつr国富論Jtこ日を向!?たt、。

同 r国富liiir序請には次の一文が見られる。「あらゆる悶民の年hの

労働は，その国民が年々に消費するいっさいの生活必需品および便益品を

本源的に供給する資源である。 J..この文 3をやや敷街すれば以下。第

一。宮の源泉が労働であることを呈示している。これは.逆に見れば，ー

社会に接近していくとき， もし労働せき.る者が社会の宮古ピ強占しているな

らば，その社会は自然的狭序に反するものとなる丹労働という宮砕をN'lf

出すことにより同時に労働にもとづか5る社会に対する批判をψ災よ行な

っている。また，経済学の対急が少数の上膚に向ドられていたものが多n
の下層に光があてられ「下向J することを怠味する。 r~湾後』で 6 触れら

れたが「労働→分業→宮筋」であり， r貨幣→宮俗jでもなく「前期的特

権・ 独占 → 宮俗」でもなL、。第二。宮と豊かさの内容は.人々の消 費対

象，生活諸資料である。宮とは生活過程.消 費過程を支える;百対慢であ

り.それが豊富であればある程一国は富んでいる。財宝で6なく地位で6

なく f生活Jに視点をすえ，それを鐙かにするという位置で労働と主産を

捉えている。 r講義』における，生活諸資料を削減するものとしての貨務

041 A .Smith， An lnQuiry into the Nature and Causes of the Wealth 

of Nations by Adam Smlth Edited by E. Cannan. 6 th edition. 

London 19ω.大内 ・松川釈.省証主文Tll， (1)。

間 ibidP. 1，向上，89l{。
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という規定につながるものであろう。それでは. r沼議』との唱係を意識

しつつ，そのいくつかの柱を基準にして見直してみよう。

(1) 分業と勤労者 ・ ~勤労 者 文明国の豊かさの土台となる分業，それ

よ.一つには都市と農村の分業であり，他の一つは，一つの「完製品Jを

生産するまでの分でである。個別の企宅は，その内，こ分業労働を編成しつ

つ，その企業がまたm市と農村の分業のープランチをど担う関係に立ってい

る。このような分業11.それぞれの担い手に注目すれば.Wらただ一つの

勤労にのみたずさわる人.諸専門家の焼成ということになる。 r段災者は

一般に畠業者以外のなにものでもなく，製造・' ，~者.立製造業者以舛のなにも

のでもない。そのうえ.ゐる一種の完製品 (anyonecomplete manufact. 

ure)を生産するために必要な労働もまた，ほとんどつねに多散の入手に

分担jされているのである。 J..以上の展開の内にとどまる限り . r文明化

された社会」と11. もっぱら一つのものに専心する労働者が作主喝内およ

び社会』こおいて分実関係に立つ，そのような一社会とのム捉えているよう

な印後を与えるのしたがって，遂行する )j働の質.工異なれ，凡べての者が

対句~t 5fl~手に労働を行なう一社会(ただしそれは小商品 I!- i!l'社会ではな

い。すでに作業場内分業に生産者は編成されている。)を組定しているよ

うに思える。しかしそうではない。文明社会とは，分J震がAじられている

この段階では正面から室示されず，むしろ分業と専業が前面におしだされ

るとはいえ，他面たえず念頭におかれているのは，一見.:i4~浮 ， 平等な専

業者.生産者というI認定の対極に立つ 6の. r一社会J= r少数の留者と

多数の貧者とが区別され，その間に一定の関連とまた一定の隔絶があるー

社会」という写式でゐるの 『講義』を見たl1Tには，分兵はm人を控かにす

ること，また分業の鐙い手は分業の成果をうけることが少ないという断片

的指嫡にとどまっていた。ここまでの所では，文明社会と11.一万に分業 ・

=独立した生産者の労働・専業の質の相違に 6とづく相互関係=平等。他

am ibid P. 1.伺上.102頁。

~ 
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方，富者と貧者という，形式論理的には相入れない性絡が並容しているよ

うに見える。しかし. r講義』と類似した指嫡を第一章 分業について

でとりだし改めて見直せばかそれを正反対のものとのみ位置づけてはいな

い。一一分業はより潤沢な消費対象を生産する。そのことによって，富者

と貧者の対立と差違はそのまま持続されるにもかかわらず，貧者はより多

くの生産物を生産し，したがって交換関係に入る ζ とが可能となり，ょっ

て貧者は貧者のままで止どまりつづけるが，それがかなりの程度緩和され

るのである。区別はそのままであっても，勤労者に分業と潤沢な生産物の

効果が及べば，その社会はi豊かになる，と。以下の文言は，分去により，

「人民の最下層Jiさまざまな階級Jの消滅ではなく ，最下層階級は残る

がただ豊かさが及ぷととらえ，それを毛って文明社会に肯定的評価を下し

ている点で注目される。 i統治がよくゆきとどいた社会では，普遍的な富

裕が人民の最下層の階級にまでひろがっているのであって，乙れζそは，

分業の結果……なのである0 ・…・・そ ζで一般的豊富が社会のすべてのさま

ざまな隅級をつうじてゆきわたるのである。 j制

(2) 交換性向と私的所有 第二章においては.i分業をひきおこす原理J.

貧者にまで宮絡が及ぶとした分業の発生綬拠，あるいはすでに分業が行な

われている下での分業当事者の，交 換を行なう動織に課題が移されてい

る。 giveand takeの関係である。 iわたしのほしいものをくださし、。そ

うすればあなたのほしいものをあげましょう ，というのがζのような申し

出のあらゆる場合の意味J叫である。 ζの内容にやや立入って整理してみ

よう。

① 人は凡べて，自らの利益のみを念頭におき ，その実現をはかるべく努

める。一一私的利害。② 自らの利益を実現するにあたっては，深山で孤

独な生活を送る世捨人ならと もかく. i社会Jにある人は必ず他人の助力

間 ibid p.12-13.周上.112-13頁。

個 ibid P .16.向上.11811(0 
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あるいは他人との一定の連携を必要とする。③ 「社会」において，自ら

の利益のみを求めれば，その人は必然的に人の助力を一一相手もまた自ら

の利益のみを念頭においているのであるから一一得られず，よって自らの

利益のみを求める ζとは，自らの利益を夜失するという正反対の結果とな

る。@人は相手の利益を念頭におき行動せぎるをえない。しかし，相手

の利益のみを念頭におけば，また逆に自らの利益の実現という本来的志向

を肱挺するとととなる。⑤放に人は，相手の私利の実現を保証しつつ，

かっそのような媒介を経て自らの弘和jを実現するという人と人との相互関

係を定着させるに至る。

乙ζに表われているのは.歴史普遍的な交倹性向ではなく，その交換性

向とは近代的な洗練された私的所有者の相互関係であろう。したがって，

先にはやや暖昧な評価にとどまっていたが，スミス自身は分業と交換を歴

史上特定の段階においてのみあらわれると判断していたととはほぼ明らか

であろう。

(3) 市湯および私的所有におけるニつの労働 第三草分業は市場の広き

によって制限されるという ζと に自を移そう。やや屋:ヒ屋を翠ねるきら

いはあるが，とこでは，同じ私的所有でも「市場の広さJいかんによって

は，自給的経済の営みがみ札孤立人や孤立した村においては，その質働

は自家消費という目的に規定されているとの指鏑がある。 r祖立した家々

やごく小さな村々では，あらゆる農業者は，自分自身の家族のために，肉

屋になり，パン屋になり，また酒屋にもならざるをえない。 JM 

市渇の拡大を前提条件としてのみあらわれる交換，それが結論である。

そこで，今， ζの同じ系列につき，私的所有と労働という角度から整理し

なおしてみよう。分業と交換に至る前段と実際に交換関係に達した社会，

ζのようなこ段階区分を労働という面から見直してみよう。第一。自らの

生活の滋は，自らの，他とは区別された所有物=生産肢を用いて調達しそ

a!J ibid p.19.同上.124-25頁。傍点は引用.lf。
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の限りでは私的所有であるが，それは自然の中に埋没する自給自足的な.

したがって自立した私的所有である。第二。分業と交倹関係が支配的な社

会における私的所有であるの分業の担い手は同時に自らの利益を縫進する

経済人である。私的所守者は互に他の私的内有者の手~J径を物的に保証しあ

うことを前提としてはじめて自らの私的所有たる突をあげうる。 ζ乙に

は，商品生霊社会における労働のあり方と して.弘的労働でゐりつつ，か

っ，その弘的労働の質，生産物の質は，他の弘的所有名の欲求の対象でな

ければならず， r生f宝」の段階では.1事前にその質について予知できぬと

はいえ，すで.こ 「生産J の次元で.自主の欲求でない均を生産しなければ

ならないという強制をすでに客観的に受けているのである。これは同じ私

的所有の下での労働と i主いえ. n~~に埋没 υ ， 自らの欲求の対象を念頭に

おく生産と，主区別される，交換関係に則した労働の新しい費であろう。ス

ミス自身は明示的には述べていないとはいえ，give and takeの内容に一

歩たら入り ， また ， 分~が行われていない状態から分支が行なわれている

状態への移行を磁認した後に，改めて労働に則しては回せばこのような今

怠がくみとれるであろう。なおこの点は， r資本論Iにおける勿働を見る

際に密接にかかわってくる内

(4) 貨幣の形成 第 4l 質的の記療お主び使用について では，r99の

価値表現ー→ 記憶不可能ー→唯一の価値表現=貨熔」と一定の継承関係に

たち，互の商品を自らの欲求対象とする者同士の出会の偶然性.その図鑑

の克服として護忠が欲求め対 笠としてもつもの，交 投を拒否しないもの

の保待それが貨幣の縦拠とされる。乙乙で対象とされている社会は.社会

的レベルでの分業が全面化し，もはや人々はただ自らの生産物を交倹する

ζとによってのみ生活諸資料を鎚 得するという ，100%の商品 11:詑社会で

ある。 rみらふる入は.交換することによって生活し，つまりある程度商

人になり，また社会そのらのる適切にいえば一つの利来社会に成長するの

関 ibidp.24.同と.133J.l:。 傍点は引用名。
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である。 戸 商業社会では，凡べての人は自らの商品を自らの欲する商品

と交換しようとしている。しかしそのような出会いは偶然である。そ ζで

「慎慮の人Jは自らの商品に加えるに，他のほとんどの人がよろとんで受

けとるようなもう一つの商品を手元に保持する。 ζζ に貨幣の起源が求め

られる。「自分自身の勤労に特有な生産物のほかに，あれζれの商品の一

定量，すなわち，たいていの人がそれとかれらの勤労の生産物とを交換す

るのを拒むまいとかれが考えるようなあれζれのー商品の一定置を，いつ

でる自分の手もとに色っているというようなしかたで，自分が当面する問

題を処理しようと自然に努力したにちがいないのである。 J剖とのような

「るう一つの財Jには，家畜，貝がら，たら ，タバコ ，砂糖，生皮，くぎが，

最終的には，鉄， 銅，銀.金があげられている。 ζζ には.r出会いの偶

然性」を媒介として，貨幣がもともとは商品であること，また貨幣は商品

交換にその綬拠をもっていることが示会れている。そしてまた同時に，貨

幣は. r経済法則Jr生産関係Jの産物というより，人間にとっての f不

便の解消Jとして把握されている ζとも示されている。

(5) 商品の価値基準一一労働・商品・貨幣 商品交換闘係，そして 「怒

らが受け取りを拒否しないものJ=貨幣に続いては一般的には貨幣でもっ

てはかられるもの，すなわち商品の価値をはかる基準が問題となってとょ

う。出会いの偶然性から貨幣が導出されたにすき・ず，それと商品との関係

は，ただ各商品生産者は白から生産した商品および誰もが受け取る商品，

ζの二種類の商品を保持するとしたにすぎないからである。価値基準とし

てあげられているのは，労働， 他の商品，そして貨幣である。第一。価値

基準としての労働。商品価値は，その商品自身に含まれている労働量では

なくて，その商品でもって他人の労働のいかほどを支配できるかによって

決まる。たしかに，商品価値をはかる尺度は労働におかれているが，交狭

関係にあくまで自を据え，商品価値とは，それと交換される労働量として

いる。つまり ，内在的な価値ではなくて，交換関係の相手の方の労働にお

ω ibid p.24-5.向上.134頁。
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いている今 「ある高品の価値は，……その尚品がその人に賜買または支を

させうる労働の虫に等しい。 それゆえ，労働はいっさいの商品の交自民価値

の実質的尺度であるの J• tr価値人類俗牲説Jと特徴づけられる，物を所

有する侵処としての「蛍苦と煩労 (toiland trouble) J .これも向じく，

その所有者自身の労苫煩労ではなく .そこは通りぬ;1.すでに貨常勾建畠

をもっている状1盟から出発し，それらを所有していることに tり州人の強

苦や煩労の足立J誌を支配できる点に，商品鏑悩の内容が見られるの Fその人

自身に節約させうる」そして「他の人々に認しうる労苦ゃ煩労Jという文

et.また上り直接的eこは「実に貨幣または財貨は，この労苦をわれわれか

らはぶいてくれるJ・としている。

しかし ， この苛じ財貨もそれ自身に内在するらのに尽を向ければ r~苦

と煩労」につながる「労働Jである。 rζれらの貨幣または財1i11.一定

の労働の価低をふくんでおり，われわれはそのと主，それら~等量の価

値をふくむと思われるものと交換するのである。 J.ここには.支配労低

価値と投下労由儲(-1の並存が当黙潟われ kう。また.本箔のテーマにかか

わっては. 両者;ま，ヨ宇宙空3者が財í~でもって勤労者の労働を支配し， 後者

は，それぞれ労苦が閉じであると認めあった財を交換する交惨1l;dtを示し

ており ，商品生産と資本市iについてのスミス的把鐙の一端がこ乙にも表れ

ているといえよう。

第二。':!Ii(!也苓翠としての労働という一線はそのまま保持した上で，日常

世界におけ る現象的事実に至る一階部として労働を捉え直し，現象的レベ

ルで見れば， 価値1t\i~f1と は， 労働一部品ー貨燃と「上向」していかねばな

らない，とするのそれらは互に必然的連関はもたず，感覚的に;，2:'1しうる

難易度によって区別される三つの価問lfA'である。労働はただ「抽虫的な

観念Jによって理解できるものである。それは現象的には何ら存在しない

回 ibid p.32.同上.150頁。

凶 ibid p.32.向上.151tro iY上の引!日も同じ。

ω ibid;p.32.同上.15Hl。



ものである。次に，その溺品を所有していることによりどれだ.'1の他の商

品を所有できるかという所に着目し.一商品の価値を他の商品ではかるの

は明示的であり，感覚的次元で把毘される。しかし，日常的事実としては

貨情なのだから，商品価値をはかるものと しては他の商品より貨憎の方が

一歩具体的となる。 r大部分の人々もまた，特定海品の置というほうが，

労働の量というよりもいっそうその軍時を理解する。前者は自に見え触知

しうる物体であるが，後者は抽象的な観念Jである。さ うに「路商品の虫

によって……蒋価するよりも，貨幣の11によ って…ーする.まうが.かれに

とってはいっそう自然であり，自明Jーである。

貨幣とは，したがって，第ーに，交換成就の偶然性を打破するための

「一般的に受容可能Jな鈎であり，第二に，労働(他人の，および本人

の) .商品と並び，かっ績も自然な価値尺度である。

(6) 文明社会と労働にもとづく交換第 6 ~ 諸商品の価絡のflt成部分

について では，労働ー交換ー未聞と文明という関連をとりあげている。

冒頭の文言を号|いてみよう。 r資材の醤積と土地の占有との双方に先行す

る初期の未聞の社会状態のもとでは，さまさ・まの物を獲掃するために必要

な労働のEのlilJ合l主，ζれらのものをたがL、に交換するためのゐる定規に

なりうる唯一の事情でみったように思われる。 J・負担した労働の量を基

準と して行なわれる対等 ・平等の交換関係. ζれは一見すれば.資本蓄積

と土地私有以前の「初期未開Jの時代といわれている。したがって「商

業社会j以前に寓するように見える。しかし，分業と交換は市場 .~事業の

広がりに依存するとの指鏑を怨起するとき ， 交~の心理的毘因にmむ「近

代私的所有」を怨起する とき ，商品の価値をはかる基~として. {也の商品

および貨幣と並びーーたとえ自に見えす.抽象的との限定つきではあれー一

労働があげられているのを想起するとき.また上の引涯にHいて「初期未

開Jとされているのが事実は「交換J社会であるということに注目すると

伺底上の引用とも ibidP.34.向上.154百。

's. m ibid p.49.向上，・ 185百。傍点は引用在。
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き，労働に志とづく交換とは，文明社会の内に存在する関係とし.~I 

と労働との交換を商品交換の内に見出すーモデルという位置づけがあらわ

れて くる。資本蓄積と土地の私有により ，労働の成果は賃金，利潤.i曲代

に分化する。第8i;i労働の賃金について では，労働者にとって「と

もにわけゐうべき地主も綬方もいない状態Jでは，分業の進展は労働者の

地位向上に結ひ・ついたて・あろうとしている。 rもしこの状鰻がつづいてい

たならば，労働の賃金は，分業によってひきおこされる生産諸力のいっさ

いの改善とと bに増加したであろう。」同一方に労働にもとづく交換，他

方に労働者の，独立の商品生産者に比しての地位低下，このような筒ーの

「腐業社会」についての一見矛盾するような記述から透けて見えるこt

は，分業と L、い交換といい，それらは凡べて. 土地，労働，資本の分自Eが

すでに強国に行なわれており，一つの不動のものとしてほ成されている一

社会，その内部においてであるという現実的社会把握であろ う。もし人々

が他人のために働くのではなく自分のために働く社会であれば，分業の成

果は瓜接生涯者に事受されたでゐろうのしかし，土地，労働，資本が分躍

した「尚来社会」において，そのー断片として労働にるとづく交換関係，

give and takeの関係は存在するのでゐり，交換に縦拠を与える分;!Ali，

貧しさを緩和してL、くのであるの 以下. r講義J r国富論』につき，ひ

ろいあげてきた，商品経済と資本制についてのd及点を要約的にふりかえ

ってみたし、。 圃

① 「商業社会Jは一万で分業と交換， 他方で資本.土地所有，賃労働

に分化している一社会でめる。分業と交狭11. r交換性向」の分析におい

間 ibidp.66. 1，，1上.219氏。

C2S ス:ス研究のよ献11歎多いが.ここでは代4史的なものとして.内田讃彦

PWflO 純済学の生!iJ(未来社.1962年)水回i学fアゲム ・スEス研

究J(未来tt.1968年)大河内一男嗣 rω1l~研究~ 1. 11. m (~. 
，lf6;. 1972年以降)ほc;;~~rï グム ・ ^ :スの市民社会体系J(岩波

，IH，!i. 197411")をあげるにとどめるの
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て明瞭に示されているように，互に自立した人の関係て・あり，私的所有，

ただし，交換を目的とした怠的貿働にるとづく訟的所有が規定的である。

後者の三階紐への社会の分裂は，勤労者にとっては不利であるが，前者の

分業の成果によりいくらかは緩拘される。見られる通り，スミスにあって

は，商品生産と資本関係は. 「商支社会」として一括されその諸側面とし

て融合され混ぎりあっている。そのζ とを通じて.衡品経済は，商業社会

に固有ならの，その一局面であることを示νている。

② 貨常とは，商品交換にお.tるその因遺と偶黙性を打舷するものでゐ

る。その底味では交換社会に栂叩して主じているが，他面，それは，富=

生活資料の生産と相互制杓関係におかれており，貨熔生il'.貸m獲得につ

いては，一社会の財を削減する要因とされている。断定的N備は不可能で

あるが，商品経済を，商品 ・貨常の必然的関係とその矛厄として解明する

視点はやや稀薄でゐる。

次~では，閉じ商品経済と資本制について『資本給』ではどのような錠

え方をしているか，概観しよう。

商品生産関係と商品 ・貨幣

r資本冷』の捉え方が『国富島義』と異なっているi売は，第一に，分業と

資本 ・土地所有 ・賃労働が『国富論』等にあってはたえず柔軟につきまぜ

られ海然一体となっているのに対し. r資本翁』では，内容上，両者が叡

然と区別されている点でゐるの第二に，海然一体としつつ b.分業と三者

の分隊は，前者が行定的，後者告は否定的と見られていたのに対し.r賢ぶ
論』では，商品 ・貨幣関係の分析自体のうらに，資本制，またその歴史的

制限伎に客観的土台を与えるような位置付けが与えられているの商品生直!

と資本制(資本 ・賃労働関係)が磁然と区別される ζとによって，かえっ

て高品生産分析が.資本制の諸法則のー断面をさし示している。伎に，本

翠では商品 ・貨常に考祭対象を限定したし、。第三に， 『資本論』におレて

'.!， ち11拘「人と人との関係 から交倹そ して商品を場主:11すというよ コ
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にはなっておらず，商品〈貨幣)関係を即自的に対象とし分析している。

以下主要な柱とし，価値と価値形態，物神性.交換過程を設定し願次見て

いζ う。

(1) 価値と価値形態 「価('tl:jが導出される経路一一高品関係の下では，

使用価値同士の無数の交倹関係がある。商品は使用価値と交倹価値とから

なると L、う場合，交換価値とは.その耳石品を所有している乙とにより，ど

れ程の他商品を入手できるかと L、ぅ指揮を示'た色のである。交換価値

は，したがって，交換関係.交倹比率を示すものであり ，商品種類ともあ

わせ次々と変わってL、く。このように見る限り. 「交~伊保」と f内在箔

値」 は相容れず，後者は存在しないように見える。スミスが，労働は価

値基$としては抽象的であるといた可と類似した記述であろう。 交換伍

値は，まず第ーに，ある一種類の使用価値が他の種類の使用価値と交換さ

れる宜的関係.すなわち割合として現われる。それは，時と所によって絶

えず変動する関係である。それゆえ.交換価刊は偶r的なもの，純粋に相

対的なるのであるように見え，したがって，尚品に内的な，内在的な交換

taliはというものは，一つの形容矛/{jーであるように見える。.悼内在的な交

換価低=価ftr.I'{c符出する直前におかれたこの文言は F価値一価lal形限jの

関係を把堕する端初的契織を与えている。

ところで交換価織は例えば単純な形ではW.=W2.W.を所有している

ζとにより W2を入手しうる，放に.W.の価値はW2でゐるとぷ現しう

る。価値を導出するとは.W. =WZにおける「共通者Jを発見する乙と

であるの例えば.6X4=2x12において，その形は異なれ等号で結lまれ

ている以上，左辺と右辺とは同じものが内在しているのではないか，とい

う自で見れば.6 iぞ4でもなく .2 x12でもなく ，かっそれぞれに内在し

ω K. Marx. Das Kaplta1. Kr山 kder pohtlschen Okonomie. Erster 

Band. such I . Werke. sd. 23. Dietz Verlag. serlin 1962 s.50-51. 

}事訳.r:全ffiLk月11広 @-a.49口。 m点4巧1m.，，'" 



ているるの.24という数字が浮かびあがってくる。 WI=Wけま. W1・
W2は互いに異なっているのであるから.W1でもWzでもなく .かつ等号

で結ぼれているのであるから ，W1にもW2に6共に含まれている白11何

か，とし、ぅ問題をたてること.それが「価値Jに辿りつく経路である。

W1 • W2 とは異なっており，また W 1 • W2に共に含まれている右のであ

るから.r共通者jはW1，W2と泣ぴ「塙三者Jである他ない。 r両方と

も或る一つの第三の主のに等しいのであるが，この第三の止のは，それ自

体としてはその一方でもなければ他方でもないのであるのたから，それら

のうちのどちら o.それが交換f百円であるかぎ り，このf官三のものに還元

できるものでなければならないのであるの」園

この「第三のもの」は可知のとおり，捕説的人間労働が商品に対&化さ

れたもの，すなわち「価値」でゐり，商品=使用価値+交倹価ほという等

式i主，商品=使用価値4 価総という等式;こ転化するのそれでは，この節目

と価値形態はいかなる関係を有するのか。

価値形態一一以下，その常一形態に限って見てゆ主たし、。その端初のモ

デルは.価値を導出した場合と同じく W1=W2である。同じ対設が価値

帆では「内在的」なものの検出として捉えられ，ここでは「価値表現Jと

して捉えられるのところで，価値をすでに導出した後に価値形n妥当ピ見た場
会，一見奇妙な印象を与えるのは，一滴品はその価値をただ他の商品でし

か表現されないとし、ぅ規定であるの商品とは使用価値と価値からなり.価

値Ii，泊象的人間労働が対象化された志のであった。抽象的人間労働とは，

個々の互に異なる労働を共通面で促えた 6のであるのその対象化である岡

崎は，個々の商品を共通商でとらえたものでゐりそれが商品の一因性であ

る以上，商品には内在的に共通者が幸子在している。それが価値導出の不し

たものでゐる。ところが，実際は，価値導山の鵠初.価値表現の鮒初がい

ずれ bW1 =W2であることがすでに示しているが.価値は，ー商品の属

性であるに色かかわらず，一商品自体をとりだしても明示的に価値である

代S ω Ebenda， 5.51.向上.50fl 
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とは絶対にX明なのである。さきの 内在的な価値J= r形容矛厄J と

いう等式はこの点を意識したるのであろう。文3をあげよう。 r1)ンネル

の価値は，ただ相対的にしか，すなわち別の羽品でしか去現きれえないの

である。それゆえ， リンネルの抱対的価値形般は，なにか別のー商品がリ

ンネルにたいして等価形態にあるということを!日慢しているのである。他

方，等価物の役却を演ずるこの別の.:li品はI i"j時に偲対的価値形般にある

乙とはできな L、の」国 W 1 =W2 から内在的価lùとその実体をすでに~出し

た後に.W1=W2iこらどり，内在的価値は鈎設の結mmられた bのとい

う限界を II実上与える。 I1)ンネ':.，1国f'iを人間 JJ働の凝臼と νて淡現する

ためには，それを， 1)ンネレそのものとは物的に迫っていると同時にヲン

ネルと也の商品と.こ共通な対象性.として表現 しな:みればな令なt、。J.

先には， W1= W21こおいて，W1とら W2とl>sなってねり，かっWl，

ClII Ebenda，s.63. 向上.66ñ。窃位形態治・主耳是正rJiたなr;究.1~.litみら lLつ

つある分野である。掬縦治一郎氏(了殺後備俗論;冶争の厳開一字野ー久

留!沼鎗争の系譜を舗として-J~i!経涜将7Rf究所 r経~同学通lliJ 34 

F予. 1982~ 3月..~照)は理主後の研究史~ó.:の 3 段階に[.{分している。

第 1JDl (l947......5itf')ー宇野 ・久留1l11.tia争。偏凶彩感鈴に「欲望Jセ将

入する乙との可否ιつLて，および 「回り.iilJの理解について。 mu溺

(58......69年)一価値実体l:儲似形般の関速について.また.形怨目から

彩飯田への F移行の~I'l!.Jの発見について _ :n m WI (70.....79年) 久留

間授の側々の翁点につt ての新たな倹ui。なお研究の~干のもの中あげ

れば以下。 5Ji1l1f!fir筒1111形態と交換過程一一向品と貸怖とへの筒obの三

重化一一J(金融経筑研究所 r~住地主鋒iAJ 182. 1980年6月)ゐ原秦助 ..:1:

m関係分析としての商品論J米関lJl彦「価値形飯治と交倹泌箆諭におIJ

る矛盾の外化J (~.ずれも r~ffi 資本請の研究 2 J ，'t本語広.1980 

年.Ifr~瓦〉武田fí!照 7ルクスの価値形飯嵐山 「悶(2)J r向(3)0 (愛

知大学『法経論集J1'10.96......98. 1981年8月.ll!L 82t手l月)

ω Ebenda， 9.66.向上69(("傍点は引用者。



‘60 

W21こ共通なものを「第三者J， W.， W2と色異なるものとして「第三

者J= r価値Jとした。ところが，価値形般にj:H、ては，見られる通り.

W 1とW2とに共通な「第三老Jは， W1=W2における一方，W2なのであ

る。価1111+1必らず表現会れねばならない。この一見不tiJ能な要求が， W2 

をして， W2自身のではなくて， W 1の価値友現の嘉材とするのこのよう

に見れば，現象的事実としてのW-Gはきわゆて奇妙な性質をもっている

ことが分る。 W.=W2が示していることは，W.・1それ自体では価値を去

しえず.相対的価値q予想に立つ商品は，他の苛品とIII接にはなんら共i必ず

る所をもたないという ζ とである内 W2・主{世主主現の素材となることによ

って，それ自体は単なるー商品でゐるにもかかわらず，ただ高li古と商品と

の共通面のみを体現している。

次に.このW.=W2，相対的価値形態と等価形態を「労働」という角

度から見直してみよう。 ーで，孤立的生産と商品生産(分業・街荒社会)

を見た際，商品生産は他人のための生産ということで，弧立的生産に比

し.労働の質が異なってきているとした。 ζれは労働が担立的か社会的か

という問題にかかわっていた。ここ r資本翁』で6それにつながってくる

ような文言が見られる。等価形態の符徴につ~ t 第一に，使用価値が価値

の現象形態となる，第二に，具体的労働が他象的人間労働の現象彩態にな

るとした後第三規定として，次のようにJわれている。 rそれは.すべて

の他の商品生産労働と同じに私的労働でありながら，しかもなおl直接に社

会的な彩鴎にある猶働なのである。それだから ζそ，この労働は.他の商

品と直接に交倹されうる生産物となって現われるのである。」個この点を

価値と関連づけた所を 6伺時にあげてお ζ う。 rl砲品Aの価値は，質的に

ほ商品Aとの溺品8のl直接的交俊可能性によってぷ現される。 J.. 

価!:at1，商品に内在するものではゐるが.その商品自体では友関されな

ω Ebenda， s. 73.向上.79氏。傍点は引用者。

倒 Ebenda， s. 74.向上.81-2長。傍点は引用省。

------
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いものであった。表現素材としての W2の性質を表わした上の引証から

は. r価値=直接に社会的な形態にある労働の対象化=商品が直接に交袋

されうる色の」とし、う等式がえられる。ただW1のみでは糟在的なのであ

る。 Wl=相対的価値形態.W2 =等価形餓において.W2に新しく刻印

された規定:工.W1=怠使用価値申価値の反映である。 W1は価値を内在さ

せ，その表現を待っているが・直接には使用価値でゐる。そのW1に相却し

て.W2は使用価値でありつつ，直接に価出を体現 ・表示する色のとなっ

ている内放に，等価形態に対νて与え与れる.U的労働が直接に社会的な

労働の現象形態となるという規定は.Wl.初対的価値形態に逆照射し

ていく。一一Wlは，私的労働の産物ではあるが，潜在的には，目に見え

ない次元において.主. r直般的社会的労働Jを伏在させている。

「社会的J という窃合， 人間が一一共同体関係，奴~_ t 農奴関係等を通

じて一一互のために労働を行なうという遺日本もある園。しかし，相対的価

値形態と等価形態の相互制的関係における労働は「直接に社会的なJ労働

であり，単なる「社会」 における労働とは区別されねばならない。

常識的には，商品 ・貨幣話iで玲定され，制余価値論.11積論，再生産

論，宝宝価格論等に総事されていくのは F 使用$/1:.具体的有用労働。価

値 ・抽象的人間労働」である。しかし，商品経済を資本制の一般的土台と

して見た場合，商品生産関係:を，私的労働と直接的社会的労働との符14・の

相互関係 ・矛盾と捉えることは.それ自体が資本切!の歴史的経過性の，商

品生産レベルにおけるー侵拠をなすと思われる。

(2) 物神性 第四節商品の呪物的性格とその秘密を見上う。価(JUー価

値形胞においては.Wl=Wlは交換されるか苔かという視点からは毘ら

れず，商品と は.他商品と交換，写置関係におかれる 6のということは前

回 例えば物持宇佐の所ではEてのようにzわれて~ ，る。 r人間がなんらかの仕

万で倒互のために労働するようになれば.後らの労働もまた社会的な形

惣をもっζとになるのであるJ0 (Ebenda. s.86向上.97頁)

'
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，
 
・



提=対象と し.内在的な価値およびその表現が，同じWl=WZという単

純な関係を素材と して考察された。白神性では，商品交換の可否およびそ

の商品生産者までが視野に担められている。まず引証をあげよう。 r生産

者たちは自分たちの費働生産物の交袋を通じてはじめて社会的に接触する

ようになる……。それだから，生産者たちにとっては，……諸個人の物的

な諸関係および諸物の社会的な諸関係として現われるのである。 J・ζれ

は通常，人格の物化と物の人俗化といわれるものである。 r国市論』では，

分業と交換から商品が導き出され，人と人との関係から物(商品)が説か

れたのに対し r資本論』では，商品=物からはじめられている。そのこと

はすでに触れたが，向故そのような楕成をとっているかという点について

のー綬拠が，ここ，物神性において与えられている。 W1=Wzは.r商品

=交後関係におかれる窃」と尾れば伍{庄一倍壇形態の鴻初を与える。と ζ

ろが.WI=WZ iこっき，この等号.つまり交換が成立するか苔かという

自で見直せば勧神性績になる。上の引証を見直してみよう。 ζζ で宮われ

ていることは商品(鈎)が交換されることによ ってはじめて，その商品

(物)をつくりだした労働は社会的労働であったことが分るということで

ある。ここには，商品は交換ミれなければその労働は無駄になるという含

意がある。物の人格化，人格の物化と いわれる。それは以下の 怠であろ

う。商品生産社会においては，商品(物)の運命によって生産者(人)の

運命が決まる。商品交換が成就されれば商品は幸福でゐり .言語品の幸福を

通じて商品生産者に幸福が近づく。商品が交俊されないまま放位されるこ

とは商品生産者が放置される ζとと同義である。商品が販売きれる ζとが

その商品の生産=販売者が栄達への路を歩む損梓である。阪売不可という

ζとは，生産者=販完者の没i客への道を示す道線である。物の浮院により

人の浮況は定められるの

(3) 交復過程物神性為では.WI=W2 • この等号， 具体的交俊成立の可

162 m Ebenda. s.87.同上.98-99;~。 傍点は引用者
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苔によって，人は左右されるとした。交換過程は，ζの交換のuJ否を規定

する，交換関係に立つ商品および商品所有者に内在する諸契ぬが述べられ

ている。以下2点にしぼって盤理したし、。

第一。商品は，使用価値+価値である。 ζれが商品舗で示されたことで

あっfこ。物神性冷を通過した段階では， r商品=他人のための使用価値+

具体的交換によって実証されるものとばての価値Jという性質を俗びてく

るの商品は，自問的毛主銘を辿れば，交換により.交換成就により 「倍包J

たる実を19，その後買手によゥて使用価値として消費される。価f，置として

実現されることにより，はじのて他人のための使用価位となり本来の使命

を終える。しか ν逆iこ，同じ商品には次のことがある内価値であり，始象

的人間労働が対安化されているというこ ζ は，交換以~，こその商品が他人

にとって使用価値をもっていることが自明であり，放にまたiuらiこ良体的

に交換されることによってはじめて顕在化してくる。他人のための使用価

値であることが分つてはじめて儲喧とレて実現される。つまり，価値であ

るということは，商品のもう一つの苛性である使用価{立が他人にとって有

用でゐる限りにおいてのみいえることである。しかし事実は，交換以前，

その商品が他人にとって使用価値をもっているかどうかは全く不明のまま

である内 「商品は，使用価値と υ て実現されうるまえに，価値として実現

されねばならないのでゐる。・・…。他方では，商品は，自分を価値として

実現しうるまえに，自分を使用価値として:.tf.iiEしなければならない。-

ところが，その労働が他人にとって有用であるかどうか.…・・は，ただ~

品の交換だけが証明するととができるのである。 J崎商品宝E者は，自ら

の商品が他人のための使用価値をもち無事その使命をはたすこと ，価値と

して実現し等価形態たる他の商品(貨幣)を入手することを一面当然のこ

ととしている内しかし，それは JI前には伺の磁証 6存在しなL、。商品生産・

社会tこおいては.凡べては事後的にのみ証明きれる ζ とを， 'JJ前にすでに

cl1) Ebenda，s.ω0-101.問よ.1l5A。

-. 
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証明されたものと仮定して生産が行なわれるのであり ，物神性の綬拠を与

えまた.商品生産の特有の矛盾を内包している。 r商品=交倹の必然性と

その具体的成試の偶然性JとL、う等式がζζ に成立したわけである。

第二。交換の偶然伎は，単に商品にとどまらず.羽品所有者によって色

その様拠が与えられる。一方において商品所有者は相手の高品が自分にと

っての欲望の対象でなJれば交換を行なわなL、。 r田宮前』で示3れた，

give and takeの関係では，これは，立場をかえれば抱手も自分の商品を

飲しなければ交換は成立しないのであるから， fli当H!者の句一意志が交換

の成立要件である。しかし，商品所有者は，相手の窓ふとはかかわりな

く，とにかく自分にとって相手の商品が欲望の対虫でゐるか否かにのム専

一的な交換成立の法準臼設定する。他万では，商品所任者は自分の乃はい

ま述べた通りでゐるが，他人iこ対しては他人自身の窓向に関係なく，自分

の商品との交換.こ応、ずべきとする。自らは利己的な弘的所有の利容を貫

主，他人には湾愛を要求する。しかし後が見ていないのは他人もまた弘的

利害を質主，逆に彼自身に等愛が要求されていることである。私的手lJ'gの

みを念頭におく商品所有者はその相互関係，交換関係を求めつつ，しかし

また栂互関係に潜んでいる動機は相互関係の成立を混w.づける弘利であ

る。 rどの商品所持者にとって b，他人の商品はどれで色自分の潟品の特

妹的等価物とみなされ.したがうて自分の商品はすべての他の商品の一般

的等価物とみなされる。だがすべての商品所持者が同じ乙とをするのだか

ら，どの商品も一般的等価物ではj輔なL、。

(4) 以上，価値一価値形緩.鈎神性，交倹過程 という三本の往をすえ，

『資本論』を見てきた。 r資本通』そのものは，価!Ja形態諭では，W1=

W zを前提としてそこに価値 ぷ現のぷ材としての貨倦を，交換過程論で

は， W1=Wzにおける等号以前に潜む諸契惨から貨幣を見出している。

どららかというと . スミスが人と人との「同窓J に貨幣成立の綬~をおい

関 Edenda， 5.101.向上.116頁。
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ていたのに対し，鈎神性諭で示されるように商品(均)の分析に相却して

貨幣がとかれているといえよう。またスミスにおけるように財貨(労働の

成果) =生活資制+貨需という貨務の把hウはも.ヱやØE~消している。し

かし同時に示されていることは，貨幣定在の必然性と並んで，商品生直社

会においては① 高品における価値=直接的交換可自主性=1(1接的社会的労

働の対象{ι は，他商品に陵せられ，自らは使用価1:1，JI¥J接的交倹寸能

性，私的労働の産窃という焼定にとどま りつバドる内{価値一{町立形担;0

②商品は販売の必然性があるにもかかわ らずその£就は偶然でみり，そ

の販売の可否によって人の;運命は決まる。(物神性高 ・交換過程諭)この

2点である。 ζれらは，内容的に，すでに資本物iのー断面を示しているζ

とは自明であろう。

おわりに

以上. r禽品生産と資本'関」につき， rz..義J r国7古島J ..資本~J 1こ

素材を求め若干の考察を行なってきた。 以てその践をごく簡単にまとめて

おきたL、。

H 商品生産，分業につ与， r国富~J 方および『資本，!íØJ ，立とち;ニ，

商業社会あるいは資本制に同する ものとしている。 r閣官品』における分

業と貧富の差. 交換性向における私的所有の相互関係の内的分析，交~と

貨幣を見てt"交換が全面化 した一社会を対象としており.それは資本~~

以外にはない。また r資本論』における，先にまとめた.河品=交自慢の必

然性とその成就の偶然性等の規定は凡ぺて.資本制の制覇}Iこtって消えて

しまう規定ではなくて.資本制の制覇によ ってはじめて.ますます終決関

係において総定的になり拡大していく法則である。

同 ちがいは， r国l:U量』等にあっては必ずしも商品生Aと資本制の区

別カ滑なわれないが，同時にそのζ とを必じて，内容的には.分業が賢ぷ

関係における矛居を緩和する という形で，資本制下にある bのとしての分

業 ・交換 ・商品経済を捉えたのに対し， r資本論』では， r商品(物)J 



にかかわる分析そのものが，資本 ・賃労働関係を入れる以前に，事実上，

すでに資本制の全面制覇のτでのー経済法則 ・矛盾を示している ζとでゐ

る。

.66 

.、.
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第二章 商品生産と資本制一補遺

はじめに

商品生宅と資本初， このテーマよ， とりわtfr資本論』冒頭，商品 .1~ 

何事時につき，出有iこ資 k'!i-lJのー:額五であることをc示し，土って，商品鵠に

含まれているヲ法則が， 資本制に内在することを明らかにするるのであっ

た。本稿でLt..この同一テーマを保持しつつ，ふれ.~ ， 研究史上-成果を

残しているいわゆる「翁想=歴史j視の検討を以介として.fljJ!l.角度をか

えて見直したい勾その時、の検討課~lI;エ.時品泊=的資本制的施品という等

式成立の可Iiであるの bしこの等式が成立しうるとすれば.-1高J171taから伝

化 ・ 剰余価低論という rn).~革命J の展開序列よ. ~:主史を内在させている

志のと L、えよう。しか、しまた， 主υ 官立しえないことが明らかになれ.f，

商品論が資本制のー断面でゐることが立証されたことになる内

以下， では， 「鎗尽=聾史~ ... 免の若干の~思. およびその再検討

を試みた研究をふり返り， テーマ』こ接近する視 flJゃ探り叫す。 で

11. 直接『資本翁』に依拠し ， いわゆる「前賢...þ:~ill的商品J なる b のの内

容担握iこ芳ゆる。 この kうな検討を.iinじ，もし，的資1>:$-IJ的術品が，高ftl，
論における商品とはなりえないことがて[01jれれば広明の問的は道成され

たこととなる。

「論理=歴史4

ーでlま. 「治理=歴史...o.見および.それのt.ft伝に位置して.'d ~ti胤1iL
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を資本制下の商品と論定した研究をとりあげ，商品生産と資本制というテ

ー?に関する研究史の到達点を明らかにし，よって.r資本為』探;衰の指針

をさぐりだす。

品理=歴史とは，資本制の内的経済法制の有理的編成序列(商品 ・貨幣

→資本)が，同時に.資本制の芳生史的感列に照応することをし、ぅ。とす

れば，ここから導主占されてくる志のは. 'f資本論Ji萄品請は，資本創の

端初的内容を呈示するとと~ I乙，資本刊以前の，資本制成立の前提である

商品を対象とする ζとになる。商品論は，資本制における商品を対象と

し，また同時に資本別以前の商品をち対忽とする。これが儲理=歴史授に

よる商品論把握である。

本稿の仮説的前提は，口頭商品は「実在Jとして資本市IJ下のものでゐ

札前資本制にお.tる単純商品は，必要な限定をつYて.1じめて妥当な比

宜を主って位置づけうるというものでゐる。それとは区別される姶理=ま

史把握11.さまざまな為者によって明瞭に示唆されている。遊官官久誠氏は

冒頭商品目こついてよ，資本初的商品から錨象された4のでみり .資本制と

萄品という場合の萄品，主「鎗象J的次元のものであり. .尖在的Jに:1冒

頭商品:1i歴史よの単純商品Jにみてはまる，とする。 r弘見は関頭のtl'ij
品請によって展開されている諸関係は実在的には歴史上のぷ純商品tこ占応

し妥当しうるものと宅える色のである川J。より具体的には以下の指矯がゐ

る。 r男頭であっかわれる商品がそれ自身ブルジョア社会における商品か

らの始象物でありながらこのような歴史上の過去に実在した商品生産のも

とでの商品とゐるつながりを有しうるり。遊部氏と共通した街白書は向堰冶

郎氏によって bなされている。一一口頭商品は「単純J商品である。その

ような商品でゐるという一線において.資本制における色っと 6単純な要

素としての商品でゐるとと色に.資本制以前lこ実在した商品でbd>る.そ

(1) 必8s久必「商品おの情造J<rt木俊広.1973年) 3貰。傍，fAはヲ|用者。

(2) 向上.54員。
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して前者は資本制下における基礎範 鳴としての商品を明らかにするもの

故，後者，すなわち資本制以前の単純商品を資本制下にセットしたものと

して解明されている，と。 rIr資本論』のはじめにとりあげられた商品

はJ資本主義的生産のもっとも単純な要素と しての商品'でゐるが，それ

は歴史上現実に存した資本主議以前の単純なる商品でるゐるのでゐる。…

…。このようにして，資本主葺の論理的な出発点として.資本主祭そのも

のの中に存しなければならない高品の法則が，歴史上現実に存した単純商

品と同ーの条件を資本主造的商品の中におくことによって.明らかにされ

るのである。勺

論理=壁史という問題をたて研究史を見ていく l際，遊$.向授氏と相似

した理解を示しつつもやぬ角度を異にした提え方をしているのは宮本遺男

氏である。氏は. r資本論』におけるカテゴリーの序列，商品ー貨得一資

本;主，資本制の論理的展開の序列であると司時に，資本制の「磁立史J• 

「商品生重体制から資本制生産体制Jの展開に照応すると している。 ζ乙

で氏が，単なる「商品jでよなく「商品生遺体制J としているところは注

目される。資本制以前に，萄品 ・貨幣関係が一定の広がりを示していたこ

とは事実である。諭理=歴史説がその点に実体的綬~をおいて提起されて

いることはいうまでもなL、。商品生産体制という表現には， 商品生産が一

社会のーーその中での主要ならのかあるいは副次的ウクラフドかの相違は

問わなくても一一 「体制Jとして存在しており ，それが資本制に進展した

という理解が示されている。単なる「商品Jに比し「体制Jとはより明確

に論理=歴史の特徴をd交わしている。「乙うしたカテゴリーの序列(r資
本治』金三巻の篇別得成一一引用者)は.なぜ資本体制の磁立史といえる

のだろうか。……商品一貨熔ー資本という論理的序列は.たんにζれらの

カテゴリーの発生明序に対応しているだけでなしその背後に控える商品

(3) 向坂逸郎 n単純なる術品についてJ(r守山クス経済学のg.本/13阻j岩波書

J6. 1962年。295m 。傍点は弓l用者。
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生探休明からf聖公明生産体制、の1AfJI";こち W'，:・ている、円

以上の論者にあって共通していることは.はじめに触れたように.相対

応する三つの示でうって苛l，b去さEと資本;ijtJ:ど把二‘と・、うことである。一司

の糸は，官頭商品につき ，資1>::tiJのぬF1!的把悔の術聞に民し資本制下の商

品とすること，f也の糸t主.可否品一貨常一資本というヲ刊をして資本初の

史的発生史を内在，R:映レているもの.円頭商品は. I日資本制「の荷凡あ

る旬、i主資公明に修行 ・!!:It てtぺ商品主暗体制下の商品とすることで

ある。このような提え方の哩から.fQれ， さしあたりここで確認しうること

は，ニ~の1巴保iこよ lり官究 iニ，鳴門ー貨幣ー資本をして，充生史治. ~・

て商品沿をして削資本語IJ下に{立守するという珂解が伏{F.していることでめ

る。

以仁の治JIIl=崎史:説につ 5，ただろIここムっかかってくる織点it今筒ll(に

述べれば以下の 2'{であるの

第一。これはfその展開との直接的凋速はや勾億五事であるが，情Fl1=fll史

説における i1tt史JとL、うJfU，置の:窓日々内待でみる。そこでよ「椛史Jとい

う悶Ufllえとんどしっぱら，背資本相j的領域をさするのと d てJfh、られて

いる。一一『資本命Jiこ ~J~ 、ては.資本初jの内的関遣が錨象から具体へ，

単純ならのから 1空港なちの\と~，; 1: f司法 iこ主って呈示されている。他

方，実在する販を史は単純なものから~維ならのへと発展してきた。依に，

r資本諸J.主資~令qの内的情造を示すことを必じて . 00資本吋から賢~~

の発生史(廃史)を呈示している。この上うなIlll解であろう。

たしかに r賢べ令』・こ:j1.. 、て lz. {走。こる見るであろうよう ι，前資本~

的範鴫は.点在的に，あるいは第三巻商人資本，利子生み資本，地代にtJ

いては独立の尽を設けて考祭されている。しかしそれをもって直らに，

『資本，諭』が発也史を内在させているとはいえないであろう。

r資本必J.ζ~; げる「必..t:!J と.!. ， ~-~義的に11. 資本制!日史ではなく

(4) 宮本簸男 『資本局の冶PtI体系J(何本評泊?t0 1971!f) 114氏。



て，資本制自体の歴史性，主体たる資本制を歴史の流れの中に浮かばせる

との怠であろう。池上惇氏は， この点を「ヨコの関係」と 「タテの関係J

という慨念を用いてlT.d明;こ説明している。資本制の内部情造を分析，呈示

すること，内部の諸筏鴎の相互依存関係を呈示することは.一社会情成体

を前提=対象としているという意味でヨコの関係をさし示す ζ とである。

しかし.この資本制自体，時系列的に運動する歴史のーコマにすぎず，ヨ

コの関係の背後には，このようなタテの関係が存する。資本制，あるいは

一社会情成体は，歴史のーコマたる役割を担い. rヨコの関係J は 「タテ

の関係J の惟進者である。 r経済学は一方では，特定の社会情成体の内部

編成，社会をf湾成する要点の栂互依存関係をあきらかにする。これを‘ヨ

コの関係，というとすれば，この関係は，笑l工，運動 し，発展し，変動し

つつゐる歴史過程のーコマにすぎず，社会情成体から社会m成体への移行

における ‘タテの関係，を背後にもつ。その意味では，‘ ヨコの関係，は ‘タ

テの関係，のにない手なのであ，る。川」商品論につき. r抽象的Jには資本

制の基礎術開， F実在的」には前資本制的単純商品という規定は，商品論

を資本制のー術開と し，その歴史性として位誼づけるむとを因錐にするも

のであろう。

常二。前資本制下の商品;主，小商品生産という百方から b窺われるよう

に，商品の直接的宝章者がその生産手段を所有している ζ と，所f.i主体が

同時に労働一生宅主体であることを前提している。したがって，目頭商品

が前資本制的商品をち 1ミ映していることを古うためには.それが独立小部

品生産者によってつくられたちのという立証が必要となってくる。論理=

歴史説は，一見すれば，論理的商品であるとと色に歴史的(前資本制的)

商品とすること心より，言語珂のみ(=資本制的商品)あるいは歴史のみ

(5) 池上惚 rr資本為J研究入門 5j (基硲経済科学研究所 『経済科学通信J~

Wi. 1976年 1 月。 37頁)またこの点については『見回石介著作集第3~j

'7' (大月号事庖.1976年)156頁を'多照されたい。
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(=前資本初的商品)という対立を止損しているように見える。しかし，

両者の並存をいうことにより，事実上商品請をして小商品生産によるもの

という玲定を行っている点，再検却を要しよう。この点，次訟でやや詳し

くとりあげる予定である。

次に，同じ冒頭商品につき ，先の理解とは区別され，資本制下の商品で

あることを立証した研究をふりかえってみよう。その内容は附るって要約

的に触れれば，商品請が資本制のー断面を対笠としているのであれば.資

本関係. G-W{!血 p. 'W' -G"は商品関係次元においてすでに含ま

れているとし.その内的契僚を探り出すものである。

その点で注目されるのは，先の論理=歴史にかかわる研究の最後にあげ

た宮本氏でみる。氏の令理は明器lこ，発生史品をくみ込んで1湾成3れてい

たが，その流れの中にあって，論理内容;こ露点をおき目配りをした数少な

い論者の一人でゐる。氏.主ニ条の糸の一つ.資本?"iJのt.iI理，その端初とし

ての商品をいうにあたって，冒頭商品には「労働力商品Jb前提されてい

るとし ， それをもって ， 資本制に~jける商品であることの綬拠とする。

一一「労働市羽は商品市場の符殊部門と υ て，商品の分析のさいから，す

でに前提されていたのであるo"Jあるいはまた. r色とると費不主五的生

産関係を商品から出発して分析しているわれわれにとって，労働力商品は

商品一絞のなかに潜在的に前提されていたのでゐつた。

的に前提」という苫方ではaあbれ「商品Jには 「労働力商品Jカが:含まれると

した点示唆に3むものでゐるL。いうまでもなくし，労働刀商品一一資本関係

は，直佳生産者による生産一生活手段の所有をm除する 6のである。も

し，商品論が独立小商品生涯を対象としていない ζとが明示的に認められ

るならば.氏の立冶は充分に説得的なるのとなるでゐろう。そしてこの乙

とは同時に.商品=前資本制下の商品+資本制商品という等式のl問者は捨

(6) mJ出 r資本冶の総JlI!体系J126頁。停点は引用者。

(1) 宮本 『‘資本為、の再生~I~造J (新:;P~.ω日年) 122頁。傍点は引用者。
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象され，商品=資本制下の商品という一元的等式が成立する線roとなりう

るるのであろう。 ζの宮本氏の指嫡を一歩深めて，商品論における商品が

資本制商品であることの論証を・試みたのが頭川降氏である。氏は.第一

に，商品論においては資本関係が鎗象されているという事実につき .資本

制下において，流通渇包を見るか Yり，資本 ・賃労働関係という.生主に

おいては正面にあらわれていたその聾は消え去り，単なる商品，単なる貨

幣となる。したがって，商品論が資本関係を姶虫していることは.なんら

前資本初の高品iこも妥当する援拠とはな りえず，むレろ資本制の現実に存

在するるのの理論的表現にすぎないとする。商品論における商品，そこに

おける資本~係の捨象は， r理論的抽象」であり，その後拠は産業資本間

の「現実的錨象Jにおかれる，と。 f産業資本の範際的意味での高品生主

者への抽象化に対忘して，産業資本の相互関係は商品所育者の相互関係と

いう単純な姿に抽象化3れるのである。この理為的抽象は，単なる論理的

像作でよ全然なく，現実的油象化作用でゐり，産業資ぶといえども市場で

は単純に高品の売り手 ・買い手として登場するo"'J

第二。商品には労働力商品が含まれるか，という点tニついて。それも

「単なる高品」とばて琵持するにすき・ないと山吉本氏の指嫡を現実的鈎

雪えというカテゴリーを媒介として再確忍している。 rそと(単純商品流通

一一引用者)に労働刀商品の総流通A-G-Wが内包されているか…・・・。

産業資本対賃労働者の市場での閣係は.産業資本からすれば.買い手と

して貨僻資本を単なる貨幣として繍館させるだけであり.賀野働者からす

れば，単なる売り手として労働力商品を単なる商品として沼渡しうるにす

まず，この点では産業資本間の売買取引と完全に同じであるJ勺資本対

(8) :lJi川Þ1H単純商品流通の性~í.lJllt- 、貨肩書の資本への伝化、との関連

で一一J ( rー爆.r.a.J 第79~霊祭 3号 . 1978年 3月。 79.頁〉 ζの点.こついてI!

なお吉村途次『経済学方法論JI (t注目置社.H崩年)20頁をも~照されたい。

仰向上.80-81頁。
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資本，資本対賃労働. その流通場1望における関係は，単なる商品，lltなる

貨然の関係である・ことに注目し.それを 5って，'iHJi商品が資ぶ制下の商

品であることを示したものであろう。ここには. !百品=資本~J商品という

ことの明Il<<な倶拠づけによって，論珂=控史とは区別された媛近視角が主

示されている。

このような系列で一層縞織な.t.ii::iEを行ったのが絵石勝吉氏でゐる。氏

lま， iI事品，貨幣につ~ ，資本制生運徴到;.資ノ伝の~) .. ~本的 ・ 要J 的 ・ 般

的前提」凶であるとし， その綬拠を次の4点に求めている。等3・，資本Il>'J

生産，工，主謹;資材の暗入によって生育を引備する。思入と e之W-G，G 

-Wに他ならず， ここに高品，貨燃は資本制止・宝の前提となる。第二， W

→G→Kは諾化の順次的序列であり，ぽに， W， GはKの拘提である。 f71

三。 資本切l主 F段ら一般的 ・単純 'fこ:主苛品工芸でゐ ，荷。日による商品

の生産である。官四。資本範式， G-W-G'において.資本:1商品.貨

幣に 「立脚」し，逆に商品，貨併は資本の「ー要素j i-嫡象」であり，

資本と窃品，1~~は相互前提閣係におかれている。

これらは，商品 ・貨幣が生産と流通の両面にわたって資本;凶ゐるいは資

本自体の基礎である ことを示し，よって商品生産をして資;j;:制の下ι包tl{

されるものと結局づけている。 「単純商品生すとは……現在時点で実在の

ものであり， !1っして論理的フ ィクシ ョンで もなければ，資本主議以前の

歴史的実在物でもない。町一一商品 ・貨幣を主要な対象と し.それに対す

る接近をはかるに際し，それは固有に資本制における商品 ・貸借であり的

資本初的単純商品ではありえなし、。これが，持理=歴史説を後討するに際

しての仮説的前提であった。 研究史の若手のものに学んで予た今，ζの仮

C~ 絵石Mî~ r単純衡品生lI.と資本主王室町1!t:iE- g額商品の基本件絡ーーj

( r-b量治怠』第89巻第 l ~} . 15渇3!f三1Jl. 22山)

(lU 同上.23-26頁;;照。

O~ 向上.勿氏。
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説にかかわっては，次の土うな把媛が示された。宮本氏は，商品には「労

働力商品」色対象=前健になっているとし，資本制分街の織初として商品

を位置づけた。頭川氏l主，資本関係を蝶介するものは商品，貨幣の相対す

る関係であるという事実をもってその綬拠とした。松石氏は，資本吋は商

品生産でゐり，資本と商品 ・貨常は抱互l拘復唱係にある ζ とにその緩慢を

おいた。これらは，いずれ6先の仮説に対する直接的内容づけであるう。

しかしなお論理=歴史eこかかわって残ってくる占有点は.冒頭商品=前資本

制的商品という等式における.前資本初!的商品，あるいは資本~iJに先行す

る商品笠産体制の内容である。その内容が守:項商品の対象とはなりえない

ことが示されれば.ここに直接，笥接の;有面から，冒頭商品が資本制下の

ものでゐることが示されたこととなる。

前資本穆l的商品

『資本諭』商品為'1ーーたとえそれがi直接的には資本制下の商品である

としても一一確かに的資本制的主主!立小碕品生産(体制)を色反映する。 ζ

のような把短から浮上する民間点は，簡単に触れれば以下の 3点でJ:>る。

① 資本制以前にその上うなモデ・ルを設定することは，資本制以前に，自

立した，自からの生産手段をもら.生産と生活ーの手段をもっ生産者・を想定

し，ややもすれば，前資本制=理!怨社会というイメーツにつながりかねな

いこと。② 商品生産.こ対して， どちらかというと行定的イメ--./で捉え

ること。このような向り道をへて，③ 資本制下の商品，貨幣についても

無矛盾的に把握すること，である。

商品 ・ 貨幣関係につ~liil陥"では，市9与の慨罰的再現という限界内にお

いてではあるが，スミス『グラスゴウ大学刈務Jr間宮論』および『資本
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持Ji百品 ・貨幣篇をたどって与た。ここでは，その延良策上Iこ七ち，原典

における前資本制下における商品につ主関説したととろを概観したい。

前資本1iJから資本制へ，その移行の端初として投定された柿j賢:本制的商

品というモデ・レは，明示的ではないと しても事実上前資本制において，独

立(小窃品)生涯者，およびそれを土台とする自立した舗人を怨定するも

のである。この長で注目されるのは『な稿JA序説 I 生~. 消費， 分

明，交換(流通)1 生歪である。そこでは次のように古われている。一一

独立した個人という設定，それはスミス， リカー ドにおける「個別化され

た煎姉崎漁夫」捕に見出される。これふ，ロビンソン ・クルーソーのよう

な一つの文学的想定でもなしまた前資本刊下の門給自足生望者でもな

い。それ:'1.実句;こは，資本領jにおいてはじめて実在するものである。

「それはむしろ，16世紀以来傘備されてきて， 18t，t紀にその成熟への巨歩

を進わた ・官民社会 burgerlicheGesellschaft'を先取り したるのである。

この自由主主争の社会では，個々人は.以前のI[t史時代iこ彼を一定のかぎ

られた人崎県団の付慣物に していた自然の紐帯などから解放されて現わ

れるfJこのように，個別的生産者は，資本軍11がそこから発汁する出発点

でふなし資本官qがはじめて実在させ，初資 J..;:'liiJの解体を切促と してはじ

めて定立されうるものである。ところが f18尚紀の予言者たちには」とう

した個人は資本制をさかのぼる過去に実在した理想とされていた。 f過去

にはそれが実在したことがあるとする開想と して.眼に浮かんでいたので

ある。それは，歴史的結果としてではなし歴史の出発点と して.t慣らの

ωOkonomische Manuskripte 1857 58. Teil 1. MEGA. 2. Abteilung:. 

1)as Kapital' und Vorarbeiten. Band 1 . Dietz Ver1ag Berlio. 1976. 

S.210 r資本お1;!f.高m lJ大月d庖.25頁。

師 ebenda.S. 21.時上.25頁。

Q~ 他自活 「商品生産と資本別J(r下関市立大学治!IUln26 '!}m 2 ，}. 1鮮 軍9

月)~照。
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自に浮かんでいたのである。MJ

問題は，歴史上符定の段階であらわれる資拡制生産後式の内的法則の理

舗において，その背後に発生史を見，その主輸に単純高品生ff→資..$:制と

いうシェーマを設定しうるか否かにある。 r自立した個人Jは.資本切に

規準をおいた樋合，資本制がそこから発生する「出発点Jではなくて，資

本制がはじめて生みだすものであ。った。前資本制において高品 ・貨幣を見

る場合，それのみを切りとり抽恕してあたか tr一社会4 であるかの如〈

設定するのではなく，前資本初!という制勾下にあるものとして，前資本制

的社会得成体との栂関に意を回りつつ設定すべきであろう。伺も しそのよ

うな限界なくして設定された羽合.結果的にはこの r1.!碕』で対可愛とさ

れたものと了度重なりあうような理論内容となる。 r草 ~J が示してい

るのは下自立した個人→資本制Jではなくて「非自立的個人 ・共同体→自

立した個人 ・資本制」という逆のシェーマである。 rわれわれが涯史を遠

くさかのぼればさかのぼるほど，ますます個人は.それゆえまた生産する

個人は，自立していないものと して，一つのいっそう大きい全体iこ属する

ものとして現れる戸。前資本制における「倒人Jは.狭陸な血綜，地縁共

同体に所属してはじめて生存の保持がえられる傭人であり，また個々人が

共同体の一員としてそれに規制される ζとによってはじめて共同体は共同

体として存立しうるものである。放に「個人Jとはいえ「社会Jと相互に

前提しあい相互に浸透しあい.個人的色調は倍めて弱々しい個人である。

r1t!碕』を見るかき・り，たとえよ亀理と歴史の関係は念頭におかれていた

としても，それは商品径演と資本制ではなく土地所有と資本制である。か

っ，その際土地所有から資本といっても発生史的把録ではなく ，土地所有

QS ebenda. S. 21-22.向上.21m。
仰 ζの点については前出 『見a:ei介著作集J114員.および間的出頭川必文75-

76頁を参照。

佃 a.a. o. S. 22.前出.26目。
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日首品tttTと資本吋ー浦遺

一 +資本i主自明のちのとして前提じつつ，対隼をd)くまですでに自立した

資本制におき，土地所有を自然関係.資本を社会関係とし. I日資本制との

対比的考咲の帳"jの中iこ土地柄育を位』づけている。 r土地明白が支配し

ているすぺての形鰻では，自然関係がなお使"である。資本が支配してい

る諸月予想で!1. 社会的に，侍史的にっくりだδれた良みが優"であるoJ・
ここに「土地所(j(自然関係 ・共同体) ・洋自立的個人一→資本制(社会

明係) ・自立》えこ個人Jというシェーマが新たにえられたわ;tである。

それでは，社会情成体とF日間をらったらのとして商品をつかむといった

議合，その内容は何か。以下. r資本溢』市三巻尚~資本. (iJ子生A資

本，地代に1J:ふる，前費不明に句説した所を出初として見ていき七い。

第20官 官官人資本;こ閣する歴史的呪実一一当誤~:!t )苅資本制下にtj.t 

る商人資本を対空としている。しか νそれは.薦人資本かう賢本間へとい

う発生史的な 6のではなし、。先行する商業利潤に関する怠においては，資

本制につき ，産業資本 (G-W" P"W-G')による剰余仮也の生士と

書留の措法則をすでに室示したことを前提とし，改めて商業資本 (G-W

-G' )を笠時3A，剰余伍竹島告のり内にそれを位置づけ， 随Z毒事j現の資

本制lに~Jける内的般拠をといている。 20';1では，同一箱崎たる「商業資本

Jが前資本制的慣はではし、かなるrr置を獲得したかを「向ーの諸範鴎でd>

っても.社会のJ持段階が見なれば，それが占める地位6異なってくる}"こ

とを念頭におき，資本初下の誕造業資本の考察をした後に・位置し考察され

ている。ここで.-1>:摘のテーマとのかかわりで注目されるのは，前資本:'1

における商業資本の位置という主持題の綬聞にからみあう土うにして配置

されている. r術品jについての示唆である。純資本制の各段l析にtJいて

09 ebenda. S. 42.向上.60頁今

ωebenda. S. 42.向上.61頁。

C!1) ζの点については宮本~'n氏が本術的に解fVI している内仰向て~作を'3照3

れた1.'"
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は. 「生産」は未だ貴広が主導するものではなく資本とは煩試の領域であ

る。そこでは商人資本はただ，交換関係という一つの霞られた尋直にのみ

自らを位置づけている。そこで留意さるべきもま. 主I?EJを「ぬ.品笠距J

として一歩共体化し，交換にのみたずさわる尚人資広にとっては，碕品生

韮が一社会に3Jいてどれだ;tの悦的比 を占みるかは~î{II.Q心としている所

である。 「ただ一つ必要なことは.これらの慢が高品として存在するとい

そのさい，生喧が全範囲にわたって商品生涯であるうことだけであって.

ぉ、.それとら，自営A在住者たらの主主によって彼うの直接的欲望がλたさ

れ， ただそれを越える余剥が市場に役ぜ今ll.るだけであるかは

よいのである。-Jこの文Jが示していることは.自慢的に:i，

どうでら

I句人資本

，ことって，交換関係の対象七る「均Jがあるか苔かが問:.sであ，て. その

「物j を宝宝する生彊関係ゐるいは上主力水稲lt問題になりえない， とい

うことである。しかし， このような面接的内容をこえて.三の文宮が示唆

していること h丸商品宝宅につ 1一つのよ511)を.つまり一社会を宜的に"

たがってまた質的に規定するような位置を獲得しているか， あるいは.

要;こは「自営生産者J による自然経済か， というは別乞していることでゐ

る。先の活生史玲とのかかわりでこの文ざを見泊.サ.f， ""1主立の I~ 句Ll_'f:

産者」とはむしろ，lJ5，羽は「自営者Jであり.自立した1垣間としては成江

しえないということである。-もしこのような限界を度外観して， 「独立の

小商品生産者jを自 Zした賓隠として飽き裂するならば， I可ぴまた r!t'=筏』

における「結果Jとしての自立した個人を 「出発点」におくということに

なろう。商品生産は資本制のー断面であり，資広:1刻のー特慣は自然的向付

的色調のtム試である。資本制においてはじゅて「生怪物はただ商品として

生産されるだけで直接的主活維持手段とレては'1:，:官されないのでゐるo.J

四 Werke，8and 25. Das Kaplta1 Kritik der Politischen Okonom1e. 

Dritter Band. Dietz Verlag， Berlin. 196." S. 3370 r~!.I.!J 25!r-1. 406~・

広E ebenda. S. 338. I月上.406if~o fjjl.tl!. iJ llll/t~ 
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商品E主主と資本吋ー補遺

社会i渇係，生産関係をとりわけ重視する径済学において，自然的 ・自給的

な色測にそめ;，げられ.それに畏されている小商品生産をあたかも自立的

なものとしてとりだすことは再考の余地があろう。

第36Zl 資本主著以前一一ここでは，利子生λ資広が，前資本旬と資本

;tiJ.それぞれにおいて占める位置の倒見がとりあげられている。 r利子生

み資本の符徴的な形般としての海事j賢ぶは，小主庄の優勢に，すなわち自

営農民や小手工菜親んの優労に対応する。克底した資本主l議的生r夜印式の

るとでのよう.こ労働条件や労働主主物が賢.1>:として労働者;;こ剣士Jしている

場合に11，労働者は宝t主者として貨幣を借りる必要はなL、o"Ji拍資本初

においてよ j、ι童，生産手段の萌育者がまた Y接生主者であり.生密者I!.

生産条件と憾.fj<している。これは直接生産者が自給手段をらっていること

であり，白内経済の土台となるものでゐる。ここに，.t，高品主萱とI.t，直

接主屯者.こ上る生還手段の所有とはなじまず，資本初j下のものであること

が示されているといえよう。第一巻第一r.t商品第二部商品』こ変わさ

れる労働のニ1]i位 においては，高品主置につき払:のように2っている。

f社会の主!な;物が一般的に商品という形態をとっている社会では，すな

わら苛活生望者ーの社会で，!..~立生乎者の弘 ，JJ Pnvatgeschafte selb 

standiger Produzenten)として互いに独立に岱まれるいろいろな作用労

働のこのような質的な伺違が，一つの多肢的体制に，すなわち社会的分業

に，発展するのである。"Jここでの f独立生産者」とは，今までの，商人

質4i=， 利子とみ資本なの内容を~起し， かつそれを「社会の生産物がー般

的に商品形1~J をとるという文2と閲巡づけて見れば. 資本制下の「独立

生産者Jに{也ならず，直接生産者による生産手段のTrffの対憾に位置する

資谷川の他ないのである。依に「独立主産者J とは， 生産"f~止の所1i;fiた

る弘的資本とその下にtJいて生還を行なう1''1労働，その一体化したものと

明 Bd.25. S. 608. 25径一2，767-68内傍1..¥11・'1mr.。
叩 Bd.23. S. 57. 23~- 1 . 57氏。
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しての私的 ・ 個別資本であるP 商品輸と対余偲ÚI.Ï~I!. ~ーの資本制的商

品生産を対象とし.それを資本関係を捨笠した段階と，得入した段階とし

て区別されるにすぎなL、。

第47章第4節貨幣地代一一剰余労働が地代としてあらわれる.上地所

有者一直接生'色者と L 、う生産関係.こ ~jいて，労働地代， f巨匠.物地代tこ絞〈

志のとしての貨幣地代は.労働，生張物両地代がなお自然形!夜であるのに

比、./.民主代とレて貨令書をi直接ヨ=1~者が支払うという点で. W-Gを奴介と

せさ.るをえず，放に一面「商弘生産者・Jt.こる悦占を身にうけている。そ

こから示唆されるのは次の 2点である。(1) 貨時~.;:l!代を支払う生産省は，

iW-GJを遂行するかぎりでは，自然的速関でよなく. W-G. G-w 

の連鎖からなる社会関係，高官悶係に与をおL、ている。これがー面であ

る。しかし他面では，貨鱗形態にあるとはいえ，なおヱ地所有一直接生~

者という関係が綴定的であり，土地所有者による経済外的強制(思に対す

る綴恩。原罪の償い)と.直接生産者による生111手段の所有，放にまた自

らの生活手段の自給という一線I!二:J¥'、ては.商品生産の全面化に抵触する

立場にいる。一方における商品関係と他万における土地I河合の{立防脱的

秩序，この一見相反するこつの系の交問点に{立躍するのが貨幣地代を支払

う生草者である。「直接生産者は相変わらず臼分の生活字段の少なくと

も最大の部分を自分で生産しているとはし、ぇ，今では…・・・ー部分は……商

品として生産されなければならない。四Jここには.たとえぬ品を'1.;Tする

にしても ，それは副次的局面一一ーケしろ.illJ国的上地所イJ凶係の上台をな

す地代支弘，こ締結するかぎりでみり，その生産者はなお色綬〈自給的生活

という性絡をおびている。② それでは，一社会において占める比illはと

もかく ，一つの事実として存在する商品流通，それは発生史の「出克点J

ω 乙の点については.中川也氏が検討を加えてL、ゐ" r r資本沿J'.1到!!Iのit

約規定J (福島大学「商学治繍U 第51~:n 4 号 .H潟3~3}1) ;J照。

e百 a.a.o.S.叙)5.相IUl.102Jjス。
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商品位i1と資本市jー補選

としての高品流通といいうるであろうか。このような直銀生産右はたし

かに商品生産と流通の担い手にはなりうる。しかし，資本制に転化してい

く展望i土ここから eまでてこなL、。原典による以り，ひしろ資本はすでに前

提されているのである。資本の成士が前健された地合には.国内市織と農

工間分業という視点が入ってくるが，ここに資本11，農村における貨幣泊

代とW-Gの存在を，理主資本1:務が可能となった惚僚ととらえ.農村の

叫から晶体こ資本関係をちら込:J...ぞれ aこよってはじめて一一'Il ~li.では

なく結~として一一商品 ・ 1'i幣関係が住工間をとわず全面化する契僚が見

出守，この全l面化;こよって r資本鈴』冒頭商品演の対象=判促が与えλれ

るや 「その党民(資本制的農業土地経営ー引問者)は寝付の舛の賢本主蓑

的生宅の一般的発泌を条件としている・…・・ 0 ・…・・財界市助や何?やマーュ

ファクチュアの相対的に向い発展がすで，こ与えられている場合にH ・.，.賢疋

主益的経営住.t<:……を農村とQ~とに移すのであるfd

資本'tiJの!lIH包契憾については「広源的帯沼」 固において若手検おしたよ

う;こ，賢..f;:がtf.在じない状態 (ex. '百品経済)かう資本羽が発生する flの

で.エない。出発点はあくまで「賢広」でありそれが「資よ:tilJという-ti:

32を主的質的に宮屯する 3のとてEる必史憐が追旬、3れているのである。資

本制を{fIJH~ しH!進する主u;，工t~平パラ~ :1クスの主うに見えるにもかか

わらず唱はり「資本Jである。 r高j乏の突然の拡張A 新たなi貸界市崎の剣

道が占い右 n'þ式の没溶と資~ 主義的宝雪印式の~路とに優勢な彫響を攻

!-fしたとすれば，ミらとkikUょ，ihtl，HMl;hMぷ 、己負桔議

的主主印式のJ主砲のとで極主たのである0'"J 

Eわi'tS!m 分益J2制と段民的分担iJJ1l!所有においては，主た.1fI~に小商

品主部ではたいが. 独立して笠 I;g 手段を所行するJ~民が焔かれ丁度問

白書 ebenda. S. 剖 7.同t:.102411.， 

倒 IlU陥 4五百E的裕MJ( r下!潟市立λ:学有無J 旬25{f'得~ 2 弓 . 1981ff9 m今回.

tO Bd 25. Sお5.2sを 1. H5釘~ 1.方向おわ，m r.~
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稿』の「自立した個人Jを績わせる指矯がある。生産者による生産手段の

所有は個人の発展の老健である，と。生!歪者による「土地所刊は.この場

合には個人的銀立の発展のための嶋硲をなしている。町個人としての自

立と発展，それが資生主議 以前に.定立されている。これはたしかに「発

展d を保証するかもしれなt、。しかし判広鋼所ではただらに限定をつけ，

それは部強な.社会的迎関かう切ちはなされ七そのf'(，内でのむのとしてい

る。 r生産者そのものの雫限の伍立化J-r小さな土地所fIが前提ずるの

は . 人口の圧倒的な多数が桂村人口であって，社会的労働ではな~Bliセ的

労働が優勢だということでゐり，・・…・合理的な勝作の条件も排除、されてい

るということである。町こ乃文守を昆ると わ 自宅展Jとは，(立階層的紋

『予から解B23 れていること，その~!りで百I.Æ ζ!なることが分る。本史的に

は発展とは. 個人と全体との絹江依仔と~1l1界選過wこ :jt、てはじ》てみ

らわれるものであり，術品経済の全I沼化が，政外コれた bのとよいえ全{本

位の契織をはじのてっくりだするのでゐる。全体性ゐるいはi!!関から切り

，まなされた個人は身分制的狭月三から解Iぶされてマ、ると L、う受動的制略的意

味での f発展Jにすぎず，ぞれ自体が資本制に転化していくるので.二な

し、。

おわりに

資本制の特徴.原始共同体，奴持脅ifl.農奴1;;1と区別3れる特徴は，第一

に商品生i1ìf. 第二に資本 ・ 2労働関係でゐるのテーマにi(î t~にかかわるの

は，第一の商品生産でめるが， それは今までの倹討をふりかえるか ぎり，

そこから浮かびゐがってくるちのは.資本初は単なるtflir'，h!b!nではなく ，

制 ebenda.S. 815.お巻-2. lO34U。

ωebenda. S. 816.向上.1034氏。

倒 ebenda. S. 821.向上.1041D(。防点11'JlnJti。
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高品生産と資本智!ー縞iI

全面化した商品生韮ということである。生産均が凡ぺて主mの段踊から

「商品Jとして生Eをされること，自給的諸分を含まず導ー的に羽目をI宅産

する一社会である。自給的部分を含むということは.直接生年1tが， たと

え位階団的扶.~においてではあれ生直諸条件を所有していることであり ，

宝産諸条件の所有が， 生産者をして，白からの生m物をW-Gの~~介を経

ずに白からの生活手段とする一俊拠となる。故に.理事ー化された商品生産

を対~とする;;). 1:. そこ，こ，Z笠竜手段と直接生産者の分~.日接生産者に

43!ふる自給的混分の ~J 惇が当然前促とされている。

人宇一的性絡既定をうけた「尚品J:i.資本制的生霊段式IこtJ¥'、て， 「資

本一白労働J関係とま立ぷ，資本別という 1，，1一対象から拍設される 二史僚の

一つでゐり， 「資本J'ことっての土台たる f商品J• 「商品4 の-'こ立つ

「資本Jという「商品j-f資4むという鎗JII!的序列;こねかれた一見慣で

ゐる。このy.1;こかかわる一文. A51 t '}配聞係と主主吻係・こおかれセー

ょをあげよう。 r殉

ゐるとし、うことi主， たしかにこのt生主f喧陪1式宅(賢J広ド同1品引制，11一引j川η者) を{他邑の生堕

隊式から[{'JIIする。このこと.よ， まずf江ーに，労働者自身がただ商品のdb

り手ζ してのλ，υ たがってd13な賃労働者と しての人間わが，

て労働が一般.こ賃労働と υ て現れるということを含んでいるf4

fニヵ:っ

以上，冒頭尚品=前資本制的商品と L、う等A:の司否について若干の検d

を試みてきた。その跡を愚後に簡単にまとめておさたい。

① 単純商品一→ 資本制という図式は.やや 6すれば歴史を.自立した

個人一→ 疋配 ・畿支配の関係 とイメ-:./することにつながりかねない i

のであった。対して古典が示唆するのは.土地所有(自烈関係 ・共同体)

• Jド自立的個人ー→ 資本:t11(社会関係) -自立的個人というシェーマであ

る。

1;品 ebenda. S. 886.向上.1124頁。傍点は引用打。乙の示E創立・尚Sるには労働

JJ尚品も合まれるとするう伝の・8本氏の~I.:Eに照応する。
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司、z
・e

② 前資本初lにおける小窃品主張とは.それを『資本冷』で保し求める

限り，商品生産を否定する自然経済的色調を色嘆くもったるのであった.

他方. r資本論』冒頭商品論の対象11.'1:/ぞ物が，臼給的性何百と.W-G 

eこ俊介される性格との混然・体となった6のではなし専一化された高品

生産である。ここに口頭商品，i百字制下の商品であることのー恨拠が与え

られている。

.‘ 
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第三章 f自己労働にもとづく所有Jと資本制

はじめに

I資本論』第一巻第221注ml節に含まれる.商品生産の所有法則の資

本主義的取得法則への£転(領ff法則の転回)は，続いて触れるように，研究

史においてrtillな成果を浸している一分野である。その際， くり返し引証

されるのがl事典中の以 Fの箇所である。当該箇所は転回論という場合，その

仲細みを簡潔に示す所であり，後にちおりにふれたら返る ζ とが予想され

るが，さしあたりその概略を示しておきたL、。 fi}:初は，所匂継は自分の労

働にちとづくものと してわれわれの前に湾われた。……所有は，今では，

資本家の側では他人の不払)jf勤またはその生怪物を取得すっる術科と u て現

われ.労働者の側では彼自身の生産物を取得することの不可飽と して現わ

れる。所有と労働との分緩は.外観上両者の同一性から出発した一法買IJの

必然的な帰結になるのである。このように，資本主音量的取得織式は商品生

産の本来の諸法則にはまっこうからそ(.，?くように見えるとはいえ，それは

けっしてこの諸法則の臼古から生まれるのではなし反対にζの諸法則の

必用から生まれるのである。J川 ζ こで指鏑されているのは以下の 2点で

ある。第一。商品生霊(自己労働にもとづく所有)は 資本関係(他人労

働にらとづく所有=資本と，他人のための労働=白労働)に転化する。第

二。 ただし，資本制的取得は，衡品生産の法則を廃察した後にではなく .

(1) ~. E Werke.剖 .23. Dietz Verlag Berlin.ゆ62.s. 6伺 ー10.。
「全集J23-2. 7f1.ト61;1。傍点川IflHi。
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逆にその法則の「適用(Anwendung)Jかう生まれ，放に両」き11相互不可

分の色のである。

この転回冷につき，とりわ.1第一のttl簡に焦点をあわせ，研究えは.N

理=歴史Jおよび「論思Jという互いに区別されるこつの鵡流と lてそ

の成果を残している。 r論理=歴史J説の抱腹11以下。ーベD資材バ，

単純商品主産社会→資本初!という移行において忌の成立の一典型が与えら

れる。商品 ・貨均等ぬは，その移行における.資本初lの前殴的内容を与さ d

示すものであり，転化命を出介として，資本初1]11自らの足で立つに至るe

伎に. r資本有』における，商品 ・貨幣→転化→佼ぶという序列it，mこ

かに資1':~iIJの発生史の海理をも内包している。~商品 ・ 貨幣一(転iJ移

行)→資本と L、う発生史的展開は『資本岱』においてくり返しあらわれて

いる。 mt'l~命中，領有法則の転倒は. F商品生百:の所HW則の資本主望的

if11~法則への変転Jとし、う去題が示すとおり，商品から資本への移行の1同

議段階における再現であり，本想的占E泊;翁 は文字通り発生史論である.

①枚に，凶行法則の伝同U:.，e;出品段暗での発生史論のー検証であるg

tすして. 「冶FIL~I主，同じ対忽， Aさ材につき全く挺なった促え万をじて

いる。一-J'lín~ .貨情→転化→剥余価値→薄日→本源的痔慣という序列i!

終始f司ーの対京たる資本制の霊f面的法則分析であり，資本制の一般的土立

たる商品 ・貨幣経済，そのとで運動する資本(剰余価値， fj様)，資本

が，資本 ・上地所有 ・賃労働の相互規定関係の内に成立するノド滅的蓄日ζ

いう内'俗をもっている。岐に，利品笠宮=の所有f1:，則とは当然，資本制の時

内のものであり，そうである以上，所有法則とは資本(LiJの去'Mにのみゐる

「仮象jにすき・なL、。これが「玲flP.J的把出である。 ζのような.悶ー訂

後に!渇して研究史が宝みだした二つの把爆につ¥，中川弘氏は次のよ うtこ

まとめている。 r(悶悶はー_.JI用~) 消尽=1経史、品が，領有法.J~

伝叫過尽を，本t衷的磨間の必毘(市民的生産隊式の資本吹的生産様式 F

I歴史的tr.n 己伝i司の過~)でもゐると l て，局者の':1]に日傾的なや照心

燭係を人て，それを強J.¥Iするのにiiし， 令、.fIH~ 誕のrîあいは， 令Jll!節目
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過程、としての領有法制の転回過程に、照応、すべきも歴史過f!1"はそも

そも実在しない志のとされていたζとにかかわる。fl

今， ζの研究史よの一成果たる「論Jlll= 1佳史」と官頭の引証とを「商

品」に焦点をあわせて重ねてムょう。「治理=日正史j説;主，商品 ・貨幣ー→

資本と いう『資本論』の序列を発生史論と し，冒頭.商品論は資本への転

化の立前;こ位置し，よって資本初以前の対象を色合L'とした。他方，原典

では，商品生産の所有法則とは，所有備はその所信者の労働によって仮処

づけられ，労働が所ffを生みだすという「自己労働にもとづく所有Jとさ

れていた。とすれ，i. r論.fI1!=歴史」においては，商品生産の所百法則と

いうt色合の商品笠置とは，冒頭商品 ・貨常持の意であり，かつ商品治にお

いては，窃品生産者=労働にもとづく所有者=単純小海品生産者・から成る

一社会が対象とされていたことになる。 r理論=歴史」説によれば，商品

宝産のma等法則とは口頭商品の枠内に納められることとなるのである。

本怖の課題は，このような研究史を一面念頭におきつつ.tU接的には，

再度転回請を見直山それを f自己労働にもとづく所有J と資本制という

角度から検討することである。この点やや数延すれぷ，偉tt~'回は以下の

2点である。第一。 『資本u為』商品 ・貨幣請の対軍=自己労働に色 とづく商

品所有者からなる一社会.とし、う規定にかかわるが，商品生症の所有法則

の底味内容でゐる。その所;釘備は.法的にではなく経済的次元で見る湯合，

IUなる 「所有」という J挺にとどまらず，商品 ・ 貨幣関係における~法則，

(2) 中川弘「領下n制IJの紅白一一諭争のー断面についての験J1 ' ‘bt~-J cr鴻

~資本論の研究'TI 2~J~t木持活 1980 年 ， 275-76Wな幻 「お狸

-~史J 設を検討する際には， r要綱Jゅのo¥の文言は示唆的である。 rアダ

ム・ス スが真に1St世紀的な儀式で，先史時代に治定し.歴史に先行暗しめた

ものは.むしろ歴史の所61なのである。 J(Gr. S. 74， r要綱 1J 77(()。ζ 乙

には.資本相lに先行 νたとされる尚品~YlI社会.それは資本事1)の所I~~であ司た

というパラド J クスがぷされている。
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諸規定によって経務的内:起を6ったるのとして怨礎づけられるペーであろ

う。例え1::近代的土地所信婦といった場合.たしかにそれのみで 6法的所

有備は成立しうるが，経済的には.地代およびそのfT出メカニズムが明ら

かになってのみ，所信備は内容をもった 6のとなるのである。ここからは，

趨品生産の所有法則の経済的内突をなす径U等法則. illi品経済の法則を見直

すことが一課題となる。 しかし.単iこ棋然と見ulすことではない。 「労・

ー萌脊4 とし、う基準をすえ， 一万に労働，他刀に河13ヤおき，商品経済に

おける両者の関係を見ることに視野を-.A定したいe そこにねいて. ~fす

また咋守'(jが，所有匂曳を生ムだしる人がその成果を直接ι所有するか，

た労働遂行主体といえるか否か検討しなけれ，まならなt、。 そu て. H: 

のような明行法則が趨品経済の均内で‘.t~ tυないな -d.改カて r自己
労働にもとづく所有」とは，資本宅IJのどの主うな断面にくみこまれる獲層

なのか， その検討が必要とな ってくる。この点とかかわって次の!'llfllが生

まれてくる。第二。商品生霊の所有法則と賢..f，:主議的取得法則， ζの両者は

たしかι，前者から後者へと転化してL、〈鳴係とされていた。しかし冒5

の引証中の第二のもの，前者の「適用Jによって後者は成工したという指

摘に注目するとき，両者は，同ーの資本制の作内iこ品会し.一定の担IiJ

係におかれているこ衡問ではないかという仮説を定立しうる。その仮毘の

内容づけ.彼処づけが筑 2の課題となる。

「労働にもとづく所有j という図式を一方におもつつ，資本例を更.

その上で転回論中のζ の文Jの.fi味内容をさぐりだすζ と，それが本~n

~.mである。商品といし、資本といい，すでに歩んだ道でゐり，それを再:f

辿るということになる。 しかし「労働一所有Jという特有の角度から見E

せば同じJiHまた違った側面を見せてくれるから知れない。内存iこいう・

以下. では， 「労働=所信」と L、ぅη式もど思議しつつ商品・貨柑

係が， では，資本 ・賃労働関係が見られる。



「労働=所有jと商品・貨幣関係

窃品生産量自己労働に 6とづく所有 とL、ぅ II定をみるとき.商品生61

社会とは，自らの労働の成果が，すべて.ストレ-"に自らの所有物とな

る社会.労働を行なうζ とが所有に直結する唯一の条件であり .r労働Jを

行えば必らずその生産物は労働退行主体の手に舟偏する社会，その上うな

怠味で不確実性，偶然なるものとは録保な社会と d メージされ，そのような

生霊考のみからなる一社会，すなわち理惣社会というイメージが浮かびゐ

がってくる。果たυて.商品 ・貨幣関係においてそのようなイメージが成

tする余地があるのか，以下原典を辿っていきたい。

r ~ Iレ評注jから見ょう。これ."1いうまでもなく ，いわゆる「初期マ ψ

クス」といわれる時期に揖する志のである。それ故か商品 ・貨幣と資本と

が区別主れていない所がゐる。しかし，この点を今度外視すれば，そζで

は，労働一所有一商品 ・貨幣について一定の内容づけが行なわれている。

貨鱗について見ょう。内容は以下一一弼品宅済においては.弘的所仔が

その答敏をなすが， そこでは，貨併という一つの「鈎Jの行策によっての

λ，私的所有者司士の後触の可存が決定され，貨幣(物)の所仔が人と人

との接触が成立する条件となる。すなわち.私的所有者同士が一定の相li

凋係，こ入るというととは，私的所有を前健とする以上.貨熔 (物)を媒介と

せぎるをえず，綾に，人と人とは， 経済的次元以外の領域ではたとえ接触は

行なわれていても .経済的次元では在に疎遠な関係にとどまりつづける。

伎に，商品経済における人と人との関係は「疎外」された関係であり.v.

的所有=貨燃に規定されたもの，r外在化された弘的所有jの関係である。

「この仲介者(=貨鰐一一引用者)は，私的所有の本質が自分自身女痩失し

て疎外された密であり， 自己自身に外的となった.外在化された弘的所有

(entauJerte Privateigentum)である。 J川

(3) Werke. Erganzungsband， erSler teil， s.“6. r金銭J40. 364向。
'90 
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弘的現有;立.その単純なさ:寝返りに受:tとめれば.向らの労働と自らの

生華街は当然その当人の所有対象となることであろう。しかし，商品経演

における私的所有は， との貨慨を煤介とする相互関係という 3方からも分

る主うに.労働即所有という自足的なものではなく，他の私的所有と

の相互凋係においてのみ成立する。 i私的所有.1いまや，自己自身との

直接的な統一においてではなく，他者，こたいする関係として仔在するだlみ

である。 J・1 この P自分自身との百接的崎一Jと「他者にたいする関係

が対比され. i他者eこそこいする喝係4 という高田が浮上主せられているこ

とに注包すると主. _，lミゼ全く消初の段階ではあるが，すでに「自己労働ー

所有Jというシェーマが少なくとも喝品経済においては直接には成立し章

いことを暗示している。

この他者に対する関係とは「交換」の母である。私的所有者は 「交悦

に入ると，自らの労働生産物は自らにと司て直接的所{j・稽費対象の意を

失うのであるから，後の労働は，他の人の手にある商品ゐるいは貨務をii

i号するたのの，手段としての労働となるの労働は，本滅的には.自然を段

摘におき，自らの;;前のrit極通りに自然を改必し，自然をよ材として S

遺Jv・それによってまた自らの「人間自然」を改造するものである。

「生計の源泉Jであり「実l 存の確.iJEJであるJlそのようなものとしての

労働は.海品経済においては正面には現われ難いものとなる。手段としての

労働は.先の私的所有一貨幣という系列とつきあわぜるならば，乙こにl1j

働は，貨傍目的のための「営利労働」となる。 i~ Jレgi干注Jでは，この』砂

利労働の内容は 3 点に整却されている。第一。労働が直後には生d十のII~.

実存の俗証ではなく ，労働以外に目的がd>り，それが交換ー営利だとすれば，

労働自体は，笠置者にと勺てなにかよそよそしいものとなる。また.他者

の仔在を前提とする交換をf通じての営利でゐ札他者の立向は私的所有下

(4) e benda. s. 4:日.向上.372氏。

(5) ebenda. s. 454.向上.373U. ~照。
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では把握不可能なのであるから，労働遂行は「偶然的Jな 4のとなる.

F労働主体からの労働の錬外と偶的役」である。第二。労働がそのような

志のである以ょ.労働その Sのと准ぷ生Jf条件，労働対象も同じf認定性を

うけとる。第三。交換は他者の存在を前促しているのであるから，他者と

自己の聞には相互依存関係が存在しているように見える。しかし，もとる

と他者なのであるから，他者の方も自らの「諸欲望」をど揃足させるために

の人交喚に入り，また自らもその交伎を，他者ではなくて白台のための手

段としている。設に交換とは，相互関係の成立を通じて，互が自らの手段

とνて相手を位置づけるという「関係 ーであるJ 以上， !'"" ~ ，:'-lf.注」に

お L ・てよ，理事品経済iこお Y る弘的寺町t~-・ t. その所有者の舛に立つ貨幣と し

て存在し，また，貨幣を燦介とする交w!においては， 人と人との相互関係

を隙:介とナる自らの利害が目的となり.生雇者は「社会Jの中に身をおき

つつそれを手段としてのみ捉えるとされ. r疎外Jと「偶然性」が場:11さ

れた。労働主体が所有主体という単純な関係がここに成立しえないことは

明らかであろう。

それで;主寸じ「労働一商品一貨常jの内符Ii.他の原典せはどのように捉

えられていたであろうか。 r要綱』からひろいあげてい主たL、。

「労働-i1草稿 ・貨幣ーについて. r要綱J r資本論』段階でu:r僚かかわ

るのは. ~うまでもなく ， 価値一価値形阪とし、う笥鴎であろう。 4 点にわ

たり!際尽をしたい。第一。商品価値，その涯を』認定するのは労働時間であ

る。しかし単なる労働時間ではなし現在時点でその商品を生産するに社

会的lこ必要な労働時間である。 r生1宝で化体された労働時間ではなくて，

現在必要な労働時間が価値の規定者でゐる。 Pζれは，向の変哲志ない

(6) ebenda， s. 454，伺上， 373U， ~照。

(7) Gr， 5.54， r要綱 I J 56点。なお『要綱Jダリモン1J.官AAより，本摘で以

下素材とする直前までについては.;'出揃 「商品生m関係と術協形態J(r f関
市立大学2曲集J 第24~委第 1 ~}， 1980fド7月)参照。
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濁知の事実のように見える。 しかし. 「労働に もとづく所有一秘品」とい

う図式との関連で見ると，必ずし色 そうではない。上の価値総定とつきあ

わせるとこの図式ば直接には成立しないことが分る.蛍働が行なわれない

と価値は対象{じされない。それはたしかに助事の一半の事実である。しか

し逆;こ労働は直接l濁叫に結実するかというとそうではなL、。労働は，r社
会的必要労働Jという刻臼をうけてのみ，したがって，自らの労働そのも

のではな くてそれが社会的俊徳メカニズムを通過した段階ではじめて価値

の怨泉となる。綾に，価IIil続定:を捨象したまま，労働ー耳石品一所Hという系

何をコくこと は不可唱である。放にまた「商品生産の所信法則」 はちがっ

七海面において担える ζとを要請している。第二。商品と商品との交換比

事l主.労働時間.ただし上で述べた意味での労働時間で.等しい JJ鈎P:ゴ

に宝毒されたもの向上として決定される。 ，..その商品と交換される割合I!，

その商品に実現されている労働時間の分量にイコールでみる。」川交換が

入ってくることにより「労働一所有Jは相対化される。 rミJレ3平註Jでの

他者との姐係と問ーの性絡の色のでゐろう。第三。この関係を価値表現と

いう角度からとらえなおしてみよう。商品はそれを自足的iこ.R.る場合にf!.

1単なる自然物である。放に，商品に内在する価j，llは商品の外;こ，商品と並

ぶ別の存在形!留をとらなければな らない。 r商品の価値bまた，商品と質

的に区別されうる存在を6たなければならない。J:>I高品を生産はしたが，

その生産の目的たる価値は，全く姿を現わしていず. r外にJ存在する。

これは，商品ー貨常事関係の必然性をと く志のであるが同時に， r労働ー磁

品一所有J という基~にかかわっては.価値は.たしかに私的所有者の生

産した商品に内在しているが，直接には価総ではな く，他の私的所有イEの

手に商品 ・1't常として価値は存在し，般に，労働一所有11， r (. Jレ汗注j

に::H1る外在化された私的所有の延長線上で.さらに不確実性をおびてく

(8) ebenda， 9.59 向上.6~!氏。

(9) ebenda， s. 60， 向上.63氏。



る。第四。商品は，それのみを見れば「価値」ではなし、。般に，交換関係に

規定8れた労働生産物，それは商品であるにるかかわらず，交換の必然的

保証はないと L、う奇妙な性絡をうけと る。「商品は.その自然的佐賀におい

ては，いつでも交換できるわけのものではなく ，またいかなる他の商品と

色交換できるわけでもない。Y 商品の貨幣への転化は. i外的な諸条件に

依存しており，したがって偶然的な志のである。」帥こ ζでは，先の「偶

然性Jが経済法則的に稜拠づけられてゐらわれている。

それでは，労働が所有に直接に結びっくための条件が商品経済の下で

あるか否か，労働一所有が商品経済の下で成立するか否かをさぐってみよ

う。封働主体が直接;こ所有主体でゐるためには.なによりもまず，自らの

生産物の外に貨幣があるとし、う状態は否定され，偶然性が除去されねばな

らなし、。つまり，労働が最初から f一般的労働」でなければなもない。と

ころで他の商品の直接的所有に結びつくのは貨幣であるから ，凡べての商

品生産者の労働が，貨幣を生み出す労働であれば，その労働は直接的所有に

結実す-るζととなる。しかし，また，凡べての労働が貨幣佐賀をもつため

には「生産の共同的性格Fを前提しなければならない。乙れは.alj品 ・

貨幣を・必然化した当の関係.すなわち，生産は互に他者であるという私的

所有の土台の上に成り立っているζと，に志かかわらず，交換を通じて他

人のための生産を行っているという商品生産関係の性絡 を否定するもの

でゐる。商品 ・貨脅与を前提とする以上，労働に貨幣性格を与えるのは不可

能であり，伎に，直接には所有には結びつかなし、。

商品経済の Fにおいては，労働は，交後目的に，そのな味で社会における

必要な;生産物の生産に熔J同することを事前に予定し，そのために行なわれ

る。にも かかわらず.笑際tこ，社会にとって必要な生産物であったか否か
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同 ebenda. s. 60 1司上，63頁。 傍点は号i用者。

ω e benda. s. 66， 向上.69t{。

O~ ebenda. s. 88， 向上.91~o 
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「自己労働にもとづく所有j と資本初

は，奇妙なことに，交換関係が成立し，実際に社会的に必要な対象であっ

たことが実証されて初めてわかるのである。交倹目的の生直でありながら

その交換が行なわれるか苔かは事前には未知の領械に属する。 ζの関係を

直般に示す文言をあ‘Tょう。 rt.とから .個人の労働を(つまり後の生産tIJ

をも)直接貨常たらしめ.実現された交換価値たらしめようと欲するζt

11. ζれを富後に一般的労働と して続定すること，すなわら珍働省r貨常お

よひ・交換価f立たら しのるべき諸冬F，労働が弘的交換に依存する苛忽件を

まさ しく否定することを意時νている。戸

以上.1五!IO.ー{百円形般を「労働ー現有 という角度から見直した.

そこでは，湾品は 「交換J目的の哲働生 す吻であるということが考察

の一契噌となっている。交i灸とl主， 個々の商品所{j者が偲対する関係であ

る。それを一つの社会のとで見れば「流通Jである。対設(1自ずと 「商品

流通Jiこ移必ずる。ここで，価値 ・価値形態を所有という角度かる見た際

のー帰結， すなわち，商品'主事における所有は，交倹による所有でdちるこ

とが， 「沼控と売却」による領有と νて明示的にみらわれてぜ、る。「怨lf

と売却を通じての，玄たそれを媒ろと しての領有が綬4副知提である。円乙

の「譲渡と克却Jすなわち流通において商品生産者を総定する客観的諸契

機を以下見るのであるが. r~Jレ評注j で触れたことが形をかえて再現し

ている ζ とが分る。

生産物は， たしかに生産された段階ですでに「物Jとしては眼前に存

自己消費の対象でないが般に， r他

人Jの手に既成する限りにおいて自らにとっての真の宝t重物となる。自己

しかし商品経演においては.在する。

との直接的統一におかれた術品ではない。 「他人Jにとってb.また

その宝稽物は「売怨Jされるかぎりでのみ「他人J自身の生産拘となる.

他人においても自身の労働生産物は直接的統一の下にはないのここま

Q~ ebenda. s. 89. I~上 . 92n。傍fえは引用者。

O~ ebenda. s. 111. 問Jニ.116氏。傍点は'JIJ刊行。
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での所，互が互のための生産を行っているのであるから，無矛盾的な両者

の関係といし、うるかもしれない。しかし，いままでの言方にすでに含まれ

ていたのであるが， r他人のための生産」は単なる「手段Jにすぎず.そ

れを通じての自らの生産物の，;Aの f生産物Jとしての定在である。基本

は私的所有者たる「自己」である。労働を所有に結実させるためにはζの

ような関係を通過しなければならない。 ζのような個人から成る商品

社会において，栂互依存と相互反復， ζの一見すれば互に相容れない契織

がともに存在しており， ζ こに社会的関連は，凡べての高品生産者の相

互関係によって生λだされたにもかかわらず，相互反鐙の契徴が内包され，

個々の生産者にとっては， r社会」はやはり，自らに外的な，よそよそし

いもの，かつそれによる自らに対する強制要因と位置づけられる。 r偶人

自身の僧互的衝突が，彼らのうえにたつ無縁な社会的力を彼らにたいし生

還する。…。(それはー引用者)出発点が自由な社会的個人でない，とい

うことの必然的帰結である。戸商品生産者は，互の連関をつくりだそう

としつつ，その出発点と終結点が同じく，私的所有であるが放に，凡べて

の商品生産者にとって一一互の相互関係そのものであるにもかかわらず

一一統御不可能なものとなる。 ζれが，交後目的の生産であるにもかかわ

らず，交換されるか否かは交換をまって実証きれる.その綬拠となる。乙

れは「偶然性」の再現である。その若手の引証をあげれば以下。 r商品

は偶然的存在 (zufalligeExistenzen)にすぎない。 J商品が販売される

か苔かは「その特殊性のゆえに偶然jをまぬがれない。放に，商品ー貨幣

における貨幣についてる問機に。「貨幣の個人にたいする関係は，純粋に偶

然的なものとして現れる。Jr個々の個人は今日でもまだ偶然に貨幣を手に

入れることがある。JOO

ζの「偶然性jに規定会れているが放に，逆に，倒々の衡品生産者

Q9 ebenda. s. 111. 向上.116-117頁。

自由 以上.s. 131-35. 138-142資を参照されたし、。
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「自己労働にもとづく所有」と資本制

において.生産の目的は「一般的活働Jr貨 幣Jにおかれる。とすが

ぱ，商品 ・貨幣関係における労働は，その内にすでに，賃常にまE化すべ3

労働=賃労働を含まさ.るをえなくなる。「労働は直接に交換価値を，すなわ

ち貨幣を生産しなければならなL、。だから蛍働は宜野働でな‘すればならな

い。F 資本 ・賃労働関係については，未だ対象と して導入する段渚には

いたっていない。しかし，商品 ・貨幣関係，そのな味で資本関係を捻虫し

た次元で.労働が結局は，交換→貨常という道節を辿らざるをえず.r賃労
働Jが潜在してい七のである。転回、では.高品ー(転{ヒ)→資去とし，箆

品・貨幣刻係の内には，資本関係を含まないように見えていた。それに対

する一歩ふみ込んだ規定として，また，商品経済においては自己労働にb

とづく所:!j1M足立しえないことのー傍証として注目される。

以上の，商品経済一所有のー内容をすでに忌示し，それをすでに悦野iこ立

めた段若で.r要綴Jr資本と Jての貸鰐に潤する」なの4前eこ，泊1i法・

の伝固についての記述が見られとbテーマに直接かかわる所依見ておきたい.

「ここでは所有もまたますます，労働による労働の生産物の領有として ・・

…他人のJj助の所有は自己の労働というつ華僑物によゥてα介されている.

所有の ζ の形態は一一自由および平等とまったく同般に一一ζ の!~純な関

係のうらに(indiesem einfachen verhaltnis)鎗定されている。交俊信飽が

さらに発渡すれば， ζのζJこは転化され，そして結局，自己の労働の生産自

の私的所有は ，労働と所有との分般に同じである ζ と (da~ PrivatelgenlUm 

an dem Produkt der eignen Arbeit identisch ist mit der Trennung von 

Arbeit und Eigentum) J嶋がわかる。「自己鈎働に6とづく所有」と資

本制という，テーマとのかかわりで. ζの文3を見る時，そζから..き皮

される示唆は以下である。①自己労働にらとづく所有という規定ti.今

までの商品 ・貨然分析と閉じ脈絡の延長線上に嬰を現わしており，当然タ

01) ebenda. s. 135. 同」ニ.142氏。

08 ebenda. s. 148. 向上.156氏。
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ζ と:ながら密接な内的連関をもって呈示きれている。今までの考察を見る

限り，それは商品生産の基軸的規定とはなりえなし、。②「労働にもとづく

所有Jr自由Jr平等」は，同一次元の範膚でありかつ， ζの三つの範鴫は

ともに「単純な関係」においてのみ成立する。③ f労働にもとづく所有J

と「労働，所有の分駿Jは同一である(identischist)。 乙れは，資本市j下

で，互に互を否定する再契綴，労働主体が所有主体であれば，両者の分艇

は~tぜず，両者の分般があれば労働にもとづく所有は成立しえないという

不可両立のニ契機が共に成立するとの意であり，本稿のはじめに触れた所

て・ある。さらにふみζんだ考察を要請する志のであろう。

@および③ともやや立ち入った検討は こで行なわれる予定である。と

ζて?はその橋わたしといった意味でただ一つ簡単なコメントを付加してお

きたい。 r自己労働にもとづく所有Jと間一次元のものとされていた「平

等Jについて。商品経済において，その内には「平等」とよばれてもよい

ー断面が存在する。すなわち.商品生産者には「単純な交換者」というー

契機が与えられており. r単純な交換者」つまり交換価値という一線にお

いて凡べての商品生産者は「平等」となる。たしかに，互に互の存在を前

提としてのみ交換は行なわれる。しかし.行論を想起すれば，単なる平等

では.なくて2基本は私的利益であり，相互の対立，自らの利益の笑現をはか

る方向での対立の止揚である。国商品経済については. r平等Jというよ

りむ・しろ「私的利益jとして捉える方がより対象に接近した内容となるで

あろ，う。

資本制において「平等」を言うことはまた，少数の資本と多数の賃労働

の事実的定在に対し. r平等Jとし、う言辞でもって規定する ζとにもつな

がる。「たんなる交腕Jr問者Jr販売考」という契機比明朗

るように，資本制の仲内に属するー契惨でゐる。 しかし逆にそれをるって

O!!! ebenda. s. 153. 向上.161頁著書照。当Z五個所は. r民主主議Jの終済的意

味合深りだす上で絡好の素材を促供している。



199 

「自己労働にもとづく所有Jと資本 4

資本制の専一的性絡規定とするのは.諸契倹.:11側面の憎互関係とその色

体としての人成立する資本市lを，そのわずかー契関でもって'J}).断するこ

ととなる。..r31Z等d というー契横を内包したらのとしての向日 ・貨『咽

係の内には，すでに「内在的リに「不平等Jr不自由」が含まれており，

窃JE経済は平等lb.~. 資本 ・ 貨労働関係，工不手等放患という .~~~的位協墨

定は成立しえない。"

以上.r ~ Iレ評注_jr要構1を見て主た。これらの古典を見る限り.商品

経済においては「淘係Jr交俊」というゴ百?を見て b，労働がl直接iこなそ

の主主訪の苛育に結びつかなL、こと，故 iこ. r商品生産の所{j法則JI!， 

flljo1.貨幣治の体内には.(4さない ζ とは明らかでゐる。

裕治一_ Jlj品生宝のー持!t:主，結らJj，自らの生産鈎が生霊的消費でJJt

個人的消貨であれ，消費に..t.1il接結びついておうず，ィ;硲実性をむ，てL

ることでd>っ干こ。それが自己労働に ωとづく官自の内災を不確ヲ?にするa

因でd>った。これは，他の f主宰凋係ではなく固有にお品経済の待費をな

すこと. r資本令』嘉一i宮erH節尚品の何物的性俗とその様沼に15~ 

て立.iJ.Eされている。生産ー消費という閲巡が切断コれる社会と 放レてい

る社会との対比において，納品経済の特質を浮かびゐがらせている所絞.

簡単にでも見ておきたい。商品経済においては.生産は当然自今の消費対

象としてではないが，また他人の消費対象となるかaかも生産の段階では

不明のま までゐ札消費対j~とならずに朽らはてて u まうこともまた商品

生産の一法則であった。その対極に位置するもの，守1・は，銅I:hでー人で

生活をするロビンソンである。ロビンソンにゐつては.まず1..'fのための

消費対象の必要性があり，それに1認定されて$.f)1!が行なわれること.O:の

文Sから涜みとれるであろう。 rふ会毛らよの己主よ五七伎は自分の時

ωebenda. s. 159.同」ニ.167A. ~鮒。

ω ebenda. s. 1ω. I司上.169W.. ~~目。

__....A 



閣を補強に自分のいろいろな機能のめいだに配分するようになる。P 出発

点が，他人のためのではなくて.自らの生存のための生産放，生産と消費

は，消費の必然性により堅く結びついている。第二。中世の人格的依存，

従寓関係において。直接生産者， すなわち農奴の労働は，それが無駄にな

るか苔かといった恐れ11- 天候等の自然的条件を除11ば一一存在しない。

むしろ労働および労働の成果は giveand takeとは無縁で，一部分は直僚

に封建的土地所有者(他者)のものとなり，残余は農奴のtf.{接的消費対象

となる。明瞭に他人のものとなることが認識できる労働，そのような労働

を遂行する ζ とによってのみ自らの生存の保証が得られるとし、う関係であ

る。，-どの農奴も.自分が領主のために支出するるのは自分自身の労働力

の一定量だという ζ とを知っている。戸 第三。農民家篠では.家族内に

おいて分業が行なわれ，その限りでは商品生産と同一側面を有している。

しかしその労働は互のきま前の分担と計画性をもって行なわれているのであ

り，互にとって互の労働は「農民家族jを成立させるうえで不可欠のもの

である。 r個人的労働力がはじめからただ家族の共同的労働力の諸器官と

して作用するだけ戸である。労働生産物の実現の不確実性は，ロビンソ

ン，中世でもなく農民家族でもない固有に資本制のー特質である ζ とが分

るであろう。 ζれが「労働にもとづく所有」の土台をゆり動かす要因であ

るζ と，言をまたなL、。

「労働=所有Jと資本 ・賃労働関係

ーでの検討のー帰結は， r労働=所有」とし、う等式は，商品経済の伴内

では成立しないという ζ とであった。こ ζでおのずから この課題は「自
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G!a Werke，剖.23， s. 91， r全集J23-1 . 102-03氏。傍点は引用者。

ω ebenda， s. 91， 向上.104氏。

凶 ebenda， 92， 向上.104日。
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「自己蛍働にもとづく所有Jと資本制

己労働にもとづく所信d ，Z資41:明係のどの局面において成立するのか，そ

の検討となる。若干先どりして古えば.資本初lにおける「自己労働にも

とづく所守Jにっさ，本符でU.，資ふ ・白労働関係における現象的事実と

して也:lっ・!。うれる予定である。今. ~自に入る前tこ . その視点を方法論的

な角度からとらえなおしてみよう。現象と本慣が一致すれば科学あるいは

対虫接近の衝劫，抽争力といった 6のは要dされないであろう。これはよ

く知られたd~である。{>:f.'~で，1 ， このよく知らtlた.本質と現態という

1Æ績を ， 本質的事完と現象的 ß:-Jrとおき力、しテーマ後近をばかりた~ '0 

一役的iこ.1，~買が認識された段階で.1 ~買が事文であり. f見1t1!.r哩
後Jである.こトわれる。しゥ、L，たとえ'1;:質的事実が認識されでも，

他方では現~17'，n;~.之町変ら・ず1Uf. しつ司 !1，本質的事実と現象的思史11

とも，こ並立して存在する。放に，本質的:~実および現世的IH実，この双方の

内容，および何者の後者への転化が明らかにならねば，この両舌の交互作

用から成るn，.f;:制への接近11.一定の限界をもったものとなるe このような

苫方はまだ作絡のλであり，不分明のままである。以下，第巴に， ・ぷ買的

.r.実としての資本一賃労働関係につき，とりわ11労働力商品一向余倍白と

いう系列の成立要件に焦点をあわせて考察し，第二1こ，丁度それと 寮~の

濁係，こ立つと予轡される現型的市'疋;こ同を転じたい。この伺11:1渇係をさ P

りだし，とりわけ後者の現象的:限にふみ込んだ段附でー-lJCいまわり週

をして一一 「臼己労働にもとづく明有Jが r資本当JN1M論にくム込まれ

ているその苦味が明らかになるはずである。

こ乙では，資本・珂労働関係の本質的耶突がとりあげられる。た

だ し . とれば一見すればやや'途惑いを~じさせる。というのは， 転向泊の

ー帰結は.資本関係に:31，、て ， r労働=所行Jは成立しえないζと，資本

=他人労働に るとづく所配置労働=他人のための労働 という両極分解

であった。この点からすれば「自己労働にもとづく所有 は，そのくみ込

まれる川汚を込 山しえず， 主の3味で:ixlSぺる.Q;，]Mちないζ ととなるe

改iこ，)，;:節は，七ゼ，次郎でのll，g設的Il"とつ モあわされることによりは

A 
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じめて，その意味が明らかになる，そのような位置にたっている。内容に

はいろう。

資本:関係において.資本が商品生産の土台の上で剰余価値を取得しうる

後式，それは労働力を商品とし，商品 ・貨幣関係の衿内に収める ζ とによ

ってである。商品関係においては，商品の賂買者，貨幣所有者は，当該商

品の~i価を支払えば， 使用価値の消費織をえる。労働力は， 商品化を煤介

として，ζのような商品関係における常識的事実を刻印される。この場合.

商品の購買者は資本であり ，販売者は賃労働である。資本は等価物たる貨幣

を支払えば労働力商品の消費権を1{#る。 ζの消費過程ζそが.剰余価値論

の主内容をなす，資本制的商品，その使用価値および価値(剰余価値)の

生産である。ただ，労働力商品と労働生産物商品との伺突は，労働生産物

商品にあっては，交換後は，その消費権および所有継ともに購買者に移行す

るのに対して，労働力商品においては，その消費緒(労働に対する資本の指

簿権)は資本のもとに帰属するが，労働力の所有権(販売する権利)は依然

として販売者たる賃労働の下に保持されている所にあり，ここに資本・賃労

働関係における相互依存と相互反慢の矛盾が存在するー根拠がある。ここ

には，労働力商品と所有についての簡単な内容がすでに与えられている。

それでは， ζの関係を成立させる前提=結果の領械について，本質的事実

として立ち入ってみよう。 ζの点について一定の考察のきっかけを与えて

いるの怯，第12章絶対的および相対的剰余価値である。 ζζ では，

先行する諸章で，絶対的，相対的剰余価値をすでに示したあとで，改めて

両者を見直し，一つには，必要労働をζ える剰余労働の量的m大.それは

絶対的剰余価値の生産であるが，角度をかえて閉じ事実を見直せば，労働

日中に占める必要労働時間の減少であり.相対的剰余価値と同畿であるこ

と.また一つには，必要労働時間の減少による剰余労働時間の増大，それ

は相対的剰余価値であるが，剰余労働時間の延長という点で絶対的剰余価

値と同議であるとし，両者の区別と共通性を指鏑し， i剰余価値」として

一括している。そのとでこの「剰余価何(剰余労働)Jを，資本制と他の
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rl3己対働にもとづく所釘Jと資本制

「社会Jとの対比の自に位置づけ一種の相対化をはかつてL、る。一一資本草

において，ま，自らの生存のたY.;.の労働省c資本に剰余価値を取得させる限り

でのム淫行しうる。このような咽係がすでに成立している下では，賢本のた

めの労働11. 普遍性をもった躍もが首1守しうる「生まれつきの性質」と見え

る。" しかし，非資本制的領域においては，全〈異なる事実がある。例え

ば「東アジアのパン伐採者」である。そ ζでは，一 締玲におけるロビン

ソン等と同陪の，単喝な生宅_.消費悶係が成立している。やや具体的に見

ょう。自らの消費対象の生'重は，そ こでは選12時間労働で足りる。つまり.

必要労働時間は週12王寺悶. 1 ~I 2 時~.n認である。資本制の下でよ.逆に，

例えl:f剰余万働を 6時間提供することを前提に. 2時間の必要労働を行な

いうる。ところがパン伐採者にあってはそれでもって労鋤は終わ IJr多、

の蝦な時間Jが享受される。 ζの両者を比較した上で. r資本.tiIJにおい

て，主.資本凋係はtたして「生;まれつきの性質“から生じるのではなく，

その定位には一つの「外的強制Jが必要としている。 mrアジアのパンの

伐係者の一人が自サのすべての欲望をみたすのに毎週12時間が必生だと'

ょう。彼に臼然の思心が直接に与える色のは多くの暇な時間(Musezeil)で

ある。……この時匂を他人の七めの剥余労働に費やすようになるには.~

的な強制作usrerZwang)が必要である。戸資本が剰余価値の源泉たる

労働力を商品 ・貨幣関係の均内でとらえるもの，労働力向・品の析出と定在

は.歴史f~沼的なものとは正反対の「外的強制」とされている所，その内

容を':~うことこそが資本制における.本質的次元での所1.Jを島幸〈カギとな

る。すでに辿った路ではあるがタ再度多-んでみたL、。夕十的強制Jーー

資本に剰余労働を提供する限りにおいて自らの生存が保証されるという資

本関係は，強制的な，土地とtut;長生産活との分自1.土池からの直接生産者

ω ebenda. s. 537時 38. 23 2.回7l'A.参照。

凶 ebenda.:;.臼8. II~ t. 6067-68口。傍.. ~'1 'Jl ltlft。

c!'i) .IIll附「本島;i仔j者Irb'1J( r下関市立大学.:auu事25t全管2り.1981f) 9m ;照。
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の駆逐によって成立する。直接生産者における生産一生活手段の喪失であ

る。

資本:の緋他的支配は，一国の塵工間分業の下では，工業.J1農業双方にお

ける資本制生産の成立と規定されるが，農業における資本制生産は，土地

からの住民の剥緩，それと同時過程として遂行する大土地私有の形成.土

地の上での資本 ・賃労働関係，近代的土地所有の形成と同義である。 ζれ

が「強制~J といわれるもののー内容であろう。放に，労働力商品とは， 生

産条件:およびその所有に色とづく生活条件が剥奪された地平においてのみ

登場してくる。-との小袋民的農業では，…・・・彼の土地所有は彼の生産綴

式の最:b有利な条件，その繁栄の条件として現われるのである。…-・ζの

生産機式(資本制一引用者)は農業では農村労働者からの土地の収奪ム

利潤のlために農業を営な資本家への農村労働者の従況とを前提する。」国

「土地の資本主義的耕作は機能資本と土地所有との分縫を前提ずるのであ

るが，それとまったく同様に，それは原則として土地所有の自己経営を排

除するのである。」圃 ζれが労働力商品の定在を保証する，資本関係の恒

常的な前提=土台である。こ ζでまた，上の引証中 「生産者による土地所

有=自らの繁栄の条件」ゐるいは「資本制的農業土地経営=土地所有の自

己経営を排除JとL、ぅ文言を見るとき，自己労働にもとづく所信とは，前

資本制における直接的生産者についての油象的一規定であり，なしろ資本

制においては，資本にとっての舷伶の対象であるととが明らかになる。

ζζ まで至った所，資本市iJ(商品 ・貨幣十資本)を前提とする以上，

「自己労働にもとづく所有」がくみ込まれる余地はど ζ にもないように見

える。ただ一つ蔑された所は，資本制における本質的事実と現象的事実と

した後者，現象的事笑の領減である。長いまわり路をへた今. i商品=自

己労働にらとづく所有Jが資本制のあるべき位躍を獲得したとすれば，その

ω Werke.剖.26. s. 627 r全然J2ト 2.794氏。傍点はJIJillI。

Q<J ebenda. s. 759. 向上.9650.傍点は引片l{f。
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「自己労働にもとづくI9r(j Jと資本初j

とき，本備の課題は達成されたとととなる.

2 現象的事実とZった地合，資本制における.商品経済と資本

このこ契機の相互関係についての考察が，テーマ接近への一つのき勺かけ

になるのではないかと思われる。放に，それを導入部として昭次検討を進

めたい。商品経済と資本は，資本にとっての一般的土台としての商品経済

とその上で運動する主体という関係におかれているとと，すでに見た。そ

れをさらに現象的次元で捉え直営ばこれもA知の 生すの社会的性格と取

得の私的資本主義的性権JとL、ぅ公式である。一一個別資本は，生庄の組

織性~J tぴ資本の，集団としての賃労働に対する絶対的指傾偏によって特

徴づ.fられる。対して，個別資本の僧互関係あるいは苛品販売場裡にあっ

ては，販売nと販信者.販売者と購買者，購買者と購買者，との栂互関係

において，相手に対して指侮.統制を加えることができない状態，生達の

窯改府性. r偶然J r君主立Jが特種的である。 r資本の循威」と「鵡争の

備或Jの並存である。同級に，資本と商品経済は，主体としての資本とそ

の土台をなす術品関係という上台の上で，さらに，資本の権威が高まれば

高まるほど.互が互に加えあう圧力とレて資本吋競争は緊迫度を飢え.生

産の鳴政府性は強まり.生産のきま政府位が強まれば強まるほど，個別資本

は企~内にtJける生産の組織性と資本の権威を強め，無政府性の中で自ら

の位盟を磁保しようとする。 ζのように見れば，一つには.剰余価値の生

産に帰結する資本の循威と生産の*ß~性.また一つには.商品関係にお

ける競争の縮威と「偶然性J.ζ の 2つは互に影響をうえつつ，資本制に

おいて互に!ベ別され，それぞれが保存され，存続し続けるこ晃綴という乙

とが分かる。

この両契機をさらに角度をかえ見直してみよう。資本術式.G-W-G

a.. 明らかに.資不制における弘的所ffの宅体たる 1~別資本が俗〈軌跡で

i1>る。それは，主体fこる資本から見れば.剰余価値の笠l主に帰結する 6の

側副 .23 s. 3n. 23 1. 466民. ~P!目。

~ 



である。同じ範式を，商品が労働生産物商品と強働力商品，この双方の商

品の総和と なる資本制下の滴品関係という側面から見れば，その偶成翠素

は単なる rW-G(飯売)Jと rG-W(購買)Jである。 資本は.rW-GJ 

と rG--WJの無数の連鎖の中を，単に商品所有者として，当1に貨幣所有

者と して通過するのみである。放に，商品経済では，たとえG-W-G'と

いう資本範式が事実と して成立している段階において b.なお!l!なる rW

-GJ rG-wJとし、ぅ関係は存続しつづけている。 rこの tうな逆転

(W-G-WのG-W-Gへの逆転一一引用者)が存在するのは.互いに

取引する三人の股引仲間のうちのただ一人だけにとってのととである。 j"

賃労簡は，一面，本質的事実と しては.土地との結合を切断された地平

においてのみ登翁し.野働手段，労働対象.l!J.にまた労働生産物の取得の

不可能性が労働力の商品と しての定在の内文，前提である。他面それは.

労働生濯物商品と並ぶ. rW-GJ rG-W とし、う関係しか知らない商

品として存在する。商品関係においては.ただ相対する交換者の間で交換

関係が戎立し，その交俊は瞬間的であり，交換の後には，また新たな 「偶

然Jーー「ミルJ干注..i r要.. JUで見た P偶然J一一，祭政府性による，全

く別個の iW-GJd>るいは rG-wJが，策散の点，直ちに消滅し，ま

た浮かぶ点として荏在するばかりである。 r私にとっては.Aからの買い

とBへの売りとは，一つの順序をなしている。しかし， ζのこつの行総の

関連はただ私にとって存在するだけである。 Aは弘と Bとの取引にはかか

わりがないし. Bはu.と Aとの取引にはかかわりがない。 J"以との考察

において，もとちとのテーマへのーステップが与えられる。資本制におい

て，現象的事実としては.互に自立した商品 ・貨幣所有者が相対するのみ

である。その際.商品所信者でゐれ貨常所仔者・であれ，偶然に，瞬間的に

偲対する場合，眼目は.ただ，相手の商品(貨惰)に，自らの商品(貨

然)と等量の，労働一社会的必要労働ー価値が含まれている ζ とのみであ

百調6
制。benda，s. 170， 向上.2ω氏。
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「自己ヨオ働にもとづく所有j と資本伽l

る。「交僚の法則が要求する同等性は，ただ.交換によって互いに引き渡さ

れる商品の交換価値の同等性だけである。戸 ζの一文は.冒頭引証した転

回治に続く文8夜中のものである。個別の「交換Jに光をあてる限り，所有

主体が労働主体であるか否かは全く問題とならず，当該商品(貨鰐)が等

価値である ζとのみが条件である。

3 今までの展開において明らかになったととは以下2点

である。① 資本制における本質的取実は資本一土地所有一賃労働の栂互

総定調係として示される。資本，および生産と生活対象から遊緩した貨to

働， ζれが一方の資本をして，他方の直接的生産者を商品経済の枠内でと

らえ，剰余価値の取得を必然化した関係である。②資本絹=商品 ・貨鰐

T 資本 である。この右辺のニ契機の相互閣係では，①における資本は，

ただ rW-GJ fG-WJの瞬間的，偶然的交換行為をぬうようにして自

らの運動を続けており，放にそとでは，剰余価値と等価交倹が共に存在し

ている。乙の 2点を念頭におきながら論を進めよう。

前節の内容を「労働事所有」とし、う角度から見Jiしてみよう。交換関係

において.両当事者は，相手の商品(貨幣)について.それが相手の「自

己労働jにもとづくものであるか苔かには無関心であり，ただとにかく，

等しい価値を含んでいることが「交後」の箆件であった.そう すると.こ

こに，一つの空隙が聾を現わす。すなわち，互に相手の商品(貨幣)につ

き，労働一等価物である ζ とのみが要件であったとすれば.自らの商品・

貨常については 「自らの労働に志とづく所有」と続定可(jgな，空際，空白

があらわになってくる。

商品経済は「偶然Jf瞬間Jと特償づけられるものでゐり，互が互にと

って「手段Jと位置づけているが放に，相互依存関係は.また自らの統例

外におかれる.そのような人々の相互関係である以上，互は等価吏俊のム

c0 e benda. s. 171. 向上.204頁。

~ ebenda. s. 611. 23-2. 762ll。
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に留意しj 無数の交換を送行し，その一線にU¥.、て資本 CG-W-G')の

軌跡は捕かれる。ここに自らの商品 ・貨傍につき一一互に相手に対しては.

労働一所有の関連を問う綬拠は存在しないが般に一一自己労働にもとづく

所育と規定して志よい客観的，事実的綬拠が成立するのである。 r穐品で

あれ貨幣でゐれ，それが自らの所有対象である限り，それは自らの労働に

もとづく所有である。 J乙のような規定が， ζ こに現象的事実として与え

られる。同時に，この規定が 「商品生草の取得法則Jの直接的内容づけに

なるのである。この規定は，資本制のtII1挺下で成立したζと，従って，資

本 ・賃労働関係の前提のもとで成立したこと，いうまでもない。放に.こ

の続定I'!:，本質的事実から見れば， きわめて巧妙な，ニ面性をる ったもの

に転化していく。すなわち，賃労働4こ対するこの規定の適用と資本に対す

るζの規定の適用と。そ レて，この後者において，テーマに関して本碕が

示しうる限りでのー帰結が与えられるのでゐる。

賃労働にとって一一労働力商品は，労働生産物商品と同じく ，その価値

と交倹に使用価値(労働〉は必質者たる資本iこ帰属する。 ζれが，商品経

済の前提下で，資本が，他人労働，無償労働の成果たる剰余価偵を取得す

るメカニズムであった。と乙ろが， ζの同じ賃労働につき， r自らの所有

対象たる商品 ・貨幣は自らの労働に bとづくものjという規定を適用する

とき.ζiの理想社会をイメージさせるZ葉は，まったく正反対の作用をす

る。今，賃労働が取得する賃金に注目してみよう。賃金は，貨幣の資本 ・

賃労働関係におけるー形態規定であり貨常である。その所有者は当然賃労

働者である。ととろで，商品経済において.商品 ・貨幣は自らの労働にも

とづく所有というのが，商品関係の内に浮かぶ現象的ー断片であった。と

の規定な賃金(貨常)に適用すれば.賃労働の所有対象たる賃金は臼らの

労働にらとづくものとなり.賃労働者の労働は全部的に支払われた志のと

なる。労働=所有という一般的等式から出発した.出発点においては当然

の伺の疑問もない志のとしてあらわれたこの規定は，労働にもとづく所有

→賃労働者の賃金は労働に6とづくらの→賃金は労働の全部的支払いとい

却 8
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「自己~働にもとづ〈所有」と資本制

う連鎖において，本質的頃実とは正反対の，賃労働=所有主体としてあら

われる。 rプルジ aア社会の去面では，労働者の賃金は労働の価絡として，

すなわち一定量の労働に支払われる一定量の貨幣として，現われる。J輔

資本にとって一一資本の即自的，あるいは 「物」としての所有対象は術

品 ・ 貨幣，生産手段および完~商品でゐる。それは f自己労働に色とづく

所有」の線上において，主，資本すなわち自らの労働にらとづく所有.とな

る。転回冶を包起してみよう。それは，商品生主のTr有法制，すなわち自

己労働に志とづく所有の.資本制的取得法則，すなわら.也人Jj働の祭債

取得を土台とする，資本による生産 ・生活字段およひ・労働の所有と，賃労

働における他人のための労働と，自らの生ヱ .とJ舌手段の無所有という関

係への転!じであった。 ζれを，時系列的な先後関係におか耳lるものと して

でなく，同ーの資本制の，商品 ・貨幣と資本という ニ契機の閣係と して見

るとき ，ニ面的なものとなる。資本語他人の熊償労働に6とづく所fIとい

う本質的事実と益んで，また.資本=自己労働に色とづく所-M.という現

象的事実が成立しうる綬拠がめる。つまり. ~話品生奄の所有反則とは，資

本 ・賃労働団係の上では.消え去って しまうものではな く，ひしろ主体た

る資本がそのとで運動する商品 ・貨情閣係に容観的にf子在するー断片に足

をおいて成立しているものである。

そして，ζの「資本=自己労働に6とづく所有Jは，資本関係の他方の

倍. 賃労働における「賃労働=自己労働に色とづく所有Jと.互に条件，

前毘づけあい.一方が成立する限りでのみ他万6成立し，一万が成立困u
であれば他方らくずれ去る，そのような一対の関係である。

ここに結論に遣した。自己労働にもとづく所作とは「資本=自己労働lこ

もとづく所有Jの患である。伝回論巾の一文をあげよう。 r綬初の資本・・

ーその所持者はど ζ からそれな手に入れたのか? 彼自身の労働や後の究

組の労働によってだ./経済学の代表者たちはみな一段にζ う答えてくれる.

ClO ebenda. s. 557. 同上.伺3託。傍点.11IIll者。



そして実際にも彼らの仮定は，商品生産の諸法則に一致するただ一つのも

のであるように見える。J岡本質的事実としての資本制的取得法則，現象

的事実としての商品生産の所有法則は同ーの資本制の内に存在するてつの

契機である。ζのJ札転回論ではまた，同一対象を「個別」視点で見るか

f階級j視点でみるか. r伺別」で見るか「個別の総体」で見るかによる

相遣としている。商品関係にとどまる限りそれは「個別jでしかないと。

「もちろん，われわれが資本主務的生産をその更新の不断の流れのなかで

考祭し.'個別資本家と個別労働者とのかわりに，全体に，つまり資本家階

級とそれに相対する労働者階級とに，着目するならば事柄はまったく違っ

て見える。だが，そう すれば，われわれは，商品生産にはまったくなじみ

のないものさしをあてがう ζとになるであろう。J"

伎に「商品生産における所有法則(自己労働にちとづく所有)Jとは，

資本一目労働関係において ，賃労働については，すでに 「賃労働=自己労働

にもとづく所有jとし、う等式を導き出したあとで.その土台の上で 「資本

=自己労働にちとづく所有」としたものである。その綬拠は.偶然的.瞬

間的な rW-GJrG -WJとし、う交換関係のー断片におはる現象的事実

でゐる。

おわりに

以上.自己労働にもとづく所有は，商品生産関係でもなく.その土台の

上での資本関係における本質的事実でもなくそれと並ぶ現象的事実という

限られた次元における資本の一規定として成立した。 ζζでテーマへの直

媛的内容づけはすでに終っている。しかし，ただ一つ，とりわけ，本質的m

倒 ebenda. s.回8. 向上.758頁。 傍点は引用者。

側 edenda. s. 612.同上. 763-64頁。傍点は引用者。
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「自己資働にもとづくOiffJと資本制

実と現象的事実につき，縞足しておくべき点がある。量後に見てお与たい.

一一本質と現象，この両者を本摘では並立する事実とした。するとここから

は.現象というのは.たとえ総体から隠れた個別的ー断片ではあゥても事

実的定在であるからには，それのみが対象を把出しているものであり，本

質的事実は空間化され.現象的事実の人が全面的性格規定と解される余地

が生じてくる。つまり ，資本制とは，自己労働にもとづく所有者からのみ成

立する一社会でゐる，と。本碕でくり返し指鏑し，留意υていたのは，こ

の規定は，資不制の現象的側面で，そのような隙られた局面での総定にす

ぎないということである。この両面，あるいはこの点に終点をあわせて悼

じられたのが r資本為』第一普段終草近代縞民論 である。その慨観を

たどることでらって月をとじない。 一一資本，賃労働とも自己労働にもと

づく所有でゐれば，とりわけ資本は，賃労働なくして t， .自足的な6のと

しての資本のみでも，資本としての定在と運動は可能となるはずである。

問題はζζ にある。 r近代他民治Jでは，資本制分析の仲内に「広大な処

女地が開けるfii民地J を導入し，再び.上の.資本-自己労働にbとづく

所有という規定を，現象的断片の位置におしこめる作業を行っている。資

本 ・賃労働ともに「自己労働にもとづく所有」が l経摘にあらわれるように

見える所，それは磁民地である。資本は，貨幣一生産手段等の r鈎Jとし

てそ乙に移備される。直接生産者もまた移値する。資本は貨切働の庖用を

はかる。と ζ ろが，賃労働者となるべ与直接生産名ーは処女地を眼前にし

て，土地所有者 (言葉の京のな味での自己労働にもとづく所有者)に転成

していく。その結果，資本は賃労働をmられず「物Jとしてそのまま朽ら

はててしまい.c-w-c'なる軌跡はついに儲かれないままに終るので

ゐる。放に，同じ「資本Jが，資本制においては「資本=自己指働1こると

づく所有」とし、う姿を，値民地では「資本=他人労働 (臼労働)にもとづ

く所有Jという盗を見せ，よって，値民地においてはじめて，資本制の本

質的呪突を示すのである。以下の文言. r東アジアのパン伐採名j にお11

る. r資本=強制関係Jという規定を!.!lli!しつつあげてお主たい。 r樋民
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地ではどζ でも資本主童話的支配体制は，自分の皆働条件の所有者と して自

分の蛍働によって資本家を宮ませるのではなし自分自身を富ませている

生産者の妨害にぶつかる。随民地ではζの二つの正反対の経済制度の矛盾

が，両者の闘争のなかで実際に現われている。l'

cl7l edenda. s. 792. 向上.997-98頁。傍点はヲIm~'。
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第四章資本制と価値規定

はじめに

今まで.r資本論JI乙対する互l乙区別されるこつの接近視角を念頭lζおき

つつ，資本制生産の法則認識に関して若干の検討を霊ねてきた。接近視角

の一つは次のようなものである。一一.r資本治』第一巻第一策 商品およ

び貨幣第二滞貨幣の資本への転化第三~五篇剰余価値，という歩

みは，単純商品生産における価値法則(衡品 ・貨幣論).そこにおける優れ

た生産者による社会的価値以下の個別的価値，劣った生盛者・による社会的

{高値をこえる倒別的価値の量定，両者の販売渇箆での競争，優勝劣敗の法

則による置れた少数の生産者の資本家への転生.劣った多数者の賃労働者

化，そのような路を通じての資本 ・賃蛍働関係の形成と定置(転化論，剰

余価値論)をとくものである。従って ζの接近視角iζ従えば，商品 ・貨幣

論は.資本制生産儀式の前提として， 資本制i乙転化する領峨をカバーして

いるととになる。川

以上のものと区別される第 2の接近嵐角は以下。一一『資本論』は冒頭

の商品 ・貨幣論においてすでに，完成されたものとしての資本制を対象と

しており .商品 ・貨幣翁から転化鎗への歩みは.同ーの資本制の.一般的

土台から「資本」への対象移動である巾『資本論』は.r資本にとっての前

提は資本そのものポあるJという命題・をすえ「資本一般Jの解明を主舶に



2r4 

資本制と価値規定

すえつつ.それを包みこむような彩で，資本 ・土地所有 ・賃労働関係の生

成一発展ー消滅と.r禾来社会Jへの展望の法則的諸契機を検討してい

る。包}一銭的lζイメージされている資本制=資本 ・貨資働関係という等式

との区別を意設していいかえれば.r資本論』は，近代的土地所有の生成

一発展ー消滅を不可欠の契機としてくみこんだ，資本tfJ=資本 ・上泊所l'

・2労働関係を，歴史的経過伎においてみる法則的必契績の迫織でゐる。

いままでの一連の倹討は，いうまでもなく.m 1の践近視角の批判的倹討

(1) 中川弘 f領有法則の度側一-.:t'Pのー臨時面についての倹討 . ~治一一J{r:a

l査 資本ぬの研究 ~2巻J 1I木書活. 1980年)では，乙の第一の見方につき

ru頚に記された a商品と貨熔'についての論述内容を，それに後続する諸錫t
の関連を不聞にしたまま臼立化せしめて取り後いHそれ自体としては-e釣

・嫡象的な性格をよりどころにして，その諸法則の貫徹穏減を.資本創的商品

生産前のお社会にまで一一節分的にではあれーーひろげうるとし.~理=歴史
をとく乙とは.経済学批判体系の目的と方法からはずれた無意味な..J(28 

S頁)としている。

(2) r土地所有jをくみ乙んでの資本切の生産関係と諸法則の分析については尾

崎7i治氏の以下の畠考が22照されるべきである。 r現代芯命とイデオロギーJ( 

n百マルクス経済学講座 :g4巻』有斐閣.1973年)r本滅的蓄積泊の11問題j

(r経済科学通信J第15号.1976年5月)r貨絡の資本への転化Jf資本.EiIの

本紙的-'t置J(r;，rrn現代経演学祭3~J 青木;116.1978年)

なお.本源的蓄積を.筏し.資本一土地所有一貫労働の「商品化Jを帰結した

ものに宇野弘7l氏の所践がるるが.氏の土地所有taの資本~ilへの通合的住絡
を指tiし，批判的倹討を加えつつ.現代の土地所有にまで射呈をのばレたもの

として，飯島充男「土地所有の主主占と絶対地代J(r~m 資本践の研究 4J 
青木3広.1980年)同「土地市湯についての一考察J(阪本編『土地価絡の緩

合的研究J.綜統計協会.1984年)f絶対地代J<r資ぶ諭体系 7 J 有~1Il.
1悌4年)がある。また「土地所有Jについて古典をiG路したものとして.小，110

~八郎「資本と土地所有についてJ (中央大学 『経済学Ja~J 第25#~1 ・ 2
号.1984年3月および第26巻第1・2号.1錦5年3月)がある。なお鮒繍「本

源的信積J(r下関市立大学鎗ØlJ 第25~委第 2 号. 1981年9月)r資本制と土泊

所UJ(悶.第28巻第2号.1984年9月〉は「土地所有」の :3契織に段qて償

Jすしたものである。



を媒介とした.第 2の接近視角の内容づけを自さ.したらのであった。そし

て.とりわけ r資本給Jの官頭の商品論lζ自を向けるとき，第 2のような

理解にたてば，当然商品論は，すでに自分の足で立っている資本制の基礎

過程としての商品生産および流通を対象としていることとなる。

ところが，今，そのような自で r資本誌』を見直すと， f官 2 の~近捜角

を否定ν，第 1のものに妥当性を付与するような一文iζぶつかる。すなわ

ち，第三巻第lOl;t市喝価絡と市場価li!l におけるものでゐ札商品が価

値 ・剰余価値次元， W=C;-V+Mと綿定される段階，および.費用価絡

+平均手当j潤として論定芯れる段階，このニつの段階を念頭におさつつ次の

ように言われている。「だから，価値去叫による伍絡運動の支配は別とし

てS，諸商品のsfi{立を単i乙理論的にだ;1で.主なく涯史的にも生産価絡の先

行者とみなすということは，まったく適切なのである。これは，生童手段

が労働者のものである状餓について苫える ζとであって， ζのような状態

は，古代世界で志近代世界でも，自分で労働しており土地を所有している

農民のもとで，また手工業者のもとで.見いだされるのであるoJ・ここで

は，生産価格を対象とした段階において，それと‘工表面的I(魁簡をきたす

ような価値をとりゐげ，理論的のみならず歴史的lζ も資本制の生産価絡法

則l乙先行しうるとと，その具体的担い手として，生産手段を所有す・る生産

者，小土地所有農民および手工業者があげられている。もと 6と.価値法

則が述べられているのは，第一篇商品。治であるが放I乙，このような引証か

らは容易1(，冒頭の商品論は，自己労働1乙色とづく所有者.すなわち小土

地所有農民および手工業者からなる一社会を対象として包括しているとの

判断が導出されうる。また， ζの文1震についてエンケソレスがコメン卜を加

えているが，そこではより明確に，価ll!I法制は単純商品生産段階のもの，

資本制の前段階のbのという指鏑を行っている。「ひと dでJえば，マル

(3) M・E• Werke(Dietz Verlag， Berlin). Bd.25， (以下.制.0とのみ記

す)S. 186.87. r，，)レタス ・エンゲルス全然J-{大月.広.以下 r全然jとのみ

Jeす)第お老舎の1.(以下.25-1のように記す).223頁。
llS 



216 

. ~ . . 資本側と価値規定

クスの価値法則は.およそ経済法則という志のが妥当するかぎり.単純高

品生産の全時代にわたって.すなわち資本主議的生産形態の出現によって

単純商品生産が変化させられる時まで一般的に妥当するのである。J'}

これらの文書は先の第 lの接近視角の妥当性を証明するものであるか，

その点について若干の検討を行うことが本摘の一つの諜屈である。以下，

ー では.r資本論』第一巻口頭の高品溢は，小窃活生主者.l.'l民1$よ

ぴ手工業者を対象として包括νうるか苔かを念頭iζおきつつ，思輿より.

商品論l乙関‘混したところをひろいあげてゆ主たい。そ して色 し商品鎗が資

本制下のものであることが立証されたならば，そこに内在している法制t;

続いて倹出され.資本制そのものの基礎 ・土台という位置における法 ・

矛盾として再確認される。ところで，商品生産と資本制l乙つ主，事lの担

角l乙従えば，時間的，歴史的に，先後関係1(.おかれうる 2つの範Qとなり，

第2のものに従えば，同ーの資本命'1のm庖的i乙重なりあったこ契繍という

ことlζなる。そこでもし商品論が資本制下のものであるとすれば.商品主

産と資本は一定の緊密な相互関係Kおかれていることとなる。その点での

内容づけがこの諜図である。 三 では，改めて先の引証の内容を5

起し，口頭からすでに，資本初jの法則分析であるはずの『資本議JIζ和 、

て，向故それに歴史的に先行する単純商品生産がくみこまれたのか.その

意味がさぐりだされる。たとえ ， 商品~が資本制下のものであることが立

証されたとしてb.それでは何故，先lζ引証したような内容がふくまれて

いるのか，その意味が不分明のままでは一定の結論にifJ遣したとは苫い緩

いであろう。その点l乙Z及する ζ とが三の課題である。

総じて，以上の検討を通仏商品論が資本制下のものであることが再S

æ~れれば. r資本町 i乙対する第 2の倭近視角，すなわち「資本ー伎

という主課題の解明，およびそれにくみζまれている，資不一土絡所有戸

(4) Bd. 25. s.鋭19.r全集J25-2. 1148頁.なおP.~. スワ 4 ージ -111. 玉野
弁他:'Rr箇争 マルクス経演学J(法政大学出版局. 1969~) 諺照。



賃労働関係の生成一発展ー消滅，その促進的諸契機の検出の客観的妥当性

lζ対するー傍証となり， もって本稿の目的は達成されるはずである。

「商品生産」について

商品論およびそとでの価値法則は，資本制の成立ととも iζ消滅する，前

資本制下の志のであるのか，あるいは;資本制下のものなのかを検討し，も

し後者であるならば，資本制自体の一法則，一矛盾として商品経済l乙内在

する諸契機を検出すること，それが ーの課題である。そのような自で原

典を見直した場合，商品=資本制下のもの，という等式iζ重なってくるよ

うな文言が「資本一般Jの分析の流れの中に断えず潜んでいる ζ とに気づ

く。その跡をしばらくたどってみよう。『要綱』では，価値l乙っき，資本

制生産の，資本自体のもっとも抽象的な範鴫であるとし，価値においてす

でに資本の「お密Jが語られているという。「価値の概念はまったく最近

代の経済学lζ属する。なぜならそれは資本自体と，そしてそれに依存して

いる生産のもっとも抽象的な表現だからである。価値既念では資本の秘密

が語られている。」帥『資本論』では. さらに明確に，価値法則の自由な発

展は資本制生産においてはじめて実現するとして，価値法則はむしろ資本

制下においてはじめて十全lζ作用するものとしている。「資本主護的生産

を基砲としてはじめて自由に発展する価値法則Jと。 ωあるいは，商品生産

は資本主義の絶対的形態，r商品生産およびその絶対的形態である資本主

義的生産の基礎」という文言も見られる。帥ζれらの文言の意味は，結局，

資本制の成立を前提としてはじめて，商品生産が，一社会全体1C.1i1的広が

(5) Grundrisse der Kritik der Politischen Okonomie (Rohentwurf)， Diet 

z Verlag Berlin， 1953， (以下， Gr.}こ略記する)s. 662， r経済学批判要綱J

(大月曾広，以下 f要綱』と略記する). W， 730頁。'. 
(6) Bd. 23， s. 558， r全集J23-2.694頁。

(7) Bd. 25， s. 650引， r全集J2ト 2，823頁。
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りを もって行なわれるよう になり，閉じことを角度をかえてみれば.直緩

生産者が.自家消費のための.直接的生活字段のための生産を行うことが

不可能となり，交話題価値一貨幣目的の生産一労働l乙移行したことによる.

交換価値 ri国間jの量的広がり，したがって一社会を規定するに到るまで

の交倹価値の定置である。 「彼の直接の生産句は交倹価値であり. したが

って設のための生活手段になるためには，まず社会的過程によって篠介き

れなければならない，ということを前提とする。産業社会のζ うした基礎 i

の完全な発展……メこのような.わずかの文言をあげただけでも， すで!とl 

e商品=資本制下のもの'とい う等式にかかわる内容に宮及されている。と I

すると，r資本論』等においては.価値法則lζつ主，一方では前資本明て

のもの，他方では資本制下のものという互に矛応・した規定を革仔させてい

るように見える。いま暫く検討を続tみよう。

交換価値は，商品誌においては，価値および価値の現象形般と して，!i

{直一価値形態として分析が行なわれたのであるが.そこでは.資本制下の

ものであり ，資本明l乙おいて社会的広がりを bって成立すると した交換!E

也，価値形態は，同時l乙， 資本制自体の発展の人ならずその梢滅を促進す

る内的ー契横と している。価値形態は資本明の抽象的ではあるが r，g-

般的Jな形態であり.そうであることによって資本物の雌史的経過性のー

要因となるものであると。「労働生産物の価値形態は，ブルジヨア的生産

機式の買をも抽象的な.しかしまた最 も一般的な形態であって，これlζよっ

てこの生産療式は，社会的生産の特殊な一白頭として.したがってまた同

時l乙歴史的に，符世づけられているのである。」 帥少くとも，ζのよう 1(.

見るかぎり ，商品一価値 ・価値形館は，矛盾という側面から見て("前資

本制l乙伏在するものではなし 資本市iを，それとは区別されるより高次の

生産段式i乙転変させる矛盾であるζ とは明らかであろう。

事) Gr. s. 108， r凄綱J1， 113頁。同，s. 323， n， 348頁をも~照。

(9) Bd. 23， s. 96， r全集J23-1， l08Jlo Gr. s. 53， r要綱J1， 56頁も ~r.<<o



それでは，との商品生産の担い手， r商品生産者Jは設であろうか。小

農民であろうか，手工業者であろうか。しかしそのような予想とは異なり，

以下若干の引証にでてくるであろうように.それは 「資本家Jである。商

品生産者は資本家であるという規定はくり返しでてくる。ーーたしかに商

品の直接生産者は労働者である。しかし資本制の下では，指働力は，生産

手段と同じく，資本家によって購買主れ，生産的IL消費される「ものjで

ある。放に商品の生産者は資本家である，と。 r資本主義的生産という基

礎の上では，労働者自身L 生産過程にはいってからは，資本家のものと

して機能している生産資本の一成分なのであり，したがって資本家が現実

の商品生産者戸である。同じととは.賃労働者が直接生産者としても，

それを指揮するのは資本家であると し，生産の指館者という点において商

品生産者は資本家である，とする。「すでに直接的生産過程でも資本家は

同時に商品生産者として，商品生産の指簿者として，働いている。Pまた，

交換と流通の部面においては，生産者は資本家であるほかはなく，彼らは

互に「競争する商品生産者Jである。「社会的資本の.それぞれの特殊な

生産部面に定着している部分は，多数の資本家のあいだiζ分配きれていて，

彼らは互いに独立して競争する商品生産者として相対している。_r

改めて言うまで志なく， r資本論』第一篇の商品論 l乙視野を限定すれば，

「商品生産者」は誰なのかという点での説明はなく ，資本家とも 言われて

おらず，ましてや小土地所有農民，手工業者が登場しているわけではない。

しかし，冒頭の「資本制生産機式が支配的な社会の宮は膨大な商品の集積

としてあらわれるJという周知の一文を想起しでも ，商品生産者は資本家

:Zlq 

帥 Bd. 25， s.34， r全然J25-1， 34頁c・

ω Bd. 25， s.部5，r全集J2ト 2，10モ順。

02) Bd. 23， s. 654， r全集J23-2， 8Hi頁。「商品を生産する資本家J(Bd. 23， 

s. 590， 23-2， 736頁H資本家によって生産される商品J(Bd. 24， Sお6，

24， 475頁)r資本家的商品生産者J(Bd.24， s. 202， 24， 246質)という文2も

ある。
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であると縫定してよい俊拠はあると与えられる。叫しかしそれはまた，生

産手段の所有者という意味であり.不変資本. 可変資本という区.8~~.

C. V. Mという価値構成も捨象したもの，それが冒頭商品でJ，る。明示

的l乙，単純商品生産者とも資本宮と色書かれていなかったことが多織な.

あるいは両織の解釈を生λだす土台となったのかもしれない。しかし今ま

での限られた検討の範囲内においても，単純商品生産といいうるか疑問で

ある。

以上.やや形式的次元での検討を行ってきた。しかし単lζ 「形式jのみ

ならず，商品経済の f内容JIC b目を1].ヘ王宮品，貨幣i乙関投したとこる

の文書が資本制の内的契憶をなしていることの確認が必要であろう。先に.

商品における，価値→面白形態は.資本もの費量もー綾的な土台であり，資

本制の歴史的制約性をなすとしたが，このような「矛前Jという次元で，

商品生産の「矛盾J1ζ目を向けそれが内容的に資本制下のものであるζと

を再確認しよう。それは一宮で言えば「偶然性Jという慨念である。労働

生産物が荷品であるということは，それが自家消費の対象ではたくて，交

倹対象，貨幣への転化の対慢になったことと同義ではあるが，互1'-r営主
の自由Jr私的所有の不可侵の神喝さJを本義とする商高生藍社会1'-おい

ては，その同じ私的所有が，互IC.他1乙対するコンドロールを不可館ならし

め.乙こに，商品の貨幣への転化は偶然となる。交換のために生産された

にもかかわらず，交換される ζ との保障はどと1(&ないのである。「分業

は，労働生産物を商品に転化させ，そうすることによって，労働生鐙鈎の

貨幣への転化を必然にする。同時に.分業は，この化体が成功するかどう

かを偶然にする。 Fそのような条件のもとで，碕品が貨幣i乙転化するこt

a:o 乙の点について.中JII弘rr資本鈴』冒頭nの性格規定J(福島大学l1i学盆

.J 第51~!]g 4号.1鈎3i'手3月)では「‘単純商品生産'というti!liIb;・姶il'さ

れてくるのは.資本主重量的商品生産者・7よる産業資本家からである乙と山。j

(161頁)といわれている。

O~ Bd. 23， s. 122， r全集J23-1. 143頁。



lζ失敗すれば，そして失敗の可能性は総ての商品にあるが，本来その商品

lζ対象化されているはずの価値さえ志度失してしまう。「生信者は貨幣を

手lζ入れるためにその生産物を交換にだす。もしも ζの過程が失敗したと

すれば一一そしてただ分緩するだけでとの失敗の可舵性は伺々の場合ICあ

たえられるーー資本家の貨幣は無価値の生産物l乙転化して.もはやなんら

新しい価値を得ていないばかりか， もとの価値を失ってしまう。 P価値の

受失l乙いたるまでのこの偶然性のー捜拠は，商品の使用価nと価fii).におい

て，個々の使用価値の特殊性が，価値の貨幣としての定型を紛げるという

事情である。「特殊な商品はいずれも，それが交換価値であり価絡をもつ

かぎり，それ自体ただ不完全な形態で一定貨幣量を去わしている。なぜな

ら商品は，実現されるために.まず流通l乙投ぜられなければならず，しか

ちそれが実現されるか，されないかは，その特殊性のゆえに偶然をまぬが

れないからである。.rζの点はさらに，資本主連における交倹は.ロビン

ソン ・クルーソーにとっての生産と閉じく，その存立lζとって不可欠の軍

要性をるっとしている。刊以上は，商品生主l乙内在する矛盾であり，資本

相j生産の基礎的生産関係としての商品生産関係に内在するぷ屑である。

なお，商品生産関係という言葉をここで使ったが，商品生主を「生産関

係Jと言いうるか否かについて，またそれは単純小商品生庄者の「生産関

係Jなのか，資本制の主主礎的生産関係なのかについて議論が分れる所であ

る。正面からの検討は不可能であるが，商品生産の内容に志かかわるので，

原典において「腐品生産関係」という慨念はくり返しゐらわれている ζと

だけでも指鏑しておきたい。一つは社会的生産lζおける生産関係として。

「人間の社会的生産過程における一-…彼ら Q身の生産関係の……物的な

含:1

09 Gr. s.鈎7，r袈綱Jn， 331口。

QII Gr. s. 132，隈綱J1， 139資。

01) Gr. s. 724， ri2!綱JW. 805:a~~情。
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姿}Ifまた，交換価値ICbとづく生産関係，商品，貨幣自体，商品生産関

係が物{じしたものであるとの指矯もある。萌次あげておこう。「交段価値

lζ立関している生産諸関係の全基礎Jf4T商品はその純特に経済的な存在に

おいては.生産関係にたいするたんなる章tI.文字j"である。 fHif史的lζ

規定された社会的生産緩式の.商品生涯の，生産関係についての......r
「商品生産者のー殺的な社会的生産関係J圃「貨幣関係自体が一つの生産関

係である……j園。従って f資本論』においては，資本明生産儲式を，その

基礎 ・土台としての高品生産関係，その上1乙ウつ資本 ・土地所fi.賃労位

関係として，宜周的lζ捉んでいる ζとが確認できるであろう。"

商品生宝から資本関係1乙自を転じていこう。官事品生主l乙おいて r偶然

性」といわれたちのは，資本関係においてはより具体的な次元で，しかし

また同一缶約の上で再現しており，従って商品生産w主.資本制下のもので

ある ζとがまた内容づけられる。商品捻次元における偶然性とは，簡単lζ

いえば商品の貨幣への転化の偶然性である。価値一価値形態諭が，直接的

It，商品苫相対的価値形態=非直接的交換可能性，貨幣=等価形飯=直接

的交倹可棺性として，立証したものであるが， r資本ー般jの法制分続It

あたっても .碕品の貨幣への転化は行なわれるという紛提で分析が進めら

れつつも，転化l乙内在する国有の因遣は深く自覚されていた。 資本関係を

対象とする所では，ζの点は，一つには，剰余価値部分の実現の問題とし

て現われている。資本関係では，商品は当然慢なる価値ではなくて，C+ 

Q8 Bd. 23， s. 108， r全集J23-1. 124頁。

何 Gr.s.曲o.r要綱JrI. 751-52頁。

ω Gr. s. 59. r褒綱J1. 62頁

e!0 副 .23.s. 90. r全集J23-1. 102頁。

ω Bd. 23. s. 93. r全集J23-1. 106頁。

ω Gr. s. 128. r褒綱J1. 135頁。

凶 乙の点については.吉原=助「、生産関係、分析としての商品治J<r沼m
資本舗研究 m2:{1tJ宵木書庖.1980年)他備「商品生産関係と価値形鯵j

<r下関市立大学鈎集』第24~第 l 号. 19ω年7月)診照。



V+Mであるが，その中で， Mは新しくt1Jt討された価値であり.一定の商

品量として対象化されている。その部分を見るとき，貨幣lζ無事転化しう

るのか，過剰な部分であり，実現不可能ではないのか，転化の可能性は皆

無ではないのか，といった疑問が生じてくる。その文脈上における一つ

の解答は，空間的lζ異なる地点における，並行した，しかし色ちろん互に

祭関心，無計画という中での，資本の族生と.刻余価値，それを対象{じし

た商品の創出である。「資本を通じて絶対的剥余価値一ーの創造は，流通

の圏域が拡大し，しかもたえず拡大することを条件としている。ある渇所

で創造きれた剰余価値は，それが交換3れるための他の地所での剰余価値

の創造を必要とする。JOIこの点はさらに 「繍完的交換地点の創造j とい

う明確な定義が与えられ，その具体的な場.一つの舞台と して世界市場

があげられる。周知の 6篇プラン，資本一土地所有一賃労働一国家一外国

貿易一世界市場 における最終衡問「世界市場Jは，外国貿易までカバー

されたのちにはじめて.他を侵さない自立した項目として全く新たに対象

とされるのではなし近代的土地所有が，資本一般の分衡の流れの中Iζ折

にふれくみこまれているのと司じく，世界汚議も， すでに資本一役の分街

段階ですでIC視野におさめられ，商品における偶然性，商品における剰余

価値部分の貨幣への転化の可否という文脈において，r補完的交倹地点の

創造」の場，r位界市t晶Jとして位置づけられているのである。「資本は，

一面ではたえずより多くの剰余労働を創造しようとする傾向をもっとと

るに，より多くの浦完的交換地点を創造しようとする傾向をもっ。……世

界市場を創造しようとする鎖向は，直接l乙資本自体の概念のうちにあたえ

られている。戸放に商品生産l乙内在している偶然性という矛盾は，資本制

の成立ととも に消えてしまうものではなし 資本制における一つの矛盾で

あり .資本関係が，剰余価値部分の商品販売，W→Gの強制を惟進力とし

て世界市場をつくりあげる，世界市場創出の縫進力となっているものであ

221 

ωGr. s. 311， r褒綱Jn， 335頁。

ω Gr. s. 311， r裂綱Jn，336頁。
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る。

ζの「偶然性jは.資本関係においてはまた別の契僚として志めらわれ

てくる。「殉取の条件と実現の条件の不一致J"である。資本一貸出働関係

においては.後lζ 色見るように，資本の指輝の下で，賃労働者は.制余徳

(JtIの生産，労働時間延長への促進を硲めた絶対的制余価ほの生l乳必要労

働時間の短縮，協案と分業の生産力，機憾と大工業iζ珂足立される相対的

余価也の生墜を第一蔀とし，それと逆比例的な関係にある労貨は.刻余価

r琶を生霊する限りで取得しうるものと νて下方への圧柑頃向をもっ。とこ

ろが，同じ資本は生産された商品を臼紛にするとき，今度は販売tiの立地

lζ立ち，明白老，貨幣所有者を見いださねばならない。資本;ヱ. '主産者と

しては剰余価(1IIを生産する限りでのみ，賃労働.(il乙労貨を与えるのであり，

労貨は制約されたるのとなる。寂売者という立場かう尾れI~J 貫生f働者も

当然のことながら購買者でなければならならず，その前提は!1!かな貨幣で

ある。賃労働者は，苅余価値生産者{賃金圧迫.貨幣所得僅少)およ乙F商

品問買者 (潤沢な貨幣所有者) この不可両立の 6ののまHi-を要請され，結

果的l乙初老が恒位を俣ち，後者i立制限される中で，恐慌の一夜Sーになって

いく。これは，偶然性が，資本一賃労働関係の中でより具体的なものと し

て定置された志のである。 r要綱』では，賃労働者i乙対する，賃金制限と

消費強制， ζの相反する要求の並存としている。「労働者の消費，その交

換能力，その賃金をできるだけ制限する ζ とをのぞんでいる。彼はもちろ

ん，他の資本潔の労働者が自分の商品のできるだけ大与な消費者でゐるこ

とをのぞんでいる。j吋資本論』では「覚え書与 jの形で，賃労働者i乙対

して支仏う 貨幣 (賃金)は制限するが，賀野働名・が支仏う貨幣 (商品贈買

費用)は1íI~制l:rlである ζ と を盟なその矛盾と して述べている。「資本主義

的恐慌~に~j~、て*絡的に倹討されている所である。 さしあたり，吉村dlX

r恐慌~の研究J (三一審お.1961年)を参照。

白書 Gr. s. 322. rJ.!綱JU.348頁。



的生産犠式における矛盾。労働者は商品の買い手として市場にとって重要

である。しかし，彼らの商品一一労働力一一売り手としては，資本主重量社

会はその価格を震低限に制限する傾向がある。戸 商品は販売されねばなら

ないが，販売されるか苔かは販売されてはじめて分明となるという奇妙な

性格は，ζζではより鮮明iζ綬拠づけられているといえよう。

以上，商品生産における法則，矛盾は資本制の基礎，土台としてのもの

である ζ とが一定明らかとなった。とすれば，次i乙は商品生産と資本が重

層的l乙一定の具体的関係i乙おかれているととの内容づけが必要となってく

るであろう。章を改めて見ていきたい。

商品生産と資本

資本制生産緩式の主軸としての「生産Jは，剰余価値一資本蓄積として

展開されており ，そζにおける資本については， r個々の資本家の指俸の

もとに労働者の大軍を集積する」掴ζ と，賃労働者を「専制l乙服従させJ4

るζととされ.賃労働者の生産活動は，ζのような資本の「指館Jr専制」

の下で，r媒介された強制労働JMとなる。しかし ζれはあく まで一般的規

定であ る。8らiζ，乗g余価値生産という一歩具体化された次元で，資本の

契機を見ていζ う。資本制-剰余価値生産，ζれはほば常識となっている

22<; 

r29 Bd. 24， s. 318. r全集J24. 387頁。次の一文も参照。「直後的殉取の籍条件

とこの滞取の実現の諸条件とは同じではない。J(Bd. 25， s. 254. r全集J25-

1.却7頁)。

個 Bd. 25， s. 229. r金制 25-1.275頁。

削 Bd. 23， s. 674. r全集J23-2. 840質。

ωGr. s. 232， r要綱JO. 247頁。 また，Bd. 25. s. 827. r全集J25ー 2.10 

50頁においても 「強制労働jといわれている。また.尾崎芳治「資本主重量から

社会主義へJ<r経済』新日本出版社.134号.197坪 6月)頚川間 「剰余価値

の必然的発生綬拠J<r-婿鎗重量j第96巻第 2号.19鈴年 8月)参照。
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等式である。 ζの剰余価値生曜という事実を念珂lζおきつつ.指Prl.専制，

強制という文言を見直すと，資本制は，単IC.強制l労働一般ではなしまず

必要労働時間のみならず剰余金3働時聞をも場働させる.そのような窓味で

の強制である。「資本は，さらに，労働者階級l乙白分の生活上の諸欲望の狭

い範囲が命ずるよりる多くの労働を強要する一つの強廿関係にまで発展し

た。J揖剰余労働を強初する楢カとしての資広，資本にとっての第一隻的目

的としての剥余価値，このよう lζ見てくると，資本にとっては，可変資本

一労働力の価値一白労働者家族の生活諸賢科のお俸は. ~~余伍値を生産す

るたゐの必要J蛮 ζ なる。ヨ労働者は.単なる労働ではなくて，資本IC.'旬余

労働をもたらすtUり1乙おいて.労働力の価値を取得しうることとなる。 し

たがって，資本の本質は，賃労働者が潟余価値を生産する辺 りにおいて，

資本一貫労働関係を保持し生主を守なうというものでみる。「資本:!， .4. 

スミスが言うような労働にたいする指照権であるだけではないのである。

それは本質的には不払労働にたいする指偲備である。J"このように 4る:a

札資本はただ字情的織力を行使するのみと見える。 しかし.すでに見た

ように.搾取の条件は，そのまま資本の生産過程の本質として保存されつ

つ，なお実現の条件がもう一つの資本の制限条件としてあらわれる。そし

てここに.r資本諸』官頭の商品および貨幣は.r資本J とさまさ.まな側面

l乙おいて必然的関係におかれていたことが明らかとなる。資本と商品，貨

間Bd.23. s. 328. r全然J23-1. 407頁。

ω Bd. 23. s. 556. r金銭J23-2.692頁。なお.資本制の下において.iI1~
生産者は，質強働者として.何tIJ..資本のIti僚に従い，剰余封働を強制され，

資本に剰余価値をもたらす限りにおいてしか生活字段(猶働力の価値)を保符

でさないか.その点と「近代的土地所有J. マルクスにおける.ウェイタフ~

Jレドの近代制民:aの霊m.又本摘で資本制唱c.単純商品生産の両極分解ではな

く.r資窓ー賃労働」関係でもなく .r資本一土地所有一貫9j働J関係としたこ

ととは.8l!くかかわっている。なお.より簡潔な曾方としては以下。「商ヨー

ロッパ社会では労働者は自分の生存のために切働する乙との許し~t.こだ剰余労
働によってのみあがなっている。J(Bd. 23. s. 538. r全然』おー2.667瓜}



幣との関係は.一つには，資本の運動が商品と貨幣の連鎖でdJるという単

純な事実にあらわれている。 G-WIPm … P… W'…G・そとにおける
lA 

関係は rG-WJ および rW-GJである。「商品と貨幣との統ーとして治

定きれた交換価値は資本であり ，またとの措定自体が資本の流通とし現れ

る。J"ζこで，資本と商品 ・貨幣について見るに，資本の範式は，生産過

程(… P…)をはさんで，G-WとW-Gであり，資本自体がW，Gであ

ることになり，商品，貨幣関係は資本によって織りなされていることにな

る。先1(，商品生産者は「資本家jであるとしたが，その資本家が， 資本

を，高品 ・貨幣の栂互転化のゆにおくことが，資本のー属性であり .資本

は.商品であり貨幣であるという内容で両者はとらえられる ζ とになる。

とζろで，資本による剰余価値の生産は「隠れt.::..生産の場所Jにおいて

であるが，その前提は.G-Aすなわち直接生産者の賃労働者としての定

置と資本によるその講買にほかならない。" ここに，また.資本と高品の

関係が，資本による苅余価値生産の不可欠の前提でゐるとともにまたそれ

lζ制限を加える労働力「商品Jの消費の問題がでてくる。資本制生産は.

直接生霊者の生活資料の生産が一日の消費しうる労働時間の一部分のみで

可能という生歪力水準のもとで，資本による剰余労働時間の強制として行

なわれる。その資本による強制の綬拠となるのが，労働力「商品Jであり.

他の商品と同じく購買後は，その使用価値を消費する循利は買主たる資本

家l乙渇するのである。乙れが物事の一面である。他方，賃労働者の方は，

労働力商品の一ヶ月分の価値の代償と して，一ヶ月の労働を資本の指朔下

227 

回 Gr.s. 1n. r要綱Jn. 187頁。

旬。 冒頭商品raが資本制下のものであるζとを，商品泊が「単純流通jであると

し，それを諭傑としてさらに「単純流通jの内容を，針働力商品の販売とot買

にもとめ，検討を加えたものに.頭川得「貨惜の資本への伝化とは何かJ(r高

知大学学術研究車種告J~m巻) 伺「領有法則の鎗理的段関J (沼路大学 r商学

論集』第47~第 1 号. 1978年}佐I'J金三郎「商品生涯の所有法則についてJ

(-11大学 rn炭研究J第301.t第3号.1979年7月)がある。
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で行う。 もし価値補績に三ヶ月分の価値が必要となるならば. ζれは等価

交換の原則に反するとととなり ，ζζ l乙三ヶ月分の鈎働刀の価値の支払い

か， 一ヶ月分の価値のみにて労働力商品の再生産が可能となる水浴まで猶

働自の制限を要求する。先には，資本自体が商品であり貨幣であるという

断面が示されたが，ここでは資本による絶対的剰余価値の生;q:1ま，労働力

が「商品」である ζ とに内在する，私的所有在同士の相姐により，増大と

減少，延長と制限という相反する影響をうけることが明らかとなる。「資

本家は，労働日をできるだけ延長してで主ればー労働日をニ9i働臼lζでも

しようとするとき，買い手としての自分の循利を主張するのである。他方，

売られた商品の独自な性質には.賀い手によるそれの消費にたいする制限

がふくまれている。」詞

従って，資本と商品 ・貨幣は一面，資本自体が萄品生芸者であり，また

資本の契慣は商品，貨幣であるから，両者は同じ主体がもっニつの顔のよ

うな関係におかれつつ，他面では，労働力「商品Jの売買の部面では，

余恒{章生韮を促進もし制問もする契機として「喝品Jがおかれている。「資

本は生歪過程の仕事場では，所有者ならびに主人として現れるとすれば，

流通の側面からは従属的なものとして，また社会的関速によって規定され

たものとして現れる。F

以上，資本と商品，貨幣の関係をみてきた。 ζの両者は，見られる通り，

資本制下l乙 ~Jいて一体となりつつまた互に区別される範聞である ζ とが明

らかとなった。両者は互に条件となりあう。「資本主義的生涯はその諸条

件の発展と同時iζ発展するj閣のである。

それでは，商品 ・貨幣を資本制下のものとした同じ『資本論』の文脈上

において，伺紋「価値法則一資本主議以前Jといった系列がくみζ まれる

CJ'I) Bd. 23. s. 249. r全集J'23-1. 305頁。

ωGr. s.臼2-33.r要綱Jm.切6頁。

ω Bd. 24. s. 345. r金銭J24. 421頁。



のか，その点を次.で検討したい。

単純商品生産について

今までの検討を通じ，原典が示すところに従えば，r価値法則一一資本

制以前一一単純小商品生産一一小土地所有農民および手工業者Jという系

列はどこにもそのあるべき位置を見いだせないよう に見える。伺故，ζの

ように，一見互が互を否定するような文3が r資本治JIζ含まれているの

か， ;;たなではその意味を注ぐりだしたい。もっとも，商品→函協は前資本

制をも包括するという指鏑は，生産価倍と価値を論じた所だけではなく ，

一巻一箆の商品~ILおいても行なわれている。 n事品生産や施品流通は，

非常に大きな生産物filが直接l乙自己需要lζ向けられていて商品1乙伝化して

いなくても，つまり社会的生産過程がまだまだその広さからも深さからも

完全には交換価値i乙支配されていなくても ，行なわれうるのでゐる。」岬ζ

ζでいわれているのは.商品生産と流通は，たしかl乙前資本制のもとでも

行なわれう るが，それは生産白の大部分が，使用価{!目的の生主鈎という

自然経済を主とした社会においてのみでゐ払商品となるのは生産物の一

部分という限界下，文字通り「完全には交換価値1ζ支配されていないj訴

においてであった。「交換の基礎としての非交換に立脚したせまい範域に

とどまる.rtのである。ー箆の商品論は，商品生産者は資本家であるとはし

ていないとはいえ，r非交換JI乙立臨した生産後式を前提しておらず，資

本制を前提とし，商品生産関係を，全面化したものとしての商品 ・貨幣を

対象としている。商品 ・貨幣から資本 ・賃労働関係の形成をとく発生史論

を恵識して，も しとこで発生史をいいうるとしても.それは商品 ・貨幣か

ら資本が発生するとの立ではなく ，資本制下の商品 ・貨幣であるとい う対

象限定を行いつつ，その中l乙.商品 ・貨幣が共同体問の交換により発生し，

2~!I 

(4() Bd. 23， s.ω4， r全集J23-1. 222頁。

(10 Bd. 23， s. 789， r金銭J23-2， 993頁。
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一社会全体iζ広がる過程への目配り，資本の発生史ではなく.商品 ・貨幣

自体の出自に自を向けるという ζとである。 ζれが第 l。

次lζ「価値法則一資本制以前一単純小商品生産一小a民および手工業者J

という系列における f単純小商品生産一小農民および手工業者JIL注目し

よう。 ζのような小商品生産者は商品生産関係の担い手で志なければ，腐

品論の対象ともされてはいないととーーしかしそれにもかかわらず.三巷

の記述は商品論の対象であるかの如き印象を志写えていること一ーはすで

に見たところである。

資本制にとっての，小農民.手工業者等，生産者lζよる生歪手段の私有

の意味をとうと.それは「解消Jの対匁.r駆逐Jの対慢である「自分の

質働にも・とづく私有の解消」であり .r個々主主立の労働伺体とその労働諸

条件との慾合l乙志とづく私有は.他人のではゐるが彰式的l乙は白血な労働

の持取にもとづく 資本主葺的弘有によって駆逐3れるのであるJ"oこの文

言において，農民および手工業者を忽定している ζ とはたしかとして b.

小商品生産であるか否かは分からない♂ しかし，より鮮明には，主産物

が主要には自己消費lζ向けられ，その超過分のみが商品となる体制，つま

り，前資本制下の価値法則の担い手である小商品生産は.資本市IJにとって，

資本制がそ ζから育らゆく土寝ではなくて逆に「後砲の対象Jとされてい

る。「資本主善的商品生産が発展するのにつれて.それは，すべてのそれ

以前の，主として直接の自己需要に向けられていて生産鈎の余剰だけを商

品iζ転化させる生産形餓lζ破忽的分解的l乙作用する。……。 ζの資本主笈

的生産が綬を張ったととろでは，それは.生産者たちの自己労働1(.もとづ

くかまたは単l乙余剰生産物を商品として売るととだけにもとづくような商

品生産の諸形般を残らず破怨してしまう。JIo4直接的生選者と生産，生活諸

ω Bd. 23. s.ηo. r全集J23-2.拘4頁。

同 乙の点.中川弘.str出rr資本舗j 冒頭指の縫絡規定J~照。乙の不分切な
乙と臼体が究明の対象となりうる。

~ Bd. 24. s. 4l. r全集J24. 48-49頁。



条件との分隊，とれが資本 ・賃労働関係の前提=結果であり，それ故l乙ζ

そ「封働者が彼らの生存のたった一つの地盤である個別資本のまわりにむ

らがることを怨定しているj崎のでゐる。資本制の上台ではなく，資本に

とって破緩の対象である資本制以前の商品生産が.r資本論』冒頭の高品

検の対象であったとは，いかように見ても論定しにくいであろう。

商品→E也という範鴎は，資本 ・費留働関係，ヲ1余価値を捨象している

が放に.その一定の抽象性という点で，前資本制下の範鴫とも類似してい

るといいうるかも知れない。しかし.r資本清』の主対象は，はじめから

おわりまで「資本切j生産傑式」であり.社会的広がりをもった商品生産は，

資本制のみであり，その基礎的抽象的一局面である。「交換価値は，すで

にあたえられている具体的な，生きている全体の，抽象的一面的関係とし

てのほかに，けっして実在するはずがない。y

とりわけ，歴史上特定の生産力段階においてのみあらわれる諸生産際式

というものの生成一発展ー消滅の必然性を将学的に証明した経夜学におい

て，資本$J分析でありかつ前資本制分析であるといった複合的対象設定の

成立を仮定する ζ と自体やや疑問を感じると ζろである。資本制生産の経

済法則の検出であれば，その端緒から終結まで分析対象は資本制であろう。

それでは，そのような資本制分析であるはずの『資本論』において，伺故

「前資本制的J範明が介在しているのであろうか。抽象的範聞は，単純な

範囲露であるという意味で，その類似の実在を資本制以前にも求めうるとい

うζとはたしかに宮いうるが，それのみではゐるまい。資本物j生産綴式の

客観的経済銀則が呈示されたならば.それを与えられた基準として.前賢

23
' 

同 Gr.s.処3.r褒綱Jm. 530頁。

(締 Gr.s. 22. r要綱J1.23質。また次の文言をも参照。「もっとも始2量的な諸

範鴎でさえもF ーーiまかならぬその他象性のゆえにーーすべての時代にたいして

妥当するにかかわらず.しかも Cの当の始~という規定住の点では.やはりま

ぎれもなく歴史的諸関係の産物であるという乙と。そしてその完会な妥当伎は.

ただ乙れらの諸関係にたいしてだけ.ζれらの鰭関係の内部でだけという ζ と

である。J(Gr. s. 25-26. r要綱J1. z7頁)
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本制的諸範贈を資本制的範腐との対比において.あるいは破仰の対象と し

て位置づけることが可能になり，資本制との対比で前資本制が見えてくる，

そのような位置づけiζおいてであろう。逆lζ文，前資本$iJ的JlllltJ¥見えて

くることによって，資本制の符質が明らかになる。つまり .r資本論JIC 

おける前資本;TiJ的範隠は，前資本制から資本初jへという発生史が内在して

いる ζとの証左ではなくて，資本制分析という主軸を，対比的手法で行う

契機として導入されてきたものであり，資本制自体の歴史的符買を解明す

るに必要なかぎ りで導入されたるのでゐる。資本切の注目リパ肝自体がまず

あり，それが前資本制を逆照射しまた前資本制との対比で，資本制を，さ

らに未来社会を予想させる契機となるるのでゐる。資本市1J生主関係の宝示.

「ζ うした示唆は，同時lζ現在の正しい把纏とともに，過去の理解一一一

つの役立の仕'11であって.われわれるいずれとりかかりたいとねがってい

るーーへの鍵を促供する。同僚にして他方ζの正しい考察は，生産関係の

現在の形姿の止鎗一一そ ζではまた未来の予示，生成しつつある運動ーー

の示唆される点lζみちびく。一方で前ブルジョア的段階がたんlζ涯史的な.

すなわち.止場された前促と して現れるとすれば.現在の生i宝の諸条件11.

8己自身を止錫すると ζろの諸条件を，したがってまた新しい社会状態の

ための歴史的前提を生みだすと ζ ろの諸条件として現れる。f

一社会の生産を全面的に支配する志のと しての腐品 ・貨幣関係，そとlζ

おける価値=価値形餓.商品生産関係，それが r資本論』口頭商品論が対

象とした志のであり，それが明らかになってはじめて.農民，手工業者の，

単純小商品生産者の歴史的限界が，そして又それとの対比で，全面{じした

商品生産としての資本制生産が明らかになる。文.商品生庄の担い手が資

本家でゐるζとが明らかになってはじめて，生産者l乙生産と生活の諸条件

が帰属する小商品生産が.資本制にとっては般綾の対象でゐることが，逆

にそれとの比綬で，資本制における直接生産者は生産，生活諸条件の所有

(Ii') Gr. s.お4.rJ!綱JII.396目。なお.見回石介『資本紛の方法J(弘文1l.

1963年)尾崎芳治.前織 「本源的蓄積Mの絡附臨J参照。
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から排除されていることが明らかとなり.同時1(， r多数の車接生室者によ

る生産と生活諸条件の共同的所有j という未来社会への転化を展望するも

のとなっている。

「前資本的範鴎」は，上の r要綱J1乙従えば，r過去の理解.いずれと

りかかりたい独立の仕事」とされている。「過去4 そのものが対象となっ

てはおらず，資本制分析に必要なかまりにおいてその諸断片がくみこまれ

ているlζすぎないのである。「自己労働1(.bとづく所有者jとは「小商品生

産者J なのか f自然経済を営むE;'I人jなのか「段奴Jなのか，不分明な

ところが多々見うけられるが，それも，主課題が「資本制=直接生産1'iの

生宝，生活諸条件からの排円余J という資本制の本質を，逆規定との対比で

浮かびあがらせるという限定された位置づけによる不分明きであり ，その

ことがむしろ，.部資本制自体が分析対象でもなドれiZ.前資本吋から資本

制への発生史が対象でもない ζとを示しているといえよう。

商品議l乙前資本制を見，商品論一転化論一間余伍包~I乙資本制の発生史

の段階的叙述を見るとすれば.最初lζ触れたように，商品生産社会→両係

分解→資本 ・賃労働関係という系列であり，勤勉でより優れた生産力水♂

を体現した商品生産者が， W→GI(.成功し，貨幣を透明し，ついには資本

家lζ転生し，怠惰で怠った生産条件に甘んじる商品生産者はついには，W

→GI乙失敗し賃鈎働者になるというものであった。しかし古典を見る限り.

優れた商品生産者が，貨幣を蓄積し資本家l乙転生した等ということが，資

本制の創出契機になる等と言われてはいない。むしろ『要綱』では，それ

は fとるにたらぬ源泉jであり「述べるにおよ iぎないJとしている。「等

価窃の交設という純粋な方法で.貨幣がd)る程度Ni積会れうるという ζと

は.われわれの見たとおりである。それでるとれはとるにたらぬ源泉をな

すにすぎないから，歴史的lζ述べるi乙およ lぎない。J"

~I(.，生産価絡と価値における「前資本制下の価値法則j はー珍ー舗の

tω Gr. s. 404， r要綱Jm， 439-40頁。
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資本側と価値規定

商品簡が対象としたものとは一致せず.資本制にとっては破~の対象であ

り，また r要綱Jr資本論』にとっては.いまだとりかかっていない「過去

の理解Jにつながってくる領はでゐる。

おわりに

以上，三巻における生産価指一価値にかかわって f価値法則=mJ資本制

=単純小高品生産-小農民と手工業者I...，このような断片がくみこまれて

いることの怠映を検討してきた。 ・ー では，改めて-1'J商品鈴が対象と

したbのについて探りだし.商品生産者i工資本家であること，資本制の内

部で作用しているものとしての商品生主の法則を論定した。 こ では，

商品生還と資本iζっき，時系列的な先後関係ではなく ，同じ資本明の重層

的法則分折を行っているのではないかとの仮説をすえ.その実態的諸契繍

の倹出l乙つとめた。 三では，一.ニ で示されたように.r資本鎗j

は.すでに自分の足で立っているものとしての資本制を対象にすえている

にもかかわらず，前資本制的範鴎がくみこまれていることの意味について.

一つ1ζは綬砕の対象として.また一つには，資本制を対比的手法で分析す

るその断片と νて収められている ζとを明らかlζした。

以上の検討を通じて.r資本論』の商品論は，資本制下の商品生産と流

通を対象としているζ と， 商品→資本という発生史 は検出しえないか，

「とるにたらないもの」である ζ とが示された。もって『資本舗』一一「資

本一般」および，それにくみζむような形でおかれた，資本一土地所有一

貫労働関係の，近代的土地所有の，生成一発展ー消滅の法則的解明という

視点の客観的妥当性l乙対して，一傍証となっておれば幸いである。
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ー，・ 6

第五章 f資本論Jにおける「歴史的範鴫」について

はじめに

r資本論』は，資本制生産緩式の客観的経済法則を検出した容であると

と，それは指摘するまでもないζとのように思われる。例えば，第一腹序

文においてすでに次の記述が見られる。 「ζの著作で私が研究しなければ

ならないのは.資本主議的生産織式であり， ζれに対応する生産関係と交

易関係である。}')

事実.商品 ・貨幣論，転化論，諸積論という『資本論』の編成序列は.

同時に，資本制における，一般的上台でゐる商品 ・貨幣関係.その上で運

動する資本 ・賃労働という露層的構造を反映したものである。

ところが， ζのような自で，実際に『資本治』を読み進めていくとき，

rr資本論J=資本主畿のtJJ.という等号関係を一見否定するような文宮に

たえずつきあたる。その具体的文書については後に想起されるはずである。

したがって，ζζでは.漠然とした苫い方しか出来ないが.それは『資本

翁』における，一般的あるいは歴史的範喝の内在とし、う事実である。また，

資本主惑を土台として展望される「自白人の迎合」としての新しい社会の

くみ込みの事実である。

商品 ・貨幣関係が，広くかっ深〈浸透し，その関係に媒介されつつ「文

明化され洗鯨ロれた搾取の一方法Jt.こる資本が舵立する資本制。その資本

(1) r資本総」第一巻.大月板金集第23巻ー1. 8-9ページ。
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「資本・2告』におりる「歴史的範鴎Jについて

剰分折の中にくみ込まれた，一般的，歴史的~1C3。資本相l分街であれば雰

他的に資本制分析のみを予想3れる中で.何紋，このくみ込みが行なわれ

たのか。その滋味をさぐりだすことが本稿の直接的~eである。

以下.ーでは.r資本論』にく λ込まれた一般的衡問にかかわる筒 l済が，

発摺.概観され，あわせてその意味が検討される。ニ以下では.r歴史的

事B~J および未来社会のく λ込みの泌がかえりみられる。若平，古典の

「技枠ノート」ともなりかねないこの倹討を通じて， F歴史的範IIJ等の

くみ込みの.¥;tp告が漸次浮かびあがってくれば;本摘のrr閣は述成されたζと

となる。

ζの認題解決への一つの予備的位置つ'けで.今考えられるのは以下の二

点である。一つは，先の rr資本論』軍資本主語の;!}Jとし、う等号関係に

かかわる。『資本論』にあっては，萄も論からli積白に至る内容は.たL

かに，資本制の実体的諸契機の分析である。しかし，後の文2でも見るよ

うに.そのこと自体.資本制の歴史的経過性をも内包しうるものである。

先走りした言い方となるが.r歴史的範耐Jとは， もし歴史を有為転変，

生産段式の転変とみれば，資本初自体もまた.r歴史的j と形容されるー

範時となる。 ζの点にヒントを与えているのは，第二版後記における一文

書である。資本制分析における定定的理解と否定的理解，このこ条の接近

視角である。資本制の歴史的進歩性と存立と発展の線拠を認め，客観的・

科学的経済法則を倹出する ζと，それが同時に，資本制の否定的契81.歴

史的経過性をさし示している。 rc弁証法は一一引用者)現状の肯定的理解

のうちに同時にまたその否定，その必然的&f6の理解を含み，いっさいの

生成した形態を運動の流れのなかでとらえ.したがってまたその過ぎ去る

面からとらえ，なに ものにも動かされる ζ となく ，その本質上批判的でゐ

り革命的であるからである。P

ζのように見れIf.r資本論』 は.資本制分析の嘗であるとともに.ぞ

(2) 向上，23ペーヲ。



237 

の生成 ・発展 ・消滅の論理をも内包しているはずである。 ζζに，資本主

重量分析に，その前史.r歴史的範目撃Jをくみ込む必要が生じる。「人はうし

ろむきに未来に入っていく J といわれるが，資本主~の生~とは. その

「前史」の破砕と同議であるが故に，そのようなg味あいで「前史jが.

資本主表分折の領援に聾をあらわすこととなる。原始共同体，叙よ主制..

奴制等のくみ込みが予想される。 ~t た. 後退しつつ前進するその射程の中

に「自由人の連合Jb~を現わしてしかるべき綬拠とるなる。 ζ の点， 後

の行請の中で，その可否が改めて確かめられるはずである。

他の一点，それは.r対比J的手法についてである。 ζれるまた，未だ

仮説の域を出ず，原典の復活的再現によって検証されねばならないが，

r資本論』で.r歴史的範峨」は，鹿史の方ではなくて，資本制を一つの

「対比jあるいはっきあわせの手法で説しその方法的契慣としてもち ζ

まれたのではないか。本論で検討すべきととにやや立ち入りすぎ，後の検

討との重複を恐れねばならない。しかし ζの点若干，敷祈してお ζ う。「対

比Jによって帰結きれるるの，とれは資本制の絶対性ではなくて.その相

対的存立の諸証となるはずである。この点にかかわっては.経済学の書で

はないが，へーゲJレ『小論理学』における以下の内容は示唆的である。第

ーは.有限と無限について。 ζの両者は，単に言語の意味だけにとどまる

ならば，有限は有限であり，やがて終末が訪れる。無限は，到達点なき運

動である。しかし，へーゲルはそう見ていない。有限と無限.乙の相対立

するものが二つ並べられ，その ζとにより ，無限はすでに絶対的なもので

なく.有限とならぶもの，単にこつの志ののーっという位置にひきおとさ

れる。放に，無限は無眼でなく，限界を与えられたその「一面にすぎな

いJo'創この「無限Jを「資本主護Jにおきかえると， 資本制は，それのみ

を血立的にとりだすと.f&に比較するものなき絶対者であるが故に.r無
限Jと見える。しかし，他のもの.r有限Jと「比較Jされる位置，ニつ

(3) へーゲル f小論廻学』上.治波文!tU.138ペ-'"。
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『資本治』における f歴史的範鱒Jについて

のうちのーっという位置におかれるや否や，資本制は限界が与えられる。

同時に， それによって初めて分析は科学性を獲得している。他者によって

はじめて，自からは絶対性の神話から解放され，客観性をえる。「或るも

のは，他のものとの関係のうちで，それ自身すでにこの他のるのにたいし

て一つの他のものである。」制

論理学にあって，この「対比」の章表は一白して示位されている。本質

について。本質は，自らのうちに.否定的要点を内包するものであり.本

質自体，二者中のー者となり，他によって自らが否定されるoX定的関係

での他者との関係をもっ限りにおいて本質性は保証される。「本質は内在

生でゐって，それe主自分自身のうちに自己の苔定，{ら;d.・への!y!係，c草分を

持っかぎり においてのム，本質的である。1"r本質は.本質的に区別の処

定を含んでいる。j')へーヶ， ，レの~Jl1!学において . 有諭一本質誌の上にたぺ

現象をへて.慨念，客観のあとにくる居後のd葉，現念においては m
別Jという契機が保存される。区別が統ーの前提である.と。「認援の過

程は，その結果として.区別によって豊富にされた統ーを回復するが. ζ

れが…・・絶対的理念でゐる。F

対象を仰成する諸契機の発見，分析.栂互比較と椴互否定.~ð契織がく

みあわされた総体としての対象. ζれが「僚念」的に把握された対象でゐ

る。

以下，r比絞Jr他者への関連Jr区別」という手法をも一つの指針とし

て，課思に接近したい。

総じて，以下の倹証を通じて.r資本論』における「歴史的範鴎Jti， 

rr資本論J=資本制の;JJという等号関係をほ定するるのである ζとを改

めて立在していきたし、。

(仲間上.289ページ。

(5) 同上.下，16-17ページ。

(6) 向上，22ページ。

仰 向上，215ページ。

- イ
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一 一般的範鳴について

資本主重量分析の領威内における，一般的範時の内在，直接に資本主主量的と

はいえない範隠の内在， ーでは.r資広冷』でのその軌跡がたどられるJ

資本制分析における一般的範窃といったとき，連関して~起されるのは，

人間と白然の物質代謝論，労働過程治である。l納入聞の舛にあり，人間の

生存を支えている自然，それは人聞に内化され，また老燃物は自然に回得

(3) 本摘の検討素材は.r資玄諭J第一巻資本の生産遜程に限定セれている。

啄奥における「歴史的iijQJの検討はもと ::'11努一巻に寝られてはならない。

経奮草積， ~ JレZ平注.その他初期7 /'"ヲスの文献. ドJ ツ・イデ fロギー ' 

ンネンコフへの手紙.!i学の貧困~.史的略物総の生成期の資料.批判序説に

おけるその定協化，資本治草稿.と りわけ経済学批判要綱. ζれらに却して，

同一テー?に関する検討が行なわれ.初めて.その全体像に迂いイ Jージがfl

得できる。

(9) ζの点を重視したのは内図義彦である。内田は.資本主事草分行に物質代謝治

は不可欠としている。「努働過程=-だ.tからは資本主議に主主白なものI!.伺もわ

からないが，労働過程S告を扱きにしては.資ぶ主連軍という独自な私有財産制度の

もとで，人間と自然とのかかわりあいという綬底的に篭褒な官がらがどう行な

われるかという .7ルヲスの問題的関心は消えてしまう。jσ資本舗のl世界』岩

波書fi..19侃王手.83-84ペー判。なお.ζの人間と自然の物質代謝は現在.

その循環の図書すなわら環境問包として，検討が.ねられている。玉野弁芳郎

は 「エコノミーとエコ ロジーjσ恩創jぬ620. 1971P=手2月)において.市場の

外にあるさ主銀系への g くばり . 工業のみならず.a~の電視という 視点を提供し

ている。縫名m明は r農学の怒怨J(東大出版. 1976年)において. リーピッ

ヒに光をあて.動物とtI物の物質代別，アジア民自突における循環視点に着目し

ている。環境問図を附に.マルクス縦済学における.:主:m関係霊視に疑問唱dst
じ.いわゆる「生産力J!IU見をといにもの，こ.E軍図情郎「人1111-0然関係と 7

ルクス経済学J<r経8高野治j1979i'手6月)がある。公害等を 「市渇の 失 敗Jと

いうより .r他者に伝嫁される有害な影沼Jととらえ具体的分析を行ったもの

にK.W.カップ 『環境破tII!と社会的費用J(岩波書庖. 1975年).r生産力Ia

IIJ.資源の「収理事的飲灘的利用」等の概念を用いて深い分析を加えたものに.

吉田文和 「環績と筏術の経済学J(背木曾后.19805'手)がある。
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r資本省Jにおける「歴史的tI!・」について

する。労働過程は，人聞に療取可能なように自然が改造されていくプロセ

スである。人間の手の延長としての労働手段，改造対象としての労働対象，

人間質鋤そのもの，この三者が改造過理における.つまり生霊の三要索で

ある。

先の歴史的転変とのかかわりでは， ζの三者のうち，労働手段が規定的

としている。「なにがつくられるかではなく，どのようにして.と・んな封

働手段でつくられるかが，いろいろな経演的際代を区bl~ずるのである。j輔

このような労働過程給，それの資本制分析へのくみ込λは，それ自体一

つの検討謀題となる。しかし，さらに改めて注目されるのが，資本主a的

経済分析に拘らず，それとは一見異質な妓念.r自然J煩念のくり返しての

登場である。例えば，原始共同体，奴諸制以下の歴史の五段階把握とに区

別される「文化Jの二段階把慢の脈絡においては要約すれば以てのように。

富の苫前.その水畿を決めるのは「労働の生E性Jである。そしてそれと

縄関するのは「自然条件」である。 f資本論』では，その際の「自然条件J

は，単に人間と対立した自然ではなく，それも含めるが，また「人間J自

身も「自然」的な志のと把握している。自然はこつある。一つは人間と し

ての自然.他は環境としての自然である。そして人間としての自然の空か

念を支えるものである環境としての自然は，生活字段盟視から生産手段

視へと重点移動を行う。引証はやや長文にわたるが以下。「社会的生産の

聾が発展しているかいないかにかかわりなく，労働の生産性はつねに自然

条件に結びつけられている。 ζれらの自然条件は.すべて，入団などのよ

うな人間そのものの自然ι人間を取り巻〈自然とに還元されうる 6ので

ある。外的な自然条件は経済的には二つの大きな部類に分かれる。主活手

段としての自然の宮.すなわち土地の穆かきや魚の堕官な河海などと，労

働手段としての自然の宮.たとえば勢いのよい海流.航行可能な河川，樹

木，金属.石炭，等々とに分かれる。文化の初期には第一の種類の自然の

宮が決定的であり.るっと高い発展段階では第2の種類の自然の宮が決定

" 的出 f資本鎗J236ページ。

一~
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的である。f・
資本主義分析のゆ内への自然鏡念の導入，人聞を自然ととらえる視点，

r文化jの二段階把揮， ζれらは資本主11分析の一つの基卸を与えている。

なお， ζの人間自然という視点は，人間と自然との物質代到において，

保存きれ再現している。人聞は，封働過程において，第一にその前提とし

て，対象たる自然の法制を認議する。窃二に，自 らの頭の中に織かれた設

計図，法則認誌に支えられた設計図通りに自然を改造する。第三に，ζの

閉じ自然改造過程において，もう一つの自然である人間色「内分自身の自

然を変化8せJr眠っている溶勢力な発現戸させる。空3働が人聞に反作用

し，人間を発遣させるものとの指鏑であろう。

しかし，乙の改造過程においても，人聞がなしうるのは「素材の形鰻を

変えるJだけでゐり「自然力にささえられている」。個

一般性，自然続念を導入するととによって，資本制から;，gさ.かるのでは

なく ，資本制をより深く認議する契綴となっている ζとが現われるであろ

う。

一役性，自然lZな'!s，その待有の条件が資本制の成立の土台となるとし，

豊かではあるが単一色の自然と多織性を内包した自然を比鮫している。資

本制のー特質は，私的所有と社会的分業であり .それが商品交換と貨幣の

権力を広げてゆく。とすれば，その自然的基礎は，土地の分化，天然のS

のの多様性である。「ζのような自然(豊かな自然ー引用者)は.人間自

身の発達を自然必然性にするものではない。値物の繁茂した然併ではなく.

むしろ温宇野とそは，資本の母国である。土地の絶対的な豊かきではなく .

土地の分化，土地の天然産物の多様性ζそ，社会的分業の自然的基礎をな

するのであり . 人間を取り巻く自然環境の変化によって. 人間を東IJ~ して

ω 同上.飴4ページ。

O~ 向上.勾4ページ。

Q~ 向上.58ペー:.;>。 ， 

___ .. ，r-::c~ 
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r資本~J における「歴史的範鴫J について

人間自身の欲望や能力や労働手段や労働織式を多出化さサるものであ

る。J4

もちろん，自然の多岐位は車接に資本$iJの成立を導く志のではなく「可

能性JMを与えるの~である。

以上.r資本語』 における一般的iiC.受3働過樫.自然等について見て

きた。録後の引証からも明らかなように.生産関係の形成の必然也を与え

るものではないが，その背後に伏在し，綬底的ともいえる条例・となってい

る自然を恐じとることができるであろう。若干のまとめに入ろう。資本制

分析に，一般的衛門を導入することにより，第一に，資本制生tをは，他の

生産段式と共通する所があることが確認された。第二に.とりわけ人間自

然をも対象・とし，その発達.改造，漕勢力を指縞し，経済学の_;;1屈とし

て，人間の潜在力の発現がdちることが示された。第三に，そして本慌の品

題設定にかかわっては，この第三が偲要の論点であるが，資本if，1Jにおける

剰余価値生産といった特殊性が，物質代謝，自然等と 「対比J~れた。そ

のことにより，資本制における，人間と自然のパ弓ンスのとれた物質代ru
の可能性を附示し，人間の市在力の発現を示唆し.そのことによ って資本

制におけるその撹乱の事実を明白に表わす領杯としている。特殊性が一般

性とつきあわされることによる，特殊性の内容規定といえよう。"

それでは. 以下，本来の「歴史的衡略Jにかかわっての倹討を始め

たい。

04 向上，飴6ページ。

自由 問上.667ページ。

0& 資本制下における人間自然.土質量自然の限緩努については以下の凶備を23照

されたい。「資本利生産織式と人間自然 ・土地自然との聞係J(京総大学経済学

会 『経済鎗ftJ:n1l9~~ 4 ・ 5~} ， 1977ff4・5月)，r資本の生l重力J(同 f泊

費lJ第 123~W. 6吟，1979年6月)，r大工1:と腹案J(1l~\彦f..修r~m現代経
済学 者l2~J 1'f*;JQi， 1978年所叙}。 また u主演湾総学会修線第24~J
(青木.Qi， 1987~) Iこは上記第一諭文と同じテー?での鍬告と必鎗がある。

-444 
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二ι 商品 ・貨常関係における f!lf史的'HIJ

資本制生産における宮.人間の外にあり，人間にとり隈取可能な対象，

豊備さの一指僚としての宮は，膨大な商品lIfとしてあらわれている。 ζれ

は.r資本論4冒頭の文宮でもある。積i品生還に，資本制の土台，一般的土

台をなしていること，すでに指嫡した通りである。この商品生産関係にお

いて月生産者は，私的所有，すなわち相互的他者，および社会的分譲，す

なわち相互交倹，相互依存， ζの栂互排除と相互依存という瓦いが他を否

定しあう関係におかれている。商品社会において，生産者は相互の部立と

綬争，そしてまた~~.たえさ.る不安定住.商品 ・ 貨幣という鈎による支

配の中でさをを営んでいる。そして. n~動J を旨とする資本制において，

それを保障するのは「価格形態Jである。価格形餓は「原則がただ熊原則

性の盲目的に作用する平均法則としてのみ貨かれうるような生産格式の適

当な形態にするJ。・

f資本論』にあっては， ζの商品形怨こそが，資本主義を.その重量b抽

象的，一役的レベルにおいて，歴史上符定の生産段式として特撮づける

「質」である。注52では以下。「強働生産物の価値形態は，ブルジョア的

生産段式の最も抽象的な，しかしまた最も一般的な形態であって，ζれに

よってこの生産儀式は，社会的生産の特殊な一種類として，したがってま

た歴史的に特徴づけられるのである。J圃

それでは閉じ f資本翁』において.商品生産は.上の引証通りに，もっ

ぱら資本制のみのー属性としてつかわれていたであろうか。そのような目

。η 「商品生産者の一般的な社会的生産関係J(前出 『資本鎗J106ページ)との僧

績がある。

Q~ 向上. 136べ-..;。なお資本主義における「変動jについてすぐれた分析

を加えたものに尾崎芳治「現代革命とイダ fロ￥ーJ<r新守ルクス経済学Z陣箆

4J有斐閣. 1973年)がある。

U理的出『資本総J.108ページ。
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『資本諭Jにおける「震史的.IIIJについて

で見直したとき，つきあたるのは，商品生産は資本切の「歴史的な前提r
をなすとの文言である。 ζれは商品分析をすでに経た，第二1;1 貨幣の資

本への転化 の冒頭におかれている。とすれば，先行する第一指商品お

よひ・貨幣は， 資本制の「歴史的前提」たる位:l1.資本主袈以前という解釈

色浮上してくる。

資本主援における宮は商品であるとし、う文宮ム歴史的前提でみるとの

記述がともに r資本論Jにあるが放に，そのままを足直に見れば.商品生

産は資本制内のものでありかつ資本制以前のものとの判断を下しうる。た

しかに，歴史的には，それは単純な事実でゐる。

r資本論』は，この単純な歴史的事実を下敷きにしつつ，一定の角度か

ら「歴史的縄問」を資本分析の内にくみ込んでいる。以下たどっていこう。

第一。資本主義における商品生産，それは一社会全体を広く開くおおっ

ている。対して.それ以前の商品生産は，自己消費と相並んで.部分的に，

点在的に行なわれている。このような区別を行っている。生産拘の「単に

その多数だけでも，商品という形態をとるのは」資本制のみである。しか

しまた，大多数の生産物が「自己需要に向けられていて，商品に伝化νて

いなくてるJ商品生産は「行なわれうるJo"資本制とそれ以前とを対比し

た形での商品生産についての説明となっている。あるいは，価値形態論の

1. 1においては以下。首選緒たる価値形態 1.簡単な価仙形態は，相対的

価値形態と等価形態の区別がすでにされているが放に，資本制における商

品ー貨幣をすでにさし示している。しかし，乙の同じ形態 1(1.資本制以

前，生謹鈎が「偶然的な時折りの交換J帽しか行なわれない時期にもゐらわ

れる，と。 また.形態Eは， 貨幣商品の一般的形n震を怨届させるものであ

るが.これ志資本主袈以前に 「家畜Jが「慣習的にいろいろな他の商品と

ω 向上.191ページ。

仰事IZiIはいずれも.222ページ。

ω 向上.89ページ。

~ム
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交後J"されるよう になったときに実際にあらわれる，と。同じ商品，同じ

形態1. Iの，資本制とそれ以前，それぞれにおける相貌のちがいが指鏑

されている。

第二。同一線上での，異った角度からのアプローチがまたみられる。資

本制以前の商品は 「使用価値の余剰分だけJ.N自己需要の欲望を越える

f超過分J国のみである。対して，資本制下の商品については，注22にお

いて. )レ ・トロースのコンディヤックへの解答を号|いているのが注目され

る。その文言は以下。「発達した社会にはおよそ余分のものはないのであ

るJ。掴

資本制以前の商品は，交換が全面化しておらず，自己消費が主となる社

会体制であったが放に.r余剰Jのみがそうであった。資本制においては

商品生産には余剰概念はない。つまり，初めから，生産にあたって「自己

需要Jの観点はないのである。

以上，第一，第二をふり返る時，結局，問題ときれていたのは資本制下

の商品生産であった。以前の商品生産は，部分的.局部的との指鏑.ある

いは，労働生産物の「余剰分Jの商品化との規定を省みるとき，結局それ

らは，資本制下の商品生産が，一つは，社会全面を深く広くとらえたもの

であるとと，また一つは.r余剰Jでなく緩初から交後目的の生産である ζ

とを明確に性格規定する，その対比のー素材として，主役を主役として輝

かせる傍役たる役割の下に登場している。

冒頭商品をめぐっては，論争と研究が重ねられてきた。そ ζでの対決点

は，大きくは以下である。一方は，官頭商品が，資本主義的商品，資本制

から論理的に抽象注れた商品とした。他方は，前資本主主量的商品，単純小

ω 向上.89ページ。

倒向上.171ペー少。

t2S 同上.208ページ。

elG 同上.209ページ。
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f資本おJにおける f:!l史的範鴎Jについて

商品生産とした。"

しかし.IJ実としては.r資本論d には，前資本制下の商品，資本主a
的商品が共に含まれているのである。放に.その限りでは，論争の相対立

する両者は共に根拠ある立論をしている。従って問恩は，共にあるそのζ

との特有の意味を倹出することにある。本稿では.冒頭商品は資本制下の

ものとし，なおそこに資本制以前の高品が導入されている彼拠を，対比に

よって，主題たる資本制商品を浮きたたせる契僚と位置づけた。

なtJ.検dを続けよう。同一テーマにかかわってあらわれて くるのは，

共同体と商品主主との関係である。共同体内においては，現在の.~主長子育宮

争の愚後の停といわれるま袋共同体を見て S分かるように，性，年船等の

自主義的相i畠にるとづく分業はあってる，分業の相互の担い手の聞にキプア

ンドテイクを原則とする生産物の交後関係は存在しなし、。Jl実としての，

共同体から府品生産への移行，それはしたがって共同体内ではなく，共肉

体と共同体.複数の共同体が接触することによってでゐる。この 「接触J

とし、う慨念は窓視されている。商品交換は 「共同体が飽の共同体またはそ

の成員と接触する点で始まるJo・その接触の担い手たる遊牧民鉄に則して

も。「遊牧民疾……彼らの生活傑式が後らを絶えず他の共同体と接触させ.

したがって彼らに生遺物交換を促すJo.これが共同体から商品生産への移

行の第一の契機でゐる。

第二のものは.むしろ第一の前提とも なる所である。共同体がたとえ「緩

触Jしでも .その両共同体が，同じ生産物，自然対象しか6っていなけれ

間 ζの鎗*に~加し. ataに.r冒頭商品=資本家的商品生産~によって生産

された商6oJを鎗証したものに.中川弘 rr資本:.tiJ冒頭篇の住絡規定J(福島

大学 『商学諭綴j第51巻第 4号.19邸主手3月)および向「悶 ・符t:iJ(同.!1l57 

t善策4号.1989年 3月〉がある。筆者も中JlIの見解は正しいと判断している。

しかし関阻は.やはり資本制分析におりる「歴史的穂鴎JのJl味である。乙の

J点での解答がなければ，泊争の止自白は閤.と宇IJII7iされる。

CIlI iTiJ出 r資本::lJ118ページ。

ω 向上.119ページ。

~ 
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ば当然交換は行なわれなし、。 Iにおいて，自然を論じた際，その護かさ一

般ではなくて，多緩きが刺激と交換欲望を生じさせるとした。 ζζで志向

じく，交換の前提にめるのは自然であり，その多緩きである。つまり，共

同体間の接触による商品交後の前提は..それぞれの共同体の「自然発生的

な相違」掴である。

ここで商品は次の二点でとらえられている。第一。資本制下の商品， ζ

の商品が「発生史」という観点から，その生成の根拠がたどられている。

共同体と共同体の接触による交後の発生は，それだけを切りとれば，歴史

的叙述のように見える。しかし，全体の旅絡を想起するとき，それは単な

る「歴史的範府」ではなく，特有の角度から資本制分析の世界に導入きれ

ている。

第二。同じく，商品生産社会が，共同体の厳綾を前提するとし，共同体

の逆規定として高品生産を把握している。"

以上が，商品生産における「歴史的縄際Jの意味である。それでは，商

品生産を土台とする，資本 ・賃労働関係，剰余価値，剰余労働と「歴史的

範鴎」の関係はどうか。意を変えよう。

三 資本・剰余価値・剰余労働と 「歴史的範喝J

資本制は，商品 ・貨幣経済をその一般的土台とし，その土台の上で，主

佃同上.461ペーヲ。

ClI) r資本論』における史的確物論につき，共肉体の解体と商品生産の線，奴滋

制.5量奴制，資本制という剰余労働取得lの線ととらえ，こつの線の交錯点に資

本制lを位置づけたものに，林直辺『史的略物舗と経済学上J(大月N広.1971 

年)がある。なお吉村逮次は『資本制生産を徹底的に健史主議的に分析する乙

と」に 『資本論』 の特徴をもとめている。吉村逮次『経済学方法~J (ま陸海社，

H崩年.72ページ)。池上憶は.ζれを循環法則と移行法則の統ーとしている。

例えば f現代国家論J(狩木容后. 1鈎O~手) 苦手照。又.宇野弘蔵は，資本主畿

の経済分析による史的E怪物論の論涯をといた。例えば『字野弘磁著作集 第九

巻経済学方法諭J(岩波書E庖.1974王手)を参照。
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r資本:.liJにおける flf史的範・Jについて

体たる資本 ・賃労働関係は，剰余価値の生産と実現.資本li慣の運動を伐

ける。以下， ζの~'i'(絡の中に姿をあらわず「歴史的範鴎」の齢をたどり倹

討を加えたい。

とのテーマは，研究史との関連でし、ぃ平せば，資本主義分析と史的唯物

論，資本制を，原始共同体ー奴隷制--9奴制ー資本制一社会主義 ・共産主

主主という，社会情成体の転変の中で考察することの可否の問思でもある。

今まで「労働Jr人間と自然の物質代謝J.前資本制における高品， ζ

のいずれも，資本制分析に.特定の役~Jにおいて ， 登損していたことは，

すでに見た。本立のテーマについてはどうであろうか。さしあたり，皇室自

に歴史のみを対象としていると見える箇所をとりあげる。

原始共伺体についての論述を以下ひろいあげて3えよう。原始時代には，

加工された石の道具，あるいは家畜が主要な労働手段であった。「殻宙の人

聞の洞窟のなかにる石裂の道具や石製の式器が見いだされる。加工された

石ゃ木や骨や貝がらのほかに，人頭史の発~では，馴らされて，つまりそ

れ自身すでに労働によって変えられ，飼育された動物が，労働手段として

主要な役割を演じている。Fあるいは，インにの「太古的な小共同体」に

ついては，.a;定と手工業の結合.r自給自足」が特徴であるとし，アジアで

は，ζの自給経済が強固に存続しつづけ，商品経済の浸透を閉止しており，

そ ζに「アジア的諸社会の不変性Jの綬処をるとのている。. ~るいは共同

体その 6のにつき.r直接に社会化3れた労働」であり.r歴史の発縦jMで

見られるとしている。原始共同体そのものの断片的記述である。

注17では，奴隷制をとりゐIr.崩慶の契機に触れている。史的唯鈎績に

おける，社会問成体の転変の必然性を，奴隷性の崩寝として共体的にみた

ものであろう。奴隷所有者対奴隷という生産関係において，奴よまは人間で

c0 附出 r資本~J 236ペーy。

悶悶 上.4伺 -470ページ怠照。

ω 向上.104ページ。
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，~ 



あるにもかかわらず，人間としての待遇は拒否されている。対して，絞殺

は，怠業あるいは道具を破鑓する等で抵抗する。 ζζ に所有者t!.生産を

行なわせるために頑丈な， ζわれない道J誌を与えざるをえなL、。奴誌の抵

抗はおさえられるかもしれないが，奴諸制という生産関係は，生産力発展

を盟止することが明白になり仮設制は劇i穫に至る。「奴主主制にSとづく生

産Jは「高値」である輔

農奴智!にかかわっては，その生氏過程が触れられている。 ψーマニア詰

州では，過去，共同所有が符領的であった。一部は.各人の弘的所有であ

ったが，他は共同体成員の共同所有，共同耕作の対象であった。私的所有

の舛にたつ共同所有の部分は「予備財甑」あるいは「験費」として役だっ

た。 ζれが第一段階。農奴制は，共同体の首長が，共同地およびそ ζでの

仕事を「償領Jし，農民に農奴的な貫納言ピ強制する ζとによって成立する。

「自由な農民の労働は…・・夫役に変わった。それと同時に農奴制諸関係が

発展した。"J

ζ うして成立した農奴制は.その下で，農奴による土地の占有，封建的

重庖的土地所有，また耕作用具の所有が行なわれている。

また他の笥所では， ζの占有と所有が阻止される段階をといて資本制へ

の移行をも暗示している。「要するに彼の生産手段を，明日にも領主が自

分のものにしてしまえば，以後は農民は自分の労働力を夫役領主に売らな

ければならない。J"

f資本論』では，ただ断片を集積しただけでも，社会発展史についての

一つのイメージを内包している。しかし，また，そのくみ込みの意味は不

文明のままに止まりつづけている。

'~I) 

見直しを続けよう。 すると，上とは区別されて，資本制生産を特徴づける

00 向上.257ページ診照。

目白 岡上.筑)8ページ。

問問よ.740ページ。
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『資本~J におりる í&史的範膚J について

範鳴が.前資本制の領減に役':1'返され，比較検討されている ζ とに気づく。

第一は，資本制下で資本の運動の担い手となる 「貨幣Jについて。貨幣

は，資本主畿をまってはじめて，社会全体に浸透する。同じ貨幣が，歴史

的には.どのよう な作用を及lましたか，記述のfi}iをたどりたい。一一ロー

マ時代，貨幣による租税のとりたての「二度の失敗J.ルイ 14世治下のフ

ランスにおける貨幣による租税とりたてによる「ひどい廊乏Jをあげ.貨

幣の定着は 「生産過程の総姿服j圃によって制約されるとし，結果的に，資

本制が，はじめて貨幣の浸透に対する制限を突破した ζとが暗示されてい

る。

第二に，債権 ・償窃関係について。資本制τの債指 ・償萄関係I!.~品

流通の恒常化および，百科加工から製品販売"!で，相互に関連づけられた

資本の間の取引を前提に，そ ζでの商品受け控しと貨幣支払の時間的ズレ，

信用の形成を意味する。では，前資本制においてはどうか。古代世界での

債務者の没落は，奴隷への転落，したがって奴殺の供給窓泉となってい

る。また中世て・は.封建的支配眉と しての地位を喪失した。

貨幣は，資本制下では，価値の絶対的定在として，回転輸となっている。

対して前資本制下では.その流通は阻苫されあるいは奴隷供給源泉と6な

っている。方法論的にいい直せば. ζれは，貨幣の，資本制と前資本制ι
双方のあり方を説<r比鮫」の手訟である。

第三は協業について。協業は，分業と並んで.相対的剰余価ftCl.の生産の

人的要因である。同じ，儲2震は，前資本制下でもあったが，生産手段の共

有，あるいは奴認lJ，ijを土台とするものであり.資本制では fはじめから，

自分の労働力を資本に売る自由な賃金労働者を前縫している。」同協業は，

前資本制下でも あったζ と，しかし.そとでは共同体的あるいは農奴によ

る協案であったとし. 自由な賃労働者の~業，資本主議下の他業を浮与ぷ

りにしている。

第四。 ζれが本来の課題であるが，剰余労働にかかわっては以下，いく

自由向上.438ページ。

イ
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つかの側面から接近している。

まず，剰余労働にとって環境として必要なζ とは.人間が人間としての

一定の社会性を獲得していること .r最初の動物状態J-を線脱している ζ

とである。他人の労働によって生活する人間と他人のために自働する人間，

これは単なる動物といった段階では不可飽な「関係」である。

)かし，たとえこうして剰余賞働殴得の関係が生まれたとしても.ただ

らに現在のような洗敏された所まで一挙にいくものではない。原初は.生

産性低く ，欲望水lUi>低<.放に剰余労働により生活しうる人口の制合も

低いものであった。こうして，原始の世界を表出する ζ とにより ，資本制

の歴史的位置を確認している。 f資本関係がそ ζから出発する基磁となる

既存の蛍働の生産能は.自然のたまものではなし何千もの世紀を包括す

る歴史の所産なのである。プ

また.商品生産の所で述べたように，資本制以前においては，なお自給

的生活が支配的であった。価値と使用価値という言葉を用いれば，前資本

制は使用価値優位といえよう。原初における，剰余労働の制限性は， ζの

使用価値優位による欲望の限界によっても綬侮づけられる。そして.逆規

定的に.価値に主舶をおく資本制では.価値は質的絶対性と量的有限性を

特徴とするが放に，剰余労働への無限運!動が導かれるのである。凶

一定の社会性の中で，使用価値から価値へと露点移行する とと 6に析出

衝動を強める剰余勿働，それは，ふりかえってみると，他人のための労働

をする人間が存在しているのだから，その直接生産者の労働は，生産者自

らの生存の手段以上のものを生みだすととが必要となる。 生産力がそれ以

下の下で剰余労働が強制されるならば生産者は序在しなくなり，したがっ

て剰余価値取得者もその地位を喪失するに至る。「もし労働者が彼自身や

彼の子孫の維持に必要な生活手段を生産するのに彼の時間の全部を必要と

f官事 司上.“)3ページ。

(ゆ悶上.鉛4ページ。

川向上.双)6ページ多照。
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『資本論』におげる「歴史的範"Jについて

するならば，彼には第三者のために無償で労働する時聞は残らない……。

ζのような余分な時聞がなければ，剰余労働はなく，したがって資本家も

なく. dらにはまた奴隷所有者志封建貴族色，一口で言えばどんな大有産

階級もいないのである。戸 ζとに，人類の歴史において，奴諒制から資本

制にいたる社会の存立の十分な条件が与えられたわけである。もちろん，

必要労働を ζえるものをうみ出す生産力は，また，その他の条件がない場

合には，生産者にとって生存のための労働時間が短かくなることである。

自由時間の拡大であり，労働からの解放の一過程ともなりえ，剰余労働に

直結するわけではなし、。

一般的にいわれている剰余労働の必要条件，すなわち生産手段の所有者

と非所有者どの関係は，以上のような土台の上に立って初めて言いうるこ

とである。剰余労働を生産者に強いるためには 「外的な強制」曲が必要であ

り.rいつでL社会の一部の者が生産手段の独占権を握っていれば，いつ

でも労働者は，自由であろうと不自由であろうと」同剰余指働を強制される。

との剰余労働析出の体制が過去のすべての時代を「凌駕Jした志の.それ

が資本制である。資本制は，奴毅制.a奴制と同じく剰余労働析出の体制j

であり， しかしまた前の二つの体制を凌潟したものとされている。

それでは，との三段階それぞれにおいて.r剰余労働jはいかなる外観を

もってあらわれるだろうか。各段階を見ていきたし、。まず奴隷制。奴おは

それ自体が所有対象であるが故に，全労働時間は奴隷所有者の志のと見え

る。笑際は，奴誌の生存費はそ乙に含まれている。しかし，外観としては

「すべての労働が不払労働として現われる。」輔奴設労働にあっては，その

一部は奴隷の生存資であるとし、う実体と外観にずれが出ている。「外観」

{ω 同上.ω3ページ。

(ω 同上.侃8ペー'"。

(ω 向上，ぬ5-306ページ。

附向上.7∞ページ。
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をとりあげた所以である。それではa~!制ではどうか。その典型的な三つ

の地代形態，すなわち，労働泊代，生産:白地代.貨幣地代の内労働地代を

とろう。農奴は例えば週の内 3日聞は寄i主直営地で労働する。その成果は

領主のものとなり，剰余労働である。残る 3自問は自らの土地で蛍働し，

その成果は当然，農奴自身に帰属する。放に，農奴制では，剰余労働と必

要封債は'""，翠覚的に区別」ーされている。笑体とタ十観は一致している。当の

対象である資本制ではどうか。買勿働者の生存費，必要労働の対価は，そ

れに必要な商品総額と等価たる労賃でð;，る。問題はこ ζから始まるが，~

貨は貨幣形態をとっている。いうまでもなく，貨幣形態のー特質は，そζ

に何時間の労働が対忽イじされているのか，現象的には確定で与ない ζ とで

ある。主ねてまた，一自の労働時間，あるいはー倒の生産笥に対して賃金

が支払われる。放に，資本制下で，賃金は，すぺて支払われる色のとして

現われる。同労働はすべて支払労働という外観を保持しているのでゐる。

ζζ に，三形態をその共通性でとらえた一つの意味がある。 資本制が，剰

余強働の外線を明示している奴隷制， Q奴制と同一系列に寓すとされる ζ

とにより，資本制忘却余労働析出の体制でゐることが暗示きれる。

剰余価値そのものは，労働力商品の価値と使用価値の区別.商品のMfl

者によるその商品の無制限な消費の術限により科学的に論証3れる。上の

ような，剰余封働の史的考察は，乙の剰余価値を，奴隷制，，g奴制等の

「歴史的範鴫Jとし、う側面から傍証するものとなっている。

対比的手法については. ζζ までの考察から次のζ とが分る。

① そのつきあわされる両者の稲見点を明らかにする。 ② 共通面を

析出する。 ③①，②によってっきゐわされるこ者の内，--Ifを分析す

る手法となる。

以上，二指よぴ三において，r資本制--商品 ・貨幣経済を土台とし，そ

l綱 同上.699ページ。

(刊同上.7∞ページ。

;:.，・
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『資本諭jにおける「歴史的範嶋」について

の上で運動する資本 ・貫針働関係」という実体に照応し.有品，資本 ・期

余対自助という序列で「歴史的~Qj を検討してきた。そ して. 一見，歴史

的忽述であるかに見える箇所L 鯖局はいずれも，資本制分折の射f'j!.の仰

に収められることが明らかとなった。

以下， 同一テーマを保持しつつ，資本制に直接に関係する分

野，一つは入口としての本源的諮硝.他は出口としての未来社会に叩し検

討を続けたし、。

四 資本~J生産の銅鐸および結集と 「歴史的iëlllJ

資本領j生産の前提

資本制生直の土台は商品経済である。偲々の資本は.商品ー貨幣の無数

の交換関係，その喝の自をぬって剰余価値の生産と実現.'A'闘を行ってい

く。とすれば，資本制は.c' <単純にいえば，商品生産考自身が資本家に

なること，ヨ労働者を麗周しう る貨幣資本，生産資本を1IiI.置することであ

る。 「側々の商品'主'老若の手のなかでのある程度の資本の高摘が狼自な資

本主表的主I宝探式の前提になる。J"'例えば，直接生産者の必要資働時間が

-88時間，剰余労働時聞が4時間としよう。 資本家が労働者と同じ生活

を送りうるためには.剰余労働時間は8時間必要， つまりこ人の賃労働者

を服用しなければならない。しかし. もともと資本の目的は個人的消費お

よび蓄積である。そこで，蓄積率が50%であれば.剰余労働時聞は16時間，

八人を雇用しなければならなし、。資本家の蓄積源泉と個人的消費の財源を

信保するためには. ペ人の服用.それに見ゐう，貨幣資本.生月?手段カ:吃

用されねばならない。つまり，資本制は.さしあたっては.r一定の鰻少

1ω 問」ニ.814ペー ジ。

ζ~ 



限」圃の資本を必要とするのである。

しかし，言うまでもなし資本制の成立を必然化するのは.上の立諭で

前提とされていた所のるの，すなわち「賃労働者」の定在である。上の例

では八人の雇用可能な賃労働者がいなければ，たとえ貨傍資本はあったと

しても生産資本には転化しないのである。

その定在のー契僚は，市民革命を画期とする封建的身分制校序の解体に

よる自由な生産者の析出である。この~~吟は.R祝宅~.ギ Fレ忙強f"ill. 共同

体からの生産者の解放であり.資本測の進歩的側面を示するのである。通

常資本制はこの解放の側面からの~つかまれてきた。しかし，この~I面で

は，資本が賃労働者を雇用しうることにはならない。解放された生産者は，

自由に営業手段を所有し主産を行えばよし、。ここでおのずかう第二の~憾

にぶつかってくる。雇用されうる生霊者が定在するには，その生産者が大

地をはじめとする生産手段から「解政JされていなければならなL、。生産

手段から排除忘れた多数の宝草者の社会的定在こそが，資本制の街l従とな

る。

資本制に~接するのはよ1~制である。それv主，前に志触れたが，車層的

土地所-fjを特徴とし，宝章者.鹿忽に則して3えば役う or同じムH.ll的指

利」をもっている。

ζ こで，資本制の前提，それに涜接す・る所における「歴史的範思」の苦

味が明らかになる。資本制の前提は，生産者の生産手段からの「解脱」で

あり. r生存の保証」国の争iH事でゐったとすれば.それは「封建的楢利Jの

否定を怠味する。従って，本源的li{立に.かかわっては「歴史的範鴫Jたる

封建制は，資本制にとっての打破， 阪~!の対象として登織しているのであ

る。封建制そのものが対象でないことを・確認できるであろう。

255 

白骨 向上.ぬ4ペーとP。との点については的出株i!I.dH史的唯物aaと資本%aJを

~向。
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r資本.Jにおける l歴史的嶋崎」につい・ι

2 資本制生産の結集

それでは.資本主義の出口たる未来社会に隣接する部分はどうであろう

か。箇条密主的にたどっていζ う。

第一。まず，未来社会を連想させる志のは，共同の生産手段，社会的労

働規定である。「共同の生産手段で労働しJr自分で意識して一つの社会的

労働力として支出する自由な人々の結合体J"である。あるいは「各個人の

十分な自由な発展を綬本原理とするより高い社会形臨」掴である。

第二。労働に視点をあわせ，社会成貝のどの部分までが労働にたずさわ

るかを基~tこ，資本制とその後にきたるべき社会が比較される。いうまで

志なし社会の労働能力める金構成員が封働を行う程度が高いほど，労働

が成貝に均等に配分されていればいるほど，各人の労働時間はより短かく

なり.自由な時間は拡大していく。「個人の自由な精神的社会的活動のた

めに獲得された時間部分はますます大急くなる。Jr封働の普遍性」闘が自由

時聞を拡大していくのである。この1点に関して，資本制では，資本 ・賃労

働関係を主怖と し.剰余価値析出の無限の運動を原理とするが放に.資本

家にも賃労働者に志共通に f労働の普遍性Jを定着させる契機は存在しな

い。 「資本主護社会では，ゐる一つの階級のための自由な時間が，大衆の

すべての生活時間が労働時間に伝イじされる ζ とによって，っくりだされる

のである。P

「労働の普.iQ性」とし、う規準を立てる ζとにより，資本制の限界が示さ

れている。

第三。上で述べた時間，自由時間は. ζれ自体また.一規準となりうる。

仰向上.105ページ。

G3 向上.nlページ。

M 向上.686-87ページ。

同関上.伺7ペー ジ。



r資本論』では.~働時聞の短縮，自由時間の拡大を重視している。そ

れは端初的には工場立法.法俸による労働時間の制限とし，資本制におい

て定着するに至るが，剰余価値生産と¥，、う銀本的特質によりなお制限があ

る。その際.労働時間制限の意味は，単なる信自動からの解放といった消f!i

的なものでない。主意は，自由時間における「人間的教養Jr格神的発達j

「社会的諸働能の遂行Jr社交Jr肉体的および精神的生命力の自由な営

み.l'のためである。より高いより深い 「自由な社会Jを呈示し，その高み

から資本制を位置づけているf

以上，第 1節で前提，第2節で結果にかかわる考察が行なわれた。つま

り.前提ー資本制ー結果，という三段階把樫が示されたわけである。節を

かえまとめを行なおう。

3 資本制の前提および結果

三段階把握は.資本完封jを第一段階の土台の上で，そして第三段階に席を

ゆずるものと位置づけている。同一線上で， 三段階把握を直接的に示した.

一，この箇所を見る。

2ミ7

一つは，家族形態の変遷について。第一段情。資本制以前。袈が梅威位

伺向上.346ページ。

eiG 現在社会主務は.初期段階.あるいは発展しつつある社会主連軍という留保条

件をつけてもなお.官僚制つまり「大きな政府Jの現存.一回のt.成貝すべて

にわたる民主主主主というものの未定-11.他民自主抑圧等.r自白人の連合jはな

お，一つの現実的存在を獲得していないかに見える。たしかに・11..国際 「政

治Jの総体を背景にもっており.環想像右越司直としてのみ判断する乙とはでき

ない。しかしなお，それを「生成期jとL、う規定でもって野容しうるかという

段階である。なお.r大きな政府jにかかわり.ケインズ主事量的「大きな政府j

につき.そζにあるのは.人間をして「人に律せられる存在jという見方がある

とし，歴史的進歩の内容に「自律的 ・13!r.的人間」をおいたものに.大西広

rr政策科学」と統計的認=t&aJ (昭和~. 1989年)がある。

' 
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f資本%aJにおける r援史的範層」について

を保持し，家族制度が優位を確保している。第二段階。資本制では.協業

と分業，自白僚制大工業により，一方では女性，児童が，新しく労働力群に

成され「社会J に出る。そして， 経済力を強め.父衡の~iJ守的穏礎を I!

りくずし.r古い家族制度 4を筋腹」蝿させる。他方では， ζの女性，児童は剰

余価値生産という目的の下で.r社会Jに出たのであり，労働時間，密度，

賃金等の点でなお資本制下の「賃労働者Jの刻印をおびている。清三段階。

剣余労働析出の体制が限界に至り，剰余価儲原1!Rが否定された討会におい

ては，男女荷性，および国々の年令庖による飽働は「人間的発展の源泉に

一変する。JW

他の一つは，本源的wr割における「否定の否定"である。智一段街。

前資本制，それは「自己の労働に色とづく所有戸を原理とする。先に.ftJ

資本句lにつき，段収旬，共同体等は.たしかに一面，身勺':B強制の下にあ

るが他面では.r生存の保rtEJはあり ，資本制は，それを殿砕の対匁とし

ていた。この系列における規定であろう。たしかに，ここでもヂニ段眠

資本制は.その「否定」としてあらわれる。第三段階。資本制は白からを百

倒的出 r資本論J637ページ。「大きな政府jにかわる「小さな政府Jやとく新

自由主畿(フリード7 ン~)は乙の家Iti制度における唱援の復婦をと下，企業

の梅~を宵定している点. なお「自律的. 自立的人間J tこa遣いものである。内

出大西の一文を~照。又ポワイエ1:. 山田沢 『 レギa ラシオン理翁J (新3宇治.

1鎗9年)10ページ参照。

M 拠出 f資本鎗J.日8ペーフ。

C"s 同上.鈴5ページ。なお.乙の f否定の否定J.主現代社会主-A~亀ともかかわ

り鈴争が行なわれている一分野である。社会主穫を.r伺体的f済行jのtlf-rnと

したものに s字国清明 『市民主士会と社会主主主J(岩波宮Qi. 1 969iE)乙の平田

浪に.商品経演的v..的所有の残湾を見たものに.大内秀明 f字野経済学の綬本

問題J(現代将治社.1971年).1:m手段の全社会的共同所有という角度から.

平国を批判したものに.見回石介f司Z図清明氏は'7'レヲスをいかにも発見守す

るかH~守ft!集 第 5巻J(大月WQi.1勿7年)r資本側生援に先行する=a形oJ

をttmしつつ「否定の否定Jを治争的に解明したものに.休砥mr史的'怪物:a
と所有JII1鈎J(六月;!J后.1974!F) r経・哲明縞jから所行の転変をと主幻乙し

た鰻近のものに.l1!i野勉 f経済学と所有J<t位W-0院.凶89q")がある。



定し「協業と……生産手段の共有とを基礎とする個人的所fiをつくりだ

す。J・

おわりに

?資本論~ .!， J事品(使用伍j互と缶L• ! .• ..{，立形態).貨幣 {倍値尺..i.

流通手段等).貨幣の資本への転化 (労働ム.苫品，二重の 「白白J)，刀余

価(iU(絶対的，相対的).資本益弘[(単純および鉱大湾ま臣)と，資本制

そのきのを構成する諸突慣を主斡にして，動的重層的iこ~，t:.l!il\弘閉されて

いる。本鳴でに，一見それζ.工区別されるかに見える一世的範町ゐるいは

「歴史的範明d のくみ込みの~を追って与た。以上の筒ぷな主主JJから明ら

かとなったことに以下である。

労働過程，人間と 自然，物質代謝等一般的制問が資本制分析の少みの中

に登場することにより，資本制は，他の社会f~成体と共通した特質をもつ

こと，また，人間と自然の代22といった基4!lが立てられ，資本制分折の一

泡針とらなりえた。

共同体，奴隷制，段奴制等に主目<I;;~・りが行なわれていた。しか L それ

は，共同体等それ自体が対象ではなく，資本制がそれらの「歴史」を土台

とし，かつその没落の上に蛇立レたことを地認した上で，向より志，資本

制の「歴史的特質jを.その進歩性と限界を明示する.r対比的手法Jの

脈絡のa:lにおいてであった。「禾来社会J・こおいては， 未来の理論的先取

りという角度から資本制が見られた。

r資本論』における「歴史的衡問Jはやはり，資本主義分析の仲内にと

どまるものであった。たとえ，その くみ込みは，資本制をこえる領域への

視野を拡大するものでゐったとしてる，メ J ンテーマはー質して「資本制j

でめった。

2SlI 
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資
本
制
と
人
間
自
然

・
土
地
自
然

第
一
章

資
本
制
生
産
様
式
と
人
間
自
然

・
土
地
自
然

は

じ

め

に

人
間
自
然
と
土
地
自
然
は
、

富
の
ニ
大
源
泉
で
あ
る
・
両
者
が
適
切
な
形
で
結
び
つ
く
時
、
そ
れ
ぞ
れ
は
、
豊
銭
な
発
達
へ
の
可
能
性

を
獲
得
す
る
。
人
聞
は
、
そ
の
内
に
持
っ
て
い
る
さ
ま
ぎ
ま
な
湾
在
力
を
発
露
し
、
土
地
は
畳
か
に
な
る
。
し
か
し
、
人
間
自
然
と
土
地

自
然
は
、
各
生
産
織
式
の
特
有
の
径
済
法
則
に
よ
ロ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
形
さ
れ
、
特
有
の
刻
印
を
受
け
る
・

畳
か
な
発
展
の
可
能
性
と

と
も
に
夜
寝
へ
の
道
も
ま
た
駁
か
れ
う
る
。
資
本
主
義
に
お
い
て
は
、
そ
の
祭
政
府
性
、
剰
余
価
値
生
産
等
の
経
済
法
則
に
規
定
さ
れ、

人
間
自
然
は
一
方
で
は
、
世
界
市
場
に
ま
で
至
る
観
野
の
鉱
大
、
発
達
可
能
性
を
持
ち
な
が
ら
他
方
で
は
、
土
地
自
然
と
は
切
り
離
さ
れ
、

貨
幣
と
資
本
の
衛
力
の
下
に
結
合
さ
れ
る
・
こ
れ
は
人
間
自
然
の
絶
対
的
な
貧
困
化
そ
の
も
の
で
あ
る
・
土
地
自
然
は
、
隻
か
さ
の
可
能

zt同
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性
と

8
然
磁
摘
曜
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
・

い
ま
ま
で
、
貧
困
化
と
公
害
問
題
等
は
別
個
の
領
減
に
属
す
る
と
さ
れ
て

い
た
・
そ
れ
を
、

資本湖と人間O然・土地自銭

こ
こ
で
は
資
本
主
笈
の
経
決
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、
宮
の
二
大
源
泉
と
し
て
統
一
的
に
諭
じ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
資
本
初
生
産
織
式
対
人
問
自
然

・
土
地
自
然
と
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
資
本
主
議
に
お
け
る
人
間
自
然
の
破
穂
、
す
な
わ

ち
貧
困
化

-m乏
化
お
よ
び
、
土
地
自
然
の
磁
崎
明
、
す
な
わ
ち
公
曾
・
環
境
磁
寝
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
貧
困
化
と
自

然
破
帽
棋
は
資
本
支
袋
の
現
実
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
い
る
深
刻
な
事
実
で
あ
る
・

し
か
し
な
が
ら
1
1
マ
ル
ク
ス
の
古
典
に
よ
る
か
ぎ
り

ー

l
資
本
主
義
を
た
だ
否
定
的
側
面
か
ら
の
入
見
る
の
は
、

一
面
化
の
誘
り
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

資
本
主
義
に
お

E 

け
る
貧
困
化
・
自
然
破
援
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
資
本
主
義
の
他
方
の
側
面
で
あ
る
進
歩
性
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
と
ら
え
る
べ
き
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
い
ま
要
約
的
に
述
べ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
・
資
本
主
議
的
大
規
模
径
営
は、

一
方
で
は
、
直
接
生
産
者
を
賃
労
働

者
・
と
し
て
集
団
的
に
結
集
し
、
生
産
に
社
会
性
・
進
歩
伎
を
与
え
、

支
た
土
地
に
お
い
て
も
伝
習
の
停
滞
的
厳
営
を
排
し
、
合
理
的
経
営

を
実
現
し
、
人
聞
を
も
土
地
を
も
「
社
会
関
係
』
の
中
に
持
ち
こ
ん
だ
.
か
、

し
か
し
、
他
方
で
は
、
そ
の
社
会
性
と
合
理
性
そ
の
も
の
が

資
本
の
生
産
力
と
し
て
現
れ
る
た
め
に
、
人
間
と
土
地
に
は
荒
廃
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
。
事
実
、

の
源
泉
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
『
進
歩
」
の
源
泉
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ほ
ど
も
多
い
貧
困
の
源
泉
で
あ
る
と
同
時
に

マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
主
義

本
的
所
有
・
生
産
の
無
政
府
性
に
つ
き
、

て
れ
は

「
貧
困
』

『
現
代
の
社
会
で
は
、
私
的
交
換
に
基
礎
を
お
く
産
業
で
は
、

あ
ら
ゆ
る
進
歩
の
源
泉
で
も
あ
る
の
で
あ
る
」

生
産
の
無
政
府
性
が
、

(
傍
点
は
引
用
者
}
・

さ
ら
に
、

資
本
主
漫
に
貧
困
だ
け
を
見
る
の
は
空
想
的
社
会
主
義
に

寓
す
る
も
の
と
し
て
い
る
・
『
ハ
空
想
的
社
会
主
義
者
は

会
を
く
つ
が
え
す
掌
命
的
破
渡
的
側
面
を
見
な
い。
」

引
用
者
)
貧
困
の
な
か
に
貧
困
だ
け
を
見
て
、

そ
の
な
か
に
、

や
が
て
旧
社

し
た
が
っ
て
、

定
性
、
そ
の
内
容
を
さ
ぐ
り
だ
す
と
い
う
課
題
を
設
定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
資
本
主
議
の
否
定
的
側
面
と
肯
定
的
側
面
、
こ
の
両
面

資
本
創
生
産
様
式
が
人
間
自
然
・
土
地
自
然
に
与
え
る
特
有
の
規

を
た
え
ず
念
頭
に
お
く
、
と
い
う
一
般
的
前
提
を
据
え
、
そ
の
上
で
課
題
接
近
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
・

そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
後
の
展
開
を
待
つ
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
た
が
っ
て
い
ま
だ
全
く
漠
然
と
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い

二(.，



の
で
あ
る
が
、
以
上
の
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
さ
え
た
上
で
本
題
に
入
り
た
い
・

そ
の
順
序
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
・
第
一
に
円
い
ま
ま
で
の
研
究
史
に
あ
っ
て
、
人
間
お
よ
び
自
然
を
と
り
あ
つ
か
っ
た
代
表
的
な

262 

研
究
の
一
つ
に
属
す
る
、

い
わ
ゆ
る
「
フ
ラ
ン
ク
フ
七
ト
学
派
』
の
ア
ル
フ
レ
l

ト

・
ン
a

y

ν

ν

a

-

ミ
ッ
ト
の
所
担
b
z
検
討
し
、
そ
九
b
z
伸
機
介
に

援
式
』
、
『
人
間
自
然
・
土
地
自
然
』
そ
れ
ぞ
れ
の
疑
念
内
容
に
ふ
孔
る
・
第
二
に
、
人
間
自
然
・
土
地
自
然
の
う
ち
、
人
間
自
然
を
独
自

し
て
テ

ー
マ
設
定
の
妥
当
性
を
さ
く-

り
だ
し
、
あ
わ
せ
て
、
資
本
舗
生
産
後
式
対
人
間
自
然
・
土
地
自
然
と
い
う
窃
合
の
『
資
本
創
生
澄

に
と
り
だ
し
、
人
間

8
然
の
破
捜
1
貧
困
化

社
会
化
と
い
っ
た
系
列
で
、
資
本
主
設
に
お
け
る
集
団
と
し
て
の
賃
労
働
者
の
状
態
を
考

祭
ず
る
・
第
三
に
、
浅
さ
れ
た
土
地
自
然
の
方
を
、
資
本
主
獲
の
経
済
措
法
則
と
の
関
連
で
と
り
あ
げ
る
・
以
上
の
三
点
で
あ
る
・

と
こ
る
で
、

こ
の
テ
!
?
心
か
か
わ
る
一
つ
の
倹
討
が
、

『資
本
論
』
第
一
巻
第
4
篇
「
相
対
的
制
余
価
値
の
生
度
』
奴
日
立
『
峻
俄

ら
に
こ
の
第
凶
節
「
大
工
業
と
農
業
』
に
注
目
し
、
こ
の
節
の
文
J
を
で
き
る
だ
け
く
み
こ
玄
せ
る
形
で
課
題
綾
近
を
ば
か
り
た
い
・

と
大
工
莱
』
の
末
節
〈

mm節
)
で
行
わ
九
て
い
る
・
そ
こ
で
、
以
下
、
テ
!
?
に
つ
き
主
要
素
材
を

『資
本
論
』
に
お
き
つ
つ
も
、
さ

資本初:t&:t書式と人r.'fJ~ .土』世[11全

「
資
本
制
生
産
様
式
」

・
「
人
間
自
然

・
土
地
自
然
」

1 

ア
ル
フ
レ
l
ト
・
シ戸
ユ
ミ
ヴ
ト
に
お
け
否
人
間
お
よ
び
土
地
自
然
の
と
ら
え
方

ru八
間

お
よ
び
自
然
に
つ
い
て
考
案
を
加
え
た
代
友
的
な
研
究
の
一
つ
で
あ
る
、
ア
ル
フ
レ

l
ト

・

2
、

;

『

含
』
を
と
り
あ
げ
倹
討
す
る
の
が
こ
こ
で
の
凍
窃
で
あ
る
・
し

『
守
ル
タ
λ

の
円
然
続

か
し

l
l結
論
を
若
干
先
取
り
す
る
形
で
述
べ
れ
ば

i
l
『
マ
ル
ク
ス
の

司R一司E

自
然
続
念
」
と
称
し
、

マ
ル
ク
ス
の
合
同
!
を
ぎ
と
し
て

g
然
を
考
察
す
る
と
い
う
目
的
を
示
し
つ
つ
も
、
そ
し
て
そ
の
か
ま
り
で
は
本

骨
格
と
問
題
関
心
と
対
象
の
同
一
位
を
予
想
さ
せ
つ
つ
も
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
本
治
と
金
〈
異
な
る
も
の
を
符
ウ
て
い
る
・
そ
の
鍵
時

4‘ 

に
つ
い
て
見
ょ
う
・

γ
?・
、
ッ
ト
は
ま
ず
、
『
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
的
社
会
様
成
体
は
、
そ
れ
と
問
設
の
自
然
の
自
己
犠
介
の
形
式
な
の
で
あ

内‘vる
」
と
し
、
そ
れ
を
三
つ
の
段
階
に
分
け
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一
段
階
は
、
人
間
が
自
然
に
『
埋
没
』
し
て
い
る
段
階
。
第
二
段
筒

資本"と人間自然・土地自燃

は
l
|
資
本
主
義
で
あ
る
う
i
ー
い
っ
た
ん
人
間
と
自
然
が
分
緩
さ
れ
た
上
で
新
た
に
『
道
具
』
に
よ
る
『
袋
介
さ
れ
た
統
ご
が
な
さ

れ
る
段
階
.

し
か
し
「
統
ご
と
い
っ
て
も
、
こ
の
段
階
で
は
労
働
者
は
『
道
具
』
か
ら
俳
除
さ
れ
袖
象
的
人
間
労
働
と
し
て
の
み
存
在

し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
疎
外
さ
れ
た
統
一
で
あ
り
人
間
労
働
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
自
然
ハ
道
具
)
は
ぞ
は
り
人
間
の

外
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
第
三
段
階
。
こ
れ
を
J

J

a

.

、
、
ッ
ト
は
ユ

ー
ト
ピ
ア
段
階
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
『
人
間
自
然
』
は

m 

し
か
し
自
然
は
、

人
聞
に
よ
る
そ
の
支
配
が
い
か
に
広
大
し
て
も
、
結
局
人
間
に
と
っ
て
『
外
的
な
も
の
、
無
関
心
的
な
も
の
』
に
と
ど
玄
り
つ
づ
け
る
・

「
分
業
を
廃
棄
』

し
『
自
由
時
間
」
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
解
放
さ
れ
て
い
る
・

』
の
段
階
に
お
い
て
も
、

シ-
A

.. 
、
ァ
ト
は
こ
の
よ
う
に
社
会
総
成
体
を
区
別
し
、
そ
こ
に
お
け
る
人
間
・
自
然
を
と
り
あ
っ
か
う
。
こ
こ
支
で
の
と
こ
ろ
で
は
説
得

的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
・
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
は
、

シ
a

・
ミ
ッ
ト
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
情
成
体
の
区
別
を
し
た
と
い
っ

て
も
そ
れ
は
単
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
実
際
の
理
論
的
内
容
に
お
い
て
は
社
会
権
威
体
の
具
体
的
、
経
済
法
則
的
内
容
の
呈

一
ポ
を
欠
湾
さ
せ
た
ま
ま
で
、

た
と
え
ば
資
本
創
生
産
後
式
の
諸
法
則
の
媒
介
を
ぬ
き
に
し
て
、

一
方
で
人
間
、
他
方
で

8
然
、
人
間
対
自

然
と
い
う
図
式
に
結
集
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
シ
ナ
ミ
ヲ
ト
の
著
作
に
お
い
て
く
り
か
え
し
現
れ
て
い
る
。
『
人
聞
に
対
立
し

た
ん
に
人
間
的
活
動
の
目
的
に
関
し
て
の
み
、
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
素
材
で
あ

M
J

て
い
る
素
材
と
し
て
の
自
然
は
、

こ
の
文
言
に
お
い
て
は
、

い
ま
だ

『資
本
論
』
に
お
け
る
労
働
過
程
論
、
す
な
わ
ち
、
価
値
治
殖
過
程
の

一
側
面
を
抽
象
し
て
述
べ
た
も

の
と
の
共
通
性
を
感
じ
さ
せ
、
社
会
情
構
成
体
・
階
級
関
係
へ
の
、
叙
述
の
『
上
向
」

を
期
待
さ
せ
る
・

し
か
し
な
.
か
ら
、

『
マ
ル
ク
ス
の

自
然
概
念
』
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
労
働
過
程
論
的
側
面
の
み
に
色
調
が
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
・

ル
ク
ス

『経
済
学

・
哲
学
草
稿
』
を
引
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の

た
と
え
ば
、

シ
a

ミ
ッ
ト
が
、

-r 

『草
縞
』

の
個
所
は
以
下
で
あ
る
・
「
人
間
的
自
己
疎
外
と
し

て
の
忍
的
所
有
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
廃
棄
:
:
:
と
し
て
の
共
産
主
議
。
:
:
:
。
こ
こ
で
こ
そ
始
め
て
か
れ
の
自
然
的
な
存
在
は
か
れ
の
人
間
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{
1》

的
な
存
在
と
な
り
、
そ
し
て
か
れ
に
と
っ
て
の
自
然
は
か
れ
に
と
っ
て
人
間
と
な
っ
た
の
で
あ
る
J

』
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、

あ
き
ら
か

治4

に
、
『
怠
的
所
有
に
基
礎
を
お
く
社
会
』
と
「
共
産
主
表
」
と
を
対
比
し
、
『
怠
的
所
有
」
は
人
間
と
自
然
を
疎
外
す
る
が
、
『
共
産
主
義
」

は
人
間
と

8
然
に
疎
外
の
揚
棄
へ
の
体
制
的
保
証
を
与
え
る
と
し
て
い
る
・

つ
ま
り
、
個
々
の
社
会
情
成
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
径
衡
の
し
く

み
が
与
え
る
人
間
J
C
自
然
に
対
す
る
特
有
の
規
定
住
と
い
っ
た
も
の
を
暗
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
同
じ
個
所
を
シ
?
ζ
ッ
ト
は
、

社
会
嫌
成
体
の
転
変
を
ぬ
き
に
し
て
、
「
歴
史
」

理
解
し
て
い
る
・
で
ハ
リ
事
情
備
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
は
、

労
働
を
、

な
ゼ
ら
か
な
お
V

で
自
然
主
蕊
H
人
間
主
設
が
現
れ
る
も
の
、
と
し
て

人
聞
の

g
然
化
と
合
致
す
る
よ
う
な
自
然
の
人
間
化
の
刷
進
的
過
程

い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ
く
等
式
、

自
然
主
義
H
人
間
主

よ
な
だ
ら
か
に
、

と
み
な
し
、
し
た
が
っ
て
労
働
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た
歴
史
に
お
い
て
、

R
S
M
 

棒
読
を
見
る
」
(
傍

e.は
引
用
者
)
・

さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
人
間
対
自
然
を
主
体
対
客
体
と
読
み
か
え
、
そ
の
相
互
関
係
の
変
化
を
基
唱
に
し
て
歴
史
を
見
る
と
い
う
観
点
を

も
示
し
て
い
る
・
『
客
体
的
な
も
の
の
主
体
化
と
主
体
的
な
も
の
の
客
体
化
と
い
う
、

歴
史
的

・
経
済
的
過
程
に
お
い
て
、

産
業
以
前
の

資本甥生&t書式と人問自然・土Jt自然

諸
関
係
の
・
も
と
で
は
客
体
的
な

8
然
契
機
が
優
位

ι立
ち
、
こ
-
A
心
反
し
て
成
業
社
会
の
条
件
の
も
と
で
は
主
体
的
干
渉
の
契
機
が
自
然

と
い
う
こ
と
で
あ
る
J

に
与
え
ら
れ
た
素
材
に
対
し
て
ま
す
ま
す
強
く
自
己
を
貫
徹
し
て
ゆ
く
、

《

ω》

見
ら
れ
る
と
お
り
、
シ
?
ミ
ァ
ト
に
お
け
る
人
間
お
よ
び
自
然
の
と
ら
え
方
、
そ
の
基
調
は
、
人
間
対
自
然
で
あ
る
・

し
た
が
っ
て
ま

た
、
資
本
矧
生
産
同
僚
式
の
具
体
的
慣
念
の
欠
初
で
あ
り
、
そ
の
欠
旬
と
実
開
恨
の
関
係
で
現
れ
て
く
る
泊
匁
的
人
間
の
即
自
的
な
無
前
拠
的

な
量
一
ホ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
す
で
に
、
資
本
創
生
産
と
い
う
棋
肯
定
の
社
会
初
成
体
、
そ
の
特
有
の
諸
法
則
が
人
間
自
然
に
与
え
る
岡
崎
定
住

と
い
う
俊
点
は
な
い
.
し
か
し
な
が
ら
i
ー

そ
の
よ
り
洋
し
い
段
聞
は
の
ち
に
必
ず
る
と
し
て
も

i
l人
間
に
つ
い
て
シ
忌

、
〆
ト
の
よ

う
な
と
ら
え
方
を
す
る
の
は
疑
問
が
残
る
.
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、

た
と
・
之
.
は
資
広
£
漢
の
世
の
中
に
生
ま
れ
た
励
会、

さ
し
あ
た
っ
て

第一.

は
、
そ
の
歴
史
的
経
過
性
も
そ
の
径
済
法
則
も
知
ら
ず
に
、
そ
の
内
に
く
入
こ
ま
孔
て
い
く
も
の
で
あ
る
・
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

資
本
支
an
的
な
特
有
の
規
定
住
た
う
け
た
人
間
が
、
あ
る
い
は
怠
的
所
有
と
い
う
し
く
λ
に
規
定
さ
れ
た
鶴
争
的
人
聞
が
、
あ
る
い
は
そ

....... ‘ 

れ
に
敗
れ
た
主i没

3湾的
人
問引

引

れ

hト法
J

リ詰れUM
パ只パ日一
μμ詰山日口一μ刊
Uド仁
!
七
げ
ド
れ
れ
い
ぷ
託
山
科
ぺ
げ
リ
吋
パ
げ
ド
川
ド
を
と
ら

?
2
2
2

ν
l
ニ
ゾ
は
、

ニ
の
点

資本舗と人間8然・土~ß~

を

『
順
応
』

と
い
う

的
に
で
は
な
く
、
資
本
鋼
生
産
幽
様
式
対
人
間
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ら
う
・

さ
ら
に
ま
た
、

シ
ナ
ミ
ッ
ト
の
人
間
対
自
然
と
し
て
の
人
間
の
と
ら
え
方
は
、
他
方
の
自
然
の
と
ら
え
方
に
も
疑
問
を
持
た
せ
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
.

す
な
わ
ち
、

す
で
に
引
証
し
た
文
言
に
お
い
て
、

シ
ュ
ミ
ッ

-
h

は、

『
素
材
と
し
て
の

g
然
」
、
『
自
然
の
人
間
化
」
、

『
客
体
的
な
も
の
の
主
体
化
』
と
い
う
表
現
を
自
然
に
対
し
て
与
え
て
い
た
が
、

そ
こ
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
イ
メ

l

国

ジ
し
て
い
る
『
自
然
』
は
、

〆
?
・
、
ッ
ト
の
所
説
に
よ
っ
て
自
然
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
も
は
ぞ
、

資
本
制
生
産
禄
式
に

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
シ

よ
る
『
加
工
さ
れ
て
い
な
い
』
自
然
の
破
壊
と
い
っ
た
問
題
は
で
て
き
ょ
う
・
か
な
い
の
で
あ
る
・

た
と
え
ば
道
具
・
機
獄
な
ど
す
で
に
人
間
の
手
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
『
自
然
』
の
み
で
は
な
い
か
と
思
わ

ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
マ
ル
ク
ス
の
自
然
援
念
」
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
・

現
在
の
時
点
に
お
い
て
、
資
本
創
生
産
ζ

自
然
破
帽
悼
の
関
連
を
欠
落
さ
せ
た
自
然
の
と
ら
え
方
は
、
も
は
や
妥
当
性
を
持
た
な
い
で
あ

そ
れ
は
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、
人
間
対
自
然
と
い
っ
た
無
援
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、

以
上
、

ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
シ
?
ミ
ッ
ト
の
所
説
を
媒
介
に
し
て
、
人
間
お
よ
び
自
然
に
綾
近
す
る
視
角
を
さ
ぐ
っ
て
き
た
・
そ
し
て
、

一
方
に
資
本
創
生
産
機
式
お
よ
び
そ
の
経
緯
例

法
則
を
お
き
、
他
方
に
人
問
自
然
・
土
地
自
然
を
お
き
、
そ
の
前
者
の
後
者
に
対
す
る
作
用
の
具
体
的
諸
形
繍
却
を
さ
ぐ
り
だ
す
こ
と
で
あ

い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
資
-寄
生
産
、
人
間
自
然

・
土
地
自
然
と
い
っ
て
も
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
全
ぺ
J
J
討
は

行
わ
れ
て
い
な
い
・
そ
こ
で
以
下
、
照
次
、
「
資
本
制
生
産
様
式
』
、
『
人
間
自
然
土
地
自
然
』
を
と
り
あ
げ
、
検
討
を
行
L
た
レ
‘

る
.
し
か
し
、

2 

「資
本
制
生
産
織
式
」

【

uv

、
ま
問
わ
な
い
|
|
資
本
制
生
産
様
式
と
は
な

こ
こ
で
は
、
『
資
本
論
』

が
対
象
と
し
た
ー
ー
そ
の
ど
こ
ま
で
を
分
析
し
て
い

t
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に
か
、

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

266 

こ
の
よ
う
な
課
題
を
立
て
た
場
合
、

い
わ
ば
自
明
の
、
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
い
も
の
と
し
て
、
資
本
舗
生
涯
織
式
H

『資
本

・
賃
労

働
』
関
係
と
い
う
定
式
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
・
し
か
し
、

マ
ル
ク
ス
の
原
典
に
よ
る
か
ぎ
り
、
後
は
資
本
創
生
度
様
式
を
資

本
-
賃
労
働
関
係
に
の
み
収
散
さ
せ
て
は
い
な
か
っ
セ
ζ

思
わ
れ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
資
本
・
賃
労
働
の
み
で
は
な
く
て
、
近
代
的

土
地
所
有
を
も
不
可
欠
の
契
後
と
し
て
く
み
こ
ん
だ
資
本

・
土
地
所
有

・
賃
労
働
と
い
う
三
大
経
済情嶋
崎
が
排
他
的
に
形
成
す
る
一
社
会

と
し
て
資
本
創
生
産
唆
弐
を
掴
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
形
式
的

ι
よ
『

ω資
本
、

ω土
地
時
打
、

ω賃
労
働
、

ω国
家
、

ω外
国
貿
易
、

ω世
界
市
場
』
と
い
う
『
径
済
学
批
判
体
系

プ
ラ
ン
』
を
ひ
い
て
も
、
あ
る
い
は

『資
本
論
』
第
三
巻
最
終
江
〈
第
招
提
)
『
諸
階
級
」
に
お
け
る
『
賃
金
労
働
者
、
資
本
家
、

土
地

所
有
者
は
、
資
本
主
表
的
生
産
様
式
を
遜
礎
と
す
る
近
代
社
会
の
三
大
階
級
を
な
し
て
い
る
』
と
い
う
周
知
の
文
言
を
ひ
い
て
も
示
さ
れ

て
い
る
・

fU::羽生産1.1式と人r.，I'l". 土地fl~

し
か
し
、
資
本
制
生
産
後
式
H

「
資
本
・
土
地
所
有

・
賃
労
働
』
と
い
う
定
式
は
、
単
に
形
式
的
に
だ
け
で
な
く
、
相
互
に
必
然
的
運

関
を
同
け
っ
た
も
の
と
し
て
マ
ル
タ
λ

は
つ
か
ん
で
い
た
・
ふ
れ
を
と
り
あ
え
ず
一
八
五
八
年
四
月
二
日
の
マ
ル
ク
ス
か
ら
品
ソ
ゲ
ル
ス
へ

『
つ
ぎ
三
示
す
の
が
第
一
の
部
分
の
簡
単
な
綬
要
だ
。
全
体
が
六
巻
に
分
か

の
手
紙
で
見
て
人
ょ
う
、

マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
吉
・
コ
・

れ
る
は
ず
だ

.
4
1
J
J
つ
い
て
・

ω土
地
所
有
。

ω賃
労
働
。
-
資
本
小
ら
土
地
所
有
へ
の
拶
行
は
同
時
に
股
史
的
で
も
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
土
地
所
有
の
近
代
的
診
思
砂
川
、

Mm
悠
的

3
4
の
土
地
所
有
心
た
い
す
る
必
恥
払
か
間
小
払
守
め
か
だ
か
ら
だ
・
問
機，
h

土
地
所

+
コ
寸
賞
品
ヴ
仙
コ
移
行
も
、
川
主
弁
ぷ
必
的
で
あ
る
U

よ
り
で
は
な
く
、
暖
史
的
で

JEる
・
と
い
う
の
弓
止
め
一
昨
土
庁
小
か
か
ル
ゅ

の
底
物
は
賃
労
働
の
一
般
的
定
立
で
あ
り
、
次
い
で
賃
労
働
が
全
体
の
茶
礎
と
し
て
現
わ
れ
る
の
だ
か
ら
叩
一
房
内
.
は
引
用

5
・

-』?』

第一.

に
は
、
資
本
創
生
産
様
式
が
資
本

・
賃
労
働
関
係
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
資
本

・
土
地
所
有

・
賃
労
働
関
係
で
あ
る
そ
の
内
的
復

旧
ぬ
と
し
て
二
つ
の
契
岨
僚
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
・

......... ‘ 

そ
の
第
一
の
契
複
は
、

資
本
鋼
生
産
後
式
の
下
に
お
い
て
は
、
土
地
所
有
は
、
賢
志
に
よ
る
土
地
経
営
を
前
提
と
し
て
の
み
そ
の
定
在

が
保
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・
こ
れ
は
裏
返
し
て
み
れ
ば
、
資
本
は
土
地
経
営
を
行
う
際
に
は
必
ず
土
地
所
有
を
前
提
す
る
と
レ

資本初と人間fl~ ' 土血色fl~

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
径
済
的
内
容
が
土
地
所
有
に
よ
る
資
本
か
ら
の
地
代
取
得
と
い
う
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
.
資
本
を
前
提
と
し
た

土
地
所
有

・
近
代
的
土
地
所
有
、
こ
れ
が
資
本

・
土
地
所
有

・
賃
労
働
関
係
の
、
と
り
わ
け
資
本

・
土
地
所
有
の
必
然
的
関
係
に
限
っ
て

の
第
一
の
契
機
で
あ
る
・
近
代
的
土
地
所
有

ι
お
け
る
資
本
の
前
回策
、
こ
の
点
に
つ
い
て

『
ド
イ
ツ

・
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
』
に
お
い
て
は
、

土
地
の
法
律
的
所
有
と
経
済
的
所
有
と
い
う
所
有
の
二
つ
の
性
絡
を
区
別
し
た
上
で
、

資
本
を
前
提
と
し
な
い
土
地
所
有
は、

た
し
か
に

E 

法
律
的
に
は
所
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

実
際
に
は
所
有
縫
が
な
い
も
の
と
同
じ
で
あ
る
、

と
し
て
い
る
・
『
た
と
え
ば
鏡
争
に

よ
っ
て
或
る
地
所
の
地
代
が
な
く
さ
れ
て
も
、

た
し
か
ζ

そ
の
地
所
の
所
有
者
は
:
:
:
そ
れ
に
た
い
す
る
法
的
指
限
を
も
つ
こ
と
は
も
っ

し
か
し
自
分
の
土
地
を
緋
す
に
た
る
だ
け
の
資
本
を
別
に
も
た
な
い
ば
あ
い
は
、
後
は
そ
の
縫
限
を
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
、
後

は
土
地
所
有
者
と
し
て
は
な
に
も
の
を
も
所
有
し
な
い
わ
け
で
あ
る
J

て
い
る
。

資
本
・
土
地
所
有

・
賃
労
働
関
係
の
内
的
根
拠
を
示
す
第
二
の
契
機
に

つ
い
て
次
に
見
ょ
う
・

そ
れ
は
土
地
所
有

・
賃
労
働
と
い
う
系

一列
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
資
本

・
賃
労
働
関
係
の
『
賃
労
働
』
は
土
地
所
有
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

資
本
主
裳
の
下
に
お
い
て
、
土
地
所
有
は
以
前
の

「
土
地
所
有

直
接
生
産
者
」

と
い
う
生
産
関
係
を
自
ら
磁
硲
し
、
『
土
地
所
有
・
資

-本
』
と
い
う
生
産
関
係
に
重
点
移
行
を
は
か
る
が
、
そ
の
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
お
か
れ
る
の
が
、
土
地
所
有
に
よ
る
土
地
か
ら
の
直
接

生
産
者
の
排
除
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、

直
接
生
産
者
の
賃
労
働
と
し
て
の
定
置
で
あ
る
。
『
土
地
が
:
:
:
自
然
物
と
し
て
各
人

労
働
者
に
他
人
の
所
有
と
し
て
対
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

の
自
由
に
利
用
し
う
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
資
本
形
成
の
た
め
の
一
つ
の
主
要
な
要
素
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
そ
れ
(
土
地
)
を

し
た
が
っ
て
労
働
者
を
賃
労
働
者
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
J

賃
労
働
の
前
提
と
し
て
の
近
代
的
土
地
所
有
、

『資
本
論
』
で
は
、

さ
ら
に
ド
ク
タ
ー

・
サ
イ
モ
ン
の
報
告
書
を
援
用
し
て
、
『
土
地
所
有
樋
』
、

こ
の
よ
う
な
内
的
復
泌
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
の
土
地
所
有

・
賃
労
働
、
こ
の
関
連
を

『
駆
逐
の
悔
恨
力
』
と
規
定
し
て

い

こ
の

:"7 



る。
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土
地
所
有

l
忽
速
の
織
力

賃
労
伯
U
1
い

う
関
連
を
つ
う
じ
て
、
『
の

ー
さ
・
:
:
?
・
:
宅
ー
の
、
』

た
る
『
賃
金
労
働
者
階
級
の
恒
常
的
な
現
前
」
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
・
以
上
が
、
主
要
に
は
手
紙
が
与
え
て
い
る
資
本
・
土
地
所
有

「
そ
の
進
行
の
第
一
の
前
提
」

-
賃
労
働
が
必
然
的
関
係
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
第
二
の
契
機
で
あ
る
。

『
土
地
所
有
|
駆
逐
の
権
力

l
賃
労
働
」
と
い
う
マ
レ
タ
ス
の
資
本
主
護
把
狸
心
お
け
る
常
二
の
契
抽
慨
に
つ
い
て
、

マ
ル
ク
ス
は
、

ウ

Z

イ
タ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
倒
民

aか
ら
多
く
を
学
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
・
事
実

叫
町
役
済
学
批
判
要
綱
』

で
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
・

「
ウ
ェ
イ
タ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
理
論
は
、

近
代
的
土
地
所
有
を
正
し
く
理
解
す
る
の
心
か
ぎ
り
な
く
重
要
で
あ
る
」
{
高
木
章
二
郎
監
沢
、
大
月

広
信
版
、

E
、
ニ

O
O頁
)
・
そ
こ
で
、
ウ
ェ
イ
タ
フ
ィ

1
ル
V

の
健
民

aに
つ
い
て

m
mに
ふ
れ
て
お
き
た
い
・
(
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ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
が
課
題
と
し
て
い
た
問
題
は
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
錨
民
地
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
に
資
本
制
生

度
同
僚
式
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
い
か
に
し
て
創
出
す
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
・
そ
の
資
本
と
賃
労
働
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
供
給
さ

れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
・
と
こ
ろ
が
、
|
|
た
し
か

ι資
本
は
供
給
さ
れ
た
が

1
1ア
メ
J
カ
に
お
い
て
賃
労
働
者
と
な
る
べ
き
も
の

と
し
て
送
ら
れ
た
移
民
は
、

者
に
転
換
し
て
し
ま
い
、

ア
メ
リ
カ
に
広
大
に
存
在
す
る
来
所
有
の
土
地
を
前
に
し
て
、

賃
労
働
必
に
で
は
な
く
て
、
土
地
所
有

資
本
・
賃
労
働
関
係
の
剖
出
ば
図
縫
に
直
面
し
て
い
た
。

ウ
ェ
イ
タ
フ
ィ
ー
ル
ド
は
ざ
ぅ
。
『
ア
メ
リ
カ

の
新
隠
民
地
・
:
:
・
そ
こ
で
必
土
地
を
所
有
す
る
と
し
う
特
怖
が
、
服
用
労
品
川
民
自
の
存
在
を
妨
げ
る
」
(
司
同
町
}
・
こ
の
よ
う

t
m
%乞

前
に
し
て
、

い
か
に
し
て
ア
メ
リ
カ
で
資
玄

賃
労
働
関
係
を
創
出
・
売
筏

3
せ
て
い
く
の
か
・
ぞ
れ
が
ウ
孟
イ
タ
フ
ィ
1
レ
ド
こ

与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
り
、
同
時
に
術
誌
の
同
官
民
論
の
内
容
を
な
し
て
い
る
・
そ
し
て
ま
た
、
そ
こ
に
こ
そ
、

マ
ル
ク
ス
が
評
価
を
し

た
近
代
的
土
地
所
有
の
本
質
把
掴
慢
が
示
さ
れ
て
い
る
・
伎
の
抱
民
治
は
以
下
で
あ
る
。
問
題
は
、

『賃
労
働
』
を
い
か
に
定
を
さ
せ

__"""，._ 

る
か
で
あ
る
・
そ
れ
は
、
土
地
に
『
価
格
」
を
つ
け
、
移
民
を
し
て
資
本
の
下
に
包
爆
M

さ
せ
、

A
Z
を
た
め
な
い
か
ぎ
り
土
地
を
所
有

で
き
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
.
つ
ま
り
、
労
働
者
に
よ
る
自
由
な
土
地
所
有
を
阻
止
す
れ
ば
よ
い
・
そ
う
す
れ
ば
、
移
民
の
土
地

.， 
， 

所
有
者
へ
の
集
俊
介
的
転
化
は
不
可
能
と
な
り
、

畠一
一
所
有
な
賃
労
働
者
と
し
て
資
本

・
賃
労
働
の
関
係
が
っ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
・
金
を
た
め
土
地
を
所
有
し
た
賃
労
働
者
が
で
て
く
れ
ば
、
そ
の
土
地
売
却
代
金
を
し
て
、

ヨ
l

ロ
ッ
バ
か
ら
の
移
民
費
用
に

っ
か
え
ば
よ
い
.
そ
う
す
れ
ば
、
た
と
え
賃
労
働
者
の
土
地
所
有
者
へ
の
転
出
と
い
う
事
態
に
お

い
て
も
、

新
し
い
賃
労
働
者
が
供

給
さ
れ
、
資
本

・
賃
労
働
の
恒
常
的
関
係
が
維
持
さ
孔
る
で
あ
ろ
う
。
『
健
民
協
会
百
三
3
X
2
5
3
m
o
n
一2

5
の
提
案
は
、
い
か

な
る
未
開
望
地
も
、
一
定
の
ゑ
低
売
り
値
心
よ
る
袋
売
に
よ
る
以
外
に
は
政
府
に
よ
っ
て
処
分
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
購
入

貨
礁
は
、
貧
し
い
労
働
者
を
偲
民
地

ι
つ
れ
て
く
る
の
に
充
用
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
労
働
者
が
継
民

地
に
く
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
う
ち
に
か
れ
ら
の
百
人
中
九
九
人
ま
で
が
、
か
れ
ら
の
賃
金
を
た
め
て
土
地
を
購
入
す
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、

か
れ
ら
の
賃
金
か
ら
の
こ
の
控
除
分
が
よ
り
多
く
の
労
働
者
を
つ
れ
て
く
る
の
に
充
用
さ
れ
る
』

(司
-
M
2・
縮問
占
…
は
引
用
匹臼
)。

見
ら
れ
る
と
お
り
、

ウ
ェ
イ
タ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
、
土
地
所
有
は
賃
労
働
を
創
出
し
、
資
本
・

賃
労
働
関
係
を
恒
常
化
さ
せ

る
不
可
欠
の
憤
符
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
・

『
土
地
を
他
人
の
所
有
と
し
て
対
立
』

さ
せ
る
こ
と
が
賃
労
働
の
前
提
で
あ
り
、

そ
こ
で
資
本
主
棒
読
に
お
け
る
土
地
所
有
は
『
駆
逐
の
織
力
」
と
し
て
現
れ
る
と
し
た
マ
ル
ク
ス
が
、

【
印
》

し
た
侵
出向
も
こ
こ
に
あ
る
・

ウ
Z

イ
タ
フ
ィ
ー
ル
ド
を
評
価

以
上
、
資
本
鋼
生
産
様
式
に
お
い
て
は
、
第
一
に
、
土
地
所
有
は
、
資
本
を
前
提
と
し
て
、

資
本
に
よ
る
土
地
経
営
を
前
提
と
し
て
、

近
代
的
土
地
所
有
と
し
て
の
定
在
が
保
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
・
第
二
に
、
資
本

・
賃
労
働
関
係
の
『
条
件
』
た
る
賃
労
働
は
、

そ
の

前
に
立
ち
は
だ
か
る
躯
速
の
権
力
と
し
て
の
土
地
所
有
に
よ
っ
て
そ
の
定
在
が
保
証
さ
れ
る
も
の

体
系
プ
ラ
ン
』
で
一
ホ
さ
れ
た
、

ω資
本
、

ω土
地
所
有
、

ω賃
労
働
、
と
い
う
序
列
は
、

で
あ
っ
た
・

い
わ
ゆ
る
「
経
済
学
批
判

マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
単
に
形
式
的
な
も
の

J"'J 



に
と
ど
ま
ら
ず
、
資
本
主
裳
の
経
済
法
則
的
必
然
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
把
揮
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
・
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し
た
が
っ
て
、

『資
本
治
』
が
対
象
と
し
た
資
本
矧
生
産
様
式
は
、

必
然
的
連
関
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
の

『
資
本

i
土
地
所
有
|
貨

労
働
」
関
係
に
よ
っ
て
生
産
が
行
わ
れ
る
、
歴
史
的
に
経
過
的
な
、
独
自
な
性
格
を
持
っ
た
一
社
会
で
あ
る
・

以
前
に
、

資
本
創
生
産
援
式
対
人
間
自
然
・
土
地

8
然
と
い
う
系
列
に
ふ
れ
た
。
こ
の
系
列
は
、
い
ま
ま
で
の
検
討
歩
媛
介
と
し
て
、

資
本

・
土
地
所
有
・
賃
労
働
対
人
間
自
然

・
土
地
自
然
と
い
う
ふ
う
に
一
歩
具
体
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
・

工
業
と
農
喰
の
区
別
を
し
れ
』
上
で
、
震
工
間
分
業
と
い
う
新
し
い
契
機
秒
混
入
し
た
上

そ
れ
で
は
、
こ
の
間
じ
資
芯
鋼
生
産
傑
式
を
、

で
、
再
規
定
す
れ
ば
ど
う
な
る
の
か
.

こ
の
白
川
に
つ
い
て
、

マ
ル
ク
ス
よ
、
資
本

・
土
地
所
有

・
賃
労
働
関
係
の
支
配
す
る
完
成
さ
れ
た

も
の
と
し
て
の
資
本
主
議
は
、
角
度
を
変
え
れ
ば
、

さ
れ
る
、

と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

工
茶
と
農
菜
、
こ
の
双
方
心
お
け
る
資
本
主
議
の
並
行
的
発
展
と
し
て
つ
か
み
な
お

「
労
働
が
賃
労
働
に
な
る
そ
の
徳
留
で
、
生
産
者
は
産
業
資
本
茨
に
な
る
。
そ
れ
や
え
、
資
本
主

義
的
生
産
は
ハ
し
た
が
っ
て
ま
た
商
品
生
産
も
て

内

mv

さ
で
m吋
わ
れ
る
の
で
あ
る
』
・

農
村
の
直
俊
生
産
者
も
ま
た
賃
金
労
働
者
に
な
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
そ
の
十
分
な
広

資本羽生&~書式と人間自然・土地自 ft.‘

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
工
業
と
段
寝
の
双
方
に
お
け
る
資
本
主
渡
的
生
産
の
位
行
的
発
展
と
い
う
市
突
は
、

資
本
主
蕊
の
大
工
業
段
階
の
成
立
を
前
挺
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
い
.
『
大
工
業
が
は
じ
め
て
機
械
に
よ
っ
て

資
本
主
表
的
長
莱
の
恒
常
的
な
基
礎
を
あ
た
え
」
た
・
し
た
が
っ
て
、
資
本
鵠
生
産
傑
式
は
、
こ
こ
に
、
機
微
制
大
工
業
段
階
の
成
立
を

前
嵐
比
し
た
工
業
・
農
業
双
方
に
お
け
る
資
本
創
生
産
の
並
行
的
発
展
と
し
て
再
規
定
さ
れ
る
。

「資

T
?
土
地
所
有
・
賃
労
働
関
係
い
・
『
工
茶
・
庭
菜
双
方
に
お
け
る
資
本
制
生
産
の
並
行
的
発
展
』
こ
れ
が
「
資
本
制
生
康
俊
式
』

の
内
容
で
あ
る
・

第-t

向

nザ

『資
本
鎗』

は
、
資
本
・

賃
労
働
が
『
生
穫
の
唯
一
の
峻
能
否
」
で
あ
り
『
本
質
』
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
『
資
本
』
が
『
凶
売
Hnご

と
な
り
『
終
結
点
』
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
土
地
所
有
に
『
先
立
っ
て
」
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
日
、
と
い
う
方
法
的
自
覚
を
骨
格
底
に
す

ぇ
、
主
要
に
は
資
本
・
賃
労
働
関
係
士
資
本
一
般
』
)
を
分
析
の
対
象
と
し
て
と
り
入
れ
て
い
る
・
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
限
界
に
規
定

.......... 

さ
れ
て
土
地
所
有
に
つ
い
て
は
「
た
だ
、
資
本

ι
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
剣
余
価
値
の
二
部
分
が
土
地
所
有
者
の
も
の
に
な
る
か
・
き
り
』

資本舗と人間O~ ・ヱ地自主主

で
の
み
、

つ
ま
り
、
土
地
所
有
の
地
代
論
的
側
面
に
お
い
て
し
か
主
要
に
は
ζ

り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
な
レ
。

し
た
が
っ
て
ま
た
、

工
業
と

民
衆
に
お
け
る
資
本
主
還
の
並
行
的
発
展
に
つ
い
て
も
、

次
の
よ
う
な
除
外
規
定
を
与
え
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
「
分
業
と
マ
ユ
品
フ
ァ

タ
チ
&
ア
』

に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
・

『
す
べ
て
の
す
で
に
発
展
し
て
い
て
商
品
交
換
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
れ
一
い
る
分
業
の
基
礎
は
、

:
し
が
し
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
こ
の
対
立
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
J

あ
る
い
は
ま
た
、

都
市
と
食
村
と
の
分
緩
で
あ
る
.

『
大
工
業
と
a
E
4
舎
の
冒
頭
£
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
@
『
大
工
浅
か
食
品衆
と
そ
の
生
産
当
事
者
た
ち
の
社
会
的
諮
問

係
と
に
ひ
き
起
こ
す
革
命
は
、
し
γ
小

-ub・h

』
で
な
け
れ
ば
述
べ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
U
V
(
傍
点
は
引
用
者
三

第
日
章
第
叩
節

置

し
か
し
、

『資
本
論
』
は
、
こ
の
よ
う
な
『
資
本
矧
生
産
織
式
の
経
済
的
運
動
法
則
の
暴
露
」、

し
た
が
っ
て
『
資
本
』
の
法
則
の
解
明

主
主
課
題
に
す
る
と
い
う
限
定
を
行
い
な
が
ら
、

の
ち
の
こ
・
三
で
み
る
よ
う
に
、
資
ぶ

l
土
地
所
有

l
賃
労
働
と
い
う
三
大
階
級
の
相

互
規
定
と
対
立
、

お
よ
び
工
業
と
長
楽
に
お
け
る
資
本
制
生
産
の
並
行
的
発
展
と
い
う
問
題
を
主
課
題
に
お
り
こ
み
、
そ
れ
と
の
関
係
で

人
間
自
然
と
土
地
自
然
の
磁
捕
曜
を
視
野
に
お
さ
め
る
作
業
を
行
い
、

『
資
本
」

の
生
成

・
発
展

・
消
滅
の
法
則
的
過
程
の
促
進
的
一
契
機

と
し
て
と
り
こ
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
『
資
本
制
生
産
織
式
』
の
内
容
を
見
て
き
た
・
次
に
、
『
人
間
自
然
・
土
地
自
然
』

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
.

3 

『人
間
自
然

・
土
地
自
然
』

自
然
の
問
題
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
が
、

こ
こ
で
は
、
人
間
自
然
と
土
地
自
然
、
こ
の
両
者
を
並
立
す
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

た
と
え
ば
『
貧
困
化
論
』
と
し
て
あ
っ
か
わ
れ
、
ま
た
、
土
地
自
然
に
つ
い
て
は
『
公
害

・
環
境

一
般
的
に
言
え
ば
、
人
間

問
題
』
と
し
て
あ
っ
か
わ
れ
、
本
来
別
個
の
領
緩
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
・
そ
こ
で
、
こ
の
両
者
を
並
立
さ
せ

た
線
路
を
簡
単
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
た
い
.
そ
の
狼
犯
は
、

マ
ル
ク
ス
の
原
典
に
よ
る
か
ぎ
り
次
の
四
点
で
あ
る
.
人
間
自
然
と
土
地
8

2j' 



然
を
並
立
し
た
第
一
の
夜
潟
は
、
こ
の
両
者
が
、
人
間

す
べ
て
の
富
の
源
泉
で
は
な
い
.
自
然
も
ま
た
労
働
と
同
じ
程
度
に
、
使
用
価
値
の
源
泉
で
あ
る
ハ
そ
し
て
、
物
的
宮
は
、

【

η
M

う
い
う
使
用
価
値
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
の
だ
!
ど
(
傍
点
は
原
文
三

ハ
そ
の
労
働
〉

と
土
地
自
然
が
奮
の
二
大
源
泉
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
・
『
労
働
は

2p 

た
し
か
に
・
ぞ

第
二
の
復
旧
河
は
、
こ
の
両
者
が
資
本
主
義
の
も
と
に
お
い
て
は
資
本
に
、

と
も
に
「
弾
力
的
な
カ
ヘ
二
つ
の
膨
袈
カ
」
を
与
え
る
こ

『
現
に
媛
彪
し
て
い
る
資
本
の
大
き
さ
は
与
・
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
合
体
さ
れ
る
労
働
力
や
:
:
:
土
地
:
:
:

は
こ
の
資
本
の
強
力
的
な
カ
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
カ
は
こ
の
資
本
に
、
あ
る
限
界
の
な
か
で
は
、
資
本
そ
の
も
の
の
大
き

さ
に
は
か
か
わ
り
の
な
い
作
用
笥
図
を
持
す
の
で
あ
る
』
(
踏
切
点
は
引
尉
者
三

『
資
本
は
、
宮
の
二
つ
の
本
滅
的
形
成
者
で
あ
る
労
働
力
と

土
地
と
を
自
分
に
合
体
す
る
こ
と
よ
よ
っ
て
、
一
つ
の
膨
強
力
を
獲
得
寸
る
」
(
席
同
点
は
引
用
者
三

と
に
よ
る
.

第
三
の
綬
加
は
、

資
本
の
絶
対
量
か

ら
一
定
独
立
し
た
「
鋭
力
的
な
力
』
、
『
膨
張
力
」
を
痩
得
し
、
資
本
制
生
産
を
発
展
さ
せ
る
同
じ
過
程
が
、
人
間
と
自
然
に
と
っ
て
は
磁

資本制定.&儀式と人間自然・土地自然

帽
慣
に
締
結
す
る
か
ら
で
あ
る
・
『
資
本
が
労
働
力
の
刃
命
の
短
縮
に
よ
っ
て
こ
の

g
僚
ハ
段
大
阪
の
労
働
取
得
|
|
引
用
荷
)
に
到
遣
す
る

の
は
、
ち
ょ
う
ど
、
責
欲
な
食
業
者
が
土
地
の
盟
度
の
略
奪
に
よ
っ
て
収
幡
宮
の

m大
に
成
功
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
・』
『
将
来
の
先
取

り
現
実
の
先
取
り
は
一
一
般
に
宮
の
生
霊

ι
お
い
て
は
、
た
だ
労
働
力
と
土
地
と
に
か
ん
し
て
の
み
お
こ
な
わ
れ
る
・
こ
の
両
院
臼

に
あ
っ
て
は
早
す
ぎ
る
過
労
串
消
終
に
よ
っ
て
、
支
出
と
収
入
と
の
均
衡
の
提
乱
に
よ
っ
て
、
将
来
が
現
実
に
先
取
り
さ
れ
て
荒
廃
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
・
そ
れ
ば
ど
ち
ら
の
ぷ
あ
い
に
も
資
本
主
設
的
生
産
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
J
第
四
の
仮
処
は
、
需
の

ニ
つ
の
源
泉
で
あ
る
人
間
と
土
地
が
資
本
主
袋
の
下
に
お
い
て
は
、
資
本
ζ

と
っ
て
は
膨
強
力
と
な
り
、
人
間
と
自
然
に
は
破
療
が
も
た

ら
さ
れ
る
そ
の
こ
と
が
、
工
業
と
伎
噌
恨
の
区
別
砂
羽
入
し
た
段
階
で
は
、
工
時
ぬ

ιお
い
て
人
間
自
然
の
破
帽
慣
が
、
民
寝
に
お
い
て
は
ト
.
地

自
然
の
磁
帽
慣
が
お
き
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
乞
く
、
工
穏
と
民
寝
心
お
け
る
究
広
制
生
一震
の
並
行
的
発
展
に
つ
れ
て
、

工
寝
・
食
物
怜
の
夜

第一<<

方
に
お
い
て
、

人
問
自
然
・
土
地
自
然
の
薮
岨
慣
が
立
仔
的

ι進
行
す
る
こ
ζ

心
よ
る
。
「
大
工
業
と
、
工
業
に
経
営
さ
れ
る
大
震
実
と
は
、

い
っ
し
ょ
に
作
用
す
る
・
元
来
こ
の
二
つ
の
も
の
を
分
け
隔
て
て
い
る
も
の
は
、
前
者
は
よ
り
多
く
労
働
力
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
人
間

_......‘ 

か白
r
伶
か
を
荒
廃
さ
せ
破
滅
さ
せ
る
が
、
後
者
は
よ
り
多
く
直
接
に
ゆ
ゆ
か
岳
伶
か
を
荒
廃
さ
せ
破
滅
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
後
の
進
展
の
途
上
で
は
両
者
は
互
い
に
手
を
湿
り
合
う
の
で
あ
，ぉ
γ

(

傍
点
は
引
用
者
三

資本舗と人間8完全・土絶自然

以
上
の
四
点
が
、
人
間
自
然
と
土
地
自
然
を
並
立
し
た
恨
ぬ
で
あ
る
・

い
ま
ま
で
、

ア
ル
フ

ν
l
ト
・

ν
?ミ
ァ
ト
の
所
説
の
検
討
を
縦
介
と
し
て
、
司
資
本
制
生
産
機
式
』
、
『
人
間
自
然
・
土
地
自
然
』

そ

れ
ぞ
れ
の
続
念
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
・
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
湧
き
出
さ
れ
た
復
角
は
、

く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、
資

本
鋼
生
産
機
式
ハ
資
本
・
土
地
所
有

・
賃
労
働
。

工
業

・
農
業
に
お
け
る
資
本
舗
生
産
)
の
経
済
諸
法
則
と
の
関
係
で
、
人
間
自
然
お
よ

目

す
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
節
を
あ
ら
た
め
、

こ
に
お
い
て
は
、
資
本

び
土
地
自
然
の
資
本
主
議
に
お
け
る
態
織
を
さ
ぐ
り
ゼ
す

社
会
化
と
い
っ
た
系
列
を
、

『資
本
論
』
を
主
要
素
材
と
し
て
考
察
し
た
い
.

舗
生
産
織
式

l
人
間
自
然
の
磁
鍵

l
貧
困
化

人
間
自
然
の
破
壊

・
貧
困
化

・
社
会
化

本
節
で
は
、
資
本
税
生
産
様
式
に
お
け
る
人
間
自
然
の
餓
邸
機
を
考
察
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。
以
下
次
の
願
序
で
と
り
あ
げ
た
い
。

ー
に
お
い
て
は
、

『資
窓
輸
』
第
一
巻
『
蓄
積
篇
』

が
与
え
て
い
る
、

い
わ
ゆ
る
賃
労
働
者
の
『
貌
業
者
』
と
『
失
業
者
」

へ
の
分
裂
と

い
う
問
題
、
栂
対
的
過
剰
人
ロ
の
問
題
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
資
本
主
義
の
下
に
お
い
て
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
分
裂
が
必
然
的
と
な
る
か

に
つ
い
て
、
分
裂
の
諸
契
設
を
さ
ぐ
り
だ
す
・
ま
た
、
あ
わ
せ
て
、
分
裂
を
前
提
し
た
上
で
展
開
さ
れ
る
労
働
者
相
互
間
の
銭
争
の
意
味

に
つ
い
て
ふ
れ
る
・

2
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
分
業
と
い
う
観
点
か
ら
、
工
業
と
農
業
の
区
別
を
導
入
し
た
上
で
、
同
じ
人
間
自
然
の

態
後
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
る
・

3
で
は
、
そ
れ
ま
で
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
人
間
自
然
の
破
援

・
貧
困
化
と
い
う
側
面
で
と
り
あ
げ
ら
れ

た
資
本
主
祭
対
人
問
自
然
を
、
今
度
は
、
問
じ
資
本
主
義
が

l
!ま
さ
に
破
繍
棋
を
つ
う
じ
て

l
l与
え
る
『
進
歩
的
役
割
」
と
い
う
例
面

か
ら
と
ら
え
な
お
す
・
願
序
は
以
上
で
あ
る
・

:7) 



1 

土
地
所
有

・
駆
逐
の
織
力
・
送
げ
織
の
剣
豪

274 

す
る
過
程
で
あ
る
か
ら
、
資
本
蓄
積
必
、
毎
…
致
宥
的
な
資
本
主
護
的
分
業
の
笥
波
日
流
動
と
あ
い
ま
っ
て
、
た
え
ず
相
対
的
に
過
射
な
労

的
梅
原
の
高
度
化
の
過
程
で
あ
る
・
そ
の
高
度
化
過
程
は
、
見
方
を
か
え
れ
ば
、
資
本
偶
成
中
に
占
め
る
可
変
資
本
部
分
の
比
率
が

減
少

『
資
本
論
』
第
一
巻
第
7
篇
『
資
本
の
蓄
積
過
程
」

の
一
内
容
は
、
資
本
の
蓄
積
と
再
生
産
で
あ
り
、
資
本
の
鉱
大
に
と
も
な
う
有
地
奴

働
力
を
生
み
出
し
、

賃
労
働
者
階
級
を
『
資
本
の
も
と
心
立
援
に
包
情
関
さ
れ
る
も
の
』
と
『
相
対
的
過
剰
人
口
』

H

『産
業
予
備
淑
』
に

分
削
減
さ
せ
、
次
心
は
さ
ら
に
こ
の
分
裂
を
土
台
ζ

し
て
、
資
本
は
句
政
府
的
苓
債
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
分
裂
メ

労
働
者

一
ほ
の
『
腐
乏
化
』
、
『
貧
困
化
』
の
一
要
因
と
さ
れ
、

貧
困
化
事
心
お
け
る
一
誌
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
恥

突
で
あ
る

11 .広羽生&Il弐と人間9~ ・ エ止定自然

細
川
辺
」
と
し
て
資
本
蓄
積
と
資
本
の
祭
政
府
的
投
下
に
即
応
す
る
体
制
に
お

く
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
彼
処
で
あ
る
。
も
し
資
本
か
ら
排

と
こ
る
で
、
問
題
は
、
こ

の
よ
う
ζ

賢
広
苔
債
と
有
機
的
情
成
の
高
度
化
が
生
み
出
し
た
『
相
対
的
過
剰
人
口
』
を
ま
さ
に
『
産
業
、

.
4

除
さ
れ
た
賃
労
働
者
が
資
本
以
外
の
と
こ
る
で
労
働
と
生
涯
の
均
を
見
い
出
品
一る
な
ら
ば
、

『
相
対
的
過
刷
人
口
』

は

『
府
.
鴛
予
備
沼
』

に
は
転
化
せ
ず
、
た
と
え
ば
、
独
立
生
産
者
あ
る
い
は
共
同
生
産
者
心
転
化
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
資
本
創
生
産
様
式

(
資
本
・

土
地
所
有

・
賃
労
働
)
対
人
間
自
然
乏
い
う
問
題
合
考
え
て
い
く
際
の
一
つ
の
健
機
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
、
『
度

現
れ
る
@
す
な
わ
ち
、

制問
琢
』
と
い
う
媛
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
資
本
心
よ
る
直
後
の
あ
が
ら
さ
ま
な
詣
制
と
し
て
は

『移
住
へ

『
移
民
』
の
問
止
と
い
う
形
で

業
予
備
軍
』
の
定
在
の
必
然
的
後
抱
ζ

い
う
問
題
を
念
頭

ι
お
き

『
資
本
諭
』
を
見
直
し
た
場
合
に
、
た
び
た
び
出
て
く
る
『
逃
げ
均
の

lIf-a 

隻
付
か
ら
怒
返
さ
同
日
七
「
M
7
l

d
v

人
』
心
対
す
る
『
移
民
』

の
阻
止
と
し
て
@
『
一
八
陀
紀
心
は、

墨
付
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
ゲ

l
ル
人
心
…
持
一
時
に
圏
外
移
住
も
漢

a

比
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
か
れ
ら
を
む
之
り
に
グ
ラ
ス
ゴ

l
b
そ
の

他
の
工
業
廊
市
に
追
い
込
む
た
め
だ
っ
た
J

こ
こ
で
は
、
『
ゲ
|
ル
人
』
は
、
農
村
お
よ
び
外
国
と
い
う
こ
つ
の
出
口
を
強
制
的
に
う
ば

た
と
え
ば
、

......... ‘ 

わ
れ
、
似
の
入
ロ
心
浮
か
ぶ
魚
鮮
の
よ
う
に
必
然
的
な
も
の
と
し
て
『
工
業
地
帯
』

者
』
か
「
失
業
者
」
か
、
.
と
ち
ら
か
の
詳
に
身
を
投
ず
る
の
で
あ
る
・
あ
る
い
は
ま
た
、
『
自
由
』

に
流
れ
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
・

そ
し
て
、
『
俊
策

資本舗と人間自然 ・土地sf'l

つの、る
て所、移
祭、有、住
止、指、の
さを阻
れ 強 止
て湖で
い法あ
1":35 Iζ る
....~ト.

会つ

首て
は 発
引 動
F討さ

きせ
・fょ。

『
以
前
は
、

資
家
は

な
機
械
工
に
対
す
る
『
法
律
』
に
よ

自
分
'
』

ζ

っ
て
必
要
だ
と
思
わ
れ
た
ば
あ
い
に
は
、
自
由
な
労
働
者
ζ

た
い
す
る

8
分

た
と
え
ば
、
機
峨
労
働
者
の
移
住
は
イ
ギ
ー
ス
で
は
一

八
一
五
年
に
至
る
ま
で
重
刑
を
も

』同れは
、
資
本
が

『
法
律
』

の
カ
に
ょ
っ
労
働
者
の
転
出
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

」
れ
は
即
自
的
な
、
直
接
的
な
逃
げ
場
の
刻
奪
で
あ
る
・

E 

し
か
し
、
『
資
本
論
』

で
は
ま
た
、

』
の
『
産
系
予
備
軍
』
の
確
保
は、

資
本
主
渡
的
生
産
力
の
発
展
に
随
伴
す
る
労
働
自
の
制
限
、

児
童
労
働
の
抑
制
に
よ
っ
て
も
『
法
則
的
」
に
行
わ
れ
る
ζ

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
・
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
の
大
工
系
段
階
に
お
い
て

『
労
働
日
お
よ
び
児
童
労
働
の
制
限
」
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
が
、

そ
れ
は
、
資
本
の
無
制
限
的
な
搾
取
を
抑
制
す
る
役
割
と
同
時
に
、

『
大
資
本
』

お
よ
び

「
小
径
営
』

や
『
家
内
労
働
』
に
も
旬
じ
労
働
自
の
制
限
、
児
童
労
働
の
抑
制
が
お
し
つ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
後
者
、

す
な
わ
ち
小
経
営
や
家
内
労
働
の
労
働
日
延
長
・
児
童
労
働
の
使
用
と
い
う
、
大
資
本
に
対
す
る
銭
争
条
件
が
制
剥
奪
さ
れ
、

そ
の
こ
と
に

資
本
の
集
中
の
慣
符
に
転
化
す
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
役
割
を
お
び
る
も
の
で
あ
る
・

:
・
す
べ
て
の
産
業
へ
の
工
業
法
の
鉱
漫
に
よ
っ
て
人
為
的
に
促
進
さ
れ
る
。
:
:
:
家
内
労
働
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の
地

よ
っ
て
労
働
日
の
制
限
等
は
、

『
産
業
革
命
は

盤
は
、
労
働
日
や
児
童
労
働
の
制
限
が
現
わ
れ
れ
ば
、
陥
没
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

、
、

円
お
)

の
形
態
の
鏡
争
能
力
の
唯
一
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
』
(
傍
点
は
引
用
者
三

安
い
労
働
力
の
無
制
限
な
抑
取
こ
そ
は
、

こ
れ
ら

」
の
小
営
業
・
家
内
労
働
閣
の
磁
波
は
、
「
格
対
的
過

剰
人
口
』
の
『
逃
げ
場』

を
剥
奪
す
る
も
の
と
な
る
・
先
の

「
移
住
の
組
止
」
が
い
わ
ば
強
制
的
な
逃
げ
場
の
剥
奪
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

こ
こ
で
は
労
働
自
の
法
的
輔
制
限
を
媒
介
と
す
る
資
本
の
集
中
と
小
営
業
等
の
磁
波
の
一
つ
の
結
果
と
し
て
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
・
「
エ

策
立
涯
の
一

般
化
は
:
:
:
、
資
本
の
直
接
の
む
き
出
し
の
支
配
を
も
っ
て
く
る
。
;
:
:
そ
れ
は
小
経
営
や
家
内
労
働
の
諸
部
面
を
磁
捜
す

《
幻
》

る
と
と
も
に

N

過
剰
人
口
u

の
最
後
の
逃
げ
場
・
:
・:
を
も
破
察
す
る
」
(
傍
点
は
引
用
者
)
。
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以
上
、

一
つ
に
は
、
『
移
住
の
阻
止
」
と
し
て
、
二
つ
ζ

は
、
「
小
経
営
」

の
磁
波
と
し
て
、
逃
げ
場
の
剥
奪、

し
た
が
っ
て
ま
た
、
相

..-，6 

対
的
過
剰
人
口

H
産
業
予
備
軍
の
定
在
の
復
犯
を
・
『資
本
論
』
に
よ
り
追
っ
て
き
七
・
そ
し
て
、
こ
の
両
者
は
、

い
わ
ば
資
本

・
賃
労
働

関
係
の
排
他
的
支
配
を
前
提
し
た
上
で
の
言
及
で
あ
っ
た
・

し
か
し
、
こ
こ
に
は
同
時
に
、
資
本

・
賃
労
働
に
限
ら
ず
、
資
本

・
土
地
所

有

・
賃
労
働
関
係
の
締
結
と
し
て
人
間
自
然
の
破
獲
を
考
え
る
、

い
る
の
で
あ
る
。
前
節
に
お
い
て
は
、
資
本
主
蕊
に
お
け
る
土
地
所
有
に
つ
き
、
賃
労
働
創
出
の
前
提
条
件
と
し
て
ド
ク

F
1
・
サ
イ
モ

と
い
う
も
と
も
と
の
視
角
に
も
ど
っ
て
く
る
契
綾
も
ま
た
与
え
ら
れ
て

ン
の
文
苫
を
ひ
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
思
速
の
畑
カ
と
生
神
的
づ
け
た
・

し
か
し
、

ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
土
地
所
有
は
資
本
主
連

に
と
っ
て
『
前
提
』
で
あ
る
と
と
も
に
ま
た
『
恒
常
的
基
礎
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

事
実

『資
本
治
』
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
る
・
『
土
地
所
有
の
独
占
は
資
本
主
溌
的
生
援
様
式
の
涯
史
的
朴
舟
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
、

な
ん
ら
か
の
形
で
の
民
衆
の
州
取

，九，コ.
J

小
ぺ
ぃ
J
叶
い
べ
て
の
以
前
の
生
産
様
式
の
永
史
的
な
基
礎
で
あ
る
よ
う
に
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
に
と
っ
て
も
や
は
り
そ
の

永
続
的
な
基
礎
で
あ
る
」
(
傍
点
は
引
用
者
三

土
地
所
有
|
|
そ
れ
は
、

土
地
所
有

・
資
家
関
係
に
あ
る
か
ぎ
り
近
代
的
土
地
所
有
と
し

資本鋼生ittJ，全と人問自然 ・ 土虫色fI~

て
現
れ
る
の
で
あ
る
が

は
、
こ
の
よ
う
に
見
る
か
ぎ
り
、
賃
労
働
創
出
の
前
縫
で
あ
る
と
と
も
に
、

資
本
・

賃
労
働
関
係
が
成
立
し
、

資
本
落
視
と
無
政
府
的
資
本
移
動
が
行
わ
れ
、
賃
労
働
が
『
資
本
に
直
接
に
包
川
目
さ
れ
る
苦
」
と
『
相
対
的
過
剰
人
口
』
に
分
裂
し
た
の

ち
に
お
い
て
も
、
資
本

・
賃
労
働
関
係
乃

「
恒
常
的
基
礎
』

と
し
て
、
『
用
対
的
過
制
人
口
』
の
『
逃
げ
場
」
を
琢
い
、
産
業
予
備
軍
と

止
と
い
う
性
俗
を
持
っ
て
く
る
。
「
大
ぎ
な
土
地
所
有
必
、

し
て
の
定
夜
合
強
制
す
る
領
仔
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
近
代
的
土
地
所
有
は
賃
労
働
必
の
『
回
閣
」
へ
の
回
婦
の
阻

そ
の
自
然
発
生
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
止
め
ゆ
で
あ
り
そ
れ
を
活

政刷
物
す
る
の
で
あ
引
』

労
働
力
を
、

由
民
の
生
命
力
の
更
新
の
た
め
の
予
内
削
減
と
し
て
貯
え
て
お
く
μ
以
後
の
領
ぼ
で
あ
る
毘
村
そ
の
む
の
の
な
か
で
、

(
傍
点
は
引
制
明
者
三

構-<<

な
ら
ん
で

し
た
が
っ
て
、
資
本
の
苦
情
例
過
程
に
鑓
伴
す
る
賃
労
働
者
の
『
攻
策
者
+
凌
葉
子
舟
波
』
と
い
う
分
裂
は
、
資
本
関
係
に
よ
る
も
の
と

『
思
速
の
緬
カ
』
と
し
て
の
、
さ
ら
に
『
迩
げ
場
の
制
奪
』
と
し
て
の
近
代
的
土
地
所
有
に
よ
っ
て
も
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で

4 

ゑ
7
0
・

資本舗と人間111~. 土.IU~

れ
が
売
ら
れ
た
後
に
は
じ
め
て
存
在
す
る
関
連
の
な
か
で
し
か
、

こ
の
よ
う
に
し
て
、
労
働
者
は
資
志
の
下
に
包
燥
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
産
を
行
い
う
る
こ
と
と
な
る
・
『
そ
の
労
働
力
は
、
そ

《
品
柑
】

つ
ま
り
資
本
家
の
作
業
場
の
な
か
で
し
か
、

後
能
し
な
い
の
で
あ
る
J

そ
し
て
、
「
現
役
労
働
者
と
岨
相
対
的
過
剰
人
口
」
は
、
す
で
に
逃
げ
場
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
の
下
で
は
、
『
現
役
労
働
者
と
土

地

・
小
経
営
に
回
帰
す
る
も
の
』
つ
ま
り
相
対
的
過
剰
人
口
の
土
地

・
小
径
営
へ
の
回
帰
ハ
あ
る
い
は
圏
外
へ
の
退
避
〉
は
閉
止
さ
れ
、

直
接
に
『
産
莱
予
備
軍
」
と
な
り
、
資
本
の
絶
対
的
支
配
が
現
出
す
る
。
「
こ
の
予
備
軍
は
、
ま
る
で
資
本
が

8
分
の
費
用
で
育
て
上
げ

た
も
の
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
絶
対
的
に
資
本
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
傍
点
は
引
用
者
三

関
係
』
、
『
従
属
感
情
』
が
こ
こ
に
稽
定
す
る
・

資
本
に
対
す
る
労
働
者
の
『
従
属

• 
以
上
、

い
わ
ば
自
に
見
え
な
い
形
で
包
わ
れ
た
「
鉄
持
」

の
中
で
、
こ
の
資
本
に
よ
る
労
働
者
に
対
す
る
支
配
の
媒
介
的
契
機
と
し
て

現
役
労
働
者
対
産
業
予
備
軍
の
鏡
今
、

労
働
者
相
互
の
鏡
争
が
行
わ
れ
る
。

労
働
者
の
あ
い
だ
に
相
互
の
彊
立
化
が
生
じ
る
・
「
銭
争
は

を諸
、 個

相人
互唱c
tこ L、
l!っ
立し
きょ
せに
るおす
JVる

そに
し も
t か
~ tJ、

わ
ら
ず

ま
た
か
れ
ら
を
、

た
ん
に
プ
ル
ジ

a
ア
の
み
な
ら
ず
そ
れ
以
上
に
な
お
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

こ
の
相
互
温
立
に
と
も
な
っ
て
貧
困
化
と
人
間
自
然
の
磁
壊
が
進
行
し
、

労
働
者
の
相
互
鏡
今
を
支
配
強
化
の
手
段
に
転
化
し
て
い
く
。
『
野
蛮
な
無
関
心
、
利
己
的
な
残
忍
が
一
方
に
あ
り
、

円“》

図
が
他
方
に
あ
る
・
』
「
労
働
者
相
互
間
の
帽
抗
争
こ
そ
、
現
在
労
働
者
が
お
か
れ
て
い
る
状
般
の
な
か
で
最
も
悪
い
面
で
あ
り
、

{

川

崎

}

ア
ジ
ー
の
も
っ
て
い
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
た
い
す
る
震
も
鋭
い
武
器
な
の
で
あ
る
J

ま
た
資
本
は
、
こ
の

言
語
に
絶
す
る
貧

ブ
ル
ジ
，

以
上
、
資
本

・
土
地
所
有
・
賃
労
働
関
係
の
一
側
面
を
、
「
逃
げ
場
』

考
察
し
、
そ
の
前
提
の
上
で
展
開
さ
れ
る
労
働
者
掲
互
の
銭
争
に
も
若
手
ふ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
人
間
自
然
の
破
婆
の
問
題
は
、

を制剥
奪
す
る
も
の
と
し
て
の
近
代
的
土
地
所
有
を
く
み
こ
ん
で工

業
と
象
業
の
双
方
に
お
け
る
資
本
創
生
産
の
成
立
と
い
う
こ
と
を
、

理
論
に
と
っ
て
の
対
象
に
入
れ
た
段
階
で
は
い
か
に
規
定
さ
れ
る
か. 

そ
れ
を
次
に
見
た
い
.
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2 

且属
工
間
分
業
と
人
間
自
然

、

278 

前
に
、

『資
本
創
生
産
援
式
」

の
媛
念
を
倹
討
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
一
内
容
と
し
て
、
工
業
と
息
開業
双
方
に
お
け
る
資
本
創
生
産
の

並
行
的
発
展
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
工
業
と
良
薬
を
あ
わ
せ
た
全
領
威
に
お
い
て
資
本
の
役
下
お
よ
び
移
動

の

g
aが
現
出
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
借
勾
農
は
自
己
の
資
本
を
土
地
に
投
下
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
資
本
を
な
ん
ら
か
の
製
造

業
に
役
下
す
れ
ば
得
ら
れ
る
利
測
と
等
し
い
利
測
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
、
産
業
資
本
家
に
ほ
か
な
ら
な
い
J

こ
の
よ
う
に
、

工
業
と
並
ん
で
農
薬
に
お
い
て
資
本
創
生
産
が
成
立
す
る
と
、
相
対
的
過
剰
人
口
に
つ
い
て
も
新
た
な
特
徴
が
付
与
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、

工
茶
に
お
い
て
は
、
過
剰
人
ロ
は
、
排
出
と
後
収
と
い
う
南
側
反
す
る
動
き
の
中
で
、
た
え
ざ
る
変
動
の
中
で
恒
常
的

集
莱
に
お

い
て
は、

う
要
素
の
減
少
が
絶
対
的
で
あ
り
う
る
J

そ
の
結
果
、

に
生
み
出
さ
れ
る
が
、

吸
収
を
と
も
な
わ
な
い
一
方
的
時
計
出
が
行
わ
れ
る
・
『
食
業
で
は
、
生
き
て
い
る
労
働
と
い

資本(凋'主.&儀式と人間自然・土地自然

先
の
就
業
者
と
産
烹
予
備
軍
の
鏡
争
は
、

亀岡工
間
分
業
と
い
う
析
し
い
契
睡
眠
に

よ
り
散
化
す
る
こ
と
と
な
り
、
人
間
自
然
の
破
楠
慣
は
深
化
す
る
。

近
代
的
土
地
所
有

・息
眠
薬
資
本
主
義
は
、

一
方
で
労
働
者
の
逃
げ
場
を
漂
い
な
が
ら
、
他
方
で
、
食
付
か
ら
の
人
口
俳
出
を
強
め
、
貨

労
働
者
の
相
対
的
過
剰
化
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
労
働
者
の
相
互
鏡
争
を
強
め
る
の
で
あ
る
・

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

工
業
・
農
来
あ
わ
せ
た
と
こ
ろ
で
資
本
制
生
産
が
成
立
す
る
こ
と
は
一
図
的
規
慌
で
資
本
制
生
産
の

支
配
が
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
分
業
の
網
の
日
々
資
本
が
つ
か
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・
こ
の
よ

う
な
前
提
の
下
で
は
、
全
部
面
に
お
い
て
無
政
府
的
句
碑
H

広
投
下
ー
と
の
川
広
移
効
が
民
側
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
よ
う
た
句
依
附
的
代

本
役
下
お
よ
び
穆
動
は
、
旧
認
門
に
お
け
る
資
玄
引
き
あ
げ
時
失
業
と
そ
孔
に
と
も
な
う
内
線
の
受
位
、
、
折
部
門
に
お
け
る
資
伝
投
下
H

司町一軍

そ
の
下
へ
の
労
働
者
の
移
動
と
新
し
い
労
働
の
買
の
強
制
を
交
互
に
か
っ
た
え
ず
労
働
者
に
お
し
つ
け
、
労
働
者
の
資
本

へ
の
従
属
性
は

『
分
業
が
高
度
に
す
す
ん
で
い
る
ば
あ
い
、
労
働
を
別
の
方
向
に
む
け
な
お
す
こ
と
は
、
労
働
者
に
と

ま
す
ま
す
高
ま
る
こ
と
と
な
る
・

資本舗と人間自然・土~11!~

い
ち
ば
ん
松
山
小
ト
い
い
心
'
U
で
あ
る
・
.
.
。
資
本
家
は
か
れ
の
資
本
を
別
の
用
途
の

1
4
叩
寸
寸
山
守
、
--t寸
で
き
る
が
、

ま
さ
し
く
こ
の
能
力
こ
そ
、
か
れ
の
俳
か
か
世

γア
・
か
わ
が
、
そ
う
で
な
ゆ
り
れ
ば
、
資
本
家
の
あ
ら
ゆ
る
要
求
に
屈
服
す
る
こ
と
を
労
働

I

l

l

・
、

、

《

ω》

者
に

i
u
p
b
ト
ト
』
せ
る
の
で
あ
る
』
(
傍
去
は
引
用
者
三

つ
て
は
、

以
上
、

工
業
と
鎌
茶
の
区
別
を
し
な
い
『
資
本
』
と
い
う
次
元
、

お
よ
び
ふ
の
区
別
を
し
た
次
元

ιお
い
て
、
資
本
制
生
産
胤
株
式
は
お

け
る
人
間
自
然
の
破
壊
・
貧
困
化
に
つ
い
て
ふ
れ
て
き
た
。

こ
の
展
開
を
お
さ
え
た
上
で
、
次
に
同
じ
資
本
制
生
産
同
僚
式
が
人
間
自
然
に

与
え
る
も
う
一
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
「
労
働
の
社
会
化
』

に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

E 

3 

社
会
化
と
労
働
者
の
移
動
性
の
創
造

い
ま
ま
で
の
『
貧
困
化
』
、
『
従
属
性
の
高
ま
り
」
と
い
う
事
実
を
、
資
窓
主
義
の
進
歩
的
役
割
お
よ
び
資
本
制
生
産
廃
絶
の
主
体
的
促
進

本
怠
の
は
じ
め
に
、
資
本
主
裳
は
貧
困
の
源
泉
で
あ
る
と
同
時
に
進
歩
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
こ
で
、

3
で
は
、

カ
の
形
成
と
い
う
視
角
か
ら
と
ら
え
な
お
す
こ
と
と
し
た
い
。

く
り
か
え
す
ま
で
な
く
、
『資
本
論
』
が
対
象
ζ

し
た
資
本
創
生
産
様
式
は
、

他
候
係
制
大
工
業
段
階
の
成
立
を
前
提
と
し
た
、
自
分
の

足
で
立
っ
た
も
の
と
し
て
の
、
そ
の
排
他
的
支

E
を
す
で
に
実
現
し
て
い
る
も
の
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

資
本
主
義
の
進
歩

た
と
え
ば
マ
ニ
ュ

的
役
割
は
、
す
で
に
こ
の
対
象
規
定
そ
の
も
の
に
矯
緒
的
に
は
与
え
ら
れ
て
い
る
・
す
な
わ
ち
、

後
械
制
大
工
業
は
、

フ

7
p
チ
ュ
ア
等
に
と
も
な
っ
て
い
た
技
能
の
蓄
積
、

し
た
が
っ
て
『
軸内
線
』
と
『
不
動
的
鎌
』
と
の
差
、
こ
の
よ
う
な
労
働
者
内
部
に
お

け
る
「
タ
テ
の
序
列
」
を
援
護
し
、
労
働
者
の
地
位
を
『
同
ご

に
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
機
微
制
大
工
業
の
下
で
労
働
者

相
互
の
結
合
の
物
的
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
自
動
的
な
工
場
で
は
機
械
の
助
手
た
ち
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労
働

円

m訓
V

の
均
等
化
ま
た
は
水
平
化
の
傾
向
が
現
わ
れ
る
J

こ
の
よ
う
な
労
働
の
『
水
平
化
』
を
基
盤
と
す
る
労
働
者
相
互
の
結
合
は
、

資
本
主

銭
的
大
工
業
自
体
が
、
自
ら
の
体
内
に
変
掌
的
要
素
を
芽
ば
え
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
が
個
別

27'} 



的
レ
ベ
ル
で
の
大
工
業
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
資
本
主
議
は
、

い
ま
ま
で
に
す
で

ι
ふ
れ
た
よ
う
に
、
.
資
本
初
生
度
の
一
つ
の
特
徴
は
生
産
の
無
政
府
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
都
府

一
国
的
規
慎
に
お
い
て
も
変
革
的
要
素
を
つ
く
り
だ
す
.

280 

す
な
わ
ち
、

政
府
性
、
資
本
の
た
え
ざ
る
移
動
、
賃
労
働
に
お
け
る
『
神
札
業
』
と
「
失
業
」
の
交
替
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
『
変
化
」
、
「
栄
還
と

没
港
』
を
つ
う
じ
て
、
賃
労
働
者

ιそ
の
位
置
お
よ
び
資
友
対
賃
労
働
あ
る
い
よ
賃
労
働
者
内
務
の
相
互
関
係
を
『
冷
憎げ
な
目
』
で
見
つ

め
る
こ
と
を
強
制
し
、

資
本
主
設
に
お
け
る
賃
労
働
者
の
資
質
を
高
め
る
・
『
生
涯
の
た
え
ざ
る
変
革
、

あ
ら
ゆ
る
社
会
状
態
の
た
え
ま

な
い
動
岡
田
、
永
遠
の
不
安
定
と
動
揺
、
こ
れ
が
:
:
:
ブ
ル
ジ
ョ
ア
時
代
の
特
徴
で
あ
る
・
:
・
・
:
・
こ
う
し
て
、

の
生
活
上
の
地
位
や
お
た
が
い
の
関
係
を
、
め
か
か
ト
で
見
つ
め
ざ
る
を
え
な
く
な
“
一
{
摘
宮
ば
引
用
者
)・

つ
い
に
は
人
々
は
、
自
分

支
た
、
こ
の
生
産
の
無
政
府
性
は
、
否
定
的
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
賃
労
働
者
か
ら
糊
ロ
の
道
を
奪
う
か
、
資
本
に
対
す
る
従
属
性
そ
高

め
る
役
割
し
か
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

』
の
同
じ
無
政
府
性
を
肯
定
的
側
面
か
ら
見
れ
ば
、

『
冷
併
な
自
』
を
養
う
と
同
時
に
、

賃
労
働
者
を
し
て
た
え
ず
新
し
い
生
活
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て

『
析
し
い
欲
求
』
を
生
じ
さ
せ
る
・
『
い
っ
た
ん

資本羽生&t書式と人間ËI~. 土地fl~

産
業
上
の
刺
激
が
あ
た
え
ら
れ
る
と
、
そ
の
結
果
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
し
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
工
業
部
門
に
お
け
る
運
動
は
他
の
す
べ

:
新
た
に
っ
く
り
だ
さ
れ
た
労
働
人
口
は
折
い
い
小
奇
骨
骨
と
叶
レ
い
針
恥
と
を
も
た
ら
尚
一

て
の
工
莱
部
門
に
伝
わ
っ
て
ゆ
く
・

(
傍
点
は
引

m者)・

以
上
、
『
地
位
の
向
一
性
」
、
「
冷
併
な

g
」
、
-
析
し
い
欲
求
』
と
い
う
形
で
、

賢
官
制
生
産
様
式
が
人
問
自
然
に
、

賃
労
働
苦
の
あ
い

だ
に
生
λ
出
す
特
徴
を
さ
ぐ
っ
て
き
れ
』
@
そ
円
い
で
よ
、

工
会
内
と
提
案
の
区
別
を
し
た
上
で
同
じ
内
容
を
と
ら
え
か
え
せ
ば
ど
う
な
る
だ
る

う
か
。

工
業

-a莱
の
区
別
を
す
れ
.d
、
そ
こ
で
は
7
さ
し
あ
た
っ
て
、
資
本
は
、

工
業
に
お
い
て
も
段
突
に
お
い
て
も
、
そ
の
民
別
hz

問
わ
ず
心
投
下
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
号
.
こ
の
よ
う
な
良
工
の
区
別
ψ

間
わ
な
い
資
本
役
下
は
、

必
然
的
に
良
賞
労
働
芳
の
地
位

明-t

を
工
業
労
働
者
の
地
位
に
援
近
さ
せ
る
・
そ
れ
は
、

工
業

・
農
業
双
方
に
お
い
て
『
賃
労
働
」
と
い
う
同
一
の
規
定
性
を
う
け
た
、
荒
廃

し
た
労
働
者
の
定
置
を
生
λ
出
す
・

『
開
帥
市
工
烹
の
ば
あ
ト
と
同
僚
に
、

現
代
の
袋
喰
で
は
労
働
の
生
底
力
の
と
白
丹
と
流
動
化
の
柄
通
と

............ 

《幻》

は
、
労
働
力
そ
の
も
の
の
荒
廃
と
病
弱
化
と
に
よ
っ
て
あ
が
な
わ
れ
る
・
」
工
業
・
食
業
に
お
け
る
資
本
鋼
生
産
の
成
立
は
、

ま
た
同
時
に
、
先
の
生
産
の
集
、
政
府
性
と
あ
い
ま
っ
て
、
工
業
・
農
業
あ
わ
せ
七
次
元
に
お
け
る
賃
労
働
者
の
移
動
性
を
つ
く
り
・
た
す
。

し
か
し
、

資本調書と人間fI~.土地 ËI~

こ
の
こ
と
に
よ
り
、

い
ま
ま
で
の
彊
立
的
生
産
者
と
し
て
の
地
位
に
必
然
的
に
と
も
な
っ
て
い
た
自
己
の
生
活
条
件
の
客
観
的
評
価
か
ら

の
排
除
を
克
服
し
、
賃
労
働
者
相
互
の
社
会
的
袋
触
、
相
互
の
比
絞
の
中
で
自
ら
の
生
活
灸
件
を
較
量
す
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
、
欲
望

水
曜
唱
の
向
上
と
精
律
的
風
絡
の
改
造
を
、

工
業

・
食
業
の
荷
者
を
つ
う
じ
て
m
v
底
さ
れ
た
集
団
と
し
て
の
賃
労
働
者
の
問
に
生
.
せ
し
め
る

こ
と
と
な
る
.
こ
の
こ
と
は
先
の
『
窮
乏
化
』
と
あ
い
ま
っ
て
、
資
本
制
生
産
様
式
廃
絶
の
主
体
的
促
進
力
の
一
契
機
が
形
成
さ
れ
た
こ

E 

と
を
意
味
す
る
。

『資
本
論
』
第
一
巻
『
大
工
築
と
袋
業
』
で
は
、
次
の
よ
う

ζ
Z
っ
て
い
る
・
『
食
品
婦
の
部
面
で
は
、
大
工
業
は
、

l日
L、

社
会
の
量
塁
で
あ
る

H
S
R
B
h
"

を

a.ほ
し
て
賃
金
労
働
者
を
そ
れ
£
替
え
る
か
ぎ
り
で
、
震
も
革
命
的
に
作
用
す
る
・
こ
う
し
て
、
農
村

の
社
会
的
変
革
要
求
と
社
会
的
諸
対
立
は
都
市
の
そ
れ
と
同
等
に
さ
れ
る
J

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
内
容
は
、
新
し
い
研
究
分
野
と
さ
れ
て
い
る
『
労
働
の
社
会
化
』
論
と
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
主

と
し
て

J
1
ニ
ン
の
著
作
を
素
材
と
し
つ
つ
、
資
本
主
議
の
客
観
的
経
済
法
則
と
の
か
か
わ
り
で
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
枠
内
で
、

そ
の
改
良
あ
る
い
は
廃
絶
の
主
体
的
促
進
カ
が
い
か

ιし
て
組閣
成
さ
れ
る
か
を
見
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

お
わ
り
に
あ
た
っ
て
、

簡
単
に

レ
l
ユ
ン
の
所
践
を
見
て
お
き
た
い
.
『
労
働
の
祉
会
化
」

論
は
、

主
要
に
は
、

レ
l
ニ
ン
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
・
し
か

し
な
が
ら
、

マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

マ
ル
ク
ス
は
、
『
労
働閣
の
社
会
化
』

論
を
、

い
ま
ま
で
の

彊
立
的
生
産
が
、
資
本
主
議
的
分
業
の
発
展
に
つ
れ
て
、
相
互
依
存
関
係
に
転
化
す
る
こ
と
と
つ
か
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
・
『
交
換
は
、

生
産
部
面
の
相
違
を
つ
く
り
だ
す
の
で
は
な
く
、
違
っ
た
諸
生
産
録
画
を
関
連
さ
せ
て
、

A
白

押

}

な
か
れ
互
い
に
依
存
し
合
う
諸
部
門
に
す
る
の
で
あ
る
」
(
傍
点
は
引
用
者
三

そ
れ
ら
を
一
つ
の
社
会
的
総
生
産
の
多
か
れ
少

レ
l
ニ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
客
観
的
経
済
法
則
の
理
論
を
継
承
し
、
さ
ら
に
『
住
民
大
衆
の
活
動
』
、
『
大
衆
の
社
会
的
生

活
諸
条
件
と
こ
れ
ら
の
条
件
の
変
似
)
を
考
慮
に
入
れ
『
社
会
化
』
論
を
子
え
て
い
る
。
い
ま
こ
こ
で
は
、
農
民
の
出
緩
ぎ
問
題
に
限
っ

2S， 
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て
見
て
お
き
た
い
・

、
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レ
i
ニ
ン
の
『
社
会
化
』

論
は
、

ロ
ノ
ア
の
「
社
会
主
宮
崎
的
変
革
』
を
理
論
に
と
っ
て
の
前
提
H
目
的
に
お
き
つ
つ
、
次
の
四
つ

の
往
か
ら
な
る
七
つ
の
内
容
を
も
っ
て
樗
成
さ
れ
て
い
る
言
l
z
ン
『
ロ
討
ア
に
お
け
る
資
本
主
蕊
の
史
展
』『
レ
1
ニ
ン
全
処
』
大
月
3

庭、

第
三
巻
、
六
一
-
一
一

六
三
四
頁
鯵
昭
一
}
。

I 

『資
本
論
』

が
対
象
と
し
た
、
完
成
さ
孔
た
も
の
と
し
て
の
資
転
制
生
底
餓
式
。

す
な
わ
ち
資
本
主
発
的
商
品
生
産
。
そ
こ

で
の
『
社
会
化
』
・

『資
本
論
』

レ
ベ
ル
。

① 

飽
別
的
生
産
者
の
労
働
の
、
商
品
交
倹
を
煤
介
と
し
た
一
局
お
よ
び
世
界
市
場
と
の
総
合
。
自
分
の
た
め
の
生
産
の
、
『
祉

会
全
体
』

の
た
め
の
生
産
へ
の
転
化
。

② 

生
産
の
集
積
。

E 

こ
の
間
じ
過
程
を
、
社
会
発
展
史
、
史
的
唯
物
A

帽
の
見
地
を
入
れ
て
市
内
俊
定
。

@ 

直
後
的
生
産
者
に
お
け
る
人
絡
的
隷
婦
の
廃
止
と
、
『

8
白
』
な
賃
労
働
民
自
の
創
出
・

』
の
点
，
h

つ
左
、

レ
l

エ
ン
は
、

「
賃
労
働
者
」
は
『
債
滋
奴
隷
的
農
民
』

E 

に
く
ら
べ
れ
ば
二
つ
の
進
歩
』
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

工
系
・

2
2
3湾
入
し
た
う
え
で
の

4
2
3
2
9
5『
資
本
」
分
析
と
い
う
主
還
に
お
り
こ
ま
せ

て
考
案
・

⑤@  

尾崎
村
か
ら
偲
市
で
あ
る
い
は
、
及
付
内
部
、
町
山
市
内
部
に
お
け
る
住
民
の
「
移
動
』
・

N 

工
業
中
心
地
の
滑
加
と
実
穂
人
口
の
減
少
・

資
本
主
義
魔
絶
の
要
因
と
し
て
の
『
社
会
化
』
・

レ
1

・
-
ン
の
『
社
会
化
』

論
の
前
鍵
H
総
括
・

@ 

巨
大
な
規
穫
で
の
、
結
合
と
結
社
。

」‘

⑦ 

《"さ

「
人
格
』
の
『
改
造
」
・

ν
l
z
ン
に
お
け
る
『
良
民
の
出
濠
ぎ
』

に
対
す
る
評
価
は
以
下
で
あ
る
。
当
時
、

ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
出
縁
ぎ
に
つ
き
家
族
の
監

視
か
ら
逃
れ
る
た
め
だ
と
か
、
大
酒
飲
み
に
な
る
、
放
浪
癖
を
養
う
、

と
か
と
い
う
否
定
的
評
価
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
ν

l
ユ
ソ

は、

出
緩
ぎ
に
肯
定
的
評
価
を
与
え
て
い
る
・
そ
の
理
由
。
川
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
出
陣
砿
.
さ
は
住
民
を
『
僻
地
」
か
ら
、
『
現
代
の
社
会
生
活
』

の
中
に
『
ひ
き
ず
り
こ
み
』
、
そ
の
結
果
「
住
民
の
読
人
審
き
能
力
と
そ
の
自
覚
を
高
め
、
住
民
に
文
化
的
慣
習
と
文
化
的
欲
望
と
を
う

《

m
n
v

え
つ
け
た
』
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
出
稼
ぎ
に
で
て
い
っ
た
方
、
僻
地
か
ら
都
市
へ
で
て
い
っ
た
方
で
あ
る
・
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
に

と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
.
ま
た
幽
嫁
ぎ
は
残
さ
れ
た
主
婦
の
地
位
に
も
変
化
を
お
よ
.
ほ
す
。
す
な
わ
ち
、
夫
が
出
て
い
く
結
果
、

『夫

の
緬
威
』
を
弱
め
、
主
婦
の
自
立
心
、
自
活
力
を
高
め
、

そ
の
結
果
「
婆
を
な
ぐ
っ
た
り
、
虐
待
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
:
:
:
ま
れ
な
例

《

ω》

外
」
と
な
る
・

以
上
、
労
働
の
「
水
平
化
』

H
労
働
者
相
互
の
関
係
の
平
等
化

-
資
本
主
護
の
無
政
府
的
変
動
が
生
み
出
す
『
冷
仰
な
限
」

l
l
新

し
い
生
活
と
新
し
い
欲
求

-ハ
労
働
の
社
会
化
)

立
性
の
高
ま
り
、
夫
婦
関
係
の
改
造
、
こ
の
よ
う
な
系
列
で
、
資
本
舗
生
産
後
式
と
人
間
自
然
に
お
け
る
そ
の
磁
壕
的
側
面
、
寂
乏
化

・

精
神
的
風
情
惜
の
改
造

『
出
稼
ぎ
」
に
よ
る
夫
の
知
議
の
笠
宮
化
と
主
婦
の
自

貧
困
化
と
は
区
別
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
側
面
を
見
て
き
た
・

資
本
鋼
生
産
織
式
ハ
資
本
・

土
地
所
有

・
賃
労
働
。
工
業
・
農
業
双
方
に
お
け
る
資
本
主
義
の
並
行
的
発
展
〉
と
人
間
自
然
と
の
関
連

に
つ
き
、
資
本
主
裳
は
、
貧
困
化
H
資
本
へ
の
従
属
と
進
歩
H
労
働
の
社
会
化
、
こ
の
あ
い
な
ら
ぶ
二
つ
の
規
定
住
を
人
間
自
然
(
賃
労

働
)
に
与
え
、

よ
っ
て
資
本
創
生
産
様
式
廃
絶
の
主
体
的
促
進
力
を
そ
の
径
済
必
法
則
の
結
集
と
し
て
生
み
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う・

以
上
が
、

資
本
創
生
産
様
式
と
人
間
自
然
の
関
連
の

一
断
片
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
『資
本
論
』
な
ど
で
、
人
間
自
然
と
並
置
さ
れ
て

い
た
土
地
自
然
、
そ
れ
と
資
窓
制
生
産
様
式
と
の
関
連
は
ど
う
か
。
そ
れ
を
次
に
見
て
い
き
た
い
.

2111 



資
本
制
生
産
様
式
と
土
地
自
然

資
本
制
生
産
後
式
は
、

一
方
で
、
土
地
自
然
の
合
理
的
径
営
、
科
学
的
利
用
を
実
現
し
た
が
、
他
方
で
は
、
そ
の
に
な
い
手
が
資
本
で

あ
っ
た
ゆ
え
に
、
土
地
自
然
心
荒
廃
を
も
た
ら
す
・
そ
の
よ
う
な
土
地
自
然
に
対
す
る
破
綾
的
側
面
に
主
た
る
終
点
を
あ
わ
せ
、
資
本
制

生
産
後
式
と
土
地
自
然
と
の
関
係
を

『資
本
山
咽
』
を
主
要
素
材
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
一か
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
・

そ
れ
は
、
即
自
的
に

は
、
資
本
間
続
争
の
直
協
欲
的
締
結
と
し

て
、
す
な
わ
ち
、
意
的
所
有
と
し
て
の
資
本
ば

、
相
互
の
続
争
に
強
制
さ
れ
、
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土
地
自
然
の
性
絡
と
資
本
主
諸
問
的
且
属
業
土
地
経
営

aR
喰
部
面
に
対
象
を
と
り
、
そ
こ
に
お
け
る
資
窓
主
義
的
農
策
土
地
径
営
と
土
地
自
然
の
関
係
を
さ
ぐ
り
だ
す
こ
と
、
そ
れ
が
こ
こ
で

の
課
題
で
あ
る
・

と
こ
ろ
で
、
そ
の
際
に
は
、
前
提
と
し
て
「
土
地

8
然
』
の
性
絡
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
・
土
地
自
然
の
性
絡
を
お
さ
え
た
上
で
、

そ
れ
と
資
本
創
生
産
の
経
済
諸
法
則
を
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
必
要
が
あ
る
・

一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
.

E 

す
な
わ
ち
『
土
地
自
然
』
の
す
ぐ
れ
た
特
徴
は
人
聞
が
た
え
ず
手
を
加
え
れ
ば
た
え
ず
よ
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
点
で
あ
る
。
骨
口
業
を
か

え
れ
ば
、
土
地
自
然
は
、
司
恒
常
的
投
資
』
を
そ
の
畳
阻
慢
性
の
必
然
的
条
件
と
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『資
本
論
』
で
は
、
次
の
よ

た
え
ず
良
く
な
っ
て
ゆ
く
。
以
前
の
投
資
の
利
益
が
失
わ
れ
る
こ
と
な
し
に
、

円

ω国

次
々
と
お
こ
な
わ
れ
る
投
資
が
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
土
地
の
長
所
:
:
:
J

う
に
ぎ
っ
て
い
る
・
「
土
地
は
、

正
し
く
取
り
扱
え
ば
、

こ
の
よ
う
な
「
恒
常
的
役
資
』
と
い
う
土
地
自
然
の
隻
値
慢
性
の
不
可
欠
の
要
件
を
一
方
に
お
き
、
他
方
に
資
本
制
生
産
の
経
済
諸
法
則

を
お
け
ば
、
そ
こ
に
、
資
本
創
生
産
の
必
然
的
締
結
と
し
て
土
地
自
然
の
破
療
が
現
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
以
下
そ
の
若
干
の
も
の
を
見
よ

ぅ
。
ま
ず
、
即
自
的
に
い
え
る
の
は
、
資
本
創
生
産
の
無
政
府
性
と
土
地
自
然
と
の
関
係
で
あ
る
・
無
政
府
的
生
産
を
特
徴
と
す
る
資
本

主
義
の
下
に
お
い
て
は
、
土
地
径
営
は
、
ま
ず
空
間
的
に
は
、
同
時
的
に
『
耕
作
地
」

と

「
未
銚
作
地
」
、
す
な
わ
ち
人
間
の
手
が
加
え

ら
れ
て
い
る
土
地
と
、
放
置
さ
れ
た
『
荒
地
」

《“v

の
部
分
は
:
:
:
荒
地
に
な
っ
て
い
る
J

ま
た
時
間
的
経
過
を
入
れ
て
も
、

さ
れ
る
が
、
恐
慌
期
に
は
放
置
さ
れ
、
「
恒
常
的
」
に
は
投
資
は
行
わ
れ
な
い
.
『
き
ょ
う
は
:
:
:
農
業
は
き
か
え
、
労
働
者
は
へ
と
へ
と

と
が
並
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
一
部
の
土
地
は
・
き
わ
め
て
よ
く
銚
さ
れ
て
い
る
の
に
他

資
本
主
義
に
特
有
な
産
業
循
環
に
よ
り
、

好
況
期
に
は
緋
作

に
な
る
ま
で
働
い
て
い
る
が
、

i
l
あ
す
に
な
る
と
停
滞
が
生
じ
、
農
業
は
む
だ
骨
折
れ
に
な
り
、
広
い
土
地
は
務
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な

《“v

っ
て
』
い
る
・
空
間
的
・
時
間
的
に
、
投
資
と
放
置
日
荒
廃
と
の
並
立
と
継
起
、
こ
れ
が
土
地
自
然
を
破
壊
に
導
く
さ
し
あ
た
っ
て
の
契

'14 

t耳

...... 
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後
で
あ
る
・

し
か
し
、
先

ιも
珪
べ
た
と
お
り
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
郎
自
的
な
契
機
で
あ
る
・
そ
こ
で
、
よ
り
具
体
的
な
契
機
を

『
資

2R6 

本
場
圃
』
第
三
巻
「
地
代
宮
崎
』
(
第
6
篇
〉
を
素
材
と
し
て
見
て
い
き
た
い
.

一
で
見
た
よ
う
に
、
『
資
本
論
』
が
対
象
と
し
た
資
本
創
生
産

同
僚
弐
は
、
資
本
・
土
地
所
有
・
賃
労
働
関
係

ι
よ
り
、

工
業

・
庭
菜
、
こ
の
双
方
に
お
い
て
資
本
舗
生
産
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て

の
生
産
様
式
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
の
テ

マ
に
ひ
き
つ
け
る
形
で
見
直
せ
ば
、
資
本
は
土
地
所
有
目
地
代
を
前
提
と
し
て
の

人
息
眠
薬
土
地
経
営
を
行
い
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
・
そ
れ
で
は
、
こ
の
土
地
所
有

l
資
本
関
係
に
よ
る
土
地
経
営
は
、
土
地
自
然
に
い

か
な
る
規
定
住
を
与
え
る
か
・
そ
の
倹
討
か
こ
こ
で
の
課
姐
で
あ
る
・
地
代
論
噛
成
績
地
代
常
二
形
態
は
、
同
じ
土
地
に
対
し
資
本
が
足
次

的
投
資
を
行
う
と
い
う
条
件
を
入
札
て
き
て
、

そ
こ
に
お
け
る
地
代
析
出
条
件
を
探
り
出
す
も
の
で
あ
る
が
、

『
資
本
論
』

差
額
地
代
明

二
形
態
諭
に
お
い
て
は
、
土
地
所
有
者
に
よ
る
地
代
支
払
要
泊
が
あ
る
下
で
、
土
地
に
対
す
る
資
本
投
下
が
行
わ
れ
る
場
合
、
資
本
ば
、

生
産
価
絡
を
あ
げ
ら
れ
る
か
苔
か
を
基
績
と
し
て
資
本
投
下
を
行
い
、
そ
れ
以
下
に
な
れ
ば
土
地
に
対
す
る
投
資
を
停
止
す
る
、
と
の
記

述
か
あ
る
@
「
土
地
所
有
の
法
則
の
も
と
で
は
、
:
:
:
、
追
加
役
資
が
一
般
的
生
度
価
惨
で
し
か
生
産
し
な
い
ば
あ
い
が
限
界
b
z
な
し
た

で
あ
る
う
。
こ
の
限
界
を

8
・4

」
れ
ば
、
同
じ
土
地
で
の
追
加
役
資
は
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
』
{
芳
奈
は
引

m芳
三

資本初:E..!tt書式と人間自然・土地fW

こ
こ
ζ

は
、
土
地
に
対
す
る
投
資
が
行
わ
れ
る
か
苔
か
必
、
資
本
主
護
的
民
穏
に
お
い
て
は
、
筒
絡
変
動
に
よ
っ
て
線
定
さ
れ
る
も
の
と

い
う
提
角
が
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
土
地
自
然
の
隻
慢
性
の
条
件
T

「
恒
常
的
役
資
』
は
、
差
額
地
代
を
伸
機
介
と
す
る
土
地
所

有

・
資
本
関
係
に
規
定
さ
れ
、
資
本
主
義
の
下
で
は
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
・
こ
れ
は
差
額
地
代
第
二
形
惣
論
の
レ
ベ
ル

に
お
け
る
『
投
資
制
限
』
で
あ
る
・
次
に
絶
対
地
代
に
つ
い
て
見
ょ
う
・
絶
対
地
代
論
の
内
容
は
、
土
地
所
有
島
は
、
い
か
な
る
箆
度
の

土
地
で
あ
っ
て
も
資
伝
に
よ
る
地
代
支
払
が
な
い
か
ぎ
り
資
本
の
新
た
な
俺
ゴ
を
ゆ
る
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
良

資
本
の
有
機
的
栂
成
が
、
工
喰
よ
り
段
喰
心
お
い
て
の
方
が
低
い
と
い
う
前
恨
の
下
で

l
l生
滞
価
併
合

築
今
一
底
物
商
品
の
価
格
が

l

型車-.

捕
時
え
価
値
に
近
づ
く
水
噂
ま
で
上
回
升
し
な
い
か
ぎ
つ
、

つ
ま
り
絶
対
地
代
が
生
じ
な
い
か
ぎ
り
、
土
地
経
営
は
行
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
・
こ
こ
に
、
資
本
主
援
に
お
け
る
土
地
所
有
が
僑
絡
・
土
地
所
有
の
経
済
的
効
集
を
媒
介
に
し
て
土
地
経
営
の
許
諾
備
を
行
使
す

......... ‘ 

る
結
果
と
し
て
、
土
地
自
然
は
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
荒
廃
す
る
と
い
う
こ
と
、
絶
対
地
代
日
土
地
所
有
の
織
力
と
土
地
自
然
の
荒
廃

と
の
関
連
を
読
み
と
り
う
る
。
『
土
地
の
単
な
る
法
律
上
の
所
有
は
、

資本舗と人間自然・土地自然

所
有
者
の
た
め
に
地
代
を
生
み
だ
し
は
し
な
い
.

し
か
し

そ
れ

は
、
:
:
:
そ
の
土
地
の
径
済
的
利
用
が
所
有
者
の
た
め
に
あ
る
組
過
分
を
あ
げ
る
こ
と
を
経
済
的
諸
関
係
が
併
す
ま
で
は
、

定
制
作
貯
ト
も
わ
い
・
じ
い
ト
か
を
、
所
有
者
に
与
・
号
。
.

自
分
の
土
地

こ
の
静
去
来
場
面
の
絶
対
量
を

m減
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

-
1
4

に
あ
る
そ
の
量
を
精
減
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
・
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
:
:
:
ば
W
文
明
国
で
も
土
地
の
か
な
り
介

-
p
b
一
部
分
・
か
い
い
予
で

レ
掛
か
F
L
F
小
心
身
か
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
特
徴
的
な
事
実
に
な
っ
て
い
い
仙
レ
(
傍
点
は
引
用
者
三

か
れ
は
、

置

し
て
、
そ
こ
で
は
、
価
絡
水
曜
や
土
地
所
有
砲
の
行
使
の
結
集
と
し
て
、
資
本
主
渡
に
お
け
る
土
地
自
然
は
荒
廃
に
至
る
と
い
う
こ
と
が
、

以
上
、
差
額
地
代
第
二
形
想
に
お
け
る
「
投
資
』
の
途
絶
、
絶
対
地
代
ζ

お
け
る
緋
作
拒
否
と
土
地
自
然
と
の
関
係
を
見
て
き
た
。
そ

『
恒
常
的
投
資
』
の
欠
如
、
す
な
わ
ち
『
欽
置
さ
孔
る
こ
と
に
よ
る
荒
廃
』
と
し
て
示
さ
れ
た
・

し
か
し
、

資
本
主
表
的
食
茶
土
地
篠
宮

に
お
け
る
土
地
所
有

・
資
本
と
土
地
自
然
と
の
関
係
は
こ
の
よ
う
な
こ
と

ιっ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
い
ま
こ
こ
で
、
土
地
資
本
の
利
子

と
し
て
の
地
代
を
と
り
あ
げ
て
み
し
吹
い
う
ま
で
も
な
く
資
本
主
姦
に
お
け
る
土
地
所
有
は
、

資
本
に
よ
っ
て
形
態
規
定
を
与
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
労
働
条
件
と
し
て
で
は
な
く
資
本
か
ら
地
代
を
取
得
す
る
た
め
に
の
み
土
地
を
所
有
し、

資
本
は
地
代
支
払
を

要
件
と
し
て
土
地
を
占
有
し
経
営
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
他
方
、
食
築
資
本
は
、
資
本
主
義
的
環
境
の
下
に
お
い
て
存
続
発
展
し
て
い
く
た

め
に
土
地
に
対
し
て
改
良
投
資
を
行
い
、

よ
り
す
ぐ
れ
た
生
産
条
件
で
資
本
間
銭
今
に
お
い
て
有
利
な
位
置
を
占
め
よ
う
と
す
る
。
と
こ

る
が
土
地
所
有
者
は
、

だ
償
却
さ
れ
て

い
な
い
改
良
投
資
部
分
を
も
自
ら
の
も
の
と
し
、

一
定
期
限
を
限
っ
て
農
業
資
本
に
土
地
占
有
と
土
処
経
営
を
ゆ
る
し
た
の
で
あ
り
、
契
約
期
限
終
了
時
に
は
、
ま

さ
ら
に
そ
れ
を
新
笈
土
地
貸
出
し
の
有
利
な
材
料
と
見
な
す
。

し
た
が

っ
て
資
本
主
裳
的
土
地
経
営
が
継
続
さ
れ
、
新
た
な
貸
出
し
契
約
が
く
り
か
え
さ
れ
る
と
と
も
に
、
地
代
は
ま
す
ま
す
高
価
な
も
の
と
な

っ
て
い
く
。
と
す
れ
ば
、

aa
築
資
本
は
、

土
地
所
有
者
が
受
領
す
る
地
代
を
高
め
る
た
め
に
土
地
に
対
す
る
投
資
を
行
う
と
い
う
奇
妙
な

行
為
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
・
こ
れ
が
資
本
間
銭
争
関
係
に
よ
っ
て
強
制
酬
さ
れ
た
改
良
投
資
の
帰
結
で
あ
る
・
そ
し
て
、
こ
れ
は
、

287 



土
地
所
有
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
の
下
で
土
地
経
営
を
符
わ
ね
ば
な
ら
な
い
食
築
資
本
に
と
っ
て
の
一
矛
盾
で
あ
る
・
こ
の
矛
盾
は
、

aR
暗然資
本
家
の
側
か
ら
は
、

一
方
で
は
、
土
地
投
資
を
借
地
期
間
中
に
償
却
し
う
る
も
の
に
制
限
し
、
差
額
地
代
第
二
形
頓
に
お
い
て
見

た
の
と
同
じ
く
「
投
資
制
限
』
を
行
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
民
築
資
本
家
は
、
こ
の
よ
う
な
土
地
所
有

・
資
本

関
係
に
強
制
さ
れ
る
場
合
、
此
旧
泡
期
間
中
に
土
地
生
産
力
を
費
消
し
つ
く
す
と
い
う
解
決
形
態
を
見
い
出
す
@
こ
こ
に
土
地
自
然
の
破
寝

が
現
れ
る
@
『
資
本
主
議
的
経
営
様
式
に
も
と
づ
く
大
ぎ
な
土
地
所
有
の
ば
あ
い
で
も
、

所
有
は
や
は
り
制
限
と
し
て
湾
わ
れ
る
・

な
ら
ば
、
所
有
は
、
借
地
袋
来
者
に
た
い
し
て
、
結
局
必
自
分
の
利
廷
に
な
ら
な
い
で
土
地
所
有
者
の
利
益
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
生

産
的
な
役
資
を
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
か
ら
で
あ
る
・
:
:
:
土
地
を
:
:
:
:
・
止
め
時
令
恐
恥
に
取
り
怨
う
こ
と
に
代
わ
っ
て
、
ゆ
か
市
川
崎炉

恥
恥
骨
骨
が
現
わ
れ
る
の
で
誠
一
。
』

{傍
6
…
は
引
用
者
)
・

差
額
地
代
第
二
形
mm
・
絶
対
地
代
に
お
け
る
土
地
自
然
の
破
綾
は
、

「
手
を
加
え
ら
れ
ず
放
置
さ
れ
る
こ
と
よ
る
荒
廃
」
で
あ
り
、

資本羽生.&Il式と人間自然・土地1)1宅

わ
ば
消
極
的
な
形
態
で
の
破
壊
で
あ
っ
た
と
す
れ
d
、
土
地
資
本
の
利
子
と
し
て
の
地
代
に
お
い
て
は
、
あ
か
ら
さ
ま
な
形
で
の
土
地
白

然
の
破
繍
慣
が
、
積
極
的
な
磁
崎
慣
が
、
土
地
所
有
と
完
ぷ
の
階
級
的
激
対
関
係
の
沢
同
情
的
帰
結
と
し
て
示
さ
れ
る
。

以
上
、
土
地
自
然
の
住
裕
、
す
な
わ
ち
『
恒
者
的
投
資
」
を
加
え
れ
ば
た
え
ず
摘
は
か
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
性
絡
を
一
方
で
お
さ
え
、

そ
れ
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
資
本
主
義
的
袋
茶
土
地
経
営
、
土
地
所
有
・
資
本
関
係
と
土
地
自
然
の
関
係
を
見
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ

の
結
諭
は
、

く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、

賢
志
創
生
産
様
式
の
下
で
は
、

土
地
自
然
は
、
『
放
置
』

と
い
う
消
極
的
形
態
に
お
い
て
、

よ
び
「
傘
質
」
と
い
う
積
極
的
形
態
に
お
い
て
、
こ
の
宮
内
形
態
を
つ
う
じ
る
吸
療
が
帰
結
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

【刈》

こ
こ
か
ら
『
土
地
が
真
に
そ
の
佐
賀
に
適
合
し
て
利
用
さ
札
る
た
め
心
必
、
別
乃
社
会
的
川
関
係
が
必
要
』
と
な
る
。

そ
れ
で
は
、

こ
の
同
じ
資
本
制
生
皮
峨
式
と
ヱ
処

8
然
の
関
係
を
、

工
烹
・
良
穂
双
方
に
お
け
る
野
本
主
凝
の
銀
行
的
泥
炭
、

良
工
間

第一.. 

分
業
を
海
入
し
て
見
直
せ
ば
ど
う
な
る
か
、
そ
れ
を
次
に
見
て
い
き
た
い
・

資本舗と人問自然・土血色自然

2 

工
場
舟
と
録
業

へ
の
資
本
主
表
的
分
業
と
土
地
自
然

S
R
工
間
分
業
と
い
う
新
し
い
契
機
を
酒
場
入
し
、
そ
の
上
で
資
本
主
義
と
土
地
自
然
の
関
係
を
簡
単
に
ふ
り
か
え
る
の
.
か
、
こ
こ
で
の
課

題
で
あ
る
・

工
業
・
食
業
の
双
方
に
お
け
る
資
本
創
生
産
の
成
立
を
前
提
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
当
然
、
土
地
生
産
物
の
商
品
形
態
で
の
定
置
と
工
業

と
農
業
の
あ
い
だ
の
商
品
交
換
、
商
品
流
通
が
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
土
地
自
然
は
ど
う
な
る
の
か
。

さ
し
あ
た
っ
て
い
え
る
こ

• 
と
は
、

『
資
本
治
恥

い
ま
述
ベ
セ
よ
う
な
資
本
主
表
的
商
品
経
済
と

8
然
経
済
を
比
綬
し
、
前
者
の
場
合
の
土
地
自
然
の

に
お
い
て
は
、

破
援
を
漕
噂
き
出
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
・
す
な
わ
ち
、
自
然
経
済
心
お
い
て
は
、
人
聞
は
自
然
を
加
工
し
、
係
取
、
消
費
し
、

そ
め
老
廃
物
は
自
然
に
、
土
地
自
然
に
還
元
さ
れ
、
土
地
自
然
に
活
力
が
与
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
資
本
主
議
的
商
品
径
済
の
下
に
お

い
て
は
、
先
の
土
地
生
産
物
の
商
品
と
し
て
の
定
置
は
、
農
工
間
不
均
等
発
展
と
、
農
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
移
動
と
あ
い
さ
つ
て
、
土

地
生
産
物
、

そ
の
老
廃
物
の
土
地
へ
の
回
婦
は
偶
然
的
な
も
の
と
な
る
。
こ
こ
に
、
良
工
間
分
業
が
資
本
主
義
の
下
に
お
い
て
は
、
人
間

と
自
然
の
物
質
代
お
を
擾
乱
し
、
土
地
自
然
を
破
獲
す
る
一
契
機
が
現
れ
る
。

『資
本
論
』
の
「
大
工
業
と
農
業
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
・
『
資
本
主
裳
的
生
産
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
大
中
心
地
に
集
積
さ
れ
る
お
市
人
口
が
ま
す
ま
す
優
勢
に
な
る
に
つ
れ
て
、

人
間
と
土
地
と
の
あ
い
だ
の
物
質
代
謝
右
境
乱
す
る
・
す
な
わ
ち
、
人
間
が
食
料
や
衣
料
の
形
で
消
費
す
る
土
獲
成
分
が
土
地
に
帰
る
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
《
nv

つ
ま
り
建
値
慢
性
の
持
続
の
永
久
的
自
然
条
件
を
、
撹
乱
す
る
』
(
傍
点
は
引
用
者
)
。

と
を
、こ

れ
は
、
土
地
生
産
物
の
商
品
形
態
で
の
定
置
、
そ
の
都
市
へ
の
移
動
日
消
費
、
老
廃
物
の
土
地
へ
の
回
婦
の
偶
然
性
、
こ
の
よ
う
な

系
列
の
結
果
と
し
て
の
い
わ
ば
農
業
か
ら
工
業
へ
の
商
品
の
移
動
の
結
果
と
し
て
の
土
地
自
然
の
破
壊
で
あ
っ
た
。
し
か
し
農
工
間
分
業

と
土
地
自
然
の
関
係
は
、
こ
の
側
面
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
・
資
本
主
義
的
商
品
経
済
に
お
い
て
は
、

ま
た
逆
に
、
農
業
資
本
の
締
成

要
素
と
し
て
、
資
本
主
袈
的
商
品
の
転
化
形
態
が
入
り
こ
み
、
た
だ
利
潤
を
目
的
と
し
土
地
自
然
の
正
常
な
代
舗
を
必
ず
し
も
宿
意
し
な
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資本羽生&fJ式と人間O~. 土地自然場-<<

ぃ
、
資
本
主
義
的
商
品
〈
た
と
え
ば
化
学
犯
科
)
は
、

土
地
自
然
の
豊
穣
性
に
背
反
す
る
。
『
肥
料
、

普
通
の
糞
尿
さ
え
取
引
物
品
と
な

29(> 

っ
た
・
:
:
:
生
産
の
要
素
が
貨
融市
で
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
生
産
の
形
態
的
な
変
化
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
.
新
し
い
諸
物

質
が
土
胞
に
供
給
さ
れ
、
そ
の
旧
い
諸
物
質
が
生
産
上
の
理
由
か
ら
売
ら
れ
る
J

し
た
が
っ
て
、

資
本
主
表
に
お
け
る
農
工
間
分
烹
は
、

土
地
生
産
物
の
土
地
へ
の
回
憾
の
阻
止
と
し
て
、

資
本
主
事
括
的
商
品
の
転
化
形

態
た
る
生
産
資
本
に
よ
っ
て
土
地
緋
作
が
行
わ
れ
る
結
集
と
し
て
、
土
地
自
然
の
破
獲
を
生
λ
出
す
こ
と
と
な
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
資
本
制
生
度
後
式
ハ
資
本
・
土
地
所
有
・
賃
労
働
。
工
喰
・
食
寝
双
方
に
お
け
る
資
本
制
生
度
の
並
行
的
発
展
〉
と
人
間

a然

-
土
地
自
然
の
関
係
を
、
資
本
主
獲
の
下
に
お
け
る
人
間
自
然

・
土
地
自
然
は
本
来
宮
の
二
つ
の
源
泉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

資
本

に
包
M

供
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
資
本
ζ

は
利
潤
を
与
え
、
自
ら
は
荒
廃
す
る
、

と
い
う
基
本
的
関
係
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
考
策
し
て
き
た
。

そ
こ
で
は
、
資
本
主
護
対
人
間
自
然
に
つ
い
て
は
、
『
逃
げ
場
の
斜
奪
」
と
貧
困
化
、

お
よ
び
地
位
の
向
一
位
、

移
動
性
に
よ
る

「
社
会

化
」
と
し
て
、
土
地
自
然
に
つ
い
て
は
、
資
本
主
義
的
食
茶
経
営
と
土
地
自
然
、

お
よ
び
良
工
間
分
業
と
土
地
自
然
と
し
て
、

と
り
あ
げ

ら
れ
た
・

『資
本
織
』
は
、
主
要
に
は
『
資
本
』
分
桁
を
主
納
に
す
え
、
そ
の
生
成

・
発
展

・
消
油
酬
の
法
則
的
過
程
を
呈
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

土
地
所
有
、
食
工
間
分
寝
な
ど
は
、

ド
俗
的
心
ほ
と
り
あ
.
中
け
て
い
な
い
.
し
か
し
同
時
心
、
『
賢
広
冶
』
は
、
『
m
H
K
』
分
目
別
と
し
う
セ
ぷ

庖
に
お
り
こ
む
よ
う
な
形
で
、
上
の
契
機
を
必
要
な
宮
町
四
で
混
入
し
て
、
資
本
主
漢
に
お
け
る
人
間
自
然
・
土
地
自
然
の
想
僚
を
俊
野
に

お
さ
め
る
作
業
を
行
い
、
「
資
本
』
廃
絶
、
自
然
の
『
直
立
抽
慢
性
」
の
体
制
的
保
僚
の
実
現
へ
の
促
選
的
契
後
と

し
て
位
置
づ
け
て
い
る
・
こ
の
点
に
つ
き
、

『
資
本
協
調
』
『
大
工
業
と
長官衆
』
に
お
け
る
文
言
を
引
証
し
む
す
び
と
し
た
い
・
資
本
主
義
は

お
よ
び
人
聞
の
発
達
と
、

」温

資本舗と人間自然・土~BI.噴

『
か
の
物
質
代
謝
の
宅
九
自
然
発
生
的
に
生
じ
た
状
態
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
円
び
4r

一川げを、

て
、
ま
た
人
間
の
十
分
な
発
展
に
適
合
す
る
形
態
で
、
体
系
的

ι確
立
す
る
こ
と
を
強
制
す
る
勺

社
会
的
生
産
の
規
制
約
法
則
と
し

E 

一一vk
マ
ル
ク
ス

『哲
学
の
貧
困
』『
マ
ル
ク
ス
エ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
』

2
4

九
六
頁
(
以
下

『全
集
』
と
略
記
す
る
)
・

(
2
)

問
右
、

i

…
l
f
為
、
;
、

-
2
2訳
『
マ
ル
ク
ス
の
自
然
概
念
』
(
重
大
学
出
版
局
、
一
九
七
二
年
)
・

(
3
)

ア
ル
フ
レ

(
4
)

問
右
、
七
八
頁
.

(sv
問
右
、
一
七
九
頁
.
 

• 

(
6
)

同
右
、
玄
七
頁
.

(
7
)
K
・
マ
ル
ク
ス

『経
済
学
・
主
主
積
』
『
全
集
』
第
四
J
巻
、
四
五
七
頁
i

(
8
)
h
y
s
-
-
、
ヲ
ト
前
渇
.
『
マ
ル
ク
ス
の
自
然
嵐
執
念
』
七
四
宵
F
.

(
9
)

向
右
、
一
一
-
一
0
1日
一
一
い
も
ご
、
;
の

gに
つ
い
て
次
の
よ
う
な
認
を
与
え
て
い
る
・
『
三
、
;
が
考
え
る
こ
と
の
で
き

g
る
ド
ド
、
い
だ
玄
観
客
観
の

2
を
冷
で
あ
る
・
か
れ
に
あ
ウ
て
は
、
弁
託
訟
は
つ
ね
に
主
観

つ
ま
り
人
聞
を
前
提
し
て
い
る
』

3
7・

7
4
1

ドヘ1
、

2
2訳

『
自

然

科

は

い

パ

抗

日

刊

行

upru口日に
h
f
Mか

ワ

』『

ν
l
-
-

(
U
)
V
-
1
・
ν
l
ュソ

『
『
人
民
の
友
』
と
は
な
に
か
、
・

I

1

2
γ
I
jト
リ
ト
ロ
ド
ド
お
け
る
『
自
然
』
に
つ
い
て
主
こ
の
よ
う
な
限
定
を
行
っ
て
い
る
・
と
こ
ろ
が
、
共
産
言
に
お
け
る

2

岸
川
凶
器
忠
治
日
批
准
品
一
計
一
一
291 
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援
念
』

一
七
五
頁
)
・

資
本
三
惑
に
お
け
る
自
然
後
獲
を
欠
落
さ
せ
、
共
産
主
獲
に
お
け
る
自
然
の
『
後
往
」
を
帰
結
す
る
シ
?
ミ
ヲ
ト
の
所

渓
は
、

N
'
s

・ミ
S

ト
が
よ

A
Y

た
同
じ
『
後
年
』
の
マ
ル
ク
λ

の
次
の

2
棄
に
ょ
う
て
否
定
さ
れ
る
で
あ
る
う
・
『
よ
り
高
度
な
径
涜
抽
聞
社
会
偶

成
体
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
地
珍
に
た
い
す
る
酒
々
人
の
怠
有
は
、
ち
Z

う
ど
一
人
の
人
間
の
も
う
一
人
の
人
間
に
た
い
す
る
怠
有
の
よ
う
に

ば
か
げ
た
も
の
と
し
て
、
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
・

:
:
:
・
(
自
然
に
た
い
し
て
は

l
l
引
用
者
)
そ
れ
ら
は
、
よ
主
演
父
と
し
て
、
土
地
を
改

良
し
て
次
の
世
代
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
』
(
ヌ
・
玄
君
子

0
3
ヌ
世
司
一
再
三
-
切色・

=目
・帥

-a品・
『資
本
冶
』

第
三
巻
、
九
九

五
頁
)
・

(
日
)
一
方
に
守
ル
タ
λ

の
い
わ
ゆ
る
『
辰
済
学
批
判
体
系
プ
ラ
ソ
』
を
お
き
、
他
方
に

『資
本
品
調』

を
お
き
、

『資
本
総
』

に
お
い
て
は
、
そ
の

プ
ラ
ン
の
ど
こ
ま
で
が
屡
刻
さ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
、

『資
本
論
』
は
プ
ラ
ソ
と
は
別
個
の
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
『
プ
ラ
ソ

治
争
』
と
し
て
研
究
の
深
化
を
λ
て
い
る
と
こ
ゐ
で
あ
る
・
こ
の
問
題
心

つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
以
下
の
文
献
を
酔
静
岡
崎
さ
れ
た
い
.
久
留
間

帥
思
念
『
マ
ル
ク
λ

の
恐
慌

aの
稽
岡
崎
の
た
め
に
』
(
『
大
既
往
会
問
題
研
究
所
縫
均
時
』
第
七
巻
第
二
号
、
一
九
三

O
年
九
月
}
、
岡

『

m徳
幅
刷
版

恐
慌

a研
究
』
(
大
月
書
官
、
一
九
六
五
年
、
軍
司
な
)
@
佐
援
金
三
郎
つ
径
誠
学
批
判
"
体
系
と

『資
本
協
調
』
|

|

『
径
夜
学
批
判
要
綱
』中』

中
心
と
し
て

l
l』
(
大
震
有
立
大
学
径
前
研
光
会

『
臨
也
氏
手
絡
必
』
常
三
一
色
情
五
・
六
号
、
一
九
五
四
年
、
ロ
本
s
J
a
新
沈
}
・
潟
水
台
二

郎
『
マ
ル
ク
λ
nり
鹿
沼
開

A+沈
司
体
系
の
崎
明
柑
ゆ
と
現
行

『資
本
泌
』
と
の
明
凶
娠
に
つ
い
て
』
(
『恐
慌
A

調
体
系
序

a
h大
月

3
広
、
一
九
五
六
年
、

所
収
)
・
宮
本
議
男

『出
主
命
研
句

l
字
野
湾

aを
中
心
と
す
る
主
実
プ
ラ
ン
冶
へ
の
批
判
|
|
』
(
大
月
窃
広
、
一
九
五
八
年
・
)
・

(
H凶

)

K

・
マ
ル
ク
ス

『資
本
論

a
m』
l

(
大
四
月
蓄
広
)
二
四
八
賀
・

な
お
、
こ
の
手
紙
に
松
前
日
本
に
お
レ
て
す
で
に
注
目
し
、
資
本
主
還
を
土
絶
所
有
を
も
く
み
こ
ん
で
考
察
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
喰
要

な
情
泊
四
念
行
ゥ
た
先
進
に
河
上
岡躍
が
い
る
・
河
上
同盟

『
地
代

a，
~
関
す
る
枠
内
向
戦
山
崎
党
の
目標露
』
(
『改
造
』
一
九
三
一
等
一
一
月
三

ま
た
、
次
の
文
齢
別
も
雰
沼
さ
れ
た

い
・
尾
崎
芳
治
「
本
滅
的
蓄
積

aの
活
問
題

H

市
民
主
義
的
守
ル
ク
ス
尾
留
m
u
批
判
序
必
|
|
』
、

他
積

『
賢
志
甥
生
産
織
式
ζ

人
間
臼
枠
内
・
・
土
地

o
mと
の
関
泌
|
|
『
mH広
冶
』
に
お
け
る
分
析
の
骨収
岡
崎
||
』
い
ず
れ
も

『陀

mHH手
必
け
』

第

一
玄
号
、
一
九
七
六
年
五
月
・

(
同

M
)
K
・
マ
ル
ク
ス

『
ド
イ

y
・
イ
デ
す
ロ
ギ
l
』
『
全
幅増
』
第
三
谷
、
支
九

l
-ハ
O
頁・

(
M
m
)

問

『剣
余
価
値
学
浪
曲
と

『全
集
』
常
二
六
巻
目
、
四

一
頁
・

な
お
こ
の
個
所
は
、

『資
本
鎗
』

に
お
け
る
本
源
的
蓄
積
治
に
か
か
わ
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
.
そ
れ
を
、
単
に
『
自
由
た
』
労
働
率
喝
の
創

29" 

_.... 

出
過
程
と
の
λ
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
『
自
ム
飽
き
労
働
者
の
創
出
と
、
俊
一本
玄
海
的
島
幸
一
土
処
経
営
・
近
代
的
土
熔
所
有
の
形
成
と
の
仮

合
的
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
こ
ζ

、
い
わ
ば
き
に
お
け
る
第
一
の
宅
混
と
常
二
の
ま
酬
を
と
も
川
あ
わ
ぜ
て
考
え
る
べ
き
ニ
と
と
し
た

研
究

ι渇
正
英
一
氏
に
よ
る
も
の
が
あ
る
・
二

伎
の
ひ
と
び
と
は
こ
の
盛
込
運
動
を
賃
金
労
働
者
を
創
造
す
る
本
滅
的
蓄
積
の
側
面
か
ら
ど

け
な
が
め
る
・
ふ
れ
主
ま
ち
が
い
で
は
な
い
が
、
開
凶
込
運
動
は
イ

UF
リ
ス
司
資
本
主
渡
的
負
業
経
営
と
近
代
的
地
主
制
度
を
つ
く
り
だ
寸
魚
寝

革
命
の
不
可
欠
の
一

引
な
の
で
あ
っ
て

J
hの
こ
ζ

を
忘
れ
て
は
な
ら
た
ご
(
凋
江
美
一

『
雲

史

入

門

』
有
斐
問
、
一
九
七
一
年
)
、
一
四

四
頁
・

{
げ
)
ヌ
・
玄
ω
『M
・
0
2
ヌ
喜
一
言
一
-
∞
色

---m-
吋ニ・

『
資
本
山
a
h
第
二
信
、

八
九
一
一
A
.

{山間

)
E
u
g
E
-
∞
色
コ
・

ω・
品
。
肉
右
、
清
二
巻
、
四
六
頁
.

(

m

悶
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
問
右
、
第
一
巻
第
二
五
怠
『
近
代
沼
氏

a』
を
診
図
い
さ
れ
た
い
・

(

初

)

明

言

2E-
∞色・

コ
・

ω・
5
0・
同
右
、
第
二
巻
、
一
四
三
頁
.

(

幻

)

拘

σ
2
E
-
∞
内
田
?
"
吋
浅
間
右
、
第
一
巻
、
九
七
七
頁
・

『資
本
山
岬
』
に
お
い
て
『
大
工
業
と
且開
業
』
が
『
級
紙
と
大
工
業
』
の
末
尾

に
お
か
れ
て
い
る
意
味
も
こ
こ
に
あ
る
・

(
n
)
K
・
マ
ル
ク
ス

『
剰
余
価
値
学
設
史
』『
全
恒常
』
第
二
六
巻

E
、
一
九
二
買
・

(幻

)

K

・
マ
ル
ク
ス

『
経
済
学
一
批
判
翠
鯛』

(
漏
水
掌
二
郎
晶
表
、
大
月
審
広一服

}
l、
ニ
孔
頁
・

(MC

m
-
玄
ω
『M
・
0
3
甲円
三
去
三
-
∞
a
・
2--
m
-
S吋・

『
資
本
鎗
』
第
三
巻
、
七
九
三
頁
・

(お

}
E
u
g
E・
E-
ア

ω・
ω
3・
同
右
、
第
一
巻
、
四
六
ニ
頁
.

(
お
}
何
回

M
2品デ
ω-mM吋
・
問
右
、
六
五
五
頁
・

(幻

)

K

・
マ
ル
ク
九

『
ゴ
1

F
綱
領
批
判
』『
全
集
』
第
一
九
巻
、

一
五
頁
・

{
叩

g

-h・
玄

R
H・
0
2
ヌ
脚
立
再
三
・

ωι
・
ァ

ω
-
m
g・
『
資
本
ua
』
第
一
一
巻
、
七
九
五
頁
・

(
柏
臼
)
明
言

3E-ω
-g
o'ω--
同
右
、
七
八
八
頁
・

(

ぬ

)

開

FUZE-ω-N曲
目・
問
右
、
三
四
七
頁
.

(
引

C

K

・
マ
ル
ク
ス

『
剰
余
白
僅
学
説
史
』『
全
集
』
第
二
六
巻

E
一
、
四

O
三

O
四
ヌ
・

-

(匁

)
m
-玄
2
x・
0
3
ヌ
2
1
z
-
-
白血・

2
--ω-
∞N
-
-

『
資
本
論
』
第
三
巻
、

一
O
四
二
頁
・

!Y.l 
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(
お
)

貧
密
化
論
は、

一
九
世
紀
末
以
来
、
思
際
的

-
g内
的
規
漢
で
論
争
と
研
究
の
深
化
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
・
そ
の
概
観
に
つ
い
て
、

さ
し
あ
た
り
次
の
文
較
を
怠
隠
.
さ
れ
た
い

J
弁
吋
宵古
代
子
『
官制
乏
化
h
a
』
{
遊
耳
耐
久
穫
編
著
勺
資
玄
a
u
研
究
申
九
』

ミ
ネ
ル
グ
ァ
S
Em
、
一

九
七
一
年
、
復
刻
夜
、
所
収
)
・
金
子
ハ
レ
す
『
資
玄
否
問
と
四
柄
乏
化
』
(
宇
佐
官
H
a
次
郎
・
{
F
高
密
国
間
・
由
同
様車ゆ
刑制
コ

ル
ク
λ

底値
虐
例
字
体
系
』

第

一
一
巻
、
有
斐
筒
、
一
九
六
六
年
、
南
ぷ
)
・
泡
上
軍
『
現
代
資
本
三
役
財
致
Aa

l
袋
、
a

組
盛岡
化
の
財
政
支
出
l
l
』
(
有
望
湖
、
一
九
ヒ

包
忽
之
島
総
彦
「
現
代
目
玄
の
貧
困
化
』
(
島
務
彦
・
{
予
高
萎
鋪
・

大
積
極

R

曜日
・
2
・佐官式
誠
次
郎
宿
『
幅削
マ
ル
ク
ス

経
済
学
混
同毘
』
第
六
巻
、

有
斐
筒
、
一
九
七
六
年
、
所
収
}
・

(山訓)

噌ハ

玄
Z
UF
O
Z
ヌ
創
立
g
f
m
a
-
-
ω
・
3
吋
・

『資
本
論
』
第

一
巻
、
九
五
三
頁
・

(
お
)
伺
Z
3
色
ω
・
ω
・
3
岨
-
向
右
、
七
四
七
頁
・

(
お
)
伺
F
2
E
-
∞

晶8
3
・
同
右
、
六
一
九
ヌ
・

な
お
、
次
の
文
言
を
も
品
世
間
.
さ
れ
た
い
・
『
(
氾
孟
労
働
凋
盃
妥
員
会
l
1
引
用
者
)
と
に
か
く
、
訟
の
工
場
を
閉
め
て
か
ら
、
他
人
は
も
っ

と
長
く
作
業
し
て
8
分
の
注
文
を
債
取
ワ
ず
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
と
、
い
つ
も
夜
は
心
配
で
た
ま
ら
な
い
¥
『
同
じ
官
官
R

爺
門
で
も
小
鹿

営
は
労
働
待
問
の
法
的
観
限
を
う
け
な
い
の
に
、
比
綬
的
大
き
い
市
場
葉
支
の
工
織
を
規
律
に
廠
さ
せ
る
の

は、

か
れ
ら
に
と
っ
て
不
当
で
あ
る

う
』
{
E
V
2
昔
-
m
ω
-m
-
問
右
、
六
三
九
頁
}
・

開

Z
Z
F
ω
-
m
g
同
右
、
六
五
三
l
五
回
双
.

E
U
2
ま
・
∞
色・

5
・
ω
8
0
・
問
右
、

m
三
巻
、
七
九
五
頁
・

伺

Z

E
F

m
-
∞
N
E・
問
右
、
一

O
四
一

i
回
二
頁
-

E
u
g
E
・
回
品
目
・
ω
・
ω
忽
同
右
、
第
一
一
巻
、
四
七
一
-
一
貫
・

何

σ
g
E
-
m
・
8
-
・
問
翁
、
八
二
三
頁
・

伺
g
g
E
-
ω
・
3
吋
・
向
右
、

-
O
O三
頁
-

K
・
守
ル
タ
λ

『
ド
イ

y
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』『
全畑町
』
m
=
一
色
、
五
じ

π・

F
・
エ
ン
ゲ
ル
λ

『イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
1
0
附
品
開
の
状
⑬
』
『全
然
』
第
二
登
、
二
五

-x・

同
右
、
一
-
一

o-ハ頁・

こ
の
a
e
…
は
、
す
で
に

『民
民
連
開
学

・
哲
学
草
喝
』

心
お
い
て
、
体
系
だ
っ
た
彩
で
で
は
な
い
が
見
い
出
さ
れ
る
・
『
も
っ
.
は
ら
労
働
者
に
と

294 

(
幻
}

(
叩
品

)

(
ぬ
)

(
机
判

)

(
H
M
)
 

(
必
)

(
A
M
)
 (“)

 

(
ぬ
)

{

岨

刊

}

............ 

。
て
の
み
、

資
本
、
土
地
所
有
お
よ
び
労
働
の
分
緩
は
、
-
つ
の
必
然
的
、
本
質
的
、
か
つ
有
沓
な
分
緩
な
の
で
あ
る
・
労
働
者
，
h
t
A
Y
て
は

資
本
、
地
代
お
よ
び
労
働
の
分
泌
は
弦
念
的
で
ゐ
る
h
{
『全
然』

第
四
つ
也
、
三
九

O甘
H
Y

(
門
川

}

K

・
守
レ
タ
ス

『哲
学
の
貧
国
』『
全
然』

暗
唱
飽
き
、
一
七
五
七
一
ハ
双
・

(泊咽)

甲内・

玄
ω
『M
・
0
2
ヌ
喜
一
F
U
-
-
a
a-
---
-
ω
-
N
a
N
立
・

『資
本
治
h
第
三
巻
、
三
一
一
一

O
頁・

(
品
切

)

K
・
マ
ル
F
ス

『経
済
学
・
哲
学
蕊
編
』『
全
冬
』
窃
四
つ
を
、
=
一
九
一
一
丸
・

(
印
)

欠

乏
臥
W
2
・
0
3
穴
曲
目u
-
z
-
-
a
a

--ω

会
N

『m
H
t
冶
』
第
一
診
、
五
四
九
頁
.

(日
)

K

・
マ
ル
ク
ス
・
F
-
エ
ン
ゲ
ル
ス

『
共
産
党
立
S
』
『全
集
』
第
四
巻
、
四
七
九
頁
・

(
m
M
)
F
・
エ
ン
ゲ
ル
ス

『イ
ギ
A
Y

ス
の
我
田
忠
(
一
、
役
紀
)
』『
全
集
』
第
一
巻
、
六
一
八
頁
・

(
臼
)

ヌ
・
玄
白『
M
・
0
2
甲Z
司

FE--
ロ
a・

ア
ω-mM喧

『資
本
諸
』
第

一
巻
、
六
五
七
頁
・

(
剖
〉

E
M
2
色
刷
w
-
ω
-
m
g
問
右
、
六
五
六
頁
・

(
お
)
『
労
働
の
社
会
化
」

論
に
つ
い
て
は
、
さ
し
ゐ
七
り
次
の
文
載
を
診
照
さ
れ
た
い
・

宮
沢
賢
治

『唯
物
史
観
と
労
働
運
動
|
|
守
ル
ク
ス

・

J
I
-
-
ン
の

n
労
働
の
社
会
化
M

論

l

l
h
(
ミ
;
グ
ァ

3
m
、
一
九
七
回
忽
)
・
向
『
『資
本
諭』

と
叫
怪
物
史
銭

1
1資
本
主
建
的
生
震
と

そ
の
社
会
化
l
l
』
(
本
問
要
一
郎
・
古
川
管
編

『資
芯
a
ζ
現
代
』
有
斐
閣
、
一
九
七
五
年
、
z
m
収
}
・
仲
村
政
文
『
資
本
の
者
向
制
と
労
働聞
の

社
会
化
』
、

角
谷
登
志
簸

『労
働閣
の
社
会
化
治

ζ
民
主
的
規
制
』
{
い
ず
れ
も

『経
済
h

一
九
七
六
年
一

O
月
号
)
・

野
沢
正
徳

『高
度
蓄
積
と

労
働
者
階
級
の
圏構
震
』
(
前
出

『新

マ
ル
ク
ス
経
済
学
講
座
』
第
六
巻
、
一
九
七
六
年
、
所
奴
)
・

(日山)

帽の

玄

Z
H
・
0

2
ヌ
ω
立
再
三
-
∞
a
-
--
m
・
3
N
ω
吋
ω
・

『資
本
u
a』

第
一
巻
、
四
六
一
・
l
-
ハ
ニ
頁
.
し
か
し
、

資
本
玄
事棋
の
客
観
的
包也
市例
法

剣
の
量書
館
を
主
課
題
に
す
え
る
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
『
依
存
関
係
』
に
つ
い
て
も
、
『
直属
外
』
を
つ
う
じ
て
の
物
と
物
と
の
関
係
を

銀
介
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
・
司
分
業
と
は
、

疎
外
の
持
の
な
か
で
の
労
働
の
祉
会
性
の
国
民
経
済
的
表
現
で
あ
る
』
(
『経
済
学

・
管
学
事

補
』
『
全
集
』
第
四

O
巻、

四
七
九
頁
)
・

(
門
別

)
V
-
1
・
ν

l
ュ
γ

『
カ
ー
ル

・
守
ル

P
ス
』
『
ν
1
・
-γ
全
集
』
第
二
一
巻
、
四
回
頁
・

(
凶
岬
)
な
お
、

宮
沢
賢
由間前
渇
畜

『唯
物
史
観
と
労
働
運
動
h

一
七
六
l
九
三
頁
参
照
・

(臼
)

V

-
1
・
ν
l
ニ
ソ

『
ロ
ジ
ア
に
お
け
る
資
玄
室
議
の
発
展
』
『全
恒常
』
第
三
巻
、
六

O
八
頁
・

(
印
)
問
右
、
六
二
頁
・
な
お
、
時
代
は
犠
後
日
本
で
あ
り
、
一
九
世
紀
末
に
レ
l
z
y
が
見
た
対
象
と
は
異
な
る
が
、
『
岩
手
の
保
健
』
一
冗
編
集

J'.ミ
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E
R
大
晶
平
沼
良
氏
は
、

量廃
民
の
山
山
崎
誠
ぎ
が
貸
付
の
寝
袋
関
係
に
よ
ぴ
お
こ
し
た
変
化
と
し
て
、
レ
l
ニ
ソ
と
共
通
し
た
事
実
を
田
川
崎
間
し
て
い
る
・

l
l
『
明
日
新
聞
』

一
九
七
七
年
三
月
二
ハ
日
夕
刊
・

崎
町
殺
直
後
心
つ
い
て
・
『
媛
と
姶
の
関
係
が
大
き
た
問
題
で
し
た
ね
・
そ
の
こ
う
、
凶
恨

の
絶
位
は
低
く
、
家
庭
内
で
の
発
言
唱
は
ほ
と
ん
.ζ

な
か
っ
た
.
織
に
労
働
力
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
存
在
で
、
抽
帽
を
も
ら
う
こ
と
が
"
事

コ
ァ
子
も
ら
う
M

と
い
わ
れ
て
ま
し
七
か
ら
』
・
現
在
に
つ
い
て
.
『
三
十
字
代
の
後
半
か
ら
目
立
っ
て
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
ね
・
代
わ
っ
て
ク

ロ
ー
ズ
ア

ヲ
プ
さ
れ
て
き
た
の
が
、
仲
岨
の
嘆
き
と
か
、
十
ヤ
ジ
た
ち
の
、
若
も
の
心
対
す
る
不
調
で
す
・
:
:
:
・
憶
の
方
が
強
く
な
っ
た
ん
で

す
・
高
度
径
済
成
受
の
膨
響
で
す
ね
・
農
村
に
も
企
建
が
入
っ
て
く
る
・
用
刀
は
出
稼
ぎ
に
出
て
い
な
い
か
ら
入
手
不
足
・
そ
こ
で
、
塚
さ
ん
も

働
ぎ
に
出
る
・
四
包昌
明
的
に
4
明
柑
唱
が
出
て
く
る
し
、
往
会
的
知
品川
、
身
に
つ
く
・
ロ
も
S

忠弘臼
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
・
:
:
:
・
先
ご
ろ
、

線

道
関
係
者
を
逮
れ
て
い
つ
な
ら
、
話
を
し
て
も
い
い
が
い
く
ら
く
れ
る
か
ζ

い
う
ん
で
す
・
出
回
惚
ぎ
を
通
じ
て
、
自
分
の
労
働
を
守
本
に
換
算

す
る
習
慣
が
身
に
つ
い
た
わ
け
で
す
・
あ
る
窓
味
で
は
合
国
叫
性
が
あ
っ
て
い
い
わ
け
だ
が
、
な
に
か
ゼ
ニ
万
悼
胞
に
な
っ
た
よ
う
で
』
(
傍
点
は

引
用
者
)
・

(
創

)

F
・
エ

ソ
ゲ
ル
ス

『
自
然
の
弁
£
必
』
『
全
幅
ご
第
二

O
巻
、
四
九
四
双
・

(臼
)

な

お
、
少
々
本
怠
と
筏
角
は
異
に
す
る
が
、
マ
ル
ク
ス
の
原
典
に
よ
り
つ
つ
、
人
間
叫
と
臼
燃
の
関
係
を
考
案
し
た
も
の
に
次
の
文
献
が
あ
る
・

内
図

a
a
『
資
本
冶
の
位
界
』
{出
H
波
新

3
、
一
九
六
六
年
三

国且
月
品川
河

『
マ
ル
ク
ス
庖
吃
閣
時

aの
研
先
』
匁
こ
な
『
鎌
外
と
社
会
的
交
泊
』

(岩

a
a信
、
一
九
七
三
年
)
・
向
弁
よ
敏
『
『
経
済
学
批
判
要
綱
』

に
お
冷
る
人
間
と
自
然
』
(
『
3
g
マ
ル
P
ス
慨は

aE
ご

第
七
珍
『
コ
メ
ン

タ
ー
ル

『
径
術
学
批
判
袋
網
』
』
(
下
}
日
本
日
治
社
、
一
九
七
四
年
)@
深
川
桝
飢

『人
間
・

0
然
関
係
と
守
ル
ク
ス
段
済
学
』
{
『民

Mm官
打
点
』

一
九
七
六
忽
六
月
三

(
回
)
ヌ
玄
世
『

M
-
o
z
r
Z
u
-
-
E
三
-
m
吋
包

『
mH炉

4
8
第
三
色
、
一

Q
U
一
一|
O
ニ
頁・

(臼

)

F

・
エ
ソ
ゲ
ル
λ

『
由
民
経
済
学
批
判
大
綱
』

『
全
幅
ご

第

一
巻
、
玄
六
一
頁
・

(
臼
)
問
右
、
五
六
一
頁
・

こ
の
凌
官R
a
m
喝
y

」
つ
い
て
は
、

『
師
同
友
治
』
で
は
除
且
可
憐
・
4
・
小
子
え
ら
れ
て
い
る
・
『
近
代
由
聞
東
が
ふ
の
な
か
で
活
動
す
る
判
転
倒

m
l
lド

"
状
旬
、
語
句
滑
犬
、

町田市哨
町
、

A
M可
笠
方
、
夜
、
叫
、

停
湾
、
忍
縛
状
明

司

う
a
m
m4
で
あ
A
7
4
1

み
の
よ

q
守
H

し
い
分
析
は
わ
九
わ
れ
の
符
伐

の
圏
外

ιあ
る

・
』
(
ヌ

玄

ω=・
3
3
ヌ
ヱ
》

F
Z
-
-
a
a

コ
?
m
S
N・
『資
芯

Ma』堵骨
三
巻
、
四
五
O
頁
)
・

(
M
W
)

ヌ
玄
幽

W
2・
0
2
ヌ
ω
司
ニ
主

-
g
a
-
-
-
-
泊
三
品
晶
明

『臨
H

広
論
』
第
三
巻
、
九
四
六
買
・

............. 

(
m
w
v
E
u
g
a
ω
・
的
説
明
・
同
右
、
九
七
三
頁
・

(白明)

『資
本
治
』
地
処
置帽
に
お
い
て
は
、
土
処
資
本
の
利
子
と
し
て
の
地
代
心
か
ん
し
て
は
次
の
よ
う
な
除
外
炭
定
を
与
え
、
本
俗
的
な
展
開
は

行
っ
て
い
な
い
・
『
土
地
向
有
を
体
系
的
心

a冗
す
る
こ
と
は

η
れ
わ
礼
の
4
U
必
の
笥
問
外
の
こ
と
で
あ
る
が
、
み
の
よ
う
な
論
究
を
す
る
と

す
れ
ば
、
土
地
所
有
者
の
収
入
の
こ
の
認
分
(
土
地
資
本
の
利
子
と
し
て
の
地
代
|
|
引
用
者
)
に
つ
い
て
鉾
し
く
迩
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
』
(
開

z
z
p
m
g
M
同
右
、
七
九
九
頁
)・

(

的

)

伺

σ
2
E
-
m-∞M
0
・
問
右
、
一

O

B

O
頁・

〈柏町

}

K
・
守
ル
ク
ス

『幽剰
余
価
値
学
認
史
』

『
全
然
』
第
二
六
巻
目
、
三
九
二
頁
・

(
れ
)

国内
・
玄
白

2
・

0
3
ヌ
泊
三
再
三

-
a
a
-
--
∞・切
N
∞・

『
資
本
治
』
第
一
巻
、
六
五
六
買
・

こ
の
甥
市
と
集
村
、
人
間
と
自
慢
内
の
物
質
代
謝
に
つ
き
、
リ
ー
ピ
ァ
ヒ
の
所

avh検
討
し
た
も
の
と
し
て
、

権
名
重
明

『
農
学
の
思
想
|
|

マ
ル
P
ス
と
リ
'
ビ
ッ
ヒ

l
l』
(
喰
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
忽
)
多
随
一
-

(
η
)
K
・
マ
ル
ク
ス

『副
円
余
価
値
学
誕
史
』
『
全
然
』
第
二
六
巻
目
、
一
四
頁
・

な
お
、
岡
臨
『
絢
二
氏
は
、
次
の
よ
う
な
箔
徳
を
行
っ
て
い
る
・
『
愈
近
の
化
学
絶
叫
刊
の
多
役
と
有
機
質
杷
創
刊
と
く
に
縫
き
唱
う
杷
浴
用
の
忽

福岡
が
、
土
袋
持
嶋
田
慣
の
仮
寝
を
促
渇
し
て
い
る
こ
と
が
指
繍
さ
れ
て
い
る
」
(
岡
崎
純
二
『
自
然
に
お
け
る
物
質
循
環
と
且
開
業
』
『経
済
』
一
九
七

二
年
=
月
号
、
一

O
ニ
頁
)
・

(
刀
)
以
上
の
内
容
は
、
『
公
害
・
環
境
問
題
』
と
も
関
連
を
待
っ
て
い
る
・
そ
れ

ι
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
次
の
文
献
を
多
照
さ
れ
た
い
.

体
重
道

『
史
的
唯
物
治
と
経
済
学
(
下
ご
(
文
月

S
広
、
一
九
七
一
年
三
宮
本
憲

一

『
日
+阜
の
環
凌
問
題
・

そ
の
政
治
経
済
学
的
考
察
』

{
有

斐
閥
、
一
九
七
玄
年

三

工

藤
発

『
日
本
民
団
済
と
環
交
問
題
』
(
大
月
書
広、

一
九
七
五
年
三

K
-
w
・
カ

ヲ
プ
、
衆
国
徳
衛
・
鈴
木
正
俊
訳

『
環
境
m
m
・-
と
社
会
的
費
用
』
(結
社
凪
嘗
活
、
一

九
七
五
年
三

(町内)

ヌ
・
玄

R
F
O
Z
町
内
曲
三
四
曲

-
-
a
a
-
F
ω
-
m
g・
『
資
本
鎗
』
第
一
巻
、

六
五
六
頁
・

297 
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第
二
章

資
本
の
生
産
力
1
無
償
性
を
中
心
に

l

は

じ

め

に

生
産
に

は、

労
働
力
と
い
う
人
的
側
面
と
、
機
械
、
啄
材
側
代
哨
干
の
物
的
側
面
が
あ
る
・
本
怨
で
は
、

資
本
が
こ
の
生
産
の
人
的
、
物
的

要
素
を
8
ら
の
生
産
力
と
し
て
包
仮
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ゐ
で

i
l若
手
行

aを
先
ど
り
す
る
形
で
述
べ
れ
ば
|
|
『
資
本
の
生
産
力
」
と
い
う
問
題
を
一
方
で
意
滋
し
な
が
ら

『資
本
治
』

な
ど
を
読
み
か
え
し
た
渇
合
、
そ
こ
に
「
資
本
の
生
産
力
」
と
か
か
わ
っ
て
た
び
た
び
で
て
く
る
の
が
、
人
間
自
然
、
社
会
的
自
然
力
、

自
然
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
無
償
の
生
涯
力
、

気
仮
住
と
い
っ
た
縄
念
で
あ

eo--て
の
浮
し
い
内
容
は
後
に
ま
つ

よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ

る
が
、

マ
ル

F
λ

は
、
生
産
力
と
い
っ
た
場
合
、
出
ゅ
に
伎
円
刑
事
と
い
っ
た
も
の
心
と
ど
ま
ら
ず
、

mH
t
制
生
皮
と
人
間
の
円
然
刀
、
社
会

的
自
然
力
、
自
然
そ
の
も
の
と
の
相
関
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
で
の
気
債
の
生
産
力
と
い
っ
た
も
の
ぞ
後
野
に
お
さ
め
る
作
業

b
z
F
行
い
、

よ
っ
て
も
っ
て
、

資
本
初
生
霊
の

史
的
判
制
約
性
を
期
決
す
る
一
契
後
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
・

一
見
ご
く
あ
り
ふ
れ
た

......... ‘ 

『資
本
の
生
産
力
』
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
本
章
で
改
め
て
と
り
あ
.
け
る
線
路
も
こ
こ
に
あ
る
・

資本舗と人rMj~. 土』直ð~

順
序
は
以
下
で
あ
る
・

一
で
は
、

本
題
に
入
る
に
あ
た
っ
て
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
『資
本
の
生
産
力
』
と
い
う
続

念
に
つ
い
て
若
干
の
倹
討
が
行
わ
れ
る
・
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
人
間
と
自
然
の
物
質
代
謝
日
労
働
が、

資
本
の
生
産
力
に
包
係
さ
れ
て
い

く
過
程
に
お
け
る
、
人
間
自
然
お
よ
び
自
然
そ
の
も
の
の
位
置
の
転
変
と
い
っ
た
も
の
が
ふ
れ
ら
れ
る
。

ニ
で
は
、

資
本
の
生
串
底
力
に
お

け
る
、
人
聞
の
8
然
カ
あ
る
い
は
労
働
力
的
側
面
、
も
し
径
済
的
形
態
規
定
の
枠
内
で
の
言
い
方
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

可
変
資
本
的

側
面
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
・
こ
こ
で
は
、

先
の
無
償
の
生
産
カ
と
い
う
も
の
の
諸
契
機
が
姿
を
現
す
は
ず
で
あ
る
。

一で
は
、
「
資
本
の

ー
生
産
力
』
と
い
っ
た
湯
合、

ニ
の
可
変
資
本
的
側
面
と
一
一
対
に
な
っ
て
い
る
生
産
力
の
も
う
一
つ
の
側
面
、
自
然
そ
の
も
の
、
自
然
カ
、

あ
る
い
は
自
然
か
ら
加
工
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
生
産
手
段
、

不
変
資
本
的
側
面
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。

資
本
の
生
産
力

本
筋
の
目
的
は
、

後
に
続
く
節
の
前
提
と
し
て
、
『資
本
の
生
産
カ
」

の
疲
観
に
つ
い
て
さ
ぐ
り
だ
す
こ
と
で
あ
る
・

そ
の
際
、
と
り

わ
け
資
本
の
生
産
力
と
人
間
お
よ
び
自
然
の
組
関
と
い
っ
た
も
の
を
意
識
す
れ
ば、

さ
し
あ
た
っ

て
現
れ
て
く
る

の
は
、
人
間
と
自
然
の

物
質
代
謝
と
し
て
の
労
働
、
生
産
関
係
を
鎗
品
ぶ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
『
労
働
』
で
あ
る
・

い
か
な
る
生
産
関
係
に
も
共
通
す
る
基
礎
過

程、

し
た
が
っ
て
ま
た
生
産
関
係
を
鎗
象
さ
れ
た
次
元
で
把
復
さ
れ
た
労
働
に
お
い
て
は
、
人
間
と
自
然
は
、
い
わ
ば
一

対

一
と
い
う
関

係
で
相
対
す
る
一
つ
の
対
緩
念
と
し
て
現
れ
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
も
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
加
工
と
自
然
に
よ
る
人
間
の
加
工
と
い
っ

内

2
V

た
、
労
働
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
交
互
作
用
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
た
場
合
、
あ
る
い

は
一

見
資
本
の
生
産
力
と
の
懸
隔
が
あ

り
す
ぎ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
・

し
か
し
な
が
ら
、
後
の
行
論
を
意
滋
し
て
宮
え
ば
、
こ
の
労
働
と
い
う
次
元
に
お
い
て
、
抽
象
的
に

述
べ
ら
れ
た
人
間
と
自
然
は、

一
つ
に
は
、
資
本
制
的
生
産
関
係
の
対
筏
に
位
置
す
る
『
素
朴
な
」
代
謝
活
動
と
し
て
、

ま
た
一
つ
に
は
、
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資
本
関
係
に
よ
る
特
有
の
変
型
を
う
け
る
以
前
の
段
織
に
お
け
る

8
然
の
加
工
と
人
間
の
加
工
と
し
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は、

定

ヨ耳、

の
具
体
性
を
持
っ
た
内
容
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
・

『資
本
諭
』
で
は
、
労
働
に
つ
き
、
と
り
わ
け
、
人
間
の
加
工
と
い
う
点
に
つ

き
、
人
聞
は

『
自
分
自
身
の
自
然』

を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
形
で
述
べ
て
い
る
・
『
労
働
は
、

ま
ず
第
一
に
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の

一
過
程
で
あ
る
・
:
:
:
・
人
間
は
、
こ
の
運
動
に
よ
っ
て
自
分
の
外
の

8
然
に
働
き
か
け
て
そ
れ
を
変
化
さ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

《

3
V

て
同
時
に
自
分
自
身
の
自
然

{
同
三
ミ

2
句
ミ
〉
正
之
、
)
を
変
化
さ
せ
る
・
」

以
上
が
、
労
働
、

人
間
と
8
然
と
し
て
の
資
本
の
生
産
力
に
か
か
わ
る
縫
初
的
考
察
で
あ
る
・

次
に
、
こ

の
人
間
と
自
然
が
持
つ
一
面

の
抽
象
性
を
一
歩
克
服
し
、
資
本
の
生
産
力
に
向
か
っ
て
一
段
の
具
体
化
を
は
か
る
も
の
が

『
資
本
治
』
に
あ
っ
て
は

「労
働
の
生
度
性
」

と
い
う
観
念
で
あ
る
・
引
証
を
後
ま
わ
し
に
し
、
そ
の
概
念
を
述
べ
れ
ば
、

必
ぼ
以
下
の
内
容
で
労
働
の
生
凌
性
は
つ
か
ま
れ
て
い
る
・

て
の
第

一
の
内
容
は
、

先
の
人
聞
と
自
然
、

労
働
に
お
い
て
は
、

凶
中

ι
一
一
対
て

人
間
対

8
然
と
い
う
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
の
同

じ
人
間
と
自
然
が、

も
は
や
則
自
的
な
対
凝
念
と
し
て
で
は
な
く
、「
労
働
の
生
産
性
」

を
憎
情
成
す
る
こ
つ
の
契
機
と
い
う
位
置
に
転
化

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
・

『資
本
論』

で
は
、
こ
の
点
ζ

つ
い
て
は
、
ま
ず
労
働
の
生
産
性
は
、
司
自
然
条
件
』
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
と

し
た
上
で
、
こ
の
『
自
然
条
件』

の
内
容
と
し
て
、
先
の
人
間
お
よ
び
自
然
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
『
人
閉
そ
の
も
の
の
自
然
」
お
よ

び
「
人
聞
を
と
り
ま
く
自
然
』
と
い
う
形
で
と
り
あ
げ
て
い
る
。
労
働
の
生
産
性
に
つ
い
て
の
第
二

の
内
容
は
、
自
然
条
件
の
二
つ
の
内

容
の
う
ち
の
後
者
、
す
な
わ
ち
『
人
聞
を
と
り
ま
く
自
然
」
に
か
か
わ
っ
て
、
そ
れ
が
さ
ら
に
こ
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
・

一
つ
は
直
後

的
生
活
手
段
で
あ
り
、
他
は
労
働
手
段
で
あ
る
・
こ
こ
で
は
、
生
活
手
段
、
労
働
予
段
に
つ
守
、
そ
れ
ら
は
と
も
に

『

n然
の
宮
」
で
あ

資本の生.，，，

る
と
い
う
規
定
が
与
・
え
ら
れ
て
い
る
・
品
以
後
心
、
今
度
は
、
生
活
手
段
お
よ
び
労
働
手
段
と
し
て
の
『
Q
然
の
沼
」
そ
峨
史
性
の
中
で
と

ら
え
な
お
し
、

歴
史
は
、
生
活
手
段
と
し
て
の
自
然
の
認
が
ら
、
労
働
手
段

J

乞
し
て
の
内
然
の
常
に
批
点
移
行
を
は
か
る
一
渦
ね
で
あ
る

第二.

と
さ
れ
る
・
『
社
会
的
生
産
の
安
が
宅
展
し
て
い
る
か
い
な
い
か
心
か
か
わ

η
な
く
、
労
圃到
の
生
産
性
(
え
な
字
。
弘
之
さ
停
止
と
号
、
、マ
骨2
3

は
つ
ね
に
自
然
条
件
に
仲
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
@
こ
れ
ら
の
自
然
条
件
は
、
す
べ
て
、
人
種
な
ど
の
よ
う
た
人
間
そ
の
も
の
の
自
然

2.9

__"，.jj・h

資本舗と人r.1fU~.土.t:!!!lf，噴

言、

K
Z
〉喝、
E
S
Z旬
、
芯
え
)
と
、
人
間
を
と
り
ま
く
自
然
と
に
還
元
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
・
外
的
な
自
然
条
件
は
経
済
的
に
は
ニ
つ
の

大
き
な
部
績
に
分
か
れ
る
・
生
活
手
段
と
し
て
の
自
然
の
宮
:
;
:
と
、
労
働
手
段
と
し
て
の
自
然
の

g
i---と
に
分
か
れ
る
・
文
化
の
初

期
に
は
第
一
の
種
績
の
自
然
の
富
が
決
定
的
で
あ
り
、
も
っ
と
高
い
発
展
段
階
で
は
第
二
の
種
類
の
自
然
の
宮
が
決
定
的
で
あ
る
』
(
傍
点

は
引
用
者
三

こ
の
『
労
働
の
生
産
性
』

に
お
い
て
は
、

と
り
わ
け
、
人
間
対
自
然
が
、
生
産
性
を
憎帰
依
す
る
人
間
と
自
然
と
い
う
も
の
に
転
生
し
て

い
る
点
に
お
い
て
一
歩
具
体
化
さ
れ
て
い
る
・

し
か
し
他
方
で
は
、
引
証
に
お
い
て
明
白
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、

い
ま
だ
社
会
鴻
成
体

• 
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
よ
り
、

一
枝
的
な
歴
史
過
程

ι
お
け
る
労
働
の
生
産
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
労
働
の
生
産
性
と
同
じ
系
列
に
属

し
な
が
ら
、
し
た
が
っ
て
ま
た
生
産
関
係
は
同
じ
く
鎗
象
し
た
ま
ま
で
、

本
主
棒読
そ
の
も
の
と
の
か
か
わ
り
で
再
規
定
し
た
も
の
が
「
労
働
の
生
産
力
」
で
あ
る
・
そ
れ
は
、
人
間
の

8
然
カ
と
し
て
の
労
働
力
の

『労
働
の
生
産
性
』
を
よ
り
資
本
主
義
に
近
い
、
あ
る
い
は
資

賞
、
科
学

・
銭
街
、
偲
別
的
人
聞
の
栂
互
関
係
と
し
て
の
社
会
的
結
合
、
生
産
手
段
の
規
復
お
よ
び
水
準
、
人
聞
を
と
り
ま
く
自
然
そ
の

も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
契
機
に
お
け
る
、
労
働
力
、
社
会
的
結
合
、
生
産
手
段
の
線
復
、
人
間
を
と
り

ま
く
自
然
な
ど
は
、

続
く
ニ
・
三
に
お
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
資
本
の
生
産
力

l
人
聞
の
自
然
カ
1
社
会
的
自
然
カ

l
自
然
そ
の
も
の
|

無
償
生
産
力
な
ど
と
直
接
の
関
連
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
「
労
働
の
生
産
力
(
号
、
手
。礼
二
三
与
ミ
コ
号
、

、品、
ご
と
)

は
多
種
多
織
な
事
情

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
特
に
、
労
働
者
の
設
能
の
平
均
度
、
科
学
と
そ
の
伎
術
的
応
用
可
能
性
と
の
発
展
段
階
、
生
産

過
程
の
社
会
的
結
合
、
生
産
手
段
の
規
復
お
よ
び
作
用
能
力
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
さ
た
自
然
事
情
に
よ
っ
て
、
規
定
さ
れ
て
い
る
J

以
上
、

資
本
の
生
産
力
に
援
近
す
る
前
提
的
諸
段
階
と
し
て
、
労
働
l
労
働
の
生
産
性

l
労
働
の
生
産
カ
と
い
う
系
列
を
追
っ
て
き
た
・

そ
し
て
、
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、
人
間
自
然
、
社
会
的
結
合
、
生
産
手
段
の
規
模
、
人
間
と
自
然
の
、
労
働
の
生
産
性
を
憎
構
成
す
る

二
つ
の
契
緩

へ
の
転
生
等
は
、
前
提
的
諸
段
階
と
は
い
え
、
後
に
ひ
き
つ
が
れ
る
べ
き
療
念
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
資
本
の
生
産
力
と

い
う
テ
ー
マ
か
ら
見
れ
ば
、
も
と
も
と
資
本
創
生
産
様
式
に
お
い
て
は
、

一
方
で
は
生
産
力
の
豊
か
な
発
展
を
実
現
し
な
が
ら
、
他
方
で
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全
体
と
し
て
抽
象
的
段
階
に
と
・

ま
っ
て
い
る
プ
そ
し
て
ま
た
、
生
産
関
係
を
入
れ
な
い
ま
ま
で
の
、
労
働、

労
働
の
生
産
性
、
生
産
力

そ
れ
が
資
本

・
賃
労
働
関
係
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
・
そ
れ
ゆ
え
に
、
資
本
を

捨
象
さ
れ
た
単
な
る
『
生
産
力
』
で
は
な
お

302 

だ
一
面
性
の
譲
り
を
ま
ぬ
が
れ
ず
、

の
考
察
と

い

っ

・

ワ

ー

F
V
1
4

た
と
え
生
産
関
係
の
縫
定
住
を
う
け
た
uu

で
後
に
再
現
し
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
ー
ー
な
お
い
ま

箆
済
学
の
対
象
と
し
て
は
不
十
分
住
を
待
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

『径
涜
学
批
判
要
綱
』

に
お
い

そ
れ
ら
は
「
形
娘
一
活
関
係』

て
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
労
働
の
生
産
性
を
御
成
す
る
人
間
8
然
あ
る
い

d
g然
そ
の
も
の
は
、

会
生
産
関
係
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、

と
の
一
定
の
関
係
に
お
か
れ
た
場
合
に
、

は
じ
め
て
径
涛
学
の
対
象
に
入
っ
て
く
る
と
し
て
い
る
・
『
需
の

的
で
あ
る
う
と
、

素
材
は
、
そ
れ
が
労
働
の
よ
う
に
主
体
的
で
あ
る
う
と
、
あ
る
い
ま

然
的
ま
た
は
歴
史
的
欲
望
の
充
足
の
ニ
め
の
対
象
の
よ
う
こ
客
体

ひ
と
ま

ず
す
べ
て
の
生
産
時
代
に
念
恥
も
の
と
し
て
現
れ
る
・
し
た
が
っ
て
こ
の

素
材
川
さ
し
あ
た
り
た
ん
十
る
仰

円

九

七
日
れ
い
い
い

γ
弓
日
…
パ
バ
外
に
あ
り
、
そ
れ
が
形
態
必
関
係
に
よ
っ
て
変
形
さ
れ
た
ば
あ
い
、
あ
る
い

は
そ
の
形
態
諸

ば

い

に

、
は
じ
め
て
考
察
の
宮町
闘
に
は
い
っ
て
く
計
一
(
傍
点
は
引
用

2
Y

い
ま
ま
で
の
展
開
に
お
け
る
一
面
の
抽
象
性
に
強
い
ら
れ
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
資
本
の
生
産
力
が
現
れ
て
く
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
こ

に
は
じ
め
て
、

資
本
の
生
産
力
と
は
何
か
、

い
わ

ゆ
る
「
生
度
力
」
も
生
産
関
係
の
波
定
住
を
う
け
た
も
の
と
し
て

現
れ
て
く
る
・

そ
れ
を
見
る
こ
と
が
さ
し
あ
た
っ
て
の
漂
題
で
あ
る
が
、
そ
の
際、

い
ま
ま
で
の
段
階
と
比
鮫
し
て
の

つ
の
特
徴
は
、
人
聞
と
自
然
、
人
間
労
働
と
労
働
手
段
が
、
も
は
島

ft耳障の生1t1J

と
い
う
こ
と
で
あ
る
・
労
働
に
お
け
る
人
間
対
自
然
、
労
働
の

生

産

し

け

い

行

い

れ

υパ
リ

リ

吋

け

い

れ

は

け

『物』

と
い
う
杉
傾
倒
制
定
を
う
け
て
現
九
る
・
『
労
働
過
毘
は
、

た

は
、
も
は
や
、

内
実
そ
の
ま
ま
が
現
九
ず
、
資
本
心
・
属
す
る
こ
つ
の

だ
自
分
が
買

っ
た
労
働
力
と
い
う
衛
品
の
消
費
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
伎
は
、

た
だ
そ
れ
に
生
成
手
段
を
つ
け
加
・

ιる
こ

第二.. 

れ
い

U
い
れ
い
十
パ
パ
ベ
山
川
一
一
べ
一
一

u
h
hけ
い

け

一

け

J
U
日
刊
の
け
ぺ
家
が
買
っ
た
物
と
物
と
の
あ
い
だ
の
、
後
に
底

作
用
は
、

資
本
の
生
産
力
に
お
い
て
は
、
労
働
に
お
け
る
人
間
と
自
然
は
、

資
本
に
属
す
る
ニ
つ
の
『
柚
ど
と
な
る
.
そ
の
結
果
、
両
者
の
交
互

す
で
に
交
互
作
用
に
入
る
ま
え
に
分
裂
し
、
『
客
体
的
な
宮
』
は
賢
本
に
、
『
主
体
的
な
窟
』

客

体

的

富
が
す
で
に
資
本

資本舗と人問自然 ・土地自然

It 

に
転
化
し
て
い
る
と
い
う
前
提
の
下
に
お
い
て
は
、
そ
れ
と
の
直
後
的
融
合
を
阻
止
さ
れ
、
単
に
抽
象
的
な
窟

(
一
つ
の
物
)
と
し
て
存

在
す
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
・

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
が
、
人
間
自
然
の
賃
労
働
と
し
て
の
定
置
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
資
本
の
生
産
力
と

し
て
、
先
の

『要
綱
』
に
お
け
る
、
主
体
的
お
よ
び
客
体
的
、
こ
の
二
つ
の
宮
の
素
材
の
『
形
態
諸
関
係
』

に
よ
る
『
変
形
」
が
行
わ
れ

置

『労
働
者
自
身
は
絶
え
ず
客
体
的
な
奮
を
、
資
本
と
し
て
、
す
な
わ
ち
彼
に
と
っ
て
外
的
な
、
後
を
支
配
し
園内
取
す
る
力
と
し
て
、

生
産
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
資
本
家
も
ま
だ
絶
え
ず
労
働
力
を
、
主
体
的
な
、
:
:
:
袖
匁
的
な
、
労
働
者
の
単
な
る
肉
体
の
う
ち
に
存

在
す
る
奮
の
源
泉
と
し
て
、
生
産
す
る
の
で
あ
り
、
簡
単
に
言
え
ば
労
働
者
を
賃
金
労
働
者
と
し
て
、
生
産
す
る
の
で
あ
る
』
(
傍
点
は
引
用

.。.
者
三以

上
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
資
本
の
生
産
力
」
は
、

人
間
と
自
然
、

労
働
の
生
産
性
、
労
働
の
生
産
力
を
、

資
本
創
生
産
関
係
を
媒
介

と
し
て
、
資
本
に
属
す
る
『
物
』
と
し
て
資
本
の
下
に
包
熊
し
た
も
の
で
あ
る
。

且取
初
に
、
若
干
の
先
取
り
と
い
う
形
で
、

資
本
の
生
産

カ
と
人
間
お
よ
び
自
然

(
自
然
が
加
工
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
労
働
手
段
、
生
産
手
段
)
と
の
か
か
わ
り
が
、

考
察
の
一
総
点
で
あ
る

と
述
べ
た
・
資
本
の
生
澄
カ
を
、
ご
く
媛
括
的

ιた
ど
っ
て
い
る
本
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
か
か
わ
り
は
、

一
一般
的
に
l
ー
し
た
が
っ
て

無
償
の
生
産
刀
と
い
っ
た
契
畿
は
入
れ
ず
に

1
1
資
本

・
賃
労
働
関
係
、
こ

の
同
じ
関
係
が
、

資
本
お
よ
び
賃
労
働

〈
あ
る
い
は
人
間
と

自
然
)
に
与
え
る
対
極
的
性
絡
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
・

一
方
に
お
け
る
資
本
・
労
働
の
生
産
性
、
生
産
力
が
資
本
の
生
藍
力
に
転
生

し
た
と
い
う
前
提
の
下
に
お
い
て
は
、

人
間
と
自
然
の
物
質
代
諸
、

労
働
の
成
果
は
、

ま
た
生
産
性
の
向
上
は
、

そ
の
源
泉
が
す
で
に

『
物
』
と
し
て
現
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
資
本
に
属
す
る
・
転
生
の
結
果
と
し
て
の
剰
余
価
値
お
よ
び
利
測
の
定
置
で
あ
る
・
『
利
潤
率
を
つ

う
じ
て
の
移
行
に
よ
っ
て
剰
余
価
値
が
利
潤
と
い
う
形
態
に
伝
化
さ
せ
ら
れ
る
仕
方
は
、
す
で
に
生
産
過
程
で
起
き
て
い
る
主
体
と
客
体

と
の
転
倒
が
い
っ
そ
う
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
(
傍
点
は
引
用
者
三
他
方
に
お
け
る
賃
労
働
、
お
よ
び
人
間
と
自
然
。
人
間

301 



賀
代
制
喝
の
過
穫
は
、
も
は
や
、

が
賃
労
働
、
品
仰
と
い
う
形
惣
規
定
を
う
け
た
段
階
で
は
、
そ
し
て
資
本
に
と
っ
て
の
副
剰
余
価
値
と
利
潤
の
源
泉
と
な
っ
た
段
階
で
は
、
物

自
ら
が
自
然
を
変
化
さ
せ
、

労
働
手
段
、

生
産
手
段
は
、

『
圏
内
」
に
と
っ
て
の
「
く
つ
わ
」

や
『
手
綱
」
と
同
じ
も
の
と
な
る
・
こ
こ
に

自
ら
も
変
化
し
て
い
く
も
の
と
は
な
ら
ず
、

J04 

的
に
安
く
つ
こ
う
が
高
く
つ
こ
う
が
労
働
者
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
の
は
、
ち
ょ
う
ど
尽
を
御
す
る
く
つ
わ
や
手

綱
が
高
か
ろ
う
と
安

『
浪
費
』

へ
の
傾
向
が
現
れ
る
。
『
こ
の
園内
取
手
段
が
相
対

か

ろ

う

と

馬

に

と

っ

て

は

ど

う

で

も

よ

い

よ

う

な

も

・

:

:

後

に

と

っ

て

ま

っ

何

?

め

る

も

し

後

カ

そ

の

節

約

を

強

制

さ

れ

て

い

な

け

れ

ば

、

た
く
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
う
J

そ
し
て
同
じ
く
剥
余
価
値
と
利
潤
を
生
み
出
す
対
衝
に
い
て
、

そ
の
浪
費
は

場
労
働
の
制
限
は
、

て
媒
介
さ
れ
る
人
間
と
自
然
、
労
働
の
生
産
性
を
憎
情
成
す
る
こ
つ
の
契
俊
と
し
て
の
人
間
と
自
然
に
は
破
媛

・疲
停
が
締
結
さ
れ
る
・
『
工

労
働
に
よ
っ

地
主
弊
さ
せ
た
そ
の
同
じ
盲
目
的
な
略
奪
去
、
他
方
の
翌
日
に
は
国
民
の
生
命
力
の
彼
減
量
し
て
し
ま
っ
し
け
れ
対
に
は
土

イ
ギ
リ
ス
の
勝
地
に
グ
ワ
ノ
肥
副
刊
を
注
が
せ
た
の
と
向
じ
必
然
性
の
命
ず
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
・

の
社
会
的
結
合
、
生
澄
手
段
の
規
袋
、
自
然
等
)

l

以
上
、
本
節
で
は
、
資
本
の
生
産
力
を
、
労
働
(
人
間
対
自
然

V
I
l-労
働
の
生
産
性
ハ
人
間
と
8
然
〉

1
1
労
働
の
生
産
力
(
労
働

資
本
の
生
串
底
力
と
い
う
形
で
、

ご
悶
で
は
抽
象
か
ら
具
体
へ
の
進
展
と
し
て
、
他

資
本
は
、
こ
の
ご
く
一
般
的
に
述
べ
ら
れ
た
生
度
力
を
、

面
で
は
、
資
本
の
生
注
力
に
至
る
ま
で
の
続
契
機
の
資
本
の
生
盆
カ
に
お
け
る
『
保
存
』
「
変
形
」

と
し
て
述
べ
て
き
た
。

て
れ
で
は
、

か
、
そ
れ
を
次
に
見
ょ
う
・

か
わ
り
で
ど
の
よ
う
に
よ
り
具
体
的
に
ひ
き
だ
し
、
自
ら
に
は
剰
余
価
値
・
利
潤
を
、
賃
労
働
〈
人
間
自
然
〉
に
は
荒
廃
を
も
た
ら
す
の

は
じ
め
に
ふ
れ
た
人
間
の
自
然
力
、
社
会
的
自
然
力
、
無
償
の
生
産
力
と
の
か

資本の金底力

生
産
力
の
人
的
側
面

第二.. 

資
本
の
生
串
底
力
を
よ
り
具
体
的
に
、

t
ま
も
し
そ
れ
を
資
本
の
『
生
産
過
程
」
を
憎
構
成
す
る
こ
つ
の
契
機
、
す
な
わ
ち
、
可
変
資
本
的

側
面
と
不
変
資
本
的
側
面
に
分
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
つ
の
契
畿
を
そ
の
ま
ま
順
次
的
考
察
の
ニ
つ
に
区
別
さ
れ
る
内
容
と
し
、
不
変
質

資本舗と人間自然・土地Q然

本
的
側
面
に
つ
い
て
は
三
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
、

可
変
資
本
的
側
面
に
つ

い
て
ふ
れ
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
『
無

償
の
生
産
力
』
が
安
を
現
す
は
ず
だ
あ
る
・
そ
れ
は

『資
本
論
』
で
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
労
働
力
の
価
値
ハ
可
変
資
本
〉
お
よ
び
労

働
力
の
使
用
価
値
・
労
働
と
を
区
別
す
る
こ
と
と
の
か
か
わ
り
で
で
て
く
る
・

す
な
わ
ち
、

マ
ル
ク
ス
は
、
ま
ず
一
方
に
お
い
て
、
労
働
力

人
間
と
い
う
関
連
で
労
働
力
を
見
、
『
ボ
ッ
タ
1
』
の
言
葉
を
か
り
て

労
働
力
|
人
間
を
「
生
き
て
い
る
機
械
』
と
し
、
本
来
の
機
僚
を
『
死
ん
で
機
微
」
と
し
、
両
者
の
対
比
の
中
で
、
後
者
は
「
毎
日
』
損

E 

傷
し
て
い
く
の
に
対
し
、
『
生
き
て

い
る
機
筏
」

ば
『
改
良
』
さ
れ
る
と
し
、
労
働
力
|
人
間
の
、
い
わ
ば
一
種
の
潜
在
力
に
つ
い
て
ふ

れ
る
・
『
綿
苓
工
場
主
た
ち
の
え
り
綾
さ
の
代
弁
者
ポ

7
9
1
は、
H

機
械
H

の
こ
つ
の
鍾
痴
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
ち
ら
も
資
本

家
の
も
の
で
あ
る
が
、
:
:
:
一
方
は
生
命
が
な
く
、
他
方
は
生
き
て
い
る
。
生
命
の
な
い
俊
械
は
、
毎
日
損
傷
し
て
価
値
を
失
っ
て
ゆ
く

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
現
に
存
在
す
る
大
群
の
う
ち
の
一
大
部
分
が
不
断
の
技
術
的
進
歩
の
た
め
に
絶
え
ず
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
ゆ
き
、

わ
ず
か
数
カ
月
で
も
っ
と
新
し
い
俊
械
と
取
り
替
え
る
こ
と
が
有
利
に
な
る
こ
と
も
あ
る
・
反
対
に
、
生
き
て
い
る
機
減
は
、
長
も
ち
が

ま
す
ま
す
改
良
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
』
(
傍
点
は
引

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
代
荷
の
技
憶
を
自
分
の
う
ち
ζ

積
み
重
ね
れ
ば
重
ね
る
必
ど
、

用
者
三

生
き
て
い
る
機
微
|
賃
労
働
1
人
間
1
改
良
と
い
う
形
で
、

の
潜
在
力
に
つ
き
、

さ
ら
に

『資
本
論
』

明
ら
か
に
こ
こ
に
は
人
間
の
潜
在
カ
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
「
弾
力
的
な
人
間
的
自
然
的
制
限
」
と
い
う
表
現
を
与
え
て
い
る
・
こ
の
よ
う
に
人
間

人
間

の
持
つ
「
ま
す
ま
す
改
良
』
さ
れ
る
と
い
う
側
面
、
郊
力
性
と
い
う
側
面
を
一
方
に
お
き
、
他
方
に
、
資
本
の
生
産
力
は
、
資
本
に
は
、

剰
余
価
値
・
利
測
を
、
人
間
自
然
に
は
荒
廃
を
も
た
ら
す
、
と
い
う

一
で
ふ
れ
た
系
列
を
お
け
ば
、
ま
た
こ
こ
に
労
働
力
の
価
値
と
使
用

価
値
の
区
別
を
お
け
ば
、
資
本
に
と
っ
て
の
「
無
償
の
生
涯
力
』
と
い
う
も
の
が
で
て
く
る
。
潜
在
力
を
持
ち
強
力
性
を
待
っ
た
人
間
が

賃
労
働
者
と
し
て
、
資
本
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
時
、
す
な
わ
ち
、
労
働
力
の
価
値
実
現
、
賃
金
取
得
を
媒
介
に
し
て
、
労
働
力
の
使
用
価

値
が
資
本
の
下
に
包
領
さ
れ
る
時
、
資
本
は
、
人
間
|
賃
労
働
の
港
在
力
、
強
力
性
に
依
処
し
て
、
労
働
力
の
価
値
か
ら
は
一
定
独
立
し
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た
、
人
聞
の
自
然
力
を
、

資
本
の
生
産
力
と
す
A
.
『
後
の
労
働
の
価
格
は
後
の
労
働
力
の
価
値
に
よ
っ
て
、

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
、
こ
の
労
働
力
の
ふ
岱
よ
、
緊
受
や
カ
の
発
揮
や
消
耗
と
し
て
、
他
の
ど
の
賃
金
労
働
者
も
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
け
っ
し
て
後
の
労
働
力
の
骨
低
に
よ
っ
て
限
忠
ト
必
ず
い
い
恥
い
ワ
~
時
間
点
は
引
用
者
)
。
そ
し
て
『
あ
る
限
界
の
な
か
で
は
、

資
本
に
よ
っ
て
し
ぼ
り
幽
さ
れ
う
る
掛
掛
か
偽
絡
は
掛
か
出
動
車
か
か
体
絡
に
は
骨
早
い
わ
い
も
の
に
な
泌
〕
(
嶋
田
点
は
引
用
者
三
さ
ら
に
、

『資

【
は
叩
》

・本
通
h

で
は
、
こ
の
点
に
つ
き
『
生
産
的
な
浴
努
力
』
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
人
間
が
そ
の
内
に
潜
さ
せ
て
い
る
部
カ
伎
が
資

つ
ま
り
そ
の
生
産
費
に
よ

30品

本

・
賃
労
働
関
係
を
媒
介
と
し
て
、
資
本
の
「
生
産
的
な
潜
勢
力
」
に
転
化
さ
れ
、
資
本
は
「
支
払
わ
な
い
』
利
潤
源
泉
を
開
妬
し
て
い

く
と
い
う
形
で
資
本
の
『
無
償
の
生
度
カ
」
と
い
う
も
の
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
・

『
無
償
佳
』
が
明
示
的
に
現
れ
る
の
は
、
価
値

mum過
程
に
お
け
る
、
労
働
に
よ
る
不
変
資
本
の
価
値
維
持
カ
と
し
て
で
あ
る
・
ず
な

わ
ち
、
価
値
精
壇
過
程
に
お
い
て
は
、
生
虚
手
段
と
労
働
力
が
合
体
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
の
始
匁
的
側
面
に
お
い
て
は
、
幅
制
価
値

が
対
象
化
さ
れ
、
具
体
的
側
面
に
お
い
て
は
、
生
度
手
段
の
価
値
が
移
転
日
縫
悼
付
さ
れ
る
が
、
労
働
〈
そ
の
具
体
的
側
面
〉
に
お
け
る
価

値
の
移
転
H
維
持
は
、
資
本
に
よ
っ
て
『
無
償
』
な
る
も
の
で
あ
る
・
こ
の
点
に
つ
き

『資
本
論
』
等
で
は
、
次
の
三
つ
の
内
容
と
し
て

つ
か
ん
で
い
る
・

一
つ
に
は
、
使
う
こ
と
に
よ
る
維
持
(
こ
の
「
使
う
こ
と
』
団
司
維
持
』
と
い
う
一
見
奇
妙
な
と
ら
え
方
の
意
味
は
す
ぐ

以
下
で
明
ら
か

ιな
る
〉
、
そ
れ
は
労
働
が
持
つ
『
無
償
の
天
資
』
で
あ
る
、
と
@
『
労
働
過
程
で
の
使
用
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
緩
待
は
、

生
き
て
い
る
労
働
の
無
償
の
天
資
言
、
ミ

5
3
4怠
る
で
あ
や
〕

次
に
は
、
こ
の
維
持
と
い
う
『
労
働
の
自
然
力
』
は
、
「
資
本
の
白

策本の生.<1カ

己
緩
袴
カ
』
に
転
化
す
る
、
と
。
『
折
価
値
を
創
造
し
な
が
ら
元
の
価
値
を
段
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
ぎ
て
い
る
労
働
の
天
資
で
あ

る
・
:
:
:
・
こ
の
よ
う
な
炉
働
か
缶
約
か
は
、
労
一
間
.
が
合
体
さ
九
て
い
る
資
r
悼
の
日
己
雄
一
得
力
と
し
て
現
人
的
」
(
汚
ぽ
引
…
川

5
・

位

第二.

後
に
、
「
無
償
」
性
が
@
『要
綱
』
で
は
、
価
恒
縫
持
力
の
無
償
性
を
剰
余
労
働
と
同
一
レ
ベ
ル
で
位
置
づ
け
て
い
る
・
「
も
と
の
倒
的
の

、

向

。

z

je

維
持
を
、
資
本
家
は
剰
余
労
働
と
問
療
に
、
無
償
で
受
け
と
か
ν
{
縄
問
点
は
引
明
者
三

こ
の
よ
う
な
労
働
に
よ
る
倍
仮
緩
痔
カ
と
い
う
も
の
は
、

い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
と
り
あ
げ
る
に
及
・
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
か

.......iIIII‘ 

も
し
れ
な
い
.
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
.
も
し
こ
こ
に
、
産
業
循
環
、
好
況
と
不
況
と
レ
う
も
の
を
入
れ
て
く
れ
ば
、
そ
の
不
況
局
面
に

無
償
の
無
償
で
あ
る
こ
と
の
価
包
が

l
lそ
れ
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
|
|
獲
を
現
す
・
『
無
気
の
よ
い
あ
い
だ
は
、

資本舗と人問自然・土~11It!i

お
い
て
は
、

資
本
家
は
利
M
E

に
没
頭
し
き
っ
て
い
て
、
労
働
の
こ
の
無
償
の
贈
り
物
が
自
に
見
え
な
い
.
労
働
過
程
の
む
り
や
り
の
中
断
、
す
な
わ
ち

恐
慌
は
、
後
に
こ
れ
を
痛
切
に
感
じ
さ
せ
訂
作
」
生
産
手
段
は
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
腐
桁
す
る
・
『
天
侯
と
腐
朽
の
自
然
法
則
と
は
、

蒸
気
緩
関
が
回
転
を
や
め
た
か
ら
と
て
、
そ
の
作
用
を
命
止
し
は
し
な
い
J

こ
れ
ま
で
、

一
つ
に
は
、
人
間
自
然
の
弾
力
性
を
前
交
と
し
、
労
働
力
の
価
値
と
使
用
価
値
の
区
別
を
媒
介
に
し
た
資
本
の
揖
情
勢
力
、

車

ま
た
一
つ
に
は
、
労
働
の
具
体
的
側
面
に
よ
る
生
産
手
段
の
価
値
の
緩
持
、
資
本
の
価
値
維
持
カ
と
い
っ
た
内
容
で
、
資
本
の
『
無
償
の

生
産
力
」
を
追
っ
て
き
た
・

し
か
し
資
本
が
「
支
払
わ
な
い
で
」
取
得
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
.
資
本
制
生
産

《
忽
ザ

以
前
の
生
産
後
式
と
区
別
さ
れ
る
特
徴
の
一
つ
・
か
、
『
人
口
の
分
散
状
態
の
解
消
」
『
人
ロ
の
密
集
』
『
生
産
手
段
の
集
中
』
に

織
式
が
、

あ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、

い
ま
ま
で
の
段
階
に
お
い
て
は
、

い
わ
ば

『
集
団
労
働
』
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
て
お
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
資
本
の
生
産
力
、

『
無
償
の
生
産
力
』
と
い
っ
て
も
一
定
の
抽
象
性
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
・
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
集

団
労
働
と
の
か
か
わ
り
で
資
本
の
生
産
力
、
「
無
償
の
生
産
力
』

を
と
り
あ
げ
た
い
。

こ
れ
は
さ
し
あ
た
っ
て
は
「
人
口
の
地
加
』
と
い

う
形
で
現
れ
る
。

『要
綱
』
で
は
、

定
し
て
い
る
・
人
口
の
増
加
日
社
会
的
労
働
の
自
然
力
を
端
初
的
契
縁
、

人
口
の
咽
加
そ
の
も
の
を

「
支
払
わ
れ
な
い
」
「
労
働
の
自
然
力
』

『
社
会
的
労
働
の
自
然
カ
」
と
規

背
景
と
し
て
、

集
団
労
働
に
お
け
る
生
産
力
、

『資
本
論
』
相

対
的
剰
余
価
値
論
で
言
え
ば
、
協
業
お
よ
び
分
業
と
マ
ユ
ュ
フ
7

タ
チ
ュ
ア
に
お
け
る
生
産
力
が
姿
を
現
す
.

体
的
限
界
か
ら
の
脱
出
目
種
属
能
力
の
発
簿
と
し
て
い
る
。

的
労
働
の
生
産
力
な
の
で
あ
る
・
こ
の
生
産
力
は
路
業
そ
の
も
の
か
ら
生
ず
る
。
他
人
と
の
計
薗
的
な
協
備
の
な
か
で
は
、

の
個
体
的
な
限
界
を
脱
け
凶
て
後
の
種
属
能
力
を
発
陣
縛
す
る
の
で
あ
る
」
(
傍
点
は
引
用
者
)
。

『
結
合
労
働
自
の
独
自
な
生
産
力
は
、

密
集
そ
の
も
の
の
中
に
存
在
す
る
@
『資
本
論
』
で
は
、
こ
の
点
、
信

労
働
の
社
会
的
生
産
力
ま
た
は
社
会

防
防
莱
に
お
け
る
労
働
の
生
産
力
、

そ
れ
は
郎
自
的
に
は
協
策
、

労
働
者
は
彼

労
働
の
社
会
的
生
産
力
、

種
族
能
力
の
発

;fJ7 
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労
働
者
の
相
互
刺
紙
、
相
互
鏡
争
と
し
て
高
め
ら
れ
る
・
『
た
い
て
い
の
生
産
的
労
働
で
は
、

単
な
る
社
会
的
援
触
が
、
続
争
心
串
活
力
の
独
特
な
刺
激
を
生
み
だ
し
て
、
そ
れ
ら
が
各
人
の
倒
別
的
作
業
後
カ
を
高
め
る
J

mm
と
し
て
の
悔
莱
の
生
産
力
は
、

さ
ら
に
、

.108 

そ
れ
で
は
、
窃
莱
を
土
台
と
し
、
そ
の
中
に
分
業
が
も
ち
こ
さ
れ
る
な
ら
ば
、
協
業
の
生
産
力
に
加
え
る
に
、

い
か
な
る
内
容
の
生
産

カ
が
新
し
く
生
ま
れ
る
か
.
作
業
場
内
分
業
と
い
う
も
の
が
、
労
働
の
組
織
化
と
、
作
業
場
内
に
お
け
る
労
働
の
計
画
的
配
置
を
可
能
に

し
、
よ
っ
て
悔
茶
が
っ
く
り
だ
し
た
密
集
の
中
に
、
分
業
は
相
互
速
情
"
を
組
織
化
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
、
労
働
の
た
え
ざ
る
流
れ
、

し
た
が
っ
て
ま
た
伎
事
の
す
き
ま
を
圧
縮
す
る
こ
と
に
よ
る
、

生
産
力
の
上
昇
が
得
ら
れ
る
。

『
後
が
一
日
じ
ゅ
う
同
じ
一
つ
の
作
業
を

続
け
て
行
な
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
す
き
ま
は
圧
縮
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
彼
の
作
業
の
転
換
が
少
な
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
な
く

《
恒
岬
》

な
っ
て
ゆ
く
J

以
上
、
労
働
の
自
然
力
、
種
銀
本
能
、
相
互
の
刺
紙
、
す
き
ま
の
圧
縮
と
い
っ
た
内
容
で
、
人
口
、
簡
集
、
分
業
に
お
け
る
生
産
カ
的

契
機
を
迫
べ
て
き
た
・

し
か
し
一
見
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
ま
で
で
は
、
資
本
の
生
産
力
、
無
償
の
生
産
力
は
ま
だ
ふ
れ
ら
れ
て

は
い
な
い
。
資
本
制
生
産
を
特
徴
づ
げ
る
も
の
と
し
て
の
集
団
労
働
、
協
菜
、
分
業
の
生
産
力
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
資
本
の
生
産
力
に

転
化
す
る
の
か
.
そ
れ
が
一
つ
の
問
題
点
で
あ
る
・
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
問
題
を
た
て
て
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
見
直
し
た
場
合
、
資

本
創
生
産
に
お
占
り
る
賃
労
働
者
に
つ
き

l
l集
団
労
働
を
な
す
憎
構
成
要
素
を
な
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
|
|
賃
労
働
者
相
互
は
、

さ

し
あ
七
つ
て
は
全
く
の
相
互
的
他
者
な
る
関
係
心
お
か
孔
て
お
り
、
む
し
ら
賃
労
働
者
が
結
ぶ
関
係
は
、
同
じ
賃
労
働
若
で
は
な
く
『
資

本
』
と
で
あ
る
と
い
う
奇
妙
な
、
集
団
労
働
と
相
反
す
る
よ
う
な
、

市w
唱
え
に
つ
き
あ
た
る
・
そ
し
て
こ
こ
に
こ
そ
、
鴎
業
と
分
業
に
い
品
け

資事の生産力

る
労
働
の
生
澄
力
が
資
本
の
生
車
力
，
h

転
化
す
る
契
機
が
あ
る
の
で
あ
る
・
寸
な
わ
ち
、
白
労
働
后
が
同
じ
代
労
働
后
と
関
係
中
前
ば
ず
、

し
た
が
っ
て
相
互
に
は
彊
立
し
た
状
想
の
さ
ま
で
資
本
と
の
関
係
ζ

入
る
以
上
、

た
と
え
資
本
の
下
に
お
い
て
は
、
川
崎
冬
、
分
菜
、
伸
H

労

司"=:11 

働
者
の
集
成
。
凶
マ
現
し
て
も
、
賃
労
働
者
相
互
の
あ
い
乞
に
は
、
相
変
わ
ら
ず
の
相
互
的
他
者
た
る
関
係
が
支
配
し
、
『
集
成
』
の
カ
は
、

も
は
m
賃
労
働
者
に
は
宮
崎
さ
な
い
の
で
あ
る
・
『
資
本
家
は
苔
の
独
立
し
た
労
働
力
の
信
値
そ
支
払
う
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
百
と
い
う

_..._ 

関
係
を
結
ぶ
の
で
あ
る
が
、

絡
会
労
働
力
の
代
価
を
支
払
う
の
で
は
な
い
.
惣
立
の
人
と
し
て
は
、
労
働
者
た
ち
は
個
々
別
々
の
人
で
あ
っ
て
、
後
ら
は
同
じ
資
本
と

お
互
ど
お
し
で
は
関
係
を
結
ば
な
い
の
で
あ
る
・
:
:
:
労
働
過
穫
に
は
い
る
と
何
時
に
後
ら
は
資
本
に
合
体

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

Anv

労
働
者
が
社
会
的
労
働
者
と
し
て
発
回
帰
す
る
生
産
力
は
資
本
の
生
産
力
な
の
で
あ
る
h

{

時
間

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、

資本舗と人r.uu~ .土地自然

さ
れ
て
い
る
.
:
:
:
.

点
は
引
用
者
)
・

こ
こ
に

『
資
本
の
無
償
の
生
産
力
』
が
、

協
策
、

分
業
の
土
台
の
上
に
現
れ
る
・
『
労
働
の
社
会
的
生
産
力
は
、
労
働
者
が
一
定
の
諸

そ
し
て
資
本
は
後
ら
を
こ
の
よ
う
な
諸
条
件
の
も
と
に
お
く
の
で
あ
る
』

条
件
に
お
か
れ
さ
え
す
れ
ば
無
償
で
発
情
博
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

E 

(
傍
点
は
引
用
者
)
・

一
で
は
、
資
志
の
生
産
力
に
か
か
わ
っ
て
、
労
働
の
生
産
性
を
噂構
成
す
る
こ
つ
の
要
因
|
|
人
間
と
自
然
ー
ー
が
資
本
の
生
産
力
に
転

化
す
る
と
と
も
に
、
資
本
に
は
剰
余
価
値
と
利
潤
が
、
人
間
〈
賃
労
働
者
〉
に
は
疲
弊
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、

労
働
力
の
価
値
と
使
用
価
値
に
か
か
わ
っ
て
の
、
人
間
の
強
力
性
に
つ
き
、
そ
れ
が
資
本
に
包
演
さ
れ
る
と
し
て
、
賃
労
働
者
の
「
郷
カ

性
』
の
喪
失
に
よ
る
、
人
間
自
然
の
破
療
を
暗
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
系
列
は
、
臨
業
と
分
業
に
お
け
る
労
働
の
生
産
カ
、

お
よ
び
そ
れ

の
『
資
本
の
無
償
の
生
産
力
』

へ
の
転
化
に
ふ
れ
た
こ
の
段
階
で
は
、
賃
労
働
者
(
人
間
〉
の
「
無
力
性
へ
の
萎
縮
』
と
な
っ
て
湾
現
す

る
。
『
直
悼
欲
的
労
働
の
社
会
的
労
働
へ
の
こ
の
高
婦
が
資
本
に
お
い
て
代
表
さ
れ
、

Amv 

の
無
力
性
へ
の
萎
織
と
し
て
現
れ
る
J

集
積
さ
れ
て
い
る
共
同
性
に
た
い
し
て
個
々
の
労
働

以
上
こ
こ
で
は
、

資
本
の
生
産
力
、
無
償
の
生
産
力
を
、

い
わ
ば
、
資
本
の
可
変
資
本
的
側
面
に
お
い
て
ふ
り
か
え
っ
て
き
た
。
そ
し

て
、
資
本
に
は
生
産
力
を
、
労
働
者
、
社
会
的
労
働
者
に
は
貧
し
さ
と
萎
績
を
と
い
っ
た
同
じ
過
程
の
二
つ
の
側
面
は
、
い
う
ま
で
も
な

く

一
で
見
た
資
本
の
生
産
力
の
具
体
的

ν
ベ
ル
に
お
け
る
再
現
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
可
変
資
本
と
一
一
対
を
な
す
不
変
資
本
的
側
面
に

お
け
る
資
本
の
生
産
力
、
無
償
の
生
産
力
と
は
何
か
、
そ
れ
を
次
に
見
ょ
う
・

."・，



生
産
力
の
物
的
側
面

310 

資
本
の
不
変
資
本
的
側
面
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
、
『
無
償
の
生
串
底
力
』

を
見
る
の
が
こ
こ
で
の
探
題
で
あ
る
.
そ
れ
は
、

さ
し
あ
た
っ

て
は
、
人
聞
を
と
り
ま
く
自
然
、
そ
の
自
然
力
を
資
本
が
充
用
す
る
際
に
現
れ
る
。

た
と
・
え
ば
、
水
か
ら
蒸
気
へ
の
転
化
、
あ
る
い
は
燕

資
本
が
「
支
払
わ
な
い
」
資
本
の
生
産
力
を
形
成
す
る
の
で
あ
り
、
一
利
潤
源
泉
と
な
る
。
「
蒸
気
機
関
で
作

莱
す
る
工
場
主
も
い
ろ
い
る
な
自
然
刀
を
充
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
自
然
力
は
伎
に
と
っ
て
少
し
も
費
用
は
か
か
ら
な
い
が
労

《
帖
柑
】

働
を
よ
り
生
串
底
的

ιす
る
の
で
あ
り
、
:
・
:
・
剰
余
価
値
を
高
く
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
利
測
を
高
く
す
る
の
で
あ
る
』
{
傍
吸
は
引
用
脅
)
。

こ
の
点
は
、

『資
本
論
』
の
他
の
個
所
に
お
い
て
は
、
「
資
本
の
無
償
自
然
カ

2
3
5ミ
ミ
ミ

Y
EZ
E
マ
ミ
『
号
同
言
、
ま
な
ど
あ
る
い

気
の
弾
性
。

こ
れ
ら
は
、

は
『
労
働
の
無
償
自
然
生
産
力
(
さ
旬
、
。

3
5
5
2ミ
ミ
弘
之
さ
忌
ミ
コ
号
、
、
品
、
争

Z
ご
と
「
無
償
」
な
る
も
の
と
し
て
明
確
に
規
定
し
て

《
れ
}

い
る
・
こ
れ
は
、
自
然
カ
の
資
本
の
生
産
力
へ
の
転
化
で
あ
る
が
、
次
に
は
、
加
工
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
自
然
、
す
な
わ
ち
、
生
産
手

段
に
お
け
る
無
償
性
が
現
れ
る
・

こ
に
お
い
て
は
、
労
働
と
後
僚
の
結
合
に
よ
る
、
労
働
の
無
償
の
天
資
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
こ

で
は
、
そ
の
同
じ
過
程
が
後
減
の
方
か
ら
見
ら
れ
、

作
用
し
つ
つ
あ
る
綾
僚
は
、

い
ま
価
値
移
転
を
度
外
視
す
れ
ば
、
「
無
償
で
作
用
』

す
る
こ
と
と
な
る
。
『
生
産
物
に
つ
け
加
え
る
価
伍
成
分
を
引
き
去
れ
ば
、

無
償
で
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
』

(
m
qは
m
w
m
n
y

機
械
や
道
具
は
、

人
間
の
労
働
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
存

を
す
る

g
然
力
と
ま
っ
た
く
同
じ
に
、

資本の生.!Iカ

自
然
力、

機
械
の
無
償
の
働
き
、
と
い
う
系
列
で
の
資
本
の
生
底
力
、
そ
れ
は
、

こ
に
お
け
る
展
開
を
意
滋
す
る
か
ぎ
り
、

ま
た
資
ド
ト

創
生
涯
の
特
徴
が
協
策
、
分
菜
、
集
団
的
労
働
の
生
還
力
心
主
と
し
て
依
岨
渇
す
る
利
潤
源
泉
の
開
妬
で
あ
る
か
ぎ
り
、
さ
ら
心
協
案
、
分

第二J:t

穫
と
相
関
す
る
も
の
と
し
て
の
不
変
資
本
に
よ
っ
で
猪
宅
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
『要
綱
』
で
は
、
こ
の
点
を
『
共
同
的
作
穏
』

の
か
か
わ
り
で
述
べ
て
い
る
・
『
暖
房
笈
置
等
局
、
作
業
場
建
物
等
々
の
よ
う
心
共
同
的
作
業
の
ば
あ
い
に
は
不
変
で
あ
る
か
、

減
少
す
る と

資本舗と人間自然・土地s1S

恥
う
な
出
費
の
径
済
か
ら
お
の
ず
か
ら
出
て
く
る
生
産
力
の
増
大
は
、
資
本
心
品訟
を
か
け
た
い
・
資
本
は
こ
の
地
大
し
た
労
働
の

1
j

カ

為

慌
で
手
に
い
れ
純
一
(
宮
崎
は
引
用
者
三
そ
し
て
妥
と
分
突
の
生
産
力
が
、
資
本
の
無
償
生
産
力
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
れ

資
本
に
は
剰
余
価
値
、
利
潤
を
労
働
者

ι
無
力
を
与
え
た
の
と
同
様

ι、
協
菜
、
分
業
に
対
応
し
て
可
能
と
な
る
不
変
資
本
の
節
約
は

資
本
に
と
っ
て
の

i
1
『
節
約
』
と
い
う
形
態
で
の

l
l
利
潤
綴
泉
と
な
り
、
そ
の
対
領
，
h

お
い
て
、
人
間
自
然
、

賃
労
働
者
の
、
浪
質

が
現
れ
る
・
『
閉
め
切
っ
た
場
所
で
の
:
:
同
じ
作
業
場
で
の
こ
の
よ
う
な
サ
仏
放
の
密
集
こ
そ
は
一
J

一
方
で
は
資
ぷ
家
に
と
っ
て
の
崎明

大
す
る
朴
静
か
添
舟
な
の
で
あ
り
、
:
:
:
骨
骨
心
労
働
者
の
生
命
D

健
綴
の
浪
費
の
原
因
な
の
で
あ
如
」
(
席
問
点
は
引
用
者
三

E 

お

わ

り

に

以
上
、
人
間
対
自
然

|
i労
働
の
生
産
性
に
お
け
る
、
人
間
と
自
然

1
L
資
本
の
生
産
力
対
人
間
と

8
然
日
資
本
に
は
利
潤
、
労
働
者

す
ま
で
も
な
く
『
無
償
の
生
産
力
』
で
あ
る
・
資
T
A

は
、
人
間
自
然
、
自
然
そ
の
も
の
の
弾
力
性
を
基
盤
に
し
、
あ
る
い
は
渇
茶、

分
業

ハ
人
間
)
に
は
荒
廃
を
と
い
う
系
列
で

「
資
本
の
生
産
力
』

の
内
容
を
お
っ
て
き
た
・
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
中
心
的
概
念
は
く
り
か
え

な
ど
の
社
会
的
労
働
の
自
然
カ
を
包
嵐
山
し
、
「
祭
僚
の
生
産
力
』

を
享
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
ら
に
は
利
潤
を
人
間
自
然
と
し
て
の

賃
労
働
者
に
は
荒
廃
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

『資
本
論
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を
主
要
紫
材
と
し
た

「
資
本
の
生
産
力
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関
す
る
一
考
察
で
あ

る。
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J5資

を喜

吉研
念究
願主
tこ 11
おう

'"' ~ 

t~ き

て五
占う 要
生佳
子F を
関述
係べ
掴た

逗き
と警

:E 
SE 
を彦
ぁ氏
げが
次争
の t

i氏
lこ 11.
寸 『

32 
『 論
生 』

a:研

•• •• 
‘
 



資本の生底力第二.a

カ
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生
産
関
係
の
矛
盾
を
経
済
学
を
使
う
こ
と
で
ど
う
具
体
的
に
把
え
る
か
に

『資
本
論
』
の
テ

1
守
が
あ
る
・
そ
う
い
う
も
の
と
し
て

『資

窓
諭
』
を
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ま
乍
冷
れ
ば
な
ら
な
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.
生
産
力
ζ

い
う
複
念
を
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に
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し
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け
れ
ば
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生
産
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と
い
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し
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』
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内
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司資
玄

aの
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頁
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三
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岡
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湾
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検
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右
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滞
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滋
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問
題
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・
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右
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潤
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潤
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潤
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よ
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司崎

第
三
章

本
源
的
蓄
積

は

じ

め

に

本
源
的
蓄
積
は
、
資
本
主
蓑
の
歴
史
的
生
成
の
諸
契
機
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
過
去
に
、
同
一
テ
1
7
に
つ
い
て
字
野
氏
は
、
原

理
論
の
対
象
の
外
に
あ
る
と
し
つ
つ
、
土
地
の
商
品
化
、
労
働
力
の
商
品
化
、
資
本
の
商
品
化
の
前
提
と
し
て
、
生
産
者
か
ら
の
土
地
収

奪
と
い
う
本
源
的
蓄
積
の
一
契
機
を
組
み
込
込
論
理
を
形
成
し
た
・
大
島
氏
は
、
転
化
論
の
吻
合
と
同
じ
く
、

単
純
商
品
生
涯
か
ら
資
本

本
倉
で
は
、
宇
野
、
大
島
氏
の
諸
説
を
検
討
し
つ
つ
、
固
有
に
、
径
済
学
批
判
体
系
プ
ラ
ン

、
資
本
、

主
議
社
会
へ
の
転
化
と
解
釈
し
た
・

土
地
所
有
、
賃
労
働
、
国
家
、
外
国
貿
易
、
世
界
市
場
を
内
在
化
し
て
、
本
源
的
誘
債
の
続
契

機
を
倹
出
す
る

資本舗と人間自然・土地8然

「
経
済
学
批
判
体
系
プ
ラ
ン
』

『
プ
ラ
ン
」
は
、

い
ま
ま
で
、

『資
本
論
』

に
お
い
て
そ
の
ど
こ
ま
で
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
、

あ
る
い
は
「
プ
ラ
ソ
」
そ
の
も
の
の

は
立
ち
入
ら
ず
、

し
か
し
こ
こ
で
は
、
『
プ
ラ
ソ
』
問
題
そ
の
も
の
に

た
だ
、
後
の
本
源
的
蓄
積

aι
か
か
わ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
限
っ
て
見
直
し
て
お
き
た
い
.

変
更
が
行
わ
れ
た
の
か
等
を
め
ぐ
っ
て
、

研
究
と
論
争
が
つ
み
重
ね
ら
孔
て
い
る
。

E 

『要因明
』
に
お
い
て
は
、
資
本
分
析
の
行
論
の
う
ち
に
点
在
す
る
よ
う
な
形
で
『
プ
ラ
ン
」
に
関
説
し
て
い
る
。
す
で
に
、
冒
頭
『
序

言
』
で
は
、

機
活
的
に
示
せ
ば
以
下
の
項
目
を
立
て
、
資
本
制
の
大
枠
の
イ
メ
ー
ジ
を
す
で
に
与
え
て
い
る
。

ω資
本
初
生
度
後
式
の
内

部
に
お
い
て
、
そ
れ
を
梅
成
す
る
階
級
の
土
台
と
な
る
宮
嶋
崎
に

つ
い
て
。
勺
資
本

・
土
地
所
有

・
賃
労
働
。
⑦
資
本
制
の
特
質
を
規
定
す

る
三
者
の
相
互
関
係
。
③
農
工
明
分
業
の
視
点
を
入
れ
て
の
、
都
市
と
農
村
。
工
業
資
本
と
農
業
資
本
。

ω資
本
制
と
国
家
。
国
家
の
経

済
的
力
能
と
し
て
の

a税
・
国
債
・
公
信
用
。
姐
民
地
・

ω外
国
貿
易
・
以
上
は
、
周
知
の
六
第
プ
ラ
ソ
、

ω資
本
、

ω土
地
所
有
、

ω

賃
労
働
、

川w
国
家
、

ω外
国
貿
易
、

ω世
界
市
場
と
恐
慌
、
を
、
や
や
詳
し
く
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

『要
綱
』

E
「
資
本
に
関
す
る
章
」
第
1
篇
『
資
本
の
生
産
過
程
"
土
地
所
有
と
資
本
亡
で
は
、
上
の
『
プ
ラ
ソ
」

中

資
本
と
土

地
所
有
の
関
係
を
、
前
資
本
制
か
ら
の
資
本
制
の
形
成
と
い
う
角
度
か
ら
と
り
だ
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
・

ω資
本
舗
以
前
の

生
産
後
式
、
そ
の
基
礎
は
土
地
所
有
で
あ
る
。

ω対
す
る
に
、
資
本
創
の
基
礎
は
、
資
本
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
資
本
制
下
に
お

け
る
土
地
所
有
、
近
代
的
土
地
所
有
は
、
資
本
創
生
産
に
対
す
る
土
地
所
有
の
適
合
形
態
で
あ
る
。

ω土
地
所
有
関
係
の
転
化
、
農
奴
制

的
土
地
所
有
の
近
代
的
土
地
所
有
へ
の
、
土
地
に
密
着
し
た
農
奴
の
賃
労
働
者
へ
の
伝
化
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
、
資
本
制
生
産
様
式
の

形
成
の
一
要
素
を
検
出
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。

ω前
資
本
舗
、
資
本
制
の
形
成
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
主
体
た
る
資
本

を
と
ら
え
る
一
契
機
と
し
て
で
あ
る
・

;16 
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あ
れ
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
・

逐
次
指
摘
す
る
と
い

-
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
た
い
が
、

し
ま
ま
で
の
所
に
お
い
て
、
全
体
の
大
ま
か
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
漠
然
と
で
は

3・5

ン
に
言
及
し
た
の
が
「
資
本
と
近

U
K十
日
目

l

」
ジ
ハ
『
資
本
と
土
地
所
有
』
の
上
に
立
ち
、
か
つ
そ
れ
ら
の
?
こ
え
プ
ラ

l
l

イ
ク
フ
ィ
i
ル
ピ
』
で
あ
る
・
そ
こ
で

は
、
資
本
・
土
地
所
有
・

賃
労
働
の、

互
い
が
互
い
の
条
件
と
な
り
あ
う
相
互
関
係
、
得
互
作
用
の
内
に
、
資
本
制
と
い
う
一
つ
の
生
命
体
の
経
過
性
を
凝
縮
し
た
内
容
で
示
し

す
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
・
以
下
、

そ
が
、
定
源
的
蓄
積
論
に
枠
組
み
を
与
え
、
ま
ム
』
後
者
に
よ
っ
て
『
プ
ラ
ン
』
の
内
容
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
位
置
を
獲
得

て
お
り
、
と
り
わ
け
、
『
プ
ラ
ン
』
と
本
源
的
蓄
積
と
い
う
場
合
、
『
プ
ラ
ソ
』

H

「
資
本
と
近
代
的
土
地
所
有
』
が
、
そ
の
嫌
成
契
俊
こ

次
肢
に
ふ
り
か
え
っ
て
お
き
た
い
・

れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
、
事
前
に
、
同
一
個
所
を
考
察
し
た
研
究
の
若
手
の
も
の
に
つ
き
、
内
容
上
の
重
復
は
い
と
わ
ず
に
、
年

そ
の
契
岨
慨
を
さ
ぐ
り
だ
す
・
当
数
匂
所
は
、
必
ず
し
も
、
研
究
白
人
に
お
い
て
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
ら

?
一
。
見
尚
氏
一
は
、

『土
地
所
有
の
号
室
則
』
中
マ
ル
ク
λ

の
「
土
地
所
有
研
究
の
き
妙
」

い一

u
v
h
h
h
h
U
1十
げ
げ
ば
は
り
九
日
る
一
対
し
て
、
土
地
所
有
は
、
資
本
に
よ
る
地
代
支
払
に
よ
っ
て
成
立
す

る
仰
し
か
し
、
資
本
に
よ
る
地
代
支
払
を
要
請
す
る
の
は
土
地
所
有
で

に
お
い
て
、
以
下
六
点
と
し
て
笠
間
惜
し
て
い

な
く
て
、
土
地
所
有
の
「
課
題
』

あ
る
。
こ
こ
に
、
土
地
所
有
の
「
領
有
償
』
は
『
所
有

1
』
に
転
化
す
る
・

ω前
資
本
観
的
土
地
所
有
関
係
を
解
体
す
る
の
は
資
本
で
は

z
y
p
ロ

1
ジ
ャ

1
・

ω近
代
的
土
地
所
有
と
し
て
の
完
成
度
は
、
生
産
力
の
発

『
宮
崎
務
』
で
あ
る
・

*..約司sa
ぺ
い
し

J
h九
九

』

し

封

一

一

い

る

が

M
P
J
μ
り
し
て
は
地
代
圧
力
の
団
連
と
し
て
、

賃
労
働
に
と
っ
て
は
土
地

展
段
階
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。

的
資
本
初
的
廃
業
土
地
在
営
は
、
小
金
澄
考
に
よ
る
土
地
経
営
に
対
し
て

、
阻
止
要
因
と
な
っ
、
賃
労

第三.. 

究
に
自
を
転
じ
て
い
こ
う
・

ー
!

こ
の
六
点
で
あ
る
・
ま
と
め
は
後
に
し
、

順
次
他
の
研

小
池
萎
之
氏
は
、
『
n

資
本
治
"
に
お
け
る
土
地
所
有
の
論
理

1
1
研
究
序
説
』
に
お
い
て

、
資
本
に
と
っ
て
土
地
所
有
は
い
か
な
る
役

制
却
を
果
た
す
か
、
と
い
う
視
角
か
ら
接
近
し
、
土
地
所
有
を
資
本
の
条
件
ハ
日
賃
労
働
〉
お
よ
び
そ
の
対
立
ハ
リ
地
代
)
の
両
面
で
と
ら

《

sv

ぇ
、
土
地
所
有
と
地
代
に
重
点
を
お
い
て
考
察
し
て
い
る
・

資本初と人間8然・土地ð~

回
中
菊
次
氏
は
、

『経
済
学
の
生
成
と
地
代
の
論
理
』
に
お
い
て
、
資
本
鎖
的
農
業
土
地
復
営
に
お
け
る
地
代
、
そ
の
地
代
諭
の
理
論

的
精
成
を
弐
λ
、
・
窓
楽
の
地
代
諭
、
す
な
わ
ち
で
フ
ラ
ソ
論
的
地
代
論
h

を
、
差
額
地
代
・
絶
対
地
代
か
ら
な
る
い
わ
ゆ
る
地
代
論
、
お

よ
び
、
資
本
と
土
地
所
有
、
す
な
わ
ち
独
立
の
土
地
所
有
論
、
こ
の
両
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
べ
き
と
し
、
そ
の
際
の
一
素
材
と
し
て
い
る
。

尾
民
間
芳
ム
旧
民
は
、

以
下

E 

本
車
と
同
じ
く
、
『
資
本
と
近
代
的
土
地
所
有
」
を
本
表
的
寄
駁
論
と
一
定
の
重
な
り
あ
う
関
係
で
と
ら
え
、

の
よ
う
に
整
序
し
て
い
る
。

ω資
本
、
賃
労
働
の
『
苛
筒
形
成
史
」
の
事
実
的
呈
示
。
川
w
賃
労
働
の
創
出
過
程
と
し
て
の
「
個
人
に
よ
る

土
地
の
直
後
的
利
用
を
排
除
す
る
土
地
所
有
」
の
形
成
。

ω旧
土
地
所
有
を
近
代
的
土
地
所
有
に
転
化
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
資
本
。
川
w

賃
労
働
と
い
う
形
惣
規
定
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
資
本
。
『
資
本
の
前
提
な
し
に

は
、
労
働
力
は
た
だ
の
遊
緩
労
働
力
た

生
産
者
に
、

資
本

l
責
労
働
、
土
地
所
有

る
に
す
ぎ
な
い
よ
以
上
、
尾
衛
氏
は
、
資
本
l
土
地
所
有
l
賃
労
働
の
内
的
連
関
を
『
資
本
と
近
代
的
土
地
所
有
」
の
内
に
見
い
出
し
、

賃
労
働
、
賃
労
働

l
l
資
本
と
い
う
、
互
い
が
互
い
の
条
件
と
な
り
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
制

が
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
、
組
立
細
工
の
よ
う
に
ガ
ッ
チ
リ
と
組
み
合
っ
た
も
の
と
し
て
示
し
、
.
最
後
に
、
資
本
舗
創
出
に
お
け
る
土
地
所

有
の
『
能
動
的
反
作
用
』
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
。
氏
の
所
説
に
つ
い
て
は
ま
た
た
ち
か
え
る
が
、
と
り
わ
け
、
億
人
に
よ
る
土
地
の

直
接
的
利
用
を
排
除
す
る
土
地
所
有
、
遊
緩
労
働
力
等
の
緩
念
は
、
対
象
を
的
確
に
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
本
な
に
お
い
て
も
そ
の

ま
ま
継
承
し
て
い
き
た
い
。

平
田
清
明
氏
は
、

『
経
済
学
の
プ
ラ
ン
と
方
法
』
に
お
い
て
、

9
a
l
ベ
ル
研
究
と
い
う
脈
絡
の
下
で
と
り
あ
げ
、
資
本
|
土
地
所
有

ー
賃
労
働
を
、
資
本
に
よ
る
近
代
的
土
地
所
有
の
成
立
を
媒
介
と
す
る
、
資
本
に
と

っ
て
の
『
自
己
の
必
須
条
件
」
た
る
賃
労
働
の
析
出

と
し
て
と
ら
え
、
一
息
資
本
関
係
が
成
立
し
た
後
に
は
、
こ
の
序
列
は
、
賃
労
働
|
資
本

l
土
地
所
有
に
転
換
し
『
動
乱
的
ト
リ
ア
l
デ』

に
な
る
と
し
て
い
る
・

31~ 



以
上
が
、
時
系
列
的
に
と
ら
え
た
若
干
の
研
究
で
あ
る
・

ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
小
池
、

田
中
両
氏
に
あ

っ
て
は
、
地
代
・
土
地
所

tu  

有
に
ひ
き
つ
け
た
整
理
が
、
平
田
氏
に
あ
っ
て
は
い
資
本
初
の
「
出
口
』
に
自
を
向
け
た
整
理
が
行
わ
れ
て

L
る
こ

の
テ
l

マ

に

も

っ

と

も

近

い

形

で

整

理

を

し

て

い

る

の

は

、

、

と

が

わ

か

る

。

本

章

石
見
、

こ
れ
ら
の
業
統
に
学
び
つ
つ
、

改
め
て

尾
崎
氏
で
あ
る
.
以
下
、

『要
綱
』
|
『資
本

と
近
代
的
土
地
所
有
」
を
、
広
源
的
苔
罰
論
と
の
か
か
わ
り
が
予
想
さ
れ
る
所
に

重
点
を
お
き
、

1
司
プ
ラ
ン
』
を
念
頭
に
お
き
、
さ
と
め
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
先
の
「
序
言
」

第
一
@
前
資
本
初
に
お
い

i
、
土
泊
所
有
が
一
社
会
の
基
礎
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
資
本
鋼
生
蜜
雲
は
、
資
本
が
主
体
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
息

眠
薬
土
地
経
営
を
資
本
冷
趨
む
こ
と
、
土
地
筏
営
に
お
け
る
資
玄
創
生
産
の
創
出
を
も
っ
て
、
成
立
の

精

一
の
内
容
と
な
ら
ざ
る
を

れ
い
れ
r
1
U
H
M
Uバ
、
あ
い
い
片
山
口

l
h
u
-
-
-れ
山
口
付
日
れ
は
汁
い
い
ほ
れ
い
U
U
いい川、「

h

パ
h
H
1リ
U
M
M
1
U
M
M
U村
尚

お

し

」

あ

げ

ー

に

よ

っ

て

怠

F
E
E
Z
E
fこ
れ

第
二
。
資
本
は
、

前
資
本
制
的
土
地
所
有
を
限
前
に
見
る
時
、

そ
れ
ぞ
自
ら
に
と

っ
吋

;
Z
Aと
し
、

解
消
・
解
体
さ
せ
る
べ
き
対
象

日
刊
行
主
主
沼
山
出
計
十
封
一
げ
が
い
一
お
長
時

と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
・

資
本
制
を
主
品
開
と
す
る
勝
、

本滅的司S8t

第
一
一
一
-
土
地
所
有
は
、
資
本
倒
的
忠実
の
前
提
的

JEを
砲
保
す
る
た
め
こ
、
そ
の
土
地
こ
ぉ
、
て
主
底
と
油
川
河

生
命
御
用
叫
や
-待
勺

て
い
た
生
雲
の
大
芝
土
地
か
ら
昭
返
し
、
大
土
地
弘
有
と
な
る
二

喜

一

で
は
、

f

L

a

土
地
ぞ
副
間
帯持
さ
れ
た
や
・
車
町
t
h
hr

、

e
mの
か
い

第三lJ

れれはおいけ汗
U
U
U
H
h汗
け
や
い
ト
ド
リ
ハ

Mluリ
計
り
い
れ

の
剣
雄
、
駆
逐
の
指
カ
と
し
て
の
土
地
所
有
・
大
土
足
私
有
の
形
成
自
第
E
の
契
機
・

資本舗と人問自然・土地Il~

第
四
・
生
震
と
生
存
の
手
だ
て
を
持
た
な
い
穴
量
の
遊
民
|
尾
血
同
氏

ι
よ
る
遊
雄
労
働
力

l
lが
現
存
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は

資
本
制
生
産
、
生
産
過
程
の
資
本
に
ム
る
速
行
の
条
件
で
あ
る
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
前
従
が
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
資
本
制
の
下
に
お
い
て
は
、
食
工
間
分
業
と
し
て、

エ
茶
と
遊
ぶ
位
置
に
転
志
す
る
廃
業
土
地
所
有
は
、
資
家
制
の
前
後
mm成
で

は
、
土
地
所
有
形
態
の
変
革
を
媒
介
と
し
て
、

農

・
工
聞
を
問
わ
ず
、

全
社
会
的
規
漢
で
の
、

賃
労
働、

資
本
・
賃
労
働
関
係
が
定
在

ー
す
る
償
汗
と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
『
鶴
市
か
ら
長
村
へ
の
賃
労
働
の
伝
濯
、
つ
ま
り
社
会
の
金
衷
面
に
ま
で
い
き
わ
た
っ
た
も
の

と
し
て
の
賃
労
働
」

。

全

社

会

的

広

が

り

に

お

け

る

、

資

本

関

係

の

前

後

た

る

遊

緩
労
働
力
の
事
実
的
定
在
H
第

N
の
契

後。

尾
邑
岡
氏
の
判
。

第
五
・
以
上
の
、
第
一
か
ら
第
固
ま
で
は
、
資
本
制
生
産
措
様
式
成
立
の
前
提
条
件
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
・

し
か
し
、

い
ま
、
資
本
初

を
、
生
涯
カ
の
発
展
段
階
と
し
て
見
直
す
と
、
分
業
と
マ
ニ
み
フ
ァ
ク
チ
a

ア
か
ら
機
械
と
大
工
業
と
段
階
的
進
展
を
と
げ
て
い
く
が
、

こ
の
資
本
制
下
の
発
展
段
階
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
資
本
制
の
前
提
と
見
え
た
第
一
か
ら
第
四
の
内
容
は
、
逆
規
定
的
に
、

機
械
と
大
工

業
段
階
の
『
資
本
」
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
成
熟
し
た
内
容
で
も
っ
て
た
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
・
ひ
る
が
え
っ
て
見
る
な
ら
ば
、
い

ま
ま
で
、
す
で
に
第
一
の
内
容
に
お
い
て
資
本
を
前
提
し
て
お
り
、
資
本
の
前
提
は
資
本
自
身
と
も
言
え
る
・
し
か
し
、
先
の
資
本
は
、

資
本
創
生
産
様
式
と
し
て
一
時
時
代
を
規
定
す
る
だ
け
の
内
容
を
獲
得
し
た
と
は
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
自
ず
か
ら
両
者
は
区
別
さ
れ
る
・

と
い
え
よ
う。

か
ら
「
総
体
性
」
『
広
が
り
』
を
持
っ
た
存
在
に
資
本
舗
が
転
化
す
る
慣
符
と
し
て
資
本
を
位
置
づ
け
た
も
の

『
近
代
的
工
業
が
発
達
し
て
高
度
の
完
成
に
た
つ
し
た
と
き
に
よ
じ
め
て
、
こ
の
点
在
的
な
分
野
か
ら
新
し
い
形
悠
が
そ

の
総
体
性
と
広
が
り
を
も
っ
て
生
成
す
る
の
で
あ
る
J

石
見
氏
の
川
判
。
す
で
に
自
ら
の
足
で
立
ち
運
動
し
て
い
る
も
の
と
し
て
の
資
本

に
よ
る
資
本
関
係
の
創
出
目
第
V
の
契
機
。

こ
れ
は
、

『
点
在
的
存
在
」

第
六
.
資
本
側
酬
が
発
展
し
た
段
階
に
お
い
て
は
、

資
本
に
と
っ
て
近
代
的
土
地
所
有
は
、

一
面
石
見
氏
が
述
べ
た
よ
う
に
、
賃
労
働
析

121 



出
の
直
常
的
基
礎
と
い
う
肯
定
的
側
面
を
持
ち
、
他
函
、
土
地
所
有
|
地
代
の
存
在
は
、
『
利
測
の
制
限
』
要
因
と
い
う
否
定
的
側
面
を

持
つ
・
次
の
第
七
と
あ
わ
せ
石
見
氏
の
判
・
資
本
に
と
っ
て
、
資
本
関
係
の
恒
常
的
基
礎
、
利
潤
の
制
限
、
こ
の
正
負
両
面
の
関
係
に
た

っ
土
地
所
有
H
第
M
H

の
契
俊
・

3Z'.! 

第
七
・
同
じ
く
資
本
舗
が
発
展
し
た
段
階
で
は
、
賃
労
働
に
と
っ
て
、
土
地
所
有
は
、
資
本
創
生
産
の
発
展
を
媒
介
と
し
た
新
し
い
次

元
で
、

大
柏
崎
の
ふ
と
こ
ろ
に
再
び
包
ま
れ
る
に
践
し
て
の
阻
止
要
因
で
あ
り
、
『
自
立
し
た

l
l
E姿
的
使
用
の
た
め
の
|
|
生
産
者
に

な
る
た
め
に
、
大
ヱ
泡
所
有
の
破
砕
を
要
求
す
る
・
』
賃
労
働
の
形
態
を
脱
ぎ
す
て
た
段
階
で
の
大
地
へ
の
回
帰
。
所
有
形
態
の
転
変
刊

第
四
の
契
畿
.

以
上
、
第
ー
か
ら
第
市
川
ま
で
の
契
機
が
、
資
本
|
土
地
所
有
|
賃
労
働
の
内
容
で
あ
り
、

『
資
本
論
』

法
則
の
重
層
的
展
開
の
内
に
、
そ
の
不
可
欠
の
契
機
と
し
て
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
・
な
お
、
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
本
源
的
蓄

積

aと
い
う
本
来
の
テ
!
?
と
の
か
か
わ
り
で
、

ω資
本

・
土
地
所
有

・
賃
労
働、

と
盆
ん
で
、

ω資
本
と
し
て
の
貨
幣
、

ω国
家
、

ω

ωに
資
本
と
し
て
の
貨
幣
を
お
い
た
の
は
、
「
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
』
に
お
け
る
、

に
お
け
る
、

資
本
制
の
径
済
諸

外
国
貿
易
、

を
あ
げ
て
お
き
た
い
.

資
本
は
常
に

貨
併
形
mu
で
も
っ
て
流
通
市
場
に
現
れ
る
と
い
う
周
知
の
文
苫
を
ひ
く
ま
で
も
な
く
、
他
県
幣
は
資
本
の
運
動
の
繍
初
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
本
源
的
蓄
積
に
お
い
て
、
資
本
関
係
形
成
の
不
可
欠
の
要
因
と
し
て
位
置
づ
け
ざ
る
を
え
な
い
が
ゆ
え
で
あ
る
・

ω、
川
刊
は
、
正
面

か
ら
は
と
り
あ
げ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
行
aa
の
う
ち
に
か
か
わ
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
契
機
で
あ
る
・

ω資
本
・
土
地
所
有
・

賃
労

こ
れ
が
資
本
制
生
産
、
そ
の
入
口
と
し
て
の
本
源
的

働

ハ第
I
J
第
四
の
契
機
〉、

ω資
本
と
し
て
の
貨
幣、

ω国
家
、
例
外
留
貿
易
、

本額約書積

蓄師側
に
照
射
さ
れ
る
で
あ
ゐ
う
『
プ
ラ
ン
』
諸
実
機
で
あ
る
・

序
と
し
て
は
、

続
い
て
、
『
プ
ラ
ン
』
を
内
在
さ
せ
た
、
『
悼崎
m
u
想」
、
『資
本
治
』
の
検
討
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
・

当
然
の

し
か
し
、

第三.

そ
の
問
題
に
入
る
前
に
、

い
ま
ま
で
の
研
究
史
心
あ
っ
て
、

こ
の
間
一
テ

守
に
吋
し
て
い

か
な
る
建
論
内
容
が
呈
示
さ
九
た
か
、
そ
の

続
観
な
り
と
も
痛
ん
で
お
く
こ
と
は
、

必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
来
の
テ

マ
は
三
に
位
置
づ
け
、

こ
で
は
、
本
滅
的
容
積
諭
の
研
究

史
を
辿
り
た
い
.

資本舗と人間6~. 土Jt6~

資
本
制
に
継
承

・
転
化
す
る

「
生
産
掠
式
』

す
で
に
、
『
プ
ラ
ソ
』
に
は
ふ
れ
ら
れ
た
も
の
と
し
、
ま
た
、
『
プ
ラ
ン
」
と
本
源
的
蓄
積
に
は
い
ま
だ
入
っ
て
い
な
い
・
そ
の
間
に
あ

E 

る
-
は
じ
め
に
、
ご
く
大
雑
把
に
見
れ
ば
、
研
究
申
ん
に
あ
っ
て
は
、

司資
本
論
』
そ
の
も
の
の
深
索
と
い
う
よ
り
、
資
本
輔
酬
の
『
発
生
史
』
、

っ
て
、

一面、

「
プ
ラ
ゾ
』
を
意
議
し
つ
つ
、

本
源
的
蓄
積
論
研
究
の
跡
を
追
い
、
そ
の
内
容
を
さ
ぐ
り
だ
す
こ
と
、

そ
れ
が
課
題
で
あ

換
言
す
れ
ば
、
資
本
制
酬
に
継
承

-
転
化
さ
れ
る
『
生
産
後
式
』
の
内
容
規
定
に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
・

っ
て
、
以
下
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
研
究
史
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、

し
た
が

一
つ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
ら
え
方
と
し
て
、

本
源
的
蓄
積
諭
を
経
済
学
の
体
系
外
と
す
る
立
論
が
あ
る
・

そ
れ
は
、
{
予
野
弘
蔵
氏
『
原
理
論
』
で
あ
る
・

-E初
に
、

簡
単
に
ふ
れ
て
お

b
h
p

・回、.

a
刻、，

i

ド・v
{
予
野
氏
は
、
原
理
論
、
段
階
論
、
現
状
分
析
と
い
う
こ
二
段
階
論
」
で
も
っ
て
、
経
済
学
の
体
系
化
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
原
理

論
に
お
い
て
は
、
資
本
制
こ
お
け
る
円
環
運
動
を
対
象
と
し
、
そ
の
入
ロ
と
出
口
に
つ
い
て
は
、

捨
象
す
る
の
が
原
理
的
で
あ
る
と
し
、

『資
本
警
本
滅
的
蓄
積
!
射
程
外
と
し
て
い
る
二
突
は
こ
の

M

原
始
的
蓄
積
u

の
立
自
身
が
す
で
に
原
理
論
と
し
リ
リ
の
外
に

で
も
そ
れ
が
第
一
巻
の
最
後
の
篇
の
蓄
積
論
の
繍
論
と
し
て
と
か
れ
て
い
る
と
い
う
「

そ
の
点

出
る
も
の
で
あ
る
・

『資
本
論
』

{uv 

を
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
J

け
で
あ
る
・
字
野
氏
が
、
原
理
論
の
枠
外
と
し
た
狼
ぬ

ι
つ
い
て
、
鎌
倉
孝
夫
氏
は
、

本
源
的
蓄
積
は
、
蓄
積
論
の
術
論
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を

一
論
ぬ
と
し
つ
つ
、

原
理
論
の
体
系
外
と
す
る
.
こ
れ
が
字
野
氏
の
位
置
づ

資
・窓
舗
と
労
働
力
商
品
の
関
係
に
自
を
向
け
、
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
・

l
l玄
源
的
蓄
積
論
の
主
要
な
課
題
は
、
労
働
力
商
品
の
析
出
で
あ
ろ
う
・

し
か
し
、

労
働
力
商
品
の
事
実

12) 



的
定
を
は
、

転
化
論
で
与
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、

安

志
制
に
お
け
る
そ
の
確
保
は
、
資
本
蓄
積
に
よ
る
相
対
的
過
剰
人
口
の
形
成
と
い

う
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
{
予
野
氏
が
原
理
論
の
枠
内
に
お
く
の
は
、
こ
の
よ
う
な

「自
立
的
運
動
体
』
に
陪幽
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。
本

ふ・4

れ源
な的
か 苔
つ積
た諭
のは
で、

あそ
るi9れ
.、~ .~ 

'- r、.
対
し
て

外
的
な
も
の
で
あ
り

『
直
接
，
L

は
資
本
主
護
の
内
的
経
済
法
則
を
解
明
す
る
論
理
の
中
で
は
視
か

{
子
野
氏
は
、

一
方
に
、
自
立
的
運
動
体
、
円
環
的
運
動
体
と
し
て
の
資

本
、
他
方
に
、
本
源
的
蓄
積
論
を
お
き
、
前
者
の
み
を
原
理
諭

前
者
と
後
む
の
相
互
関
係
、

『資
本
諭
』
清

一
警
の
居
後
に
お
か
れ
た

本
源
的
蓄
積

aが
、
自
立
的
運
動
体
と
し
て
の
資
本
に
与
え
る
逆
照
射
と
い
っ
た
側
面
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
等
の
問
題
が
直
ち
に
浮
か

と
し
た
も
の
で
あ
る
・
こ
こ
か
ら
は
、

一
見
し
た
か
ぎ
り
で
も
、

び
あ
が
っ
て
く
る
で
あ
る
う
・

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
緒
論
と
し
た
点
も
あ
わ
せ
単
な
る
問
題
の
抱
備
に
と
ど
め
、
後
に
改
め
て
ふ
れ
る

』
と
と
し
た
い
.

宇
野
氏
と
は
対
極
的
に
、
径
済
理
論
の
体
系
内
で
の
対
象
と
し
つ
つ
、
そ
の
内
容
を
生
産
後
式
の
転
化
の
論
証
に
お
い
た
研
究
に
入
ろ

ぅ
。
典
型
は
大
島
縫
一
氏
に
見
ら
れ
る
。
大
島
氏
は
、

T

品
療
的
苔
積
Aa
の
課
題
を
『
土
地
収
奪
日
暴
力
」
の
検
出
で
は
な
く
、
経
済
法
則

的
な
資
友
創
成
立
の
解
明
に
お
き
、
そ
の
視
点
か
ら

『
資
本
論
』
に
は
空
白
が
あ
る
と
し
、
転
化
諭
、
落
師
側
論
と
の
連
燐

の
下
に
自
説
を

展
開
し
て
い
る
。
内
容
は
以
下
・

論
と
の
比
佼
で
き
え
ば
、
『
翁
建
的
分
析
」

第

一
・
本
源
的
蓄
積
で
は
、
転
化
論
で
与
え
ら
れ
た
労
働
力
商
品
の
創
出
か
『
歴

M
Wに
倹
断
〕
さ
れ
て
い
る
・
し
た
が
っ
て
、
転
化

『
俊
史
忽
必
的
な
生
成
分
保
』
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
転
化
論
と
は
区
別

に
対
ナ
る
に

本線的書S8町

さ
れ
る
・
し
か
し
、
他
面
で
は
、
両
者
の
前
鎚
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
は
、
と
も
に
『
手
価
物
の
交
換
」
で
あ
り
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は、

対
等
・

平
等
の
商
品
生
産
・

m

φ

||

(
苛
極
分
解
)

-
資
本

・
賃
労
働
関
係
の
生
成
と
い
う
、
『
発
生
史
』

の
図
式
が
す
で
に
半
ば
与

第三.

え
ら
れ
て
い
る
・

第
二
.
蓄
積
過
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
『
商
品
生
涯
の
所
有
法
則
の
資
本
制
約
取
得
法
則
へ
の
転
化
」

す
な
わ
ち
、

8
ら
の
労
働
に
も

資本穏と人間自然 ・土足白書生

そ
の
よ
う
な
所
有
に
も
ζ

づ
く
商
品
生
産
、
お
よ
び
、
相
互
の
問
の
対
等

・
平
等
の
交
換
関
係
が
、
資
本
舗
の
法
則
で
あ

る
他
人
労
働
に
も
と
づ
く
所
有
H
資
本
、
他
人
の
た
め
の
労
働
に
よ
る
所
有
喪
失
"
賃
労
働
と
い
う
関
係
に
転
化
す
る
そ
の
過
程
守
検
証

円

nv

す
る
こ
と
で
あ
る
・

と
づ
く
所
有
、

第
三
。
以
上
の
基
事
を
た
て
て

『
資
T
A

論
』
を
見
直
す
と
、

一
つ
に
は
そ
の
転
化
の
必
然
性
が
と
か
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
一
つ
に
は
、

本
論
』

に
お
け
る
空
白
を
う
ず
め
、
あ
る
い
は
鎗
象
す
べ
き
も
の
は
す
て
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

転
化
に
と
っ
て
『
外
的
条
件
』
で
あ
る
も
の
が
『
鎗
曲
ご
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
・
本
滅
的
蓄
積
論
は
、
ゆ
え
に
、

『資

は
じ
め
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
・

置

第
四
・
本
源
的
蓄
積
論
は
、

転
化
諭
、

蓄
積
論
の
延
長
線
上
心
位
置
し
、
務
品
生
産
か
ら
資
本
鋼
生
産
へ
の
移
行
を
論
証
す
る
こ
と
に

『
市
場
理
論
」
『
分
解
諭
」

成
の
建
議
と
し
て
明
快
な
形
で
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
』
.

レ
l
-一
ン

に
お
い
て
、
『
小
生
産
老
府
な
い
し
隻
民
層

の
分
解

に
よ
る
資
本
関
係
形

あ
る
・
そ
の
内
容
は
、

以
上
が
大
島
氏
の
理
論
内
容
で
あ
る
・

i
i'付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

治、

氏
に
あ
っ
て
は
、

い・ま
、

四
点
に
ま
と
め
た
氏
自
身
の
本
源
的
蓄
積
論
と
、

『
資
本
論
』

と
が
区
別
さ
れ
、

後
者
に
つ
い
て
は
、

『
注
』
と
い
う
位
置
で
、
第
一
に
、
資
本

・
土
地
所
有
・

賃
労
働
、

こ
の
三
範
喝
の
相
互
規
定
の
関
係
を

『
抽
象
的
に
解
明
し
て
い
る
』

資
本

・
土
地
所
有

・
賃
労
働
関
係
の
成
立
と
資
本
の
支
配
は
、
『
国
家
』

能
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
『
強
調
的
に
解
明
し
て
い
柁
』
と
す
る
・
前
節
で
述
べ
た
指
針
と
近
似
的
整
理
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
し
、
第
二
に
、

に
よ
る
資
本
制
形
成
に
向
け
て
の
促
進
的
後

に
お
く
こ
と
に
あ
る
。

氏
自
身
の
立
論
に
帰
る
降
、
そ
の
第

一
の
特
徴
は
、
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、

課
題
を
、
商
品
生
産
か
ら
資
本
舗
へ
の
歴
史
的
転
化

し
か
し
、
本
源
的
蓄
積
は
、
転
化
の
検
出
で
は
な
く
、

資

本
制
の
前
提
、

資
本
制
の
法
則
的
運
動
に
連
関
す
る
諸

契
畿
の
論
理
的
検
出
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
三
の
内
容
と
し
て
改
め
て
検
討
し
た
い
.
第
二
の
特
徴
は、

蓄
積
論
中
『
商
品
生

産
の
所
有
法
則
の
資
本
鎖
的
取
得
法
則
へ
の
転
化
」
を
、
時
系
列
的
転
化
と
し
、

資
本
制
以
前
の
商
品
生
産
社
会
を
設
定
し
、

よ
っ
て
本

源
的
蓄
積
舗
を
転
化
鎗
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
転
化
に
つ
き
見
回
右
介
氏
は
、
「
資
本
創
生
産
関
係
そ
の
も
の
を
前
提
』

し
た

F( 



上
で
の
、
資
本
制
の
枠
内
に
お
け
る
転
化
と
し
、

レ
!
ユ
ン

『
市
場
理
論
」
も
ま
た
『
発
生
』
史
で
は
な
い
と
し
て
い
一
仰
い
見
田
氏
に
し

，326 

係
の
問
題
を
、
侍
系
列
的
な
ヨ
コ
の
関
係
に
お
き
か
え
七
の
で
あ
る
う
。
第
一
-
一
の
特
忍
ば
、
資
芯
制
に
縫
示

・
転
化
す
る
『
生
澄
燦
式
』

た
が
う
か
ぎ
り
、
大
島
氏
は
、
資
本
甥
の
論
理
的
杷
盤
心
お
け
る
、
現
象
と
本
質
、
上
向
と
下
向

、
流
通
と
生
産
と
い
っ
た
、

々
テ
の
関

を
、
も
つ
ば
ら
、
商
品
生
産
社
会
に
収
品
駁
し
て
ζ

ら
え
d

、
い
る
こ
と
で
あ
る
・
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
止
ん
の
{
子
野
氏
が
以
下
の
批
判
を
加

え
て
い
る
。

l
l

商
品
生
産
社
会
と
い
う
と
ら
え
方
は
、
小
商
品
生
度
考
の
人
が
生
産
者
で
あ
る
一
社
会
を
想
定
し
て
い
る
・
し
か
し
実

関
心
は
、
後
ら
は
金
制
あ
る
い
は
資
本
初
の
『
間
隙
心
出
現
』
し
た
に
す
ぎ
て
そ
れ
を
も
っ
て
一
社
会
を
な
す
と
は
「
非
現
実
的
な

る
想
定
』
で
あ
る
、
と
。
本
源
的
蓄
積
Aa
を
『
有
品
調
』
と
す
る
点
で
は
、
引
さ
続
き
念
減
に
お
く
べ
き
倹
討

凍
屈
で
あ
る
が
、
大
島
氏
に

対
す
る
こ
の
錦
繍
は
実
体
的
復
縄
b
z
持
っ
た
説
得
的
な
も
の
で
あ
る
う
・

大
島
氏
が
提
起
し
た
問
題
を
、
以
後
の
行
論
を
窓
必
し
て、

や
や
一
般
化
し
て
Z
い
換
え
れ
ば
、
資
本
側
刷
に
転
化
す
る
『
生
虚
像
式
』

「
商
品
生
産
社
会

の
内
容
は
何
か
、
さ
た
、
本
源
的
蓄
積
論
で
、
資
本
制
以
前
の
領
暗
唱
を
と
り
あ
げ
る
際
の
復
鎚
は
何
か
、

資
本
創
』

と
い
う
理
諭
は
、

い
ま
、
社
会
発
展
史
に
お
け
る
『
袋
奴
制

l
i
資
本
制
』
と
い
う
図
式
と
つ
き
あ
わ

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
民
の

せ
て
み
れ
ば
、
直
ち
ζ

、
資
本
割
に
転
化
す
る
も
の
と
し
て
、

た
研
究
を
見
て
い
こ
う
・

一
領
暗
叫
に
対
す
る
こ
つ
の
特
徴
づ
け
と
し
て
浮
か
び
あ
が
り
、
倹
討
を
迫
る
も
の
と
な

。
そ
こ
で
以
下
、
大
島
氏
と
は
視
角
を
異
に
し

一
方
で
は
商
品
生
産
社
会
、
他
方
で
は
食
叙
制
と
い
う
、
こ
の
こ
つ
が
向

.:i:d目的蓄積

資
本
制
に
転
化
す
る
対
象
を
、
大
島
氏
の
よ
-
つ
心
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
ー

関
係
に
お
き
か
え
考
案
し
た
の
が
、
翌
英
一
氏
;
び
吉

g次
氏
で
あ
げ
1

町

村

山

口

吋

い

い

リ

ー

リ

リ

バ

リ

村

山

よ
び
商
品
生
底
究
そ
の
異
質
笠
で
は
な
く
共
通
面
て
と
ら
え
、
共
に
「
労
働
力
と
生
度
手
段
と
の
自
然
的
ト
町
一
〆
見
ら
れ
る
と
し
、

月曹三E

資
本
初
を
そ
の
対
極
に
位
置
す
る
も
の
、
ゆ
え
ζ

ま
た
、

l

l

一ホ

2
4
5と
商

品

生

涯

を

共

通

商

で

と

ら

え

る

は

は

甘

い

け

立

は

刊

誌

川

町

れ

い

日

刊

行

察
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
擦
の
基
調
は
、
資
本
輔
閣
の
成
立
d
前
資
本
舗
の
解
体
と
し
て
、
同
-
過
程
の
三
側
干
仰
を
見
て
い
く
こ
と
，
H

あ

る
・
姻
江
氏
の
所
誌
に
は
、
主
課
題
は
あ
く
ま
で
広
源
的
蓄
積

aで
あ
り
、
忠
岡
奴
甥
あ
る
い
は
商
品
生
産
を
ま
ず
と
り
あ
げ
、
次
に
移
行

資本舗と人問自然・土地fI~

湖
、
そ
し
て
資
本
側
酬
と
い
う
、
対
象
設
定
の
移
動
を
と
も
な
う
各
段
階
の
分
析
が
目
的
で
は
な
い
こ
と
が
、
時
制
燃
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い

る
・
吉
村
az次
氏
は
、
田
知
江
氏
が
示
唆
し
た
、
本
源
的
蓄
積
論
に
お
け
る
、
長
奴
矧
と
商
品
生
産
の
問
題
を
、
大
島
氏
の
司
商
品
生
産
』

を
批
判
的
に
と
ら
え
な
お
す
と
い
う
含
意
を
ひ
め
、
次
の
よ
う
に
諭
定
し
て
い
る
・

転
化
諭
、
普
積
一a、
本
源
的
蓄
積
一aι
お
け
る
、
商
品
生
産
か
ら
資
本
制
へ
の
移
行
の
諭

第
一
・
大
島
氏
の
所
説
を
貫
く
テ

マ
は
、

置

理
の
発
見
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
転
化
論

ι先
守
す
る
海
ロ
問
、

『資
本
論
h

冒
頭
街
ロ
聞
は
、

資
本
制
に
転
化
す
る
前
資
本
制
的
所
ロ
聞
に
擬
す

る
こ
と
と
な
る
・
そ
こ
で
冒
頭
商
品
を
改
め
て
見
ょ
う
・
そ
れ
は
た
し
か
ζ

、
明
示
的
に
は
資
本
関
係
の
結
果
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
出
榊

鈍
商
品
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
そ
れ
を
も
っ
て
、
単
純
商
品
川
前
資
本
制
的
商
品
と
い
う
等
号
関
係
を
ひ
く
桐
仮
処
と
は
な
り
え
な
い
。

資
本
側
酬
の
自
常
的
現
実
に
自
を
向
け
れ
ば
直
ち
に
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
商
品
が
絞
売
場
裡
に
獲
を
現
す
際
に
は
、
た
と
え
生
滋
過
程

に
お
い
て
は
、
資
本
関
係
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
痕
跡
は
す
で
に
消
し
去
ら
れ
て
お
り
、
単
な
る
商
品
と
し
て
の
λ
存

在
す
る
・
商
品
論
に
お
け
る
商
品
が
、
資
玄
関
係
を
含
ま
な
い
の
は
、
資
本
制
下
に
お
け
る
、
資
本
制
酬
が
現
実
に
行
う
抽
象
化
の
結
果
で

あ
り
、
ゆ
え
に
、
単
純
な
商
品
で
あ
っ
て
も
、
資
本
関
係
を
前
提
と
し
た
商
品
と
諭
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
単
純
商
品
で
あ
る
こ
と
が
向

時
に
、

前
資
本
制
的
商
品
と
直
接
に
一
致
す
る
根
鎚
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
「
単
純
な
商
品
は
、

:
:
日
々
の
運
動
に
よ
っ
て
現
実
に

行
わ
れ
て
い
る
抽
象
化
の
産
物
で
あ
る
・
:
:
:
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
反
面
で
は
、
単
純
な
荷
品
と
し
て
の
そ
の
突
を
が
、
資
本
活
動

【

mv

と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
」

の
成
果
で
あ
り
資
本
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
、

商
品
論
か
ら
転
化
論
へ
の
移
行
は
、

一
つ
の

歴
史
的
移
行
と
は
見
な
し
え
ず
、
商
品
論
に
お
け
る
商
品
は
、
前
資
本
鎖
的
領
緩
に
と
ど
め
て
お
け
ず
、
同
一
対
象
た
る
資
本
矧
の
前
提

お
よ
び
結
果
と
し
て
、

た
え
ず
析
出
さ
れ
て
く
る
資
本
制
の
基
礎

・
土
台
と
し
て
の
商
品
で
あ
る
。

第
二
・
上
の
こ
と
を
、
大
島
氏
の
立
論
と
か
か
わ
ら
せ
る
形
で
整
理
す
れ
ば
以
下
。
①
た
し
か
に

『資
本
論
』
の
商
品
に
お
い
て
は
、

.i~7 



資
本
舗
商
品
を
分
析
す
る
や
に
例
証

と
し
て
お
り
こ
ま
れ
た
も
の
で
あ
り

、
前
資
本
鎖
的
商
品
そ
の
も
の
が
対
象
と
な

っ
て
い
る
わ
け
で

資
本
初
以
前
の
商
品
に
つ

い
て
ふ
れ
て

は
い
る
・
し
か
し
そ
れ
は
、
資
本
判
明
海
ロ
閣
を
理
解
す
る
た
め
に
、
前
資
本
制
か
ら
と
り
だ
さ
れ
、

J28 

い
い

urU九
料

百

九

日

り

、

計

心

れ

っ

て

そ

れ

が

単

純

な

商

品

を

資

本

分

析

の

出

発

さ

お

く

ま

に

な

っ

て

い

る

『

-

4

も
、
た
し
か
に
資
本
心
転
化
す
る
も
の
と
賃
労
働
に
転
化
す
る
も
の
に
分
か
れ
、

こ
の
よ
う
な
苛
極
分
解
が
、

日
常
的
現
象
と
し
て
あ
る
吃
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
資
本
制
の
規
定
的
要
素
と
み
な
す
こ
と
は

で
き
な
い
@
資
本
初
下
に
お
け
る
小
商
品
生
産
、
そ
の
哲
也
分
解

一同
規
定
的
要
素
と
し
て
の
資
本
が
す
で
こ
碕
立
し
て
い
る
下
に
お
け

日

日

し

れ

は

れ

わ

昨

日

れ

ド

は

が

〕

ぺ

れ

か

あ

り

え

な

い

@

@

ゆ

え

に

リ

単

純

商

品

生

産

は

そ

れ

自

、
は
な
い
』
・
以
上
、

第
一
、
第
二
は
、

『資
本
論
』
円
頭
商
品
を
、
資

的
蓄
漬
論
に
お
け
る
、
震
叙
制
と
商
品
生
産
の
関
係
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
初
生
還
に
転
化
す
る
商
品
生
産
と
綾
定
し
う
る
カ
と
う

、
ぃ
問
題
で
あ
っ
た
・
次
に
は
、
以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
改
め
て
、
本
源

相
対
す
る
契
畿
の
具
体
的
な
あ
り
方
が
「
前
史
』
に
お
い
て
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
島
氏
は
、
そ
れ
を
発
展

・
転
化
す
る
関
係
と
し

人
労
働
の
取
得
、
労
働
力
商
品
を
前
提
と
す
る
以
上
、
労
働
と
所
有
の
分
維
と
向
車
崎
で
あ
る
・
こ
の
労

働
と
所
有
の
二
致
』
と
「
分
緩
」、

で
は
、
資
本
創
生
産
は
、
務
白
伺
生
産
を
前
提
と
す
る
以
上
、
そ
れ
は
労
働
と
所
有
の
一
致
と
同
議
で
あ
る
。
他
方
、
資
本
制
生
涯
が
、
他

第
三
・
本
滅
的
苔
債
に

つ
い
て
の
一
理
論
と
し
て
移
行

aを
位
置
づ
け
る
降
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
耳
藤
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

方

本源的蓄積

た
-
し
か
し
、
『
一
意
』
は
あ
く
ま
で
こ
致
』
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
『
分
緩
』
は
生
じ
て
こ
な
い
で
あ
る
う
・
『
決
定
的
条
件
は
労

働
力

第三1!

商
品
の
存
在
で
あ
り
、
こ
の
労
働
力
商
品
化
の
前
提
い
所
有
と
労
働
の
分
維
で
あ
る
。

し
か
る
に
、

・

2
E外
的
な
条
件
で
あ
り
占
有
と
労
働

2
E
3
3
z
g
Tぶ
っ

て

人

口

付

一

十

日

い

い

れ

あ
る
か
ぎ
り
は
、
"
商
品
生
産
の
霊
的
言
法
則

M

そ
の
も
の
か
ら
は
生
じ
え
な
い
と
い
う

~

5

第
四
二
こ
こ
に
吉
村
氏
自
身
の
商
品
生
産
と
、
労
働
ζ

所
有
の
分
雌
と
い
う
関
空
問
題

社

打

下

て

い

る

J

単

紬
町
商
品
生
産
は
、
資
本
舗
の
前
提
条
件
と
す
る
場
合
に
は
、
他
の
前
提
、
労
働
ζ

所
有
の
分
輯障
と
延
他
府
せ
ざ
る
を
え
な
い
・
氏
の
健
闘
議
ぷ

入
る
う
・
①
単
純
商
品
生
産
は
、
そ
の
集
成
と
し
て
の
一
社
会
が
存
在
し
な
い
以
上
、
農
奴
創
生
産
織
式
の
下
に
お
い
て
、
商
品

-mm崎市

資本舗と人間IH全・土Jtfl~

関
係
の
促
迫
の
下
で
、
な
お
、
農
奴
創
的
生
産
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
野
内
合
し
た
『
封
建
制
酬
の
下
で
の
生
産
力
発
展
に
照
応
す
る
封
建

円

h
H
》

的
生
産
峨
式
の
適
応
形
mU』
で
あ
る
他
な
い
.
資
本
制
別
心
直
祭
奄
化
す
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
長
奴
制
酬
の
最
後
の
存
在
形
態
で
あ
る
・

そ
の
意
味
で
、
商
品
生
産
か
ら
資
本
矧
へ
の
移
行
と
は
『
突
は
封
建
的
生
産
様
式
か
ら
資
本
創
生
産
様
式
へ
の
移
行
の
一
妥
現
に
す
ぎ
な

A

お》

い
も
の
で
あ
る
』
・

1
1
1
こ
こ
に
、

aR
奴
お
よ
び
単
純
商
品
生
産
目
労
働
と
所
有
の
一
致
、

と
い
う
細
江
氏
と
近
似
的
な
等
式
が
ひ
か
れ

E 

た
わ
け
で
あ
る
・
②
本
源
的
蓄
積
は
、
所
有
と
労
働
の
分
緩
を
主
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
農
奴
観
的
土
地
所
有
の
廃
絶
と
賢

本
制
的
長
兼
の
成
立
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
・
し
か
し
、
付
宮
す
べ
き
は
、
土
地
所
有
形
態
の
変
化
は
、
資
本
舗
の
前
提
を
と
く
に
必
要

一
定
の
抽
象
的
次
元
で
議
入
さ
れ
て

ρ
る
こ
と
で
あ
り
、
『
土
地
問
題
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
九

な
か
ぎ
り
で
、

泡
江
、
吉
村
両
氏
の
抱
鏑
は
、
商
品
生
産
ζ

は
、
そ
れ
が
小
商
品
生
産
で
あ
る
か
ぎ
り
、

な
お
、
労
働
と
所
有
の
一
致
と
い
う
一

線
で
、

長
奴
制
下
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
源
的
蓄
積
は
、
む
し
ろ
農
奴
制
下
の
小
商
品
生
産
を
破
砕
の
対
象
と
せ
ざ
る
を
え
ず
、
移
行
の
源

泉
と
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
移
行
は
た
三
、
土
地
所
有
形
態
の
転
変
宏
、
労
働
と
所
有
の
分
厳
の
償
符
と
い
角
度
か
ら
抽
出
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
る
こ
と
、
こ
の
こ
点
で
あ
る
。

最
後
に
、
尾
崎
氏
の
所
説
に
ふ
れ
、
前
資
本
矧
に
お
け
る
商
品
生
産
の
意
味
を
湾
確
認
し
て
お
こ
う
。
氏
は
、
小
商
品
生
産
の
特
性
に

《
明

M
V

っ
き
、
①
『
自
給
的
小
経
営
」
で
あ
る
こ
と
、
②
生
産
者
と
生
産
条
件
が
直
接
的
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
点
で
商
品
生
産
社
会

{
現
》

と
判
断
す
る
に
『
必
要
な
社
会
的
広
が
り
に
お
い
て
、
一

O
O
w
m商
品
生
産
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
え
ま
せ
ん
』
(
傍
奇
は
引
用
者
〉

と
し
て
い
る
・
こ
の
社
会
的
広
が
り
と
い
う
捜
点
は
、

一
の
プ
ラ
ン
に
お
け
る
、

第

w、
第
V 

ー の
社契
会後
の で
賀、

員:量
定、立
性、 E
を 「
、広

量、が
的、り
比、』
童、 と
と L、

う
表
現
が
用
い
ら
れ
た
が
、
理
論
と
、
そ
の
実
体

・
対
象
と
の
相
互
関
係
を
見
て
い
く
場
合
、

の
相
聞
の
下
で
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
・

32リ



し
た
が
っ
て
、
氏
に
よ
れ
ば
、

小
菊
ロ
間
生
産
は
、

歴
史
現
実
的
に
見
て
い
く
場
合
に
は
、
「
共
同
体
的
諸
関
係
』
お
よ
び
『
封
建
的
凶作

330 

取
関
係
、
と
い
っ
た
も
の
に
、
か
れ
が
自
給
的
小
経
営
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
な
お
多
か
れ
少
か
れ
ま
と
わ
り
つ
か
れ
た
、
そ
う
い
う
存
在

で
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
心
な
る
・
こ
こ
か
ら
導
き
幽
さ
れ
る
所
を
要
約
的
に
述
べ
れ
ば
以
下
・
第
一
・

i
l他
の
論
者
と

共
通
し
た
指
鴻
で
あ
る
が

l
l小
商
品
生
産
は
、
決
し
て
一
社
会
を
基
本
的
に
成
立
せ
し
め
る
、
生
度
単
位
で
は
あ
り
え
な
い
・

mニ・

小
商
品
生
産
は
、
自
給
的
部
分
、
自
然
経
済
の
部
分
を
た
え
ず
含
ん
だ
生
産

・
生
活
傑
式
で
あ
る
。
第
三
。
そ
れ
は
、
共
同
体
的
諸
関
係

に、

白仮
品
目
の
塗
は
あ
れ
規
制
さ
れ
て
い
る
。
第
四
。
そ
れ
は
農
奴
創
的
土
地
所
有
が
基
本
的
解
体
に
至
ら
な
い
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
の

諸
関
係
心
『
ま
と
わ
り
つ
か
れ
』
、
網
の
自
に
と
ら
え
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
.

』
の
四
点
で
あ
る
。
第
こ
か
ら
第
四
は
、

小
商
品
生
産
を

農
奴
舗
の
足
元
心
位
置
づ
け
る
俊
拠
に
つ
い
て
の
内
容
深
い
指
織
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
本
源
的
蓄
積
論
心
関
説
し
た
研
究
史
の
ご
く
大
後
把
な
媛
観
把
出
を
試
人
て
き
た
・
そ
れ
は
、
{
予
野
氏
の
原
理
論
に
つ
い

て
は
い
支
鳩
山
く
と
す
れ
ば
、

回
転
品
聞
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
本
源
的
答
関
の
全
体
像
を
係
り
だ
す
と
い
う
よ
り
、
『
商
品
生
産
|
|

ハ
多
行
)

-
資
本
舗
生
産
』
と
い
う
系
列
の
提
示
と
倹
討
に
収
飲
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
中
か
ら
、
指
江
、
吉
村
、
尾
崎
の
諸
氏
に

よ
り
、
本
滅
的
蓄
積
諭
に
お
け
る
前
資
本
制
に
つ

い
て
は
、
抽
象
力
を
用
い
て
、
震
奴
制
下
の
小
商
品
生
産
制
労
働
と
所
有
の
一
致
、
と

位
置
づ
け
の
転
決
に
つ
な
が
る
内
容
が
示

さ
れ
た
@
こ
れ
は
、
改
造
対
象
と
し
て
の
土
地
所
有
を
暗
示
し
て
お
り
、
三
で
の
倹
討
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

一
で
の
『
プ
ラ
ソ
」
諸
契
機
を
怨
記
す
れ
ば
学
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
む
し
る
、
前
資
本
制
の
領
厳
は
|
|
た
し
か
に

『
諸
彩
服
』
で
は
か
な
り
の
紙
幅
を
さ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え

1
1
本
紙
的

s
m諭
を
偶
成
す
る
一
要
閣
に
す
ぎ
な
い
・

し
、
資
本
舗
に
と
っ
て
は
、
『
移
行
』
の
原
点
で
は
な
く
、

破
白
押
の
対
象
に
な
る
も
の
と
し
、

*~tYr.n置

そ
れ
で
は
、

本
源
的
蓄
積
泌
を
際
成
す
る
要
因
と
は
何
か
、
『
プ
ラ
ン
」

は
ど
の
よ
う
な
角
度
か
ら
再
現
し
て
く
る
の
か
、
そ
れ
ら
れ
官
、

第三.

原
典
に
も
ど
り
検
封
し
よ
う
・

資ぷ舗と人問自然・土地8~

『
プ
ラ
ン
』

と
本
源
的
蓄
積

研
究
由
ん
の
概
観
を
通
過
し
た
段
階
で
、
こ
こ
で
は
、
直
接

『要
綱』
|
『
諸
形
態
」
、

『資
本
論
』
に
内
在
し
て
い
き
た
い
・

一
『
プ
ラ
ソ
』

の
検
討
に
お
い
て
、
。
資
本

・
土
地
所
有
・
賃
労
働

l
l
I
資
本
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
土
地
所
有
、
近
代
的
土
地
所
有

-
E資
本
に
よ

る
改
造
対
象
と
し
て
い
一
前
近
代
的
土
地
所
有
@
田
生
産
者
か
ら
の
土
地
斜
雄
、
思
遂
の
術
力
と
し
て
の
土
地
所
有
・
大
土
地
私
有
の
形
成
。

E 

N
全
社
会
的
規
疫
に
お
け
る
、
遊
緩
労
働
力
ハ

お
よ
び
利
潤
の
鵠
限
、
正
負
荷
薗
の
役
割
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
土
地
所
有
。
市
川
賃
労
働
閣
の
土
地
へ
の
回
帰
。

ω資
本

と
し
て
の
貨
融
問、

ω国
家
、
例
外
由
貿
易
、
と
し
、

ωぷ
お
け
る
七
つ
の
契
機
お
よ
び
似
J
帥
に
『
プ
ラ
ン
」
を
ま
と
め
た
・
こ
の

ラ
ソ
』
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
古
典
に
内
在
す
る
こ
と
、 ザ

賃
労
働
)
の
定
在
・

v資
本
自
体
に
よ
る
資
本
関
係
の
創
出
・
羽
資
本
に
と
っ
て
そ

の
直
常
的
基
礎
、

プ

そ
れ
が
本
節
の
内
容
・
課
題
で
あ
る
・

『要
綱
』
|
『
諸
形
態
」
か
ら
入
っ
て
い
こ

う
1 

『要
綱』

l
『筒
形
態
」

...， (1) 
諸
形
惣

が

共
同
体
の
ア
・ノ

ア
的
形
態

共
同
体
の
三
形
態
と
本
源
的
蓄
積

ロ
ー
マ
的
形
態
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
、
こ
の
共
同
体
の
三
形
態
を
、
奴
隷
制

・
農
奴
制

と
ま
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
ふ
刊
。
以
下
、
こ
の
三
形
態
を
逐
次
見
て
い
き
、
そ
の
上
で
、
司
諸
形
態
」

れ
れ
れ
れ
わ
れ
一
一
、
い
か
な
る
位
置
つ
け
で
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
い
く
・
し
か
し
最
初
に
、
こ
『
の
共
肉
体
』

に
つ
い
て
イ
メ
ー
ジ
言
U

お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
う
・
こ
の
点
に
つ
い
て
犬
猿
久
雄
氏
が
、
簡
明
な
規
定
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
規

定
を
見
た
上
で
本
来
の
テ
ー
マ
に
入
っ
て
い
き
た
い
。
氏
は
、

一
つ
に
は
、
凶
単
な
る

「
農
村
」
で
は
な
く
て
『
農
村
共
同
体
」
と
い
う
場

JJ・



合
、
『
近
代
化
』
の
問
題
を
意
識
し
つ
つ
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、

①
前
近
代
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
@
②
土
地
と
結
び
つ

孟p

、
.. 
、

'
L
V
S
E
h
h
 

一
つ
の

③
生
産
か
ら
生
活
に
わ
た
り
規
制
が
あ
り
、
『
倒
A
q

人
の
自
主
的
な
創

『
局
地
的
な
ま
と
ま
り
」
を
な
し
て
い
る
こ
と
・

意
を
符
さ
な
い
」
こ
と
・
村
八
分
・
こ
の
三
点
を
あ
匂
ま
た
一
つ
に
は
、
「
共
同
体
』
を
、
原
始
共
同
体
、

上
に
重

-d
わ
せ
、
狭
義
に
お
い
て
は
、
原
始
共
同
体
と
一
致
し
、
広
獲
に
は
、
奴
句
訪
問

-
E奴
制
を
支
え
る
『
土
台
あ
る
い
は
骨
組
』

と
し
て
い
る
。
過
不
足
な
い
規
定
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、

何
以
隷
輔
副
、

R
M
奴
制
の

て
い
こ
う
・

た
奴
隷
制
問
・
農
奴
舗
の
言
及
内
容
は
句
か
、
ま
れ
』
、
本
源
的
蓄
積
一aと
し
て
湾
把
鐙
す
る
場
合
は
い
か
な
る
角
度
に
お
い
て
か
、
閥
次
兄

こ
の
よ
う
な
『
共
同
体
」
、

そ
の
三
形
態
、

そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
何
か
、

ま

ア
ジ
ア
的
形
態

l
l共
同
体
の
第
一

の
形
態
、

ア
ジ
ア
的
形
態
は
、

種
践
の
共
肉
体
、
す
な
わ
ち
自
然
発
生
的
共
同
体
の
形
成
と
、
土

的
土
地
所
有
に
参
画
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
所
有
者
で
あ
り
、

生
活
財
源
を
そ
の
上
で
生
み
出
す
と
い
う
か
ぎ
り
で
は
、

楠
喝
の
共
同
所
有
を
特
徴
と
す
る
・
そ
の
個
々
の
庶
民
は
、
同
一
人
絡
が
、
同
一
土
地
の
上
で
、
自
ら
も
共
同
体
の
一
員
で
あ
り
、
共
同
体

..t1lP.約書SIR

者
で
あ
る
・
人
煩
史
の
綿
初
に
お
い
て
、
人
間
は

Mm
立
分
散
で
は
な
く
互
い
に
結
び
あ
い
、
そ
の
総
体
と
し
て
、
大
地
の
上
で
、
大
地
と

の
間
に
物
質
代
謝
を
営
ん
で
き
た
と
い
わ
れ
る
。
ア
ジ
ア
的
形
態
は
、
そ
れ
を
単
純
な
移
で
内
在
さ
せ
て
い
る
・
『
人
聞
は
、
共
同
団
体、

か
も
生
き
た
労
働
の
か
た
ち
で

8
己
を
生
澄
し
、
ま
た
再
生
座
す
る
と
こ
ろ
の
共
同
団
体
の
財
産
で
あ
る
大
地
と
素
朴
に
関
係
す
る
。

汁
人
は
、
い
ず
孔
も
所
有
者
ま
た
は
占
有
者
と
し
て
の
こ
の
奇
団
体
の
手
足
と
し
て
、
そ
の
成
員
と
し
て
ふ
る
ま
う
に
す
ぎ
な

h
p

J
そ
れ
は
、
自
営
刀
を

8
ら
の
内
に
出
け

っ
て
い
る
こ
と
を

2
5と
す
る
自
立
自
足
し
た
存
在
で
あ
る
・
「
こ
の
小
さ
な
共
同

h

av
ま

勺
た
く
自
給
自
足
的
な
も
の
と
な
り
、
ま
た
再
生
産
と
剰
余
生
産
の
い
っ
さ
い
の
訴
条
件
を
そ
れ
自
身
の
な
か
に
も
っ
て
い
ヤ
γ

ま
た
占
有
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か
し
、
『
諸
形
怨
』

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
形
胞
に
お
い
て
も
、
東
洋
的
湾
側
側
主
漢
と
い
わ
九
る
小
共
句
ル
悼
の
続
話
丘
、
剰
余
労
働
の
取
得
必
は
存
花
し
た
・
し

に
お
い
て
は
、

三
彩
服
を
貫
く
共
通
安
は
あ
く
ま
で
共
同
体
で
あ
り
、

剰
余
労
働
の
取
得
者
と
鍵
供
者
と
い
う
関
係

は
、
副
次
的
に
ぎ
及
す
る
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
・
そ
の
意
柊
は
後
に
、
改
め
て
倹
討
し
た
い
・

ロ

l
守
的
彩
感
I
l
l
・』の
第
二
の
彩
服
は
、
共
同
体
俊
貝
の
内
に
、
占
有
か
ら
所
有
へ
の
移
行
、
怠
的
土
抽
地
所
宥
、
所
有
考
q
R
族
に
よ

る
勝
作
と
m
収
穫
物
の
自
家
消
費
喝
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
第
一
の
特
徴
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
成
員
の
怠
有
地
と
並
び
共
同
所
有
地
と
し

資本舗と人間自然・ 土地自民

て
の
公
有
地
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
第
二
の
特
徴
と
す
る
。

第
一

の
形
態
で
は、

そ
の
成
員
は
、
共
同
体
そ
の
も
の
と
し
て
、
共
同
的

多
段
着
の
一
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
第
二
の
u
v
m閣
で
は
、
割
払
有
地
お
よ
び
公
有
地
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
怠
的
所
有
者
が
共
肉
体
の
担

い
手
で
あ
る
・
出
単
な
る
怠
的
所
有
者
が
、
相
互
に
独
立
し
て
誼
数
存
在
す
る
社
会
で
も
な
く
、
第
一

の
形
態
の
よ
う
に
単
な
る
共
同
で
も

な
く
、
か
つ
共
肉
体
と
い
う
一

線
で
第
一
の
形
態
と
そ
の
特
質
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
・
こ
こ
に
お
け
る
怠
的
所
有
は
、

一
見
想
像
さ

E 

れ
る
よ
う
な
、

怠
的
所
有
H
相
互
的
他
者
l
ア
ト
ミ
ッ
ク
な
鏡
争
因
子
と
い
う
等
式
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
私
的
所
有
者
は
、
公
有
地
を

も
う
一
つ
の
生
存
の
置
と
し
て
持
ち
つ
つ
、
自
ら
の
土
地
を
自
ら
の
判
断
で
径
営
す
る
こ
と
、
忍
的
所
有
者
各

8
が
そ
の
よ
う
心
す
る
こ

と
が
、
同
時
に
共
同
体
を
存
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
共
同
体
を
存
立
さ
せ
る
こ
と
の
内
容
が
、
私
的
所
有
者
そ
れ
ぞ
れ
の
営
為
に
依
拠

し
て
い
る
の
で
あ
る
・
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
の
怠
的
所
有
は
、
自
ら
の
怠
的
宿
の
緋
他
的
地
殖
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
弘
的

「
そ
の
分
割
地
農
民
の

8
立
性
が
共
肉
体
成
員
相
互
の
交
渉

な
り
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
J

『
個
人
は
、
生
計
を
立
て
る
と
い
う

条
件
、
致
奮
が
彼
の
目
的
で
は
な
く
、
自
己
保
存
、
共
同
社
会
の

一
員
と
し
て
自
分
自
身
を
再
生
産
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
す
る
。

自
給
を
通
じ
て
共
同
体
の
一
一
員
た
る
突
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

に
よ
っ
て
、
:
:
:
公
有
地
を
猪
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ゲ
ル
マ
ソ
的
形
態

第
二
の
形
態
に
お
い
て
は
、
成
員
は
、
占
有
者
か
ら
所
有
者
に
転
化
し
た
と
は
い
え
、
そ
の
所
有
者
は
共
肉
体

の

一
員
で
あ
り
、
共
同
体
の
維
持
を
目
的
と
し
た
が
、
ゲ
ル
マ
ン
的
形
態
に
あ
っ
て
は
、
成
員
の
よ
っ
て
た
つ
土
台
は
も
は
島
共
同
所
有

で
は
な
く
、
家
住
民
単
位
の
個
人
に
よ
る
土
地
所
有
で
あ
る
・
共
同
体
は
こ
こ
で
は

「
恒
人
的
土
地
所
有
者
そ
の
も
の
の
相
互
の
交
渉
の
う

ち
に
だ
け
存
在
す
る
J
土
地
所
有
の
形
態
と
し
て
は
怠
的
で
は
あ
れ
、
「
共
同
体
」

へ
の
求
心
力
が
、
怠
的
所
有
H
孤
立
に
比
し
、
成
員

に
と
っ
て
な
お
強
い
も
の
、
そ
れ
が
第
一
一
一
の
形
態
で
あ
る
。

以
上
、
ご
く
か
い
つ
ま
ん
だ
形
で
の
三
形
態
の
内
容
を
見
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
共
同
体
の
三
種

13:¥ 



遣
を
、
共
通
商
と
い
う
よ
り
区
別
す
る
側
面
で
と
ら
え
た
も
の
で
あ
っ
た
・

し
か
し
、
も
し
三
形
態
が
資
本
湖
ζ

の
対
比
で
見
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す
孔
ば
、
共
通
商
こ
そ
が
主
要
な
側
面
で
あ
ろ
う
。

事
実
『
要
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みの

っ
て
は
、

綱
』

で
は
、
試
]
討
川
町
下
防
本
初
と
の
対
比
で
、
次
の
よ
う
な
整
理
寄
っ
て
い
る
・
①
経
済
経
営
の
主
織
は
二
一
一
形
態
に

で
必
な
く
て
、
農
茶
・

土
地
所
有
で
あ
る
。
@
生
車
砲
の
目
的
は
、
価
値
・
貨
幣
で
は
な
く
、
Q

給
的
性
絡
を
特
徴
と
す
る
使
用
価
壇
で
あ
る

.va生
産
者
自
身
の
生
存
は
生
意
患
者
の
「
自
由
」
に
と
い
う

す
る
生
産
者
の
生
存
が
共
同
体
の
自
的
で
ふ
げ
以
上
?

@

に

重
な

り

あ

う

土

地

所

有

に

絞

っ

た

別

れ

れ

れ

U
UH

と
し
て
の
『
土
地
の
領
有
」
、
②
泡
立
人
で

t
r〈
共
肉
体
の
一
員
と
し
て
、
そ
の
限
り
で
可
能
な
土
地
の
領
有
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い

d
r

ゆ
え
に
、
共
同
体
の
偲
喝
の
成
員
は
、

ア
ジ
ア
的
、

ロ
!
?
的
、

ゲ
ル
マ

ン
的
、
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
、
資
本
制
下
に
お
い
て
イ
メ
l

ジ
さ
れ
る
個
人
で
は
な
く
て
、

タ
テ
の
糸
と
し
て
自
ら
が
労
働
を
遂
行
す
る
対
象
・

手
段
を
自
ら
が
持
っ
て
い
る
こ
と
、

」
の
タ
テ
糸
と
ヨ
コ
糸
の
交
錯
点
に
位
置
す
る
縄
人
で
あ
る
・

ヨ
コ

の
糸
と
し

て
、
共
同
体
に
漫
さ
れ
て

い
る
こ
と
、

先
行
す
る
生
産
関
係
の
諸
段
階
と
し
て
、
原
始
尖
肉
体
、
奴
時
点
制
刷
、

島民
師
以
矧
が
存
在
し
て
、L
た
こ
と
は
常
議
的
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

そ
れ
で
は
、
次
に
、
共
肉
体
論
に
お
り
こ
さ
れ
て
い
る
と
し
た
、
奴
喝成制刷

-a奴制酬
に
関
説
し
た
と
こ
ろ
を
見
て
お
こ
う
。

資
本
制
に

L
M
Mリ
ト

h
u
r
は

九

日

刊

は

い

一

一

ユ

約

一

ぺ

け

い

れ

れ

円

い

れ

れ

村

山

口

U
U

U
一
流

行

は

じ

は

と
は
、
特
有
の
後
絡
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
・

*~的事S8t

司

ι
山
形
態
』
で
は
、
俊
足
凶

-a佼
制
に
つ
き
、

一
つ
は
、
共
同
体
同
士
の
衝
突

征
服
の
結
集
と
し
て
、
そ
の
起
源
を
刷
説
明
し
、
ま
た
一
つ
に
は
、
共
同
体
H
友
病臥
的
、

'奴
足
初
・

亀岡
奴
制
H
二
次
的
と
し
て
、
両
邑
臼
の
開

-
:
土
地
と
い
っ
し

z
に
征

mさ
れ
る
と
す
れ
ば
、

相

ua制
や

mM税
制
が
治
生
ナ
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し
た
結
果
で
あ
る
と
は
い
え
、

M
V位
置
づ
け
て
い
る
・
『
も
し
人
間
自
身
が
、

る
・
』
「
こ
の
奴
漆

制
度
お
よ
び
農
奴
初
等
は
、
尖
問
団
体
と
共
同
団
体
内
の
労
働
の
う
え
に
き
ず
か
れ
た
所
有
の

、
必
然
的
で
首
足
三
川

つ
ね
に
二
次
的
で
あ
っ
て
、
本
源
的
な
も
の
で
は
な
…
コ
』
細
部
の
倹
討
は
、
さ
却
の
有
国
外
で
あ
り
立

資本舗と人間自然・土地I)~

ち
入
ら
な
い
が
、
こ
の
引
迂
か
ら
得
新
す
る
か
ぎ
り
、
叙
時
減
税

-
aR奴
矧
は
、
食
管焦
土
地
所
有
を
土
台
と
し
、
貨
幣
で
は
な
〈
使
用
価
低

の
生
還
を
目
的
ζ

し
、
生
存
の
保
証
を
内
容
と
す
る
そ
の
枠
内
心
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
・
た
、
単
な
る
共
肉
体
と
奴
時
点
甥
・
農
奴

矧
と
で
は
、
後
者
に
あ
っ
て
は
、
生
産
者
は
、
生
産
条
件
・
土
地
を
占
有
・
所
有
し
て

い
る
が
、
し
か
し
自
然
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、

そ
の
占
有

・
所
有
を
叙

3
・
aR奴
乏
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
・
-
|
強
制
的
軍
着
で
あ
る
・
そ
し
て
ま
た
、

癒
着
が
、
共
肉
体
の
存
綬
と
ち
ょ
う
ど
か
み
あ
う
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

第
二
次
的
と
し
た
合
意
は
こ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
う
@
こ
こ
に
、

こ
に
お
け
る
渇
正
、
吉
村
、
尾
民
間
各
氏

ι
あ
っ
て
必
、
「
諸
形
態
』
の
共
肉
体
に
は
苫
及
し
て
お
ら
ず
、 』

の
強
制
的

ま
た
、

E 

共
同
体
と
奴
隷
矧
-

SR
奴
創
で
は
な
く
、
商
品
生
産
ζ

農
奴
創
ζ

し
、
比
較
内
容
を
異
に
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
と
所
有
の
一
致

と
い
う
抽
象
的
次
元
で
前
資
本
制
を
凋
む
こ
ζ

を
示
し
、
す
で
に
解
決
の
先
取
り
が
一
定
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
奴
隷
剣
-
S
R
奴
制
を
く
み

こ
み
つ
つ
共
同
体
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
叙
述
を
見
る
か
ぎ
り
、
前
資
本
舗
を
対
象
と

す
る
そ
れ
自
体
独
立
し
た
歴
史
理
晶
画
の
よ
う
心
見
え
る
.
し
か
し
、
本
来
の
テ
l
マ
へ
の
復川
m

b
E

意
滋
し
て
見
返
す
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は

注
意
深
く
限
界
規
定
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
に
は
、
前
資
本
制
研
究
は
、
い
ま
こ
こ
で
は
述
べ
ら
れ
な
い
滋
立
し
た

分
野
で
あ
り
今
後
の
対
象
で
あ
る
、
と
。
「
過
去
の
理
解
|

|
一
つ
の
独
立
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
い
ず
れ
と
り
か
か
り

た
い
と
ね
が
っ
て
い
る
よ

ま
た
一
つ
に
は
、
土
地
所
有
自
体
は
、
土
地
所
有
論
と
い
う
敏
立
の
篇
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
、

と
。
〈
こ
こ

で
は
こ
の
吉
村
氏
の
怨
嫡
が
想
起
さ
れ
る
だ
る
う
J

『
古
代
的
土
地
所
有
が
近
代
的
分
割
地
所
有
の
な
か
に
湾
現
し
て
い
る
点
を
い
え
ば
、

こ
れ
は
そ
れ
自
身
経
済
学
の
問
題
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
土
地
所
有
の
篇
で
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
・
ハ
す
べ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
あ
と
か
ら
よ
り
深
く
よ
り
詳
し
く
論
ず
る
こ
ぬ
よ
』

こ
こ
に
は
同
時
に
、
本
源
的
蓄
積

l
『
諮
形
態
』
と
い
う
本
来
の
系
列
に
立
ち
も
ど
る
緒
ロ
が
見
ら
れ
る
・
共
同
体
は
、
そ
れ
自
体
と

し
て
対
象
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
『
諸
形
態
」
の
共
同
体
三
形
態
を
前
後
で
は
さ
む
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
叙
述
に
自

を
向
け
よ
う
・
そ
こ
で
は
、
資
本
鱗
に
つ
き
、
生
産
者
の
生
存
の
た
め
の
自
給
的
生
産
で
は
な
く
、
貨
幣
、
か
つ
地
跡
加
す
る
貨
幣
が
生
産

3.15 



の
目
的
で
あ
る
と
し
、
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
A

貨
幣
が
直
接
的
生
産
者
の
労
働
と
交
換
可
能
な
こ
と
、
賃
労
働
の
定
在
を
あ
げ
、
そ
れ

336 
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生
産
者
と
労
働
手
段
・
対
象
と
の
分
緩
と
問
議
と
し
て
い
る
・

や
や
長
文
で
は
あ
る
が
引
証
し
て
み
よ
う
・
司
自
由
な
労
働
と
こ
の

自
由
な
労
働
の
貨
融市
と
の
交
倹

そ
れ
は
貨
幣
を
再
生
産
し
、
ま
た
増
殖
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
首
位
的
消
費
の
た
め
の
使
用
価
値
と

し
て
で
は
な
く
、
;
;
:
貨
幣
に
よ
っ
て
食
い
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
を

g
的
と
す
る

は
、
賃
労
働
の
前
挺
で
あ
り
、
ま
た
資
本
の
歴
史
的

条
件
の
一
つ
で
あ
る
が
、

そ
う
ゼ
と
す
れ
ば
、

8
自
な
労
働
を
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
客
観
的
諸
条
件
|
|
労
働
手
段
と
労
働
材
料

l
ー
か

ら
分
離障
す
る
こ
と
が
、
も
う
一
つ
の
前
提
で
あ
る
。
し
れ
』
が
っ
て
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
労
働
者
を
彼
の
天
然
の
仕
事
場
と
し
て
の
大
地
か

『討さ

ら
切
り
は
な
す
こ
と
:
:
:
で
あ
る
J

天
然
の
仕
事
場
と
し
て
の
大
地
、
そ
こ
か
ら
の
切
断
と
し
、
共
同
体
へ
の
連
想
、
お
よ
び
そ
の
解

消
を
う
か
が
わ
せ
る
叙
述
で
あ
ろ
う
。

三
形
態
分
析
を
お
え
た
後
に
、
再
び
資
本
舗
を
と
り
あ
げ
、
資
本
制
は
、
労
働
と
所
有
の
交
互
作
用
、
労
働
主
体
が
同
時
に
所
有
主
体

で
あ
り
、
所
有
主
体
が
同
時
に
労
働
主
体
で
あ
る
状
態
の
廃
止
令
前
提
す
る
と
し
、
そ
の
内
容
を
四
点
に
玄
と
め
て
い
る
。
の
自
然
H
大

地
と
の
結
合
、
そ
の
解
体
。
『
大
地
|

|
土
地

l
lに
対
す
る
関
係
行
為
の
解
体
」
、
「
共
肉
体
」

の
廃
止・

②
労
働
手
段
と
の
縫
合
の
廃

止
。
③
生
活

・
消
費
手
段
が
『
共
同
占
有
物
」
で
あ
る
こ
と
の
廃
止
・
@
以
上
の
特
質
そ
持
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
、
奴
隷
制

・
食
奴

舗
の
解
体
・
労
働
力
自
体
が
『
直
療
に
客
観
的
生
産
条
件
の
も
と
に
属
し
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
領
有
さ
れ
て
い
る
ー
ー
し

た
が
っ
て
銀
隷
と
か
食
奴
と
か
で
あ
る
||
よ
う
な
諸
関
係
の
解
体
♂

本11.約書積

解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
レ
え
、

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
も
は
や
明
白
で
あ
る
う
・
世
相
A

調心
入
ら
う
。

資
本
側
刷
の
前
安
条
件
の
一
つ
が
、

賃
労
働
で
あ
り
、

賃
労
働
が
ま
た、

生
度
者
と
生
産
諸
条
件
、
わ
け
て
も
大
地
と
の
結
合
、
そ
の
解
体
を
前
提
と
し
て
い
る
以
上
、
共
肉
体
の
三
形
般
は
、
長
い
沼
田
何
秒
係
て

い
ず
れ
も
、
資
本
に
と
勺
て
改
造
す
べ
き
対
匁
之
の
で
あ
り
、
み
の
対
色
町
内
符
に
つ
念
、
や
山町
ふ
く
ら

共
肉
体
の
三
彩
惣
は
、
『
プ
寺
ソ
』

ま
せ
た
形
で
展
開
し
て

い
る
の
で
あ
る
・

を
+
A
源
的
噛
合
同制
に
内
在
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
迎
く

一
で
と

頭
で
擬
活
し
た
、

ω資
本
・
土
地
所
有
・
賃
労
働
に
お
け
る
湾

E
の
契
後
、
す
な
わ
ち
、
前
資
本
創
的
土
地
所
有
H

司町三11

り
あ
げ
、
こ
こ
の

九
リ
…
い
い
い
は
リ

A
U
U
U
H川

山
口

i
u十
れ
刊
行
口
、
い
づ
け
日
げ
は

M
M
J
j
り
は
け
パ
リ

μぃ.

資本舗と人間11J ~ .土処O~

示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
・

共
肉
体
の
三
形
態

1
1ハ
資
本
の
一
前
提

n
生
産
者
の
大
地
と
の
分
厳
〉
1
i
資
本
に
と
っ
て
改
造
対
象
と
し
て
の
土
地
所
有
H
本
滅
的

蓄
積
訟
の
一
契
畿
.
こ
れ
が
結
治
で
あ
る
。

• 
)
 

内，.(
 
『資
本
』
自
体
の
形
成ー

ま
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
段
階
的
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
第
一
・
共
同
体
。
生
産
者
と
大
地
と
の
結
合・

労
働
と
労
働
諸
条
件
の
一
十
資
本
に
と
っ
て
の
改
造
の
対
象
・
第
二
・

解
体
そ
の
も
の
・
こ
の
こ
つ
で
あ
っ
た
・
し
た
が
っ
て
、
こ
の

第
二
の
段
階
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、

『
諸
形
岡
部
恒
に
つ
き
、

生
産
の
手
段
を
持
た
ず
に
放
置
さ
れ
、
両
者
は
、
何
の
関
連
も
な
い
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

資
本
は
|
|

一
方
に
生
産
条
件
が
何
の
手
も
加
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
、
他
方
に
、
生
産
者
が
何
ら
そ
の

産
業
資
本
に
代
表
さ
せ
れ
ば

l
!の
1

毛
2
3
:
:
:
勺
:
:
:
名
、
l
q
と
い
う
循
環
を
え
が
き
、

資
本
の
運
動
は
、

貨
幣
で
も
っ
て
、

生

産
手
段
、
労
働
力
を
購
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
ま
る
・
『
諸
形
態
』
で
は
、

購
入
対
象
と
し
て
、
上
の
互
い
に
分
離
し
て

【

M
M
V

・

い
る
生
産
条
件
お
よ
び
生
産
者
を
眼
前
に
見
い
出
す
な
ら
ば
、
そ
の
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
は

『単
純
に
お
こ
な
わ
れ
る
』
と
し
て
い
る
@

貨
幣
が、

し
た
が
っ
て
、
『
諸
形
態
』

の
雷同
圏
内
で
、

資
本
の
生
成
を
さ
ぐ
り
だ
す
場
合
、
残
さ
れ
て
く
る
の
は
、
こ
の
貨
幣
の
起
源
に
つ
い
て
の

指
繍
の
み
で
あ
る
・
貨
幣
蓄
積
の
事
実
、
そ
の
源
泉
の
指
摘
が
あ
れ
ば
、
貨
幣
は
、
す
で
に
生
産
条
件
と
生
産
者
の
分
離
と
い
う
事
実
は

眼
前
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
資
本

へ

の

i
Z
J成
立
す
る
の
で
あ
る
:
諸
形
態
」
は
!
貨
幣

の

パ

け

い

ト

ド

い

い

日

お
よ
び
よ
り
少
な
い
程
度
に
お
け
る
農
民
の
貨
崎市
蓄
蔵
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ

に
、
高
利
貸
、
商
業
、
国
庫
、

で
あ
る
。

し
か
し
、
ま
た
、
こ
こ
に
は
『
プ
ラ
ン
」
の

ω資
本
と
し
て
の
貨
幣
が
、
本
源
的
蓄
積
論
の
一
契
機
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、

! 17 



国
庫
に
注
目
す
れ
ば
、

ω国
家
が
、
商
業
に
注
目
す
・
れ
ば
、

ω外
国
貿
易
が
、
資
本
と
し
て
の
貨
幣
形
成
の
不
可
欠
の
横
符
と
し
て
安
を

.ull 

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
・

ニ
で
の
、
大
島
氏
の
所
潟
、
民
の
立

aに
潜
む
、

一
方

ιお
い
て
、
生
産
品
資
材
を
蓄
積
し
た
商
品
生
度
考
が
資
本
家
と
な
り
、
他
方

に
お
い
て
、
生
産
諸
資
材
を
失
っ
た
商
品
生
産
者
が
賃
労
働
者
と
な
る
と
い
う
系
列
を
想
起
す
る
時
、
そ
れ
が
、
資
本

「剣
」
の
生
成
を

内
容
づ
け
る
も
の
と
は
距
離
を
お
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
・
氏
の
所
誕
に
か
か
わ
る
と
こ
る
を
『
諸
形
態
』
よ
り
引
証
し
て
お
こ
う
・

内

ω》

憎貝
牒m
財
産
の
・
て
れ
で
あ
る
・
」
『
資
本
の
創
成
を
、
あ
た
か
も
資

『
資
本
の
成
立
に
あ
た
っ
て
前
挺
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
苔
慣
は
、

本
げ
か
生
産
の
客
観
的
諸
条
件
・
・
:
を

Z
引
し
、
創
造
し
、
そ
し
て
こ
れ
を
、
そ
れ
ら
か
ら
剥
奪
さ
れ
て
い
る
労
働
者
に
提
供
し
た
か
に
解

す
る
こ
と
ほ
ど
ば
か
げ
た
こ
と
は
な
い
ゴ

以
上
が
、
『
諸
形
思
」
に
お
け
る
本
滅
的
苔
積
諭
で
あ
る
・
『
プ
ラ
ン
」
と
の
か
か
わ
っ
で
は
、
『
諸
形
想
』
は
、

ωに
お
け
る

m
Eの

契
後
お
よ
び
、

ω鼠
家
、

ω外
国
貿
易
を
不
可
欠
の
係
符
と
す
る
、

ω資
本
と
し
て
の
貨
併
を
内
在
さ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
・

2 

『資
本
債』

に
お
け
る
本
源
的
蓄
積

こ
こ
で
直
接
素
材
と
す
る
の
は
、
第
鈍
章
『
い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
」

除
外
し
た
、
第
1
1
6
節
で
あ
る
。
以
下
、

各
節
を
切
に
追
い
、
『
プ
ラ
ソ
』

ωに
お
け
る
七
つ
の
契
後
、

に
お
い
て
、
第
7
筋
『
資
本
主
義
的
蓄
積
の
歴
史
的
傾
向
』
を

ωlω
を
念
頭
に
お
き
つ
つ

検
討
を
進
め
た
い
.

司.~的事1M

本
源
的
蓄
積
の
泌

E
i
l
『
諸
形
怨
』
で
・
は
、
か
な
り
の
紙
舗
を
き
い
た
『
共
同
体
』
は
、
結
局
は
、
の
生
度
者
と
生
震
条

件
と
の
分
離
幡
、

D
生
度
者
ζ

生
澄
条
件
の
相
互
惣
立
、

事
貨
幣
に
よ
る
苛
者
の
切
入
、
の
枠
内
に
、

m
l筋

つ
ま
り
腕
H
t
旬、

。15
.{
ha

第三』置

回
伝
し
つ
つ
あ
る
鑓

m機
が
、
大
地
の
吸
片
を
か
ら
み
つ

け
て
ひ
き
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
資
本
甥
を
主
軸
と
す
る
喪
野
の
中
に
、
そ
の
生
成
理
論
と
い
う
角
度
で
収
め
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
・

-マヨ

:
さ
・
ー
の
、
と
い
う
式
ぺ
、
す
で
に
事
実
的
に
前
炎
さ
れ
、

ち
ょ
う
ど
、

資本舗と人間自然・土地O~

『資
本
論
』
に
お
い
て
も
、

・本
源
的
蓄
積
は
、
意
剖
M

噂情
成
で
見
る
か
ぎ
り
、
す
で
に
『
資
本』

i
l
z
資
本
の
-
綬
釣
土
台
と
し
て
の
商

品

・
貨
帯
、
資
本
へ
の
転
化
、
資
友
関
係
に
よ
る
絶
対
的

・
相
対
的
剰
余
価
値
の
生
産
、
剰
余
価
値
に
よ
る
資
本
関
係
の
再
生
産
す
な
わ

hav 

ち
蓄
積

1
1の
諸
法
則
の
重
層
的
呈
一
ポ
が
あ
っ
た
も
の
と
し
、
そ
の
上
で
『
出
発
点
で
あ
る
蓄
積
』
に
入
る
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て

い
る
・
こ
こ
か
ら
は
、

『資
本
論
』
本
濠
的
蓄
積
論
が
、
『
諸
形
態
」
と
一
面
重
な
り
あ
い
つ
つ
、
他
面
で
は
、

よ
り
整
序
さ
れ
た
契
機
に

よ
っ
て
憎構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
・
第
l
節
で
は

本
章
で
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
『
牧
歌
説
』
批
判
を
別
と

す
れ
ば

i
lた
だ
、
本
源
的
蓄
積
の
全
過
程
の
基
礎
ζ

し
て
、
長
民
か
ら
の
土
地
収
奪
を
お
き
、
次
節
の
内
容
を
踏
示
し
て
い
る
ば
か
り

ロ

で
あ
る
.

し
か
し
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、

以
下
の
二
点
の
指
摘
は
、

注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
一
。
本
源
的
明
治
積
は
、

前
資
本
舗
に
対
す
る
資
友
制
の
制
覇
の
画
期
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
剣
の
騎
士
に
対
す
る
に
産
業
の
弱

土
の
勝
利
の
過
程
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
.
し
か
し
、

農
奴
制
的
土
地
所
有
者
に
変
わ
る
に
、

資
本
鋼
生
産
の
沼
海
老

・
剰
余
価
値
取
得
者

の
台
頭
は
、
そ
の
主
体
と
し
て
の
資
本
が
目
指
し
、
計
画
的
に
遂
行
し
た
結
果
で
は
な
く
、
主
体
と
し
て
の
資
本
の
意
志
か
ら
は

一
定
独

立
し
た
「
客
観
的
』
な
契
獲
を
『
利
用
』
す
る
こ
と

ιよ
っ
て
で
あ
る
・
『
産
系
の
騎
士
た
ち
が
剣
の
騎
士
た
ち
を
駆
逐
す
る
と
い
う
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
内
ωv

た
だ
自
分
た
ち
の
ま
っ
た
く
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
諸
事
件
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
読
さ
れ
た
』
(
傍
点
は
引
用
者
)
。
こ

と
は
、

れ
は
へ

l
ゲ
ル
の
「
理
性
の
佼
智
」

に
も
似
た
脊
抄
な
指
摘
で
あ
る
・
こ
こ
か
ら
は
、

資
本
制
は
、

最
初
は
互
い
に
無
関
係
に
見
え
る
も

の
が
、
結
集
的
に
は
そ
の
成
立
の
不
可
欠
の
要
因
で
あ
っ
た
と
事
後
的
に
わ
か
る
よ
う
な
形
で
理
論
的
に
は
成
立
し
、
本
滅
的
蓄
積
諭
の

第
成
は
、
バ
ラ
バ
ラ
の
色
ガ
ラ
ス
の
破
片
が
、

た
ゼ
、

一
つ
ま
た
一
っ
と
並
べ
ら
れ
る
の
み
で
、
全
体
像
は
震
後
に
な
ら
な
い
と
わ
か
ら

な
い
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
さ
し
あ
た
り
は
、
継
起
す
る
諸
節
を
追
い
、

且収

後
に
そ
の
契
幽
慨
を
再
び
・ま
と
め
る
と
い
う
手
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
本
源
的
蓄
積
論
の
内
容
は
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

第
二
・

資
本
の
生
成
副
本
源
的
蓄
積
と
言
え
ば
、
資
本
が
無
か
ら
有
へ
、
非
存
在
の
状
態
か
ら
存
在
す
る
状
惣
へ
の
転
化
が
そ
の
内
容

で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
・
し
か
し
、
『
資
本
』
は
出
発
点
に
お
い
て
す
で
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、

課
題
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は
、
官
朋
芽
状
mm
の
資
本
、
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
資
本
げ
が
、
資
本
創
生
産
様
式
と
し
て
、

一
時
代
の
特
徴
を
刻
印
す
る
に
い
た
る
そ
の
促
進

、、

、
、
、

、
、
、
、
、

内“】

『
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
資
本
家
階
級
の
た
め
に
慣
符
と
し
て
役
ゼ
つ
よ
う
な
変
革
』
(
傍
点
は
引
用
者
)

契
機
を
さ
ぐ
り
乞
す
，
』
と
に
あ
る
・

は
す
べ
て
本
源
的
蓄
積

aの
内
容
で
あ
る
。

こ
の
二
点
は
、
析
に
ふ
れ
行
論
の
う
ち
に
省
り
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
・

第
2
節
に
入
ろ
う
。

第
2
節

農
村
住
民
か
ら
の
土
地
収
奪
|
|
『
諸
彩
憩
」

の
「
共
肉
体
」

ζ

も
比
し
、
収
奪
を
予
想
さ
れ
る
直
前
の
農
村
は
、
少
放
の

長
奴
主
直
緑
地
と
、
多
数
の
小
農

a
z泊、
8
営
農
で
あ
り
か
つ
直
高
地
で
鋤
く
食
材
質
労
働
、
家
玄
耐
の
放
牧
地
お
よ
び
然
創
刊
供
給
源
と

《

M
時
】

し
て
の
『
共
同
地
の
用
益
出
槽
』
が
存
在
す
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
・

鳳民
民
は
、
縫
奴
制
的
土
地
所
有
者
と
伺
じ
く
土
地
に
対
し
て
『
封
建

内
心
司

V

的
指
利
』
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
土
地
堺
有
形
怨
が
廃
止
さ
れ
る
m
災
地
慨
を
以
下
見
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
前
も
っ
て
宮
え
ば
、
そ

の
促
進
の
き
っ
か
冷
と
乞
る
も
の
は
、
む
し
ろ
、
直
渡
的

ι
は、

エ
池
所
有
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
で
あ
る
。
要
約
的
に
追
っ
て
い
こ
う
・

①
長
民
の
土
地

・
共
同
体
か
ら
の
思
返
、
そ
れ
は
た
し
か
心
土
地
所
有
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
・

し
か
し
、
直
接
の
原

動
力
は
、

土
地
所
有
に
と
っ
て
は
外
的
な
、
そ
の
外
に
立
つ
も
の
、
す
な
わ
ち
竿
毛
マ
ニ

a

フ
ァ
タ
チ
品
ア
の
勃
興、

そ
の
結
果
と
し
て

つ
ま
り
羊
毛
と
い
う
自
然
物
が
、
貨
幣
で
持
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ご
』
れ
〈
食
民
の

の
三
・
毛
価
格
の
捜
貨
で
あ
る
・

土
地
か
ら
の
窓
遥
|
|
引
凶
用
者
)

に
直
幅
広
の
原
動
力
を
与
え
た
も
の
は
、

イ
ギ
リ
ス
で
は
符
に
フ
ラ
ン
ド
ル
の
下
毛
マ
ユ

a

フ
ァ
ク
チ
ュ

ア
の
輿
径
と
そ
れ

ι対
応
す
る
羊
毛
価
崎
市
の
裕
資
だ
っ
た
。

*IJ.的蓄積

の
子
だ
っ
七
・

貨
幣
が
術
力
中
の
権
力
に
な
っ
た
析
し
い
時
代

だ
か
ら
、
隣
地
の
牧
羊
場
化
は
析
し
い
貸
撲
の
合

Z
楽
に
な
っ
た
の
で
あ
る
J

-. 
析
し
い
役
族
は
、

自
然
物
の
貨
幣
換
算
l

l
貸
借
珊の
織
力

-価
修
復
貧

-土
地
所
有
、
貸
併
の
織
力
の
子
た
る
土
地
所
有
、
と
い
う
系
列
で
あ
ろ
う
・

②
教
会
領
心
お
け
る
領
民
の
駆
逐
.
た
ゼ
し
、
こ
れ
ば
土
地
の
経
営
内
容
の
伝
変
で
は
な
く
て
、
土
地
そ
の
も
の
が
貨
幣
倹

πさ
れ
、

土
地
備
砲
か
成
立
し
た
土
台
の
上
で
喪
開
可
能
な
、
二
造
投
機
』
と
い
う
要
因
を
う
け
て
進
展
す
問
・

第三.

③
十
九
世
紀
、

』
れ
は
、

経
済
的
内
容
に
お
い
て
①
と
同
じ
も
の
で
あ
る
・
③
の
内
容
は
以

ザ
ザ
ラ

γ
ド
女
公
に
よ
る
『
牧
羊
化
』
、

資本欄と人問自然・ 土地白書E

下
-
窓
逐
さ
れ
た

2
q
z
fに

追
い
:
:
ニ
』
を
新
し

ρ

居
住
地
と
ぶ
れ
わ
吋
げ
い
バ
げ
は
り
け
れ

れ

は

い

い

れ

い

が

け

，

一

μ
什
科
目
じ
い

ν
し
た

J
ー
に
は
二
度
包
の
追
い
出
し
に
あ
っ

《

ω》
た
J

島
た
、
『
利
潤
』

獲
得
の
た
め
で
あ
る
・
「
彼
ら
は
も
っ
ぱ

@
愈
後
に
、
牧
羊
場
か
ら
誕
の
を
界
一場
へ
の
土
地
の
再
転
化
。
そ
の
動
機
・も

J
2

・
人
民
の
清
掃
と
駆
逐
」
(
出
班
点
は
引
用
者
)
・

ら
朴
骨
に
目
宏
つ
け
て
鹿
の
取
引
を
営
む
の
で
あ
る
。
:
:

E 

土
地
所
有
形
態
の
転
変
を
促
進
し
た
の
は
、
土
地
所
有
に
と
っ
て
は
外
的
な
、
掌
-
毛
価
絡
の
槍
脚
質

1
土
地
役
機
ー
も
う
け
ロ
l
利
潤
で

あ
っ
た
。

土
地
所
有
形
懸
の
転
変
の
内
容
に
つ
き
、

第
2
節
で
は
、
『
た
だ
封
建
的
徳
利

し

り

い

代

日

日

付

い

け

れ

い

れ

U
い
れ
れ
し
た
と
し
て
い
る
・
こ
の
文
言
か
ら
川
、い

ぺ

日

付

け

れ

ぷ

十

十

日

け
』
な
の
か
、
①
l
@
に
よ
っ
て
転
化
し
た
近
代
的
所
有
線
と
の
相
違
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
・
l
l
前
資
本
矧
的
『
所
有
』
と
資
本
舗
的
『
所
有
』
と
は
異
な

道
を
し
て
、

験
討
し
た
い
。
そ
の
意
味
は
次
の
よ

る
性
絡
を
持
っ
て
い
る
・

資
本
舗
の
下
に
お
け
る
所
有
と
は
、
他
人
と
区
別
さ
れ
た
自
己
の
俳
他
的
所
有
権
を
意
味
し
て
い
る
。

し
た
.か

っ
て
、
土
地
所
有
に
お
い
て
、
他
人
が
そ
の
土
地
を
占
有

-
使
用
す
る
際
に
は
、
自
己
と
他
人
と
の
間
で
必
ず
貸
借
契
約
が
結
ば
れ
、
所

有
権
に
対
す
る
に
借
地
継
が
、
経
営
、
使
用
の
条
件
と
な
る
。
し
か
し
、
前
資
本
舗
の
下
に
お
け
る

「
所
有
」

と
は
、
「
諸
形
態
』
分
析

t
、
必
ず
し
も
他
人
に
対
抗
し
た
自
己
と
い
う
意
で
は

中
、
共
同
体
的
土
地
所
有
と
奴
鴨
緑
M
m
・

-R奴
矧
と
の
異
向
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う

v

な
い
@
量廃
奴
倒
的
重
層
的
土
地
所
有
に
お
い
て
は
、
同
一
の
土
地
に
、

農
奴
主
は
土
地

「所
有
」

織
を
設
定
し
て
も
、
資
本
制
下
に
お
け

る
よ
う
に
、
所
有
者
以
外
の
も
の
を
悼
議
す
る
権
利
で
は
な
く
、
逆
に
、
そ
の
所
有
績
は
、
食
叙
の
土
地
点
吋
ー
を
内
包

・
前
提
し
て
は

た
だ
一
玄
A
と
し
て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な
意
で
あ
ろ
う

4

じ
め
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
封
建
的
福
利
を
、

340 
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有
わ
い
一

l
r
こ
の
土
地
所
有
形
態
の
変
化
を
促
進
し
た
要
因
に
織
る
う
・

綬
怨
す
れ
ば
、
そ
の
過
言
、
前
資
本
制
的
土
地
所
有
保

さ
1
句
、
貨
併
の
省
力
に
規
定
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
封
理
的
関
係
の
空
洞
化
を
は
か
り
、
自
ら
の
足
元
に
お
け
る
、
土

.14'< 

労
働
関
係
、

地
の
径
済
的
実
現
形
態
を
移
動
さ
せ
、
よ
っ
て
資
本
主
義
的
土
地
怠
有
に
転
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

ω資
本

土

地

所

有

に
お
け
る
第

I
の
契
後
、
す
な
わ
ち
、
資
恥
心
心
h
f
ぃ
舟
足
ト

?ω
・ト
m
小
わ
い
ず
い

mrか
九
郎
-
P
助
国
即
和
が
、

総
初
的
に
現
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
・

以
上
は
、
土
地
所
有
が
、
外
か
ら
迫
っ
て
く
る
資
本
、

。
ー
さ
1
0
、
に
規
定
さ
れ
、
経
済
的
実
現
の
土
台
を
、
「
商
品

・
貨
併
・
資
本」

れ
る
者
と
の
区
別
を
お
き
見
直
す
な
ら
ば
、
引
証
中
に
も
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
袋
民
か
ら
の
土
地
収

奪
」
、
資
本
に
よ
っ
て

に
お
き
か
え
た
も
の
で
あ
り
、
直
祭
的
内
容
で
あ
っ
た
・
し
か
し
、
こ
の
間
じ
過
穫
を
、

土
地
に
関
し
て
、
そ
こ
か
ら
駆
逐
す
る
者
と
さ

治
定
占
j

』
れ
た
も
の
と
し
て
の
近
代
的
土
地
所
有
は
、

後
、
収
か
か
恥
払
か
い
も
ふ
む
出
船
白
川
和
と
い
う
側
面
を
表
し
て
く
る
・

そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
側
面
、

寝
返
台
、
『
プ
ラ
ン
』

ωの
郷
町
の
契

で
き
た
の
で
あ
る
が
、
後
者
に

g
を
向
け
た
の
が
次
節
で
あ
る
・

を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
ζ

で
あ
る
・
こ
こ
に
、
土
地
所
有
者
H
招
淫
す
る
者
、

農
民

H
駆
逐
さ
れ
る
者
と
い
う
関
係
が

は
な
く
、
資
本
に
適
合
す
る
よ
う
に
自
ら
の
形
態
を
転
化
す
る
不
可
欠
の
俄
符
と
い
う
位

置
に
お
い
て
、

注
意
さ
る
べ
き
は
、

」の
駆
淫
そ
の
も
の
が
土
地
所
有
の
目
的
で

し
た
が
っ
て
袋
介
さ
れ
た
目
的

第
3
筋

十
五
世
紀
末
以
後
の
後
収
奪
考
に
対
す
る
血
の
立
法

1
1労
賃
引
き
下
げ
の
た
め
の
必
法
律

i
!こ
こ
で
は
、

駆
逐
さ
れ
た

れ
た
S
R
民
に
目
を
向
け
よ
う
・

必
ず
し
ら
資

本
の
則
自
的
目
的
と
は
見
え
な
い
よ
う
な
形
を
と
っ
て
泡
同
脱
す
る
と
し
た
・
こ
の
点
を
、

『
農
民
』
を
対
象
と
す
る
・
し
か
し
、
以
前
、
資
本
制
の
間
発
的
領
域
た
る
本
綴
的
蓄
積
諭
に
お
い
て
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
要
因
は
、

本源的蓄積

一
面
念
頭
に
お
き
つ
つ
、

啄
返
さ

第三.

第
一
.
こ
の
「
長
良
』
は
、

い
ま
ま
で
の
旅
絡
の
延
長
線
で
見
る
か
ぎ
り
、
資
本
関
係
の
下
に
、

賃
労
働
者
と
し
て
直
ち
に
岡
崎
成
さ
れ
、

し
か
し
、
事
実
的
に
は
、
後
駆
逐
者
は
、
資
本
関
係
の
下
に
な
め
ら
か
に
入
り
こ
む
こ

資
本
の
成
立
を
給

aづ
け
う
る
よ
う
に
見
号
。
.

L
」かは唱〆、、

単
な
る
多
彼
の
放
拍
訳
者
た
る
状
m閣
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
・
『
こ
の
無
保
護
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
そ
れ
が
生
み
・
た
さ
れ
た

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

の
と
肉
じ
速
さ
で
は
、
新
た
に
起
き
て
く
る
マ
ニ
品
フ
ア
タ
チ
み
ア
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
他
方
、

自
分
た
ち

資本舗と人間a然 ・土足自然

ら
は
野
を
な
し
て
乞
食
に
な
り
、

盗
賊
に
な
り
、

に
わ
か
に
新
し
い
状
態
の
規
律
に
慣
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼

浮
浪
人
に
な
っ
た
J

新
し
い
生
産
の
沼
海
考
た
る
資
本
は
、

い
ま
だ

『
長
民
』
を
司
貨

の
歩
き
慣
れ
た
生
活
の
軌
道
か
ら
突
然
役
げ
出
さ
れ
七
人
A
も、

労
働
者』

と
し
て
帽
信
用
せ
ず
、

伝
統
的
生
活
習
慣
を
剣
奪
さ
同
日
た
方
も
、

続
た
な
規
律
に
慣
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
.
こ
こ
に
は
、
新
し

全
社
会
的
広
が
り
に
お
け
る
資

『
プ
チ
ン
」

第
M
m
の
契
機
、

E 

い
生
産
複
式
の
矯
初
に
は
、
奇
妙
な
空
白
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
・

本
関
係
の
前
提
た
る
遊
緩
労
働
力
の
定
在
は
、

た
し
か
に
現
れ
て
い
る
が
、

』
の
段
階
で
は
内
容
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
・
『
sash
』
で
も
な
く
、
『
賃
労
働
』
で
も
な
い
川
単
な
る
避
難
労
働
力
の
存
在
を
前
に
し
て
、
『
国
家
』

が
登
場
す
る
。

し
か
し
予

想
さ
れ
る
よ
う
に
、
遊
離陣
労
働
力
を
賃
労
働
ζ

し
て
陶
冶
す
る
た
め
に
で
は
な
く
て
、
逆
に
、
後
ら
は
、
自
ら
の
『
自
由
窓
志
」
に
よ
っ

て
遊
民
化
し
た
と
し
、

駆
逐
さ
れ
た
同
じ
土
地
に
戻
る
こ
と
を
法
令
に
よ
っ
て
強
制
す
る
と
い
う
形
に
お
い
て
で
あ
る
・
多
政
の
生
産
者

の
問
に
「
教
育
」
『
伝
統
」
「
習
慣
」
の
領
滋
に
ま
で
は
、
い
ま
だ
資
本
制
が
定
着
し
て
い
な
い
段
階
に
お
け
る
、

資
本
剣
へ
の
促
迫
は
、

誌
行
錯
誤
の
内
に
進
展
す
る
も
の
で
あ
る
、
そ
の
断
片
を
う
か
が
わ
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
・

と
こ
ろ
で
、
土
地
に
つ
い
て
、
駆
逐
す
る
者
と
さ
れ
る
者
と
の
区
別
は
、

一
方
で
は
、
怠
的
大
土
地
所
有
を
生
み
、
他
方
で
は
、
こ
こ

で
の
遊
簸
労
働
力
を
排
出
し
た
。
と
す
れ
ば
、

第
4
筋

こ
の
大
土
地
怠
有
に
お
け
る
、
資
本
制
的
農
業
土
地
経
営
が
定
置
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

資
本
家
的
借
池
農
業
者
の
形
成

|
1
こ
れ
ま
で
の
本
源
的
蓄
積
論
の
契
機
の
積
み
重
ね
の
中
で
ー
ー
た
し
か
に
、
羊
毛
、
狩

割
側
、
漁
業
と
し
て
は
述
べ
ら
れ
た
と
は
い
え

ー
い
ま
だ
欠
浴
し
て
い
た
の
は
、

農
業
に
お
け
る
資
本
湖
、

資
本
創
的
食
業
土
地
径
営
で

あ
る
.

も
ζ

も
と
資
志
家
は
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
?

の
収
奪
は
直
接
に
は
た
だ
大
き
な
土
地
所
有
を
つ
く
り
だ
す
だ
け
だ
か
ら
で
あ
M

J

「
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
・

と
い
う
の
は
、

長
村
民

大
土
地
私
有
の
形
成
と
農
民
の
排
除
に
よ
り
、
空

自
と
な
っ
た
土
地
、
そ
こ
に
農
莱
資
本
か
定
置
さ
れ
、
農
業
に
お
け
る
資
本
舗
が
成
立
す
る
画
期
は
、
十
六
世
紀
に
お
け
る
貨
幣
価
値
の

11.1 



下
落
で
あ
る
・

み
、
れ
は
、

定
額
地
代
を
減
価
し
て
土
地
所
有
者
の
位
置
を
低
下
さ
せ
、

賃
金
の
実
質
価
値
を
低
め
、

他
方
で
殺
物
価
格

.~. 

を
上
昇
さ
せ
て
農
業
資
本
の
足
場
を
強
固
な
も
の
と
し
た
。
こ
こ
に
、
第
2
節
で
は
近
代
的
土
地
所
有
の
鳩
初
的
成
立
は
述
べ
ら
れ
た
と

賃
労
働
関
係
の
食
業
部
面
に
お
け
る
成
立
に
つ
い
て
は
明
言
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
そ
の
部
分
を
う
め
、

は
い
え
、
土
地
所
有

資
本

『
プ
ラ
ン
」
第

I
の
契
緩
は
、
十
全
な
内
容
を
も
っ
て
現
れ
て
く
る
。

第
5
節

aR
茶
革
命
の
工
系
へ
の
反
作
用

i
!盆
築
資
本
の
た
め
の
園
内
市
場
の
形
成

抑
制
節
で
は
、

食
業
に
お
け
る
資
本
舗
が
闇

有
に
と
り
だ
さ
れ
、
近
代
的
エ
地
所
有
が
経
済
的
内
実
そ
獲
得
し
七
・
こ
こ
に
岡
崎
に
、
『
資
本
』

を

資
本
一
般
で
は
な
く
、
廃
業
と

工
業
に
区
別
す
る
捜
点
が
湾
入
さ
れ
、
社
会
的
分
菜
、
農
工
間
分
笑
が
、
資
本
形
成
に
与
え
る
規
定
住
を
問
題
に
し
う
る
土
台
が
滋
備
さ

れ
る
・

aR
業
に
お
け
る
資
本
輔
酬
は
、
そ
れ
自
体
の
成
立
と
並
ん
で
、
園
内
市
場
成
立
と
い
う
側
面
か
ら
、

資
本
帯
情
慌
の
土
台
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
・

S
R
莱
生
産
物
の
「
大
部
分
を
自
分
で
消
費
」
し
て
い
た
状
態
は
、
庭
菜
に
お
い
て
資
本
舗
が
成
立
す
る
と
、

一
方
で
は
、
生

産
者
は
||

『
遊
民
』
を
へ
て

i
l賃
労
働
者
に
伝
化
し
、
自
ら
の
生
産
物
を
資
本
か
ら
、
可
変
資
本

l
l
賃
金

i
l
商
品
形
態
で
の
長

産
物
ハ
〉

・
毛

l
i
。
i
i
tミ
)
と
し
て
購
入
し
、
資
本
は
、
原
料
等
を
『
商
品
」
と
し
て
隅
入
し
、

よ
っ
て
商
品
販
売
、
実
現
と
い
う

次
元
で
資
本
形
成
を
促
進
し
て
い
く
・
こ
こ
に
は
、
第
l
節
記
お
け
る
留
意
点
の
一
つ
、
本
源
的
蓄
積
論
は
、
資
本
が
零
か
ら
形
成
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
点
在
的
な
資
本
か
ら
、
社
会
的
広
が
り
を
持
っ
た
資
本
に
質
的
転
化
を
と
げ
る
促
進
力
、
そ
れ
を
対
象
と
す
る
と
い
う

点
が
よ
り
明
情
聴
に
現
れ
て
い
る
・
資
本
舗
に
お
け
る
発
展
段
階
を
、

マ
-
-
a

フ
ァ
ク
チ
A

ア
l
i
俊
傾
倒
大
工
業
と
し
て
凋
め
ば
、
本
源

:i:滅的事~a

的
蓄
積
に
お
け
る
一
要
因
、
圏
内
市
場
が
資
本
形
成
心
来
た
す
要
因
は
、
資
本
制
の
発
展
段
階
に
よ
っ
て
逆
に
焼
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

『
由
民
的
生
産
を
非
常
に
断
片
的
に
徒
服
す
る
だ
け
』
(
例
代
は
引

mn}
で
あ
り
、

マ
-
-
s

フ
ァ
ク
チ
込
ア
段
階
に
お

い
て
は
、
資
本
は

む
し
ろ
、
小
康
民
の
再
生
を
も
喰
忽
す
る
も
の
で
あ
る
，
断
片
的
な
征
服
か
ら
社
会
的
広
が
り
へ
の
移
行
は
、
資
本
を
お
し
あ
げ
る
他
者

第三.

の
存
在
で
は
な
く
資
本
自
体
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
・
そ
れ
が
機
綬
判
明
大
工
苓
で
あ
る
・

出
踊
械
と
大
工
業

-
ハ
資
本
初
長
官
ポ
の
確
立

犯
逮
の
地
価
カ
と
し
て
の
土
地
所
有
の
全
面
化

vi
i
園
内
市
場
の
形
成

l
l
資
本
関
係
の

創
出
、

こ
れ
が
本
源
的
蓄
積
治
に
お
け
る
一
系
列
で
あ
る
・
『
大
工
業
・
か
は
じ
め
て
機
械
に
よ
っ
て
資
本
主
渡
的
優
業
の
唇
常
的
な
接
緩

や
』
与
え
、
巨
大
な
訟
の
食
村
民
を
徹
底
的
に
収
奪
し
、
家
内
的

-
aR村
的
工
業

i
紡
旗
と
織
物

l
!の
根
を
引
き
法
レ
て
そ
れ
と
度
第

《
打
ぜ

と
J
リ
オ
ペ
一
河
川
げ
れ
れ
れ
一
一
本
ひ
止
か
か
た
か
企
苔
動
レ
ゃ
い
か
レ
か
じ
レ
わ
か
玄
乞
在
中
朴
ゆ
か
訟
が
、
こ
こ

J
ま
た
そ
れ
に
対
応
し
て
、

資
本
関
係
の
他
方
の
極
、
骨
骨
骨
を
恒
常
的
に
定
置
さ
せ
る
ら

に
、
本
源
的
蓄
積
に
内
在
し
て
現
れ
て
い
る

の
と
し
て
の
近
代
的
土
地
所
有
、
第
百
の
契
機
の
前
半
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
よ
こ
た
わ
っ
て
い
ぺ

こ
れ
は
、
本
源
的
蓄
積
に
つ
き
、
①
資
本
生
成
の
鴻
初
的
契
機
、
②
資
本
形
成
を
資
本
自
体
カ
湿
っ
て
い
く
契
機、

こ
の
①
、
②
の
重

資本舗と人問自然・土絶ß~

-E的
契
岨
慨
を
見
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

。ニ

い
っ
た
ん
成
立
し
た
資
窓
関
係
す
な
わ
ち
資
本
そ
の
も
の
の
作
用

諸
染
件
と
を
分
離
す
る
歴
史
過
程
を
前
提
す
る
が
、
こ
の
分
緩
は
占

T

』
の
点
に
つ
き
、

尾
崎
氏
は
き
・
ヲ
・
『
資
本
関
係
が
生
み
幽
さ
れ
る
の
は
、
労
働
力
と
労
働

E 

-
。
こ
れ
は
:
:
・
第
別
意
を
読
む
う
え
で
は
全
く
と
い
っ
て

宣
言
し
て
進
行
す
る
の
で
あ
り
、
資
本
そ
d
九
の
の
作
用
一
結
果
だ

よ
い
ほ
ど
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
点
で
す
よ

惜
情
論
と
す
る
の
は
諜
り
と
し
、
第
二
な
『
研
究
史
』
の
官
頭
、
{
子
野
氏
の
所
説
へ
の
批
判
に
あ
た
る
指
織
を
し
た
後
、
①
、
@
の
重
層
的

蓄
を
示
唆
し
て
い
る
。
『
こ
の
蓄
積
の
本
質
を
形
成
し
て
い
る
労
働
者
と

2
2
2
4穫

を
一
度
か
ぎ
り
の
建
立
し
た
、

と
い
う
結
論
は
で
て
こ
な
い
J

ロ
マ
ソ

・
ロ
ス
ド
ル
ス
#
ー
も
ま
た
、
本
源
的
蓄
積
論
を
、
経
済
学
の

mm後
外
、

Tょ
fニ

単
に
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
、
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
1

第
6
節

産
業
資
本
家
の
形
成
||
食
後
に
、
こ
こ
で
は
、
資
本
は
、
す
で
に
第
2
・
3
節
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
大
量
の
避
難
労
働

対
象
の
内
か
ら
捻
出
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
る
要
因
、
す
な
わ
ち
貨
幣
蓄
積
と
い
う
要
因
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。

を
限
前
に
す
え
、
『
賃
労
働
」

は
編
成
可
能
な
も
の
と
し
て
あ
り
、

ま
た
園
内
市
場
は
す
で
に
成
立
し
た
も
の
と
し
、
そ
の
よ
で
な
お
、

「
諸
形
態
』
に
お
い
て
、

こ
の
貨
幣
蓄
積
は
、
商
業
、

菌
感
に
よ
り
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、

。
ー
さ
{
守
の
前
提
と
し
て
と
か
れ
て
い
た
。
-
本
節
で
は
、
概
ね
、

I~S 

以
下
の
三
点
と
し
て
、
貨
幣
蓄
積
の
演
粁
を
と
い
て
い
る
・



① 

回
世
民
制
度

l
l
本
固
と
憶
民
地
と
の
間
に
お
け
る
、
本
国
に
よ
る
商
品
の
、
坂
売
織
と
購
買
織
の
独
占
、
そ
れ
に
よ
り
、
貨
幣
が

)4" 

本
国
に
蓄
積
さ
れ
、
こ
こ
に
、
資
本
の

1
3
、
{
つ
の
原
資
が
与
え
ら
れ
る
・
同
情
民
地
か
ら
の
『
財
宝
は
、
本
国
に
流
れ
こ
ん
で
、
そ
こ
で

A
M
刷
》

資
本
に
転
化
し
た
』
.

②
 
国
債
湖
度

l
l国
債
は
、
国
家
が
債
務
者
に
な
る
こ
と
に
よ
り
『
不
妊
の
貨
幣
」
に
、
。

1
0
バ
の
+
ひ
の
)
と
い
う
資
本
形
式
含

与
え
、
国
債
の
転
売
を
通
じ
て
貨
幣
フ
7

ン
ド
を
形
成
さ
せ
る
・
ま
た
、
国
債
償
還
の
た
め
の

a税
制
度
は
、
資
本
に
よ
っ
て
貨
幣
フ
ァ

ン
ド
形
成
を
よ
り
確
実
な
も
の
に
す
る
と
と
も
に
、
租
税
負
担
の
結
集
、
「
賃
労
働
者
を
従
服
、
倹
約
、
勤
勉
に
し
』
、
ま
た
、
食
業
・

手

工
莱
に
対
し
て
『
奴
耳鼻
的
効
果
』
を
持
つ
に
至
る
・

保
護
W
M
易
制
度
|
|
こ
れ
は
、
他
国
と

g
国
と
の
関
係
に
お
け
る
資
本
ζ

か
か
わ
る
が
、
自
国
内
資
本
に
対
す
る
差
別
的
愉
出
奨

励
金
(
低
価
絡
商
品
の
鎗
出
〉
、
愉
入
関
民
(
愉
入
商
品
の
高
値
浴
日
銭
争
力
削
減
〉
に
よ
り
、
自
国
資
本
に
お
け
る
貨
幣
帯
同
側
、
資
本

① 
カ
の
強
化
に
よ
る
旧
生
産
傑
式
の
制
覇
を
促
進
す
る
外
的
指
汗
と
な
る
・

こ
の
①
l
③
が
、
貨
常
資
本
の
定
在
に
結
集
す
る
も
の
と
し
て
の
本
源
的
蓄
積
の
一
要
因
で
あ
る
。
「
諸
形
悠
』
で
、

例
外
国
貿
易
、
を
不
可
欠
の
も
の
と
し

商
業、

国
庫
と

さ
れ
た
内
容
が
よ
り
具
体
化
さ
れ
、
『
プ
ラ
ン
」

ω資
本
と
し
て
の
貨
燃
の
契
機
が
、

て
含
み
つ
つ
、
現
れ
て
い
る
・

ω国
家
、

以
上
が
、
『
資
本
論
』
本
源
的
蓄
積
章
の
第

1
1
第
6
節
の
概
略
で
あ
る
・

ふ
り
か
・
え
っ
て
み
る
時
、

目
頭
『
資
本
に
と
っ
て
あ
ず
か

り
知
ら
な
い
諸
事
件
』

と
い
う
苫
い
方
で
、

諸
断
片
の
何
の
策
絡
も
な
い
臨
時
開
を
予
想
さ
せ
た
も
の
が
、

資
本
に
よ
る
近
代
的
土
地
所
有

本滅的蓄積

の
借
定
か
ら
、
上
の
貨
幣
資
本
の
蓄
積
ま
で
の
経
過
を
に
ど
る
時
、

本
源
的
警
視
論
は
、
e
H
t
哨
の
点
在
的
存
在
か
ら
『
資
本
制
生
成
俊
式」

そ
れ
は
、
『
プ
ヲ
ン
」

ω資
本

・
土
地
所
行

・
ぽ
労

諸
契
機
が
内
在
化
さ
れ
て
展
開
さ
れ
て

古
品
れ
』
、

第三.

に
促
迫
ず
る
m究
機
に
よ
っ
て
熔
成
さ
れ
て
い
た
こ
ζ

が
ち
か
る
の
で
あ
る
・

働
、

ω他県
得
と
し
て
の
資
本
、

ω国
家
、
例
外
国
貿
易
、

『
M
M
d

い
る
こ
と
が
わ
か
る
.

と
の
関
係
が
意
滋
さ
れ
、
『
プ

ラ
ン
』

資本舗と人間白書~ .土.*fJ~

お

わ

り

に

'
ι
f
7
7
4
1

ル
ド
』
を
素
材
と
し
て
『
プ
ラ

ゾ
』
の
講

一
に
お
い
て
は
、

『要
綱』

ド

1
『資
本
と
近
代
的
土
地
所
有

1
iウ
3

4

5

7

d

以
上

=
に
お
い
て
は
、
宇
野
、

犬
島
、
掲
江
、
吉
村
、
尾
筒
各
氏
に
お
け
る
、
本
滅
的
蓄
積
に
つ
い
て
の
接
近
俊
晶
門
官

三

に
お
い
て
は
、
『
諸
形
態
』
お
よ
び

『
資
本
治
』
本
源
的
蓄
積

契
機
を
さ
ぐ
り
だ
し
、

と
、
う
と
『
前
資
窓
制
刷
』
の
領
威
に
お
い
て
さ
ぐ
り
ゼ
し
、

ど
ち
ら
会
と
L

に
つ
き
、
若
干
の
検
討
を
行
っ
て
き
た
・

そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
は
、
ご
く
大
雑
把
に
述
べ
れ
ば
次
の
二
点
で
あ
る
・

E 

は
な
し
、
前
者
の
み
セ
『
原
理
論
』
の
対

ω-
研
究
史
に
あ
っ
て
は
、

資
本
制
の
内
的
経
済
法
則
の
検
出
と
、
本
源
的
蓄
積
と
を
切
り

象
と
す
る
規
角
公
子
野
氏
〉、

内
崎
氏
)
が
あ
る
。

』
と
主
意
滋
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

て
資
本
の
生
成
途
は
、
そ
の
法
則
に
、
時
系
列
的
に
見
れ
ば
逆
で
は
あ
る
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と

L
う
』

し
か
し
、
共
に
、

資
本
制
酬
の
法
則
は
、
本
源
的
蓄
積
論
の
前
ζ

、
す
で
に
理
論
と
し
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、

お
よ
び
、

資
本
生
成
を
、
前
安
志
訓
酬

i
移
行

L
資
本
制
と
し
、
段
階
的
対
象
移
動
と
す
る
筏
角
ハ
大

し
た
が
っ

る
。
こ
れ
ら
の
点
を
意
滋
し
、
そ
の
克
服
を
は
か
っ
た
の

性
』
あ
る
い
は
磁
砕
の
対
象
と
い
う
位
置
づ
け
が
欠
落
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る

こ
に
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
資
本
に
よ
る
安
本
関
係
創
出
と
い
う
契
機
が、

後
者
に
あ
っ
て
は
、

前
資
本
領
抱
帽
憶
に
際
し
て
の
、
『
抽
象

-
か
、
婦
江
、
吉
村
、
尾
盛岡氏
ら
で
あ
る
。

本
源
的
蓄
積
諭
は
、
「
諸
形
態
』
、

『
資
本
論
』

い
ず
れ
に
あ
っ
て
も

、
『
プ
ラ
ソ
』
諾
契
機
を
意
議
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
中
で
、
『
諸
形
態
』

に
あ
っ
て
は
、

貸
符
資
本
蓄
積
と
並
ん
で
、
共
肉
体
の
三
形
償
却
日
資
本
に
と
っ
て
の
改
造
対
象
と
し
て
の
土
地
所

一
見
無
関
係
な
要
因
の
積
み
重
ね
の
よ
う
に
見
え
る
、

そ
の
内
を
貫
い
て
、

。)有
、
と
い
う
等
式
が
意
描画
さ
れ
、

『資
本
論
』
に
あ
っ
て
は
、

117 

}
く
・
主
り
を
し
た
展
開
が
行
わ
れ
て
い
る
.

『
プ
ラ
ゾ
』
全
体
に
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以
上
、

『
プ
ラ
ン
』
と
の
関
係
を
意
議
し
た
、
本
源
的
蓄
積
に
つ
い
て
の
一
考
察
で
あ
る
・

μS 

、

T注

い
わ
や
る
『
プ
ラ
ソ
論
争
」
は
、

『
資

白一本
論
』
に
つ
き
、
『
プ
ラ

γ
』
変
更
兵
、
お
よ
び
『
プ
ラ
ソ
』
不
変
浪
、
不
変
誕
の
内
部
に
お
い
て
、

資
本
一
般
ま
で
と
す
る
浪
、

鍵
争
・
信
用
ま
で
含
む
ζ

す
る
託
、
資
本

・
土
地
明
有
・

賃
労
働
認
に
分
化
し
て
い
る
.
こ
れ
ら
は
、

府県
奥
深
索
、

文
敏
考
涯
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
鎗
自
の
対
象
と
し
て
今
後
と
も
研
績
が
佃
恨
み
重
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
る
う
.
本
な
で
除

象
し
た
の
は
、
も
と
よ
り
、
本
豪
的
書
演
均
が
主
唱
師
団
唱
ゆ
え
に
で
は
あ
る
が
、
な
お
一
学
の
尾
市
出
は
、
『
プ
ラ

ソ
』

治
的
接
近
で
は
、
や
や
も

す
る
と
、

『
資
本
論
』

を
『
プ
ラ

γ
』
各
項
目
ζ

の
宣
雄
で
は
が
り
、

『
資
本
泊
』

の
各
項
目
と
の
昭
一応
に
軍
占
…
が
お
か
れ
る
こ
と
ζ

な
り
、

『資
本
論
』
に
お
け
る
、
器
H
P
4
輔
開
笠
宮
血
の
措
法
則
の
萱
副
官
的
疎
開
の
酒
田
心
〈
λ
こ
ま
れ
て
い
る
、
た
と
・
え
ば
、
土
地
所
有
、
閣
官
品
、
伎
界
市
場

等
の
契
機
が
ぬ
け
落
ち
る
こ
と
と
な
る
ゆ
え
で
あ
る
・
絶
対
的
・
抱
対
的
副
朝
食
価
値
に
お
け
る
、
労
働
日
延
長
に
対
す
る
反
作
用
と
し
て
の
労

働
臼
の
法
定
は
、『
資
本
』
の
運
動
が
『
銅
家
』
と
い
う
契
畿
を
く
み
こ
ん
で
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
国
家
笥
圃閣
の
内
を
と
い
う

事
実
は
、
『
プ
ラ

γ
』
と

『
資
本
鎗
』
に
つ
い
て
の
研
先
に
あ
っ
て
は
見
過
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
う
・

な
お
、
『
プ
ラ

γ
』
研
究
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
法
石
勝
彦
ミ
資
本
諭
』
と
資
本
一
一
般
汲
』
(
『
一
岨鋼
大
学
研

究

年

徹

径

涜
令百
軒
先

h
n、

一
九
七
九
年
)
が
あ
る
・

(
2
}

ヌ
・
玄
M
W

『UF
O

『C
コ
色
三
国
岨
縄
問
也
市
『
ヌ
ユ
z
r
a
伶
『
唱
。
-一三岨
n
r
。
3
0
r
o
コ
。
ヨ
芯
(
刃
。
7
m
コ
プ
ミ
C

『『)
-∞山一
ア
-m∞・

〉
3
7
ω
コ
開
-
∞
一日om由・

虫
色
H

〈

Z
Z蝿

Oz--3・
3
S
-
m・
8
M唱
・
高
木
孝
二
個
即
監
次

『
径
占
川
学
批
判
要
綱
』

l
(大
月

S
庖
)
三

O
頁
、
多
田
m
・
な
お
、
以
下

.。『.、

『
要
綱
h

と
略
記
す
る
・

(
3
)

伺

Z
Z
F
ω・
-2
・
問
右
、

E
、
一
七
二
|
七
三
頁
、

怠
照
.

(
4
)

石
見
尚

『
土
地
所
有
の

aa例
法
制
』
(
夜
来
社
、
一
九
六
六
竿
)
三
八
l
四
勺
賞、

4
静
岡
・

(
5
}

小
命
感
之

τ資
本
治
時
に
お
け
る
土
地
所
有
の
泊
四
4
1
1・開
明
党
序
没
』

{『
三
川
学
会
滞
守山
』

一
九
六
七
年
九
月
)
多
照
・

(
6
)

留
中
菊
次

『
経
済
学
の
生
成
ζ

縫
代
の
也
調
理
』
(
未
来
社
、

度
忠
実
値
引臨開占
別
手
会
、

第
六
の
岨
gm九品リ、

一
九
七
二
年
)
怠
照
.

尾
崎
芳
治
前
掲
禽
『
径
昌
明
学
と
度
受
変
箪
』
毘
玄
呂
七
頁
、
多
笥
・

平
図
清
明
『
陸
軍
明
暗
干
の
プ
ラ
ソ
ζ

方出血
(下
ご

{
京
園
田
大
学

a
d学
会

『
岨E
S
明
治
疲

L
m
-
三
六
巻
構
五
・
六
号
、

月
)
多
照
・

(
9
)
.
。
『
f
m
・

-∞
叫・

『
要
綱
』

E
、
一
九
八
頁
・

(ω)
明
言
三
脚
・

ω
-∞
吋
・
同
右
、
，
ア
九
七
頁
.

(
U
)
E
M
mコ
含
一
・
的

目慣叫
-
m門
右
、
一
九
七
買
.

{

ロ

)

伺

FUZ
E
-
m-
-個
吋
・
問
右
、
一
九
八
頁・

一
一
一
一
一
一
一
一
日
日
付
日
付
一

M
M
H

な
お
、
こ
の

E
R
--一で見

る
よ
う
に
尾
崎
氏
に
よ
勺
て
改
め
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
・

(

時

)

何

回

Mg雪
・
凶

-
-
8・
問
右
、
ニ

O
一
双
.

2
2
5・
m
-8
同
右
、
一
一
九
一
汀

γ
ど

の
内
容
づ

2
1Jニ

震
で
あ
る
ゆ
失

資
本
舗
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

2
2で

(
げ
)
『
資
本
と
近
代
的
土
地
所
有

7
針
な
ワ
う
る
も
の
で
あ
い
リ

ι
?お
い
て
は
、
地
代
と
土
地
所
有
に
零
返
す
る
際
に
、
契
嶋
田
l
、

日
!
日
ー
は
1

ト
い
)
れ
いいけ
H
・
J

資
本
三
容
に
お
け
る
土
地
所
有

l

w土
地
所
有
治
M

の
た
め
の

-Z』
(
『
下
関
市
立
大
学
詩

集
』
第
三
一

一巻
第
一

・
こ
号
、
一
九
八
七

忽

九

月

三

は

な

く

、

『
資
本
論
』
の
解
説
に
お
い

J
日弔問
臨
時
己
主
部
出
品
作
『一
詰
信
託

斐
閥
、
-
九
七
五
年
)
診
照
・

大
内

-
w僚
弁
・
山
口
編
司
資
本
治
研
究
入
門
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
乞
六
年
)
一
五
回
頁
・

大
島
緩
一

『増

補

販

価

絡

と
資
本
の
建
治
』
(
未
来
社
、
一
九
七
四
年
)
ニ
二
五
頁
・

同
右
、
二
四
七
頁
.

同
右
、
二
四
回
宵
具
、
多
田
m
・

(
7
V
 

(
8
)
 

一九ハ
O
年

----dt
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(
お
}
廟
門
右
、
ニ
包
五
頁
、
多
筒
…
・

(
M
臼
)
問
右
、
二
四
五
頁
・

(
お
)
同
右
、
二
回
二
頁
・

(
お
)

見
回
石
介

『資
本
語
の

方

ぎ

主

主

、

一

九

六

三

忽

ご

o-ハ
1
0
七
頁
、

E-

(
幻
)
字
野
包
蔵
『

守
ル
ク
ス
広
昭
事
例
4+
の
諸
問
題
』
{出
b
a凪惜官
官
、
一
九
六
九
年
)
二
三
頁
、
参
照
・

(
柏
崎
)
堵
江
英
一

『改
訂
度
来
資
本
主
設
の
咽
構
造
建
治
』

{
有
斐
旬
、
一

九一ハ

O
年
・)
八
三

π・

(
明
白
)
吉
村
a
z
h仇
『径
dmA+
方
法
治』

(雄
居
四
社
、
一

九
六
六
年
)
ニ

O
頁・

(
ぬ
)
向
右
、
六
九
頁
・

(引

C

m右
、
七

O
買・

(n)
廟
門
右
、
七
一
文
・

(ね

v
m右
、
三
四
双
・

(

U

品
)
問
右
、
五
五
頁
・

(
お
}
肉
布
、
玄
五
頁
・

(
お
}
問
右
、
六
六
頁
・

(
幻
}

尾
崎
芳
治
h

刷
渇
・
『
E
E
P
学
と
歴
史
変
革
』
一一一六頁・

(刊
品
)

問
右
、

=
一
六
頁
・

{
お
)
問
右
、
三
六
宵H
.

〈

哲

人

-

九

計

上

い

刊

誌

一円

け

れ

一
汗

ー

に

主

日

立

主

的

行

一

一

一

一

一

、

あ

れ

.

日
比
1
2に

よ
う
て
主
の

E
?!え
ら
れ
て
い
る
よ

(g
m『
共
同
体
と
安

の

2
3』
1
2、
一
九
主
ハ
宅

金
h
h
l
uけ
げ

ハ

本

立

で
ほ
と
り
あ
げ
な
が
っ
た

J28
!
?渡

的
S
債
の

を

的

傾
向
』
と

3、
ア
J

ア
的

、
は
、
辻
会
発
展
の
二
つ
の
系
列
、
①
『
生
産
者
と
生
活
手
段
の
直
後
的
統

一-ー
l
筒
者
の

ιn
m
i--ょ
っ
枠
内
い
次
元

35。

に
お
け
る
錠
ご
お
よ
び
、
事
『
共
司
所
有
1
1・他
人
労
働
に
も
と
づ
く
所
有

1
・
枠
内
旬
所
有
の
高
次
復
活
』
を
め
ぐ
守
て
、

幅桐
晶
車
な
研
究
・
か

重
ね
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
素
材
を
な
し
て
い
る
・
し
か
し
こ
こ
で
は
、
以
下
乃
文
献
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
・

福
富
正
実

『
7
・1
7
的
生
産
織

4
A
冶
争
の
復
活
』
(
b
h
Z
4
辻
、
一
九
六
九
年
)
・

4
r
持仲
良
正

『
7

J
ア
的
生
産
織
尖
研
究
』
(
大
月
寄
広
、
一
九
七

O
年
)
・
泡
沢

E
炎

『
7
・J
ア

的
生
産
憎
陣
式
諭
』
(御
茶
の
求
書
房
、

一
九
七
O
-
4
Y
平
図
清
明

『径
涜
学
ζ

歴
史
認
滋
』
(
世
相
波
書
広
、
一
九
七
一
年
三
芝
原
街
自

『所
有

と
生
串
血
縁
式
の
度
受
理
治
』

(
青
木
書
広
、
一
九
乞
ニ
忽
)
・
中
片
付
哲

『
奴
ゑ
制
・

農
奴
舗
の
湾
沿』

(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
三

『講
座

史

的

唯

物
畠
ζ

現
代
』
(
青
木
書
信
、
一
九
七
七
竿
以
降
・
第
二
、
一
二
、
五
巻
)
・

(
“
)
犬
塚
久
縫

3
共
同
体
"
を
ど
う
問
題
Jζ

す
る
か
』
(
『大
塚
久
悠
著
作
集
』
第
七
巻
、
岩
夜
曲冒
庭
、
一
九
六
九
年
)
こ

O
一
ー

O
二
頁
、
多

mm
・

(
必
}
問
『
共
肉
体
の
蕊
B
R
理
鎗
』
問
右
、
八
頁
・

・
(
A
W
)

・0
1
・
ω・
3m-
『要
綱』

冊
、
四

O
八

1
0
九
頁
・

(
“
)
何

F
gま・
ω
-
U
3・
同
右
、
四

O
九
頁
.

(川町

)
E
U2
色
却

-m-ua-
問
右
、
四
一
一
貫
・

{必

)
E
M
g
a
?
ω
・
ω∞0
・
問
右
、
四
一
一
一
貫
・

(
円
引
)
何

σ
2ま・
ω・
ω宝
・
問
右
、
四
一
七
頁
・

{
川
崎
)
何

F
g
E・日・
ω恒
N
・
問
右
、
回
二
ハ
叉
.

〈品刊

)
E
E
E
P
ω
・
ω笠
・
同
右
、
四
一
八
京
、
怠
g
….

(印

)
E
E
Z
ω
・
ω・
ω
2
8・
向
右
、
四
一
八
頁
、
診
沼
山
・

(UC

注
(
品
判
}
hs
g…
・
な
お
、
持
件
直
道
氏
は
、
こ
の
ア
ジ
ア
的
、

a
!
?
的
、
ゲ
ル
マ

ソ
的
共
同
体
諸
形
回
却
を
、
『
経
済
学
批
判
』
序
守
固
に
お
山
リ

る
、
ア
ジ
ア
的
、
古
代
的
、
封
建
的
生
産
後
弐
の
『
成
立
の
基
礎
』
を
な
す
と
し
て
い
る
(
#
件
直
道

『
史
的
唯
物
論
と
経
済
学
』
上
巻
、
大
月

・
広
、
一
九
七
一
忽
、
一
二
七
頁
て
な
お
、
泳
氏
は
、

『要
綱』

で
、
叙
怠
鵠
・
農
奴
舗
が
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
き

第
一
に
、
奴
噌
掃
輔
胡
・
且
慣
叙
帽
咽
・
資
本
舗
を
共
通
薗
で
、
す
な
わ
ち
、

剰
余
労
働
を
支
配
す
る
者
と
さ
れ
る
者
と
の
対
比
で
と
ら
え
、
そ
の
対
盛
田

に
原
始
共
肉
体
を
お
く
と
い
う
筏
殺
が
、
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
『
剰
余
価
値
の
理
協
調
・
て
の
も
の
の
未
然
さ
の
役
彫
』

で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
原
始
尖
肉
体
か
ら
奴
隷
湖、

血揖
奴
錦
、
資
本
舗
へ
の
『
伝
化
の
仇
調
理
』
が
未
完
成
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
点
を
箔

35' 
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織
し
て
い
る
・
体
重
道

『
史
的
唯
物
畠
と
所
有

ma論
h

(

大
月
寄
広、

(
詑
}
.
。

1
・
m
-
ω
2
・

『壇賞園
周』

E
、
四
二
五
支
.

(幻
)
m
e
g
E
-
ω
・
ω
3
・
問
右
、
包
三

O
頁
・

{
U
H
}

岡
山
宮
コ
含
-
m
・
8
ω
・
問
右
、
一
一
一
九
七
百
H

・

(
お
)
何
F
u
g
a
-
-
m
u
唱
曲
・
向
右
、

8
2
二
頁
.

(
回
訓
)
史
完
コ
ま
・
m
s
m
・
同
右
、
週

O
七
頁
.

な
お
、
望
月
清
司
氏
は
、
平
沼
清
明

『四a
a
E
+
ζ
箆
史
認
怠
』
中
、
『
諸
uu
m
u
』
友
峰
、
資
本
の
『
第
二
循
園
川
』
分
析
に
注
目
し
、
『
活
彩
服
』

研
究
が
、
純
資
本
咽
闘
の
笠
叉
分
析
の
梅
雨
時
刊
が
ら
、
友
銀
約
震
回
引
色
調
の
祭
同
円
三
伝
回
し
た
経
過
を
た
ど
っ
て
い
る
・

四国
月
清
司

『
守
ル
ク
λ
歴
史

理
治
の
研
究
h

(

者
援
高
官
、
一
九
七
三
年
}
お
よ
び
、

『
湯

座

マ

ル
ク
ス
経
済
芋
』
第
七
冷
』
(
日
本
田
町
沿
位
、
一
九
七
四
手
)
第
7
怠
、
診

園間
・
『
緒
形
忽
』
を
本
源
的
事
骨
積

aと
す
る
慌
で
は
同
一
で
あ
る
が
、
本
戒
は
、
そ
れ
に
『
プ
ラ
ソ
』
を
内
を
さ
せ
て
考
察
し
て
お
り
、
回
世
近

復
角
を
異
に
す
る
・

(
引
)
い
ず
れ
も
、
z
o
-
-
m
ω
g
s
・

『建
網
』
目
、
四
一
ニ
一

l
四
三
ニ
賀
、
谷
腕
…・

(潟

)
E
U
2
ま
・
ω
・

&8・

伺
右
、
四
四
二
頁
・

(mw}

E
u
g
E
-
m
A
S
-
同
右
、
四
四
回
真
、
怠
句
・

(
ω
}

MW
Z
3色
F

m
-
士
山
・
同
右
、
四
四
七
頁
.

(
創
)
何
『
g
a
p
m
-
A
g
-
m
右
、
四
回
目
頁
・

(
臼
)

甲
(
玄
ω
『
M

・
0
2
ヌ
喜
一
三
・
島
市
『
句
。
-
一
月
一
抽
n
Y
3

。rO
3
0
ヨ
一
?
毛
市
『
r
e
-
a
a
N
ω
-
o
z
n
H
〈
三
呂
田
命
ユ
一
p
-g
M
-
ω
・
吋品目・

『全

-
R
』
第
二
三
巻
b
、
大
月

a
g
、
九
三
二
頁
・

(
臼
)
何
回
v
g
E
-
ω
・
ど
ω
-
m
右
、
九
三
五
頁
.

{

制

)

伺

Z
3
a
?
帥
叫
玄
・
問
右
、
九
三
五
頁
・

(
自
問
〉
E
M伶
3
a
?
ω
立
山
・
問
右
、
九
三
七
頁
.

{
M
W
}

拘

e
g
a
F
ω
=
m
-
伺
右
、
九
三
八
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第四章資本制と土地所有

はじめに

資本制生産感式，その生産関係の一典型は.資本一土地所有一貫労働か

ら成ること，それはよく知られた事実である。例えぷ 「ミル評注Jをとり

あげてみよう。客観的な生産関係の転変法則については未だ思議しておら

ず，代わるに疎外概念をもら ζみつつも，資本制におげる生還関係につい

ての骨格をすでに示している。 r労働，資本，土地所有相互の分裂…・・

これらの分裂は，自己疎外を自己疎外の姿でとともに，相互疎外の聾でで

も現象させる。帥」 ここでは資本制につき.① 資 本，土地所-#，賃

労働が基本的な生産関係でゐること。②資本，土地所有，賃労働乙の

相互間，およびまたそれぞれの内部において.相互疎外，従ってもしζう

苫ってよければ競争関係が支配的である ζ と，が示唆されている。 また

『資本論』においては.資本制につき，他とは区別された歴史上特定の段階

においてのみ成立する一社会情成体とし，資本一土地所有一貫労働は，資

本制の経済関係を内容づける三範腐としている。 r資本と同僚に，賃労働

も土地所有も歴史的に規定された社会的形餓である。一方は労働のそれで

354 

(1) Auszuge aus James Mi11s Buch“企Jemensd' economie politiQuc" Trad 

par J. T. Parisot. Paris 1823， M. E. Werke. Erganzungsband erster teiJ. 

s.456，全然~. 375頁。傍点は引用者。以下の引用の頃合も悶織。

(2) Das KapitaJ， Bd. 25 • s. 824， r資本市J全集@-2.1045-46頁。また S.

8912， 1130買にも同僚の指摘がある。
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あり，他方は独占された地Eまのそれであって， しかも両方とち ，資本に対

応し閉じ経済的社会情成体に属する形態である。リ「ミル蒋注」におけ

る疎舛 ・鏡争論的把控， r資本論』における社会情成体的把握と， ζのこ

つの習作の問には接近視角のちがいはあれ，共に資本制11=資本 ・土地所有

・3労働と しているとと， ζζ でさしあたり確認できるであろう。本稿は，

以上のζ とを前払!としつつ，資本ー土地所有一賃労働において，とりわけ

「土地所仔」は資本制との関係で，いかなる契問をもっているのか，土地

所有が資本'MJとの関係で示すであろう諸契機の検山， ζのような課題をす

え古典を足訂した一記録である。

ところで，今支て・拙潟において， r資本均』についての一基被， r発生

史論」あるいはr-'idJll1=在史J品につき，若干の倹汚を試みてきた。 r治

問=歴史JIi.，資本制を資本一貫労働関係で提み，その定:3の必然性につ

)， rv 惣iL小術品生海道まのみから，£る一社会。 ② 主主者rffO:こおける価

値法則，優勝劣敗の作用。③少数の資本家と多数の賃労働者，両者への

分裂と梱互関係。この①かう③において，すなわち蝕立小商品生蛮者にお

ける競争関係の~I}紡として資本関係は成立に至ると ν，かっ t賢本="J を

そのようなものとし再整序をよ式みた。本題に入る前に，この点につき一定

の言及をしておきたL、。直ちに感覚的レベルでわかることは，発生史論が

資本・er封働の形成をとくのに対しての本稿での「土地所有」範腐の導入・

定置である。しかし ζの点，それとそが本稿の解明すべき一課題放，単な

るro鏑にとどめざるをえない。他の一つ，ここでの台及がさけられない所

は.発生史諭が，資本制生産関係(資本 ・賃労働関係)の形成を.もっl:fら，

商品生産者相互の綬争と優勝劣敗にもとめている点である。との点につき，

今まで，特に.資本命fl以前に自由 ・独立の小商品生還者のふからなる社会

を想定すると ζろに.一つの克服すべき箇所を見出してきた。しかし，さ

らに司;ねて見直す時，ひっかかってくるのは，このような社会から実際に，

資本制生直搬式を内容づける資本 ・賃労働関係が生みだされるのか，とい

う点である。相互競争，優勝劣敗.少数の栄達に至る者と多数の敗残者，
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t有者の相E関係，とのような連鎖はたしかに我守が日沼的に確認しうる資

本制下のー断片である。発生史論は，このような日常的な断片に支えられ

て成立している ζとは，いうまでもなかろう。しかし，このことは同時に.

独立小商品生産者の相互競争が，資本胡係の呈示の根拠になりえないζと

をも示すものである。資本という満開，領域，そして資本 ・賃労働関係は.

f餓争」以前iこ存在しているのである。殻争が行なう ζ とができるのはた

だ，例えば符定の個人Aが資本という領国1ζ逗をふム入れるか，貸出働と

いう:涜伎に足をふみ入れるかの迎いのλであり，個人Aがそのような領ば

そのものをつくりだするのでないこと，多2を要しまい。訟立小商品生医

者のi司極分解とは，商品の売買関係を通じての形成ということであろう。

しかし売買によっては資本 ・賃労働関係自俸をつくりだすことはで5ない

のである。 r資本論』地代篇「土地価絡の利子として地代を位置づける見

解批判」の文脈において，この点につき，俗利は売買によってはもちろん

創造lまされずただ移転するのみである ， 術和jを生みだすのは生~関係でゐ

る，としている。「しかし，侮利そのものは，売足によって生みだされる

のでよなく ，ただ移転されるだけでゐる。緬利は，それを売ることができ

る前に，存在していなければならないのでJうって，……いくら完買を帰

り返しても， ζの権利をつくりだすことはできないのである。およそ侮利

をつくりだしたものは生産関・係である。(.)J競争，あるいはその内容を

(3) Ebenda， s.784 ，向上.995頁。なお乙の点11. r資本~J にJJげる.尚品ー伝

化 問余価値-Ij積一領有法則の伝~ー否定の否定という系列 . それぞれの内(;，

位置.偲互関進，そのトータルなものとしての r資本治』そのものをL、かなる角

低から縫えるか.をめぐる研究史にかかわる。凶備においても 33やかな検討を

続けて主たが間一テー?にかかわる研究史的~'IWI. カテコ・リーのJê&是史符11別途

検討されるべき領減であろう。ただ一人誌のみふれておけば，研究史的脈絡のなか

にあって. r論理=歴史」とは区別された「資本荷主J抱爆においては.資本関係

と術品生1mが.資本制において並立するニ辺倒とされていた乙と.Jt必レていた。

この点については例えばJIIJ:uttrr所lí備法のPl!~J (宕波帯広.1959!(!)中の
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なす商品売買においては.個人 A.個人B.そのどちらが「資本家Jと

いう範囲書の伴内に身安おくことができるかという ζ とのみが主眼でゐ札

「資・本家」という範鴎を創出するためのるのでないζ とは.いうまでもな

かろう。本摘において. r生産関係jに，資本制生産関係，その不可欠の

一環としての土地所有に意を注ぐ所以である。以下， ー では，土地所

有が資本制との関係で示すであろう諸契機の検出を試みる。 ニでは.

土地所有の経済的基礎である地代，地代論が土地所有という角度から克ら

れる。なおー 土地所有の諸契績にかかわっては.続いて見られるよ

うに，いわゆる「初期マルクスJ，こおいてもすでに後の研究を規定する内

容が与えられているようである。紋に直ちに課題接近が行なわれる。 ニ

地代については.一定の段階的深化が見られる領践である。放に，地代

研究史の慨級が必要とされるであろう。

資本*1と土地所有一一「土地所有Jの諸契機一一

ーでは，資本制との関係で土地所有はし、かなる諸側面を示すのか，"

のような課題思議をおきつつ，古典が見直される。なお素材は主に「経

・歯車補J(18H年の経済学ノート) . r剰余価値学説史J(1862-63年.

231晴のノートの一都). r資本論』からとられる。 r経・哲怠碕Jとf学

説史J等の関係については.周知の通り「継承Jか 「断絶Jかの泊争があ

る。しかし，以下見るように. r土地所有」の諸契僚という観点に限れば，

断絡を彼自色づける 6のは見出せない。放に. r初期J r中期」といった区

別は不要であり，先にも触れた通り直接に原典探索の跡を記録することに

次の文言が診照されるべ与であろう。 r生~手段の所有干?と非所有者との対立.

後者の労働力の販売，商&交換による労働力の再生産.という資本絹社会に符

有の鑓仰は，二白ゐ鑓関係を高品交換関係tこよって必然的に併せしめ

る。J(29買。傍点は引用者)
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したし、

1. 資本制と土地所有というテーマ念おいて原典を見ていく際，第

一につきあたるのは， 資本制においては，土地所有は資本の運動の背後に

伏在し，資本の運動に規定される，という側面である。「経 ・哲lJ.碕」か

ら見ていζ う。そこではその内容がまたこつに分かれている。一つは土地

が商品化され，土地が貨幣侠算をうけ，W(土地〉ーG関係を刻印される ζと

である。その意味につき，土地所有の指威の消滅，貨慾の指威の絶対的優

位とし，土地と人聞が貨幣換算されることをして両者の箆落であると結論

づけている。「土地との名誉結婚に利益の結婚がとってかわって土地もま

た人間と同僚に，営利目的の取引価値にまで堕ちる……。つあるいはま

た.土地所有=伝統的資篠制はすでに過去のものとなり，かわって貨情目

的の所有.貨熔貨族制が支配的位置を獲得する，と。 r土地所有備の ζの

安売 j~ ，土地所有衡の商品への転化は普の賃銭制の鼠後の倒怨であるとと

もに貨幣貧族制の究癌の完成でゐる。勺土地が商品となり .売買対象と

なること，そ ζには，土地所有が，商品 ・貨階の運動の下に編成されると

いう含意がくみとられよう。 ζれが資本制に規定される土地所iJの第一の

内容でゐる。また一つには.資本制において土地所有は，資本によって地

代が支払われる限りにおいて存立しうるという事実がゐる。地代の浴徴，

したがって資本の発展は，土地所有の経済的位置の向上となる。 r街地人

の産J業上の金儲けは地主のそれである。というのは，前者があって ζそ後

者があるのだからである。川J放に.資本制において，支配的力を行使す

るのは資本であり.土地所有は資本に対して副次的位置を占めるのみとな

る。資本が「その支配力を・…・・所有者たち自身にたいしても .一一資本の

{り Okonomisch-phllosophischeManuskripte aus dem ]ahre 1844， Bd.ω. 
H.507， 全集~， 42ト U頁。

(5) Edenda， s. 505¥同上.425貫。

(6) Edenda， s. 526，同上， 447目。
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運動の諸法則が笹λを減Ifすか高めるかすることによって一一示すのは必

然的である。 川J

布晶 ・貨幣関係の形態総定をうけた.その意味で貨幣の指威に従属した

土地所有，資本による生歪の支配，地代支払い，それを前慢としてのみ，

その限りで成立する土地所有，このような. r経 ・苦程前Jで示される

「土地所有Jのmーの実吻e工. r学説史ー においては. 'Jカード地代論の

批判的検討を校~として，そのちは変えつつ再現してくる。その綬略をた

どり，第一の史的を検出してムょう。一一資本による土地経営を前従とし

てのみ，資本の支配を前提としてのみ土地所有が存在するならば，土地所

:if自体はちわめて芝動的.消短的なものとならさ.るをえないであろう。リ

カードは，苦笑ζの上うな把掻を行なっている。資本の支配，その概阪は，

土地所有者にとっては.ltI!代が喪失された状m!.地代が零となることであ

ろう。 F学説史jではこのような品定につき，さしあたっては rl.1i刊され

た眼史的形態」という表現を与えている。 r')カードは，借地農業者の資

本が他のあらゆる資本と同じようにただ利潤だけを支払うというある点を

仮定している。……{といっても ，この虚婦された歴史的形1盟i主.本質的

なSのではなく，または別の、諸法剤、の形で，すべてのブルジョア経済

学者に共通なものである。}(りとれはきい俊えれば.資本制=資本・賃労

働(土地所有の冶象)という ζ とであり . r虚仰されたJとしているので

あるから，乙の地代零という 仮定には否定的判断が下されているよ うに見

える。しかしながら以下見るように直接的に否定的判断にのみ収飲される

ものではない。 7カードにおける地代零の仮定が示す志の，その合意はニ

つである。第一。地代零の仮定の理論的欠陥にあたる所. r虚tRJのrs

(1) Edenda， s. 507，向上，427頁。なお 『哲学の貧困J(Das EJend der PhiJos' 

opbie. &:1. 4， ~~@)には「……土地所有はE重症物の売買価値のいかんに左右3

れる・・…J(S. 170，げ7n)との抱矯がある。

(8) Mw， &:1. 26-II. s. 26，全集@-s.2S頁。
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梅J 犬こる綬~を示すととろである。すなわち， リカードにおける，土地所

有自体が生み出す地代，絶対地代の欠如，その指嫡に相即してあらわれる

絶対地代の呈示である. r リカードは絶対地代の問題を捨~する一一彼が

それ右f苔定するのは理論上の理由からである。というのは，後は次のよう

なまちがった前提から出発するからである。すなわち. もし諸商品の伍盛

が労働時聞によって規定されるとすれば，諸商品の平均価絡はそれらの価

値に苦手しくなければならないという前提である。〈的」縫荒における(工業

に比しての)有機的情成の相対的低位→価値以下の水講における生霊価格

(費用価格プラス率均利潤)の設定→価位実体をもった地代→地対地代，

ζの系列のリカードにおける欠如，その空白部分への充1li.これが上の引

証の示すところであり， リカードが土地所有を捻~したのは，このよう，こ

見る限り，地代拾におも?る絶対地代の欠如という理諸的欠7・''a.こ求められる。

しかし，ζれはあくまで色物事の一面でゐる。他の-Jnに自を宏じるとき，

ζの土地所有，地代理軍という「虚得された歴史的形態」は，必ずしbr虚
mJとのみ断ずることはできず. r笹 ・ 哲~碕」におけると共通した内容

を含んでいることになる。リカードは，資本官fJ=資本 ・賃労働とし，土地

所有については.第一善的ではなくて第二義的にのみ位置づけた。土地所

有，地代零の仮定をこのような文脈の上におくとき，それは土地所有の

資本制における客観的位置を示した6のとなる。 r特に リカーばが，資本

家と賃労働者との二分化から出発して.そののちにはじめて地主を特別な

蛇足としてもち ζんでいるとすれば.このζ とは，まったく資本主表的生

産の立湯に抱応するものである。……(価壇のー引用者)分けまえに直

接lとあずかる考を，資本家と賃労働者とに良定し，土地所有者……を除く

という ζとは.リカードなどにおける諜りであるど ζろか，……乙の生

(9) Ebeoda， s. 122，同上， 160頁。また，以下の指胞も診照。 iリカードは，ただ

~m泊代の存在を明らかにするだけで.土地所有には事実上経f1'i的効匁はないと
しているのである。J(S.88， 112買}
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詑織式の合主在を表現しているのである。 "J同じリカードの.土地所有

--零という規定に対して否定， iす定の両面把擾をしたこの内定面，それを

混じて資本制における土地萌有の第一の契概が示される。 r近代的土地所

有というのは封建的なものでありながら，それへの資本の働、かけによ

って変化させられたものであって，したがって，近代的土地所fjとしての

その形閣では，派生したものであり ，資本主義的生産の紘'Ilだからであ

る。 "J資本が毘業土地経営の分野で実際IこG-W-G'なる運動を行なう

こと，土地積有がそれを許容すること.それが近代的土地守釘であり.そ

の意味で近代均土地所有とは.資本;こ陽伴したものであり.資本制から

「派生」したもの， その「結果」である。以上「学説史Jを見て主た。リ刀

ードにつき，土地所管(地代)ー零という規定に対し. ニ面的符価を与貢

た乙と，その一面，否定的側面と「土地所有」の相関については後の節で

改めてとりゐげたい。 r資本諭』に日を転じよう。第三警第6r.l趨過利

潤の泊代への伝化 の冒頭では次のように言われる。 r資本論』が前提=

対軍としているのは，すでに自立したものとしての資本制生産段式である。

泊代を考察対安と νて設定するということは， この司じ資本制を}少兵体

化い工業と宮支の区別を導入したζとを窓味する。工業における資本き

と並ぶ農業における資本制の呈示でゐる。 rわれわれは.農業が製造工業

とまったく同織に資本主義的生産織式によって支配されているということ

を前提する。国JJ!霊祭における資本制経営の前提は資本制における土地所 .

有に規定常fJを与える。土地所有は.農業資本lこ従属したものとならざるを

えない。土地所有の資本制に「対応する形態は，資本への段業の従属によ

01) Ebenda， 5. 148-49，同上.192-931l。

00 Ebenda， 5. 149，悶上.194頁。また同じ 「学浪史4 ・こは 「近代的土地所1j.

すなわら資本主議的生I!l!によって変えられた土地所有J(5， 237， 312-13i1>との

ntitもある。

O~ a. a. O.温.627，l1iJ出， 793口。
3'" 
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って ζの生産儀式自身によってはじめてっくりだされるのである。 MJζ

ζに「学説史J等と共通した契機が与えられたわけである。

以上，今までの検討の中から，土地の商品 ・貨幣関係への銅成，貸燃の

下への包妓，資本の運動に従属し.資本の運動の結果と して成立する土地

所有といった規定が浮かびあがってきた。今，ζの土地所有の第一の克績

を総括し，内容づけるものとして r資本論』の次の文言をあげよう。「土

地所有が，農業の資本主主主的経営燦式を可能にする諸形態を受け取るとい

うことは.この生電Iil式の独自な性格の産物である。 MJ資本の運動に従

属するといい，資本による農業土地経営の結果といい， ζれらが示してい

る土地所有の彰態とは，資本による農業土地経営を可能にする土地向:qに

ほかならない。そのような土地所有形態によってはじめて，資本の運動の

結果としての土地所有を語りうるからである。

資本i己る車業土雌営を許容し，可能止するニ同巧有.これが資料

と土地所有における「土地所有」の第一の契織である。

2 資本制と土地所有との関係における土地所有のー契機が，資本

による農業土地経営を許容する土地所有であり.資本の運動の結果であっ

たとすれば，続いては当然，前資本制的土地所有と資本制との関係を見な

ければならないであろう。近代的土地所有と農業における資本制の自立が

対象=前提であるとすれば.それに転化してゆくものとしての前資本制的

土地所有は資本制にとっていかなる契績を有しているのか，その点の倹討

が第二の課題とならざるをえない。内容に入ろう。前資本制的土地所有に

ついて. r経 ・哲車問」では，その土地に属する人々(直接生産者)に自

を向け.後らにとって土地は「組国 (VaterLand)Jであり「切々たる民

族心 (engbrustigeArt von Nationalit語t)Jのような気持で接する，とし

ている。 r封建的土地所有においては……所有地の主がそのままたんなる

0:>> Ebenda. s. 630，向上.795頁。

0，1) Ebenda， s. 890，同上， 1128頁。
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資本の主としてあらわれるわけではない。所有地に属する人々はむしろそ

の沼地にたいしては彼らの祖国，こたいするようなありぢをしている。それ

は崎か切々たる民民心のようなものである。 "J乙の文言については， ζ

ζではただ資本の主ではないとし，資本制との対比で，土地所有一組問ー

民接，亡に触れていることζ 留意すればよい。 r木材窃盗取締法に関する討

論」においては，民族心が生じるであろうー恨YA!を住民の慣習的術利に求

め.その一つ「野J チゴ ・コケモその夜祭Jに触れ.司時I'. その慣習的

継涌jの，野ィチゴτの商lゐ化と勺時過理での消滅を暗示する。 r野'チゴ

やコケモモのl~m...…子供たちには一つの慣習的権利がさ主じているのだ，

と。ところがこの"J}実11，他のー草貝の宍のとうな尭2;こよって・~駁され

ている。ド弘のA万では，これらの史文はすでに商品であって，~につめ

てオ=ンゲへ送りぶされた' と。 "J以上のところ，前資本制的土地新有

は.包国一民族心ーコケモその度集権という閣速で捉えられ，資本刻との

関連については，資本は未だ登場していないという指矯.あるいは「育

品」への伝化による慣習的権利の消滅という断片的な自のにとどまってい

る。しかしその山にみって注目 3れるのは，土地 ・組国対資本.~ru樋対

商品として，相互に一方がなくなれば他方が成立するという一種の対比を

行なっている所である。 ζのような手法をより詳しく示したものに例えば

rドイツ ・イデオロギー」がある。そ乙では次のような対比を行なってい

る。 r個人一自然」対「個人一労働生産物J. r土地所有の支配J対「資

本の支配J. r共同体」対 f招瓦独立と交換による結合J.r人間一自

然J対「人間一人間」。原文はやや長きにわたるがあえて引証すれば以下。

「第一の渇合，すなわち自生的生産用具の場合に11諸個人は自然のもとに

包活され，第二の場合には労働の一生喧物のもとに包括される。第ーの渇

合には，それゆえにまた所有(土地所有)は直接的，自生的支配として~

日 a. a. 0， s. 505・06，，初出.426氏。

0& Deballen uber das Holzdiebstahlsgesetz. Bd. 1. s. 119 20.全集①.139 

R。
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われ，第二の場合には労働の支配， ζ とにJj積された猶自動としての資本の

支配!として現われる。第ーの場合は諸個人が家銭であれ部族であれ土地そ

のもの等々であれ何らかのきずなで一団となっているととを前提するし，

第二の渇会は諸個人が栂互に強立していて，ただ交換によってのみいっし

ょにされる ζ とを前提する。第一の場合は交倹は主として人間と自然との

あいだの……交俊であるし.第二の場合はそれはお主に人間たち自身のあ

いだでの交換である。圃」このような対比的手法は匂のもの，例えイ「学

昆史」においては，土地所守につき ， r置要な生重晴能者j対「無用の&

吻Jとして fラフンイズされている。 r土地所可者l主，古代やs.ttせにおい

ては実に軍要な生壷の機能者であったが，工業時代においては筏用の長?ち

である。回J以上を見る眼札前資本制と資本制が比較されているこ ζ が

立まるのみであり，ただ両者'1互に正反対の性絡を有することが活じられる

のみであるように見える。しかレ，ゐくまで立蜘点を資本領iにおき，工:I

・ J.~支現方における資本制を前従し，そのような混角から上のよ君を見直

せば.秘資本制を吟徴づける一連の1電磁， r個人一自然J，土地所fjの玄

~è" 共同体， r土地所有一生産悦能名・J，これうは.~誌なる対比的手法の

ー:認を占めるものではなく .資本制の成立と同時過程としていrれ色消滅

していく対象をとりあげていることが分る。とすれば，前資本制的土地所

有は資本制とのかかわりでは否定すべき対象として位置づけられることと

なる。事実，このような位宜づけを，他の箇所ではより明磁に行なってい

る。 r学説史J においては前節で見た . リカードの上地所日 ・ 地代の~Id

を行なう同じ文脈において.前資本制的なるるの，すなわち f処理j r掃
泌される 3の」としている。「だがこの 2人(リカードとアンダソン

一一引用者)はと O'こヨー ロッバの大陸では非常に奇妙だと思われる次の

ような見解から出発している。すなわち し 土地への任意の資本投下を

Qi'l Die deulSChe Ideologie，剖.3，s. 65.全%③.61氏。

Q~ a. a. 0， 5.39.総出.42目。
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拘束する志のとしての土地所有は存在しないという見解。……ζの点は次

のζ とから説明がつく。……。資本主議的生産がへンリ 7t位以後のように

農事件の伝統的な諸関係を容赦なく処理し(rucksichtlosgeshaltet)その籍条

件を自分に適合させ従属きせたところは，世界じゅうどこにもない。…・・

乙の農務そのものが，庭付での資本主表的生産の諸条件に予可したり適合

しなかったりしたところでは容赦なく舟減会れたのである (rucksichtlos'

weggefegt worden) 0 • J前資本制的土地所有は.資本にとってIt.r処理J

「得減Jの対象となるのである。同じ「学説史jでは.をた r9lt!'J1Jの対

思と読みとりが可銘な記述がある。ィギ・jスでは「あらゆる全件を同化し.

蟹史的な諸前提である止す務ゐ建築物や人聞をいろいろな時期に誤進的に:a

1捜して，費本の.最も生産的な'投下を達成してきたのである 0 ・Jある

いはまた「っくりかえ」したがって改造の対象として。 「すべての宅産灸

件が伝統的にあるがままに受け取られないで，資本の最も可利な投下のた

めの事情のもとでそれらがとらなければならないような形に毘史的にっく

り変えられるという ζとである。 ・J

以上，資本制と土地所信との関係において， r土地所有Jの節 2の契織

が与えられた。 I布告未自白土品読点 すなわち ， 会まK.è よ毛 . 命治 ， ~
進対象としての土地所有がそれである。 圃

一一一一ー。， Ebenda， s. 236.向上.311-12頁。

ω Ebenda， s. 154，向上，2∞頁。

tlO Ebenda， s. 237，向上.312頁。

四 コーガンは. ζの「改aiJにつき，レーニンは闘を向けていたが 71レヲ AI!

注意をu.わなかったとしている。 rレーニ Jは.さまざまな土地所11形態の資家
主表的改必の符殊性役研究する乙とが必泌であると指鏑した。なぜ'7Jレヲ;l.，!，

土泊所有形"のおどろくべき多機性をm嫡しながら. r資本~J のなかで乙の鴎
認を符7JIJに J5・~しなかったのか? としづ疑問が生ずる。J(コーが./.中野1-

r経務学批判プランと“資本治1大月，!1Qi. 1979年。 146口)しかしながら，本
文での検討からも明らかな通り ，マルヲスにあっても. もしIi;t文をそのような目

で見直すならば. r改趨」と t寸観点は沼mされているように似われる。
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3 直接生産者にとって「祖国Jである土地.そのような前資本制

的土地所有が，資本にとって「掃滅Jの対象であるならば.資本制と土地

所有の関係における第3の諜包として，土地所有を直接生産者とのかかわ

りで考察するととがあげられる。

先の「木材窃盗取締法案Jでは，まず抽象的に所有織という!)のをとり

あげ，もともと弘的所有とは，他の誰かではなくて，ある特定の個人のみ

が所有している状態であり，そのように見るか主り.私的所有があるとい

うζ とは，すでにそとから排除される者の存在を前提していると し，本節の

テー?に直接かかわるような内容に触れている。 r私は自分の私有財産を

るつζ とによって，いっきいの第三者をばこれにたいする所有憎からしめ

だしているのではなかろうか? したがって私は第三者の所有怖をU苫し

ている ζ とにならないかつMJζ の文言，抽象的であるが故に，凡ての rf!
的所有」の本質一一「所有者対非所有者ー「人対人j という関係甥念ーーを

示している。しかしまた.凡ての私的所有に通じる規定であるが放に.当

然のことながら一定の抽象性をまぬがれない。同容では続いて.修道院を

とりあげ，その私的所有化と住民の「しめだし」との栂即関係に触れている。

一一修道院は以前は，貧困者たちにとって，一つの生活の渇であり，包固

とは言わないまでも自らの家であった。ある時点で修道院は「私宥財産」

-ーーーーー-・

四 a.a. 0， s. 113，的自.131氏。弘的所有とは.歴史上特定の段階においてはじめ

てあらわれる生産関係のー属性である。その，q味で，本文でもx1!べられているよ

うに，例えば「所有者一非所有者Jといった f人一人」の関係である。と ζろが

f41 1ヨ的には「人-~J という直銭的速関として現れる。乙の点についてJlln!lûll

Sから一文11をあげておζ う。 r弘的所有術というのは.始忽的に.，Jうならば.

所有備を・循宵ならしめると 乙ろのを告白ULiJt占有晶J、らみ車されその

結果客体に対する支配がその現象製怨におL・てはその社会的関係から二応品ゑi
λそ虫五tiー す なわら・私的なもの'としてー現われると乙ろの.所有婦の

型鰻である。.J(附tg;!}，23頁。傍点u.'~1用者)
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となった。 その結果は貧困者にとっては生活の渇の喫止そであった。 f修道

院の財産は私有財産となり， そして修道院はいわば術flをうけたのに，修

道院に依存して生計をたてていた貧乏人たちは……一つの新しい嶋界線が

もう ;tられ，後らはふるくからもっていた織利からきりはなされてしまっ

た。"Jここでは「直接生産者Jではなく貧困者であり ， P土地所有」では

なく「修道常財産」というちがいはあれ.生;$者をt主主役1字(土地)から切

りはなすものとじての土地所有，事 1.筑 2の契僚とは区別されるfft3の

契慨を暗示している。 r同氏経済学批判大綱Jではまた甲歩具体化して捉

え遭されている。こ~l.;!エンゲ 'レスの ものであるが，崎いて触れる r経 ・

哲草稿」に直陪継続するという点で，また，本節のテーマを考察する上で

き不可欠め文献となっている。ここでは，その貧困老のをりなな『を速怨

~-+t る内雰につき ， 土地所有一一土地を所百する少数者とその土地から誹

徐される多数岳 という系列にふれている。 r少数者が土地を独占してそ

の他の人々をその生活条件から排除すること"Jと。その意味については.

人間と上地とは，本来的には一体のものである，一体のものでゐるべ主と

し.そのような基準から弘的所，(jを電dしている。本ぷ.土泊は人間の適

切な手がJmえられることによってのみ盟かになる。人間から切りはなされ

政置された土地はただ荒廃するのみである。他方，人rllは土地という対虫

をるっととによってのみ「労働J を行なう ζ とができる。そのø~で， 人

間と土地は.立にとって相手が不可欠な関係におかれている。ところが，

弘的所有ょ. この相互補完関係におかれた二者を分裂させるに至る。 r~

的所釘の以初の結果は.生産が白糸的側面と入自的側面の二つの対立した

側面に分裂したことであった。 すなわち人聞が尖らせることなしには死ん

だ永主ゐiみるみる土地と ，ほかならぬ土品が第ーの条件て・ある入自的活

:l4 Ebenda. s. 117，悶上.136頁。

ω Umrisse zu einer Kriti，k der National-okonomie. Bd. 1， s. 511.全集①，

555U。
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動とがそれである。 -Jここには鮮明な彩で，私的所 H一自然と人聞の分

裂のもっている意味が浮彫りに.されている。なお「経・雷草橋」ではζの

点「労働者は自然なしには，惣i性的外界なしには， 伺ものをも創り出す

ことはできない"Jとしている。今までのところ，一つには.貧凶者の生

活条件からのきりはなし，また一つには，人間と自然，ζの相互不可分の

るのの分総，この二つが「弘的所守Jの結史と νて現われたのムである。

その意味では資本制についての，資本制と土地所有lζついての直限的解明

とは見られないかもしれない。しかd そうではない。 r経 ・哲事術」では.

先の 弘的所有一一土地を可可する.y数者と.巧むから俳除コれた多数者4

というシェーマを下じきにして，同一内容を，私的大土地所釘，そこから

排除された多数者の工業l乙お.する賢4>:のτへの編成. r海軍活J とv ・今ま

での記述が資本制の前提的領抵にかかわる志のであったことを示υている。

"大きな土地所可は，イギリスiにおゲるように.人口の圧倒的多数を工業の

務のなかへ追い込んで，大土地所有1(.固有の労働者たちをまった〈零泌さ

せるのであるo"J排除.き りはなし，分総，守平均年，これら-，cl!のカテゴリ

ーから浮かびあがって くる . 土地研 {j と直接生聖者の~~系は .宮?宮 守{jの多

数の生産者， 土地との結合を断たれた生産者を創出するるのとしての大土

地所有である。ところで今，土地から分緩怠れた生産者iこっき見てゆくと，

上の文宮中「工業の腕J1ζ注目すれば.r賃労働Jの定在というものを泌然

と想起会せるがしかし未だはっきりとした志のではない。事実「ドイ ツ・

イデオロギーJでは，資本初における .マニュウ 7クチュア→徴械制大工業，

の7 ニュファクチュアの成立期を「浮浪者醇の時代」と特徴づけている。

ーマニュファクチュア=封建制の解体=浮浪者sFJと。 「マニュフ 7クチュ

アの開始と時を閉じうしたのは浮浪者i鍔の時代であった。……。この浮浪

a Ebenda， s. 513，向上.557賞。

O) a. a. 0， s. 512，前出， 432Dlo 

ot Ebenda. s.筑)8，向上.428頁。



1内内

資本制と土地所有

者群は封建制の解体と切っても切れぬ関係にある。円前資本物i的(封建

的)土地所有関係の下に身をおいていた生産者が，その土地との関係を切

断された後，資本関係の下IC.制成(i賃労働Jの定置)されるには，主体

的に色客体的に b.いくばくかの「時間」が必要なのであろう。 r彼らは

てこでも働こうとせず，ただ邸度の困窮により，そして長い抵抗ののち布

っと彼らは働くようになっただけである。マニュファクチュアの.ことに

イギリスにおける急速な繁栄が彼らをしだいに吸収していった。 MJ以上，

土地から切りはなされた圧倒多数の浮浪者群.それを豊かな労働力源と

して見すえつつ，資本はマニ A→機峨~J大工業という段階的発展の中で.

「少数の資本一多数の賃封働Jという関係を定位させるに至る。ここに土

地所有は.単に浮浪者群の制出に加え，資本=賃労働関係の傾杯とい

う，資本制における不可欠の契慢を獲得するに至るのである。この契枇

「学説史Jにおいて，くり返しZ及されている所である。資本制と土地

所有，とりわけ「土地所有」と「賃労働」の関係を捉な上で遊けるとと

ができないちのである。順次あげておこう。一一資本制の下では，土地柄

有は労働者に民さない色のとして，彼らiこ対立する存在でな;すればな'な

い。土地が共有であれば.生霊者多数にとって同じ土地がEの共同の

所有対空となり. i賃労働Jは定置きれないのである。土地所有について

「この生産禄式にとって必要な ζとのすぺては，土地が共有でないという

こと，土地が労働争階級と良しない生産条舟として金らえ相対すれいう

ζ と，それだけである。 -Jcこの「相対J関係は.資本制自体の「基礎J

である。 i乙の土地所有が人民所有になれば，そ志そも資本主務的生産の

基礎が，労働者に相対する労働条件の主主立化がそれに縫づいているところ

の基岳がなくなってしまうであろう。 -Jまた，資本制=資本 ・賃労働側

Cl!J a. a. O. s. 56，前出， 52110 

ω Ebenda， s. 56，向上， 52氏。

仰 a. a. 0， s.38， ，町出， 42頁.，

ω Ebenda， s. 98，向上，12!5口。



係というよく知られたシェーマに対して，とりわけそれが.たとえ熊蕊識

的にではあっても土地所有を拾識している点をとらえ， r資本制=資本 ・

土地所有 ・賃 労 働jの必然性をといている。「それにして色一方には発

展した資本主童話的生産〈ウェークフィールド氏が伎の値民理拾のなかで非

沼によく見ているそれ) ，他方には土地所有の;1=存在という前提はそれ自

身に矛昏している。こんな場合にいったいど ζから賃金労働者は出てくる

のだろうか?。輔J賃労働の大官的創出，定置の領符としての土地所有志:

明快に指嫡容れている文言であろう。ここに， r木材窃盗取締法Jにおい

て見られた，弘的所有=他人を排除 という等式は.資本市IJという特定の

生壷様式の均内に位置するものとして再現していることが分るのでゐる。

ここに資本制にお.7る土地済有e主，直接生産者かう土地を剥奪するらのと

して現われる。 r資本論』からとろう。 rこれらの労働条件の資本への転

化はそれ自身また直接生産者からの土地の収琢を含んでおり.したがって

また土地所有の一定の形態を含んでいる。円

以上，土地所有一貫労働という系列i乙ついて見てきた。 υかしこのよう

な展開からはややるすれば，土地所有→賃労働という一方通行的な印象の

みが残るかも知れない。そ乙でこれらが土地所伝のー契憾となりうる ζと

の傍証と υ て，賃労働→土地所管について触れたエンゲルスの「チャーチ

ストの農業綱領」から一文Zをあげておζ う。すでに「賃労働者」という

形態規定をうけているもの.それがチャーチストの封働者であるととは.

いうまでもない。彼らは，自らの客観的位置が，土地所有の対極にあるこ

とをよく知っていた。無所有の生産者である彼らは， 試案者， 失業者と~， 

資本の下への安定的包妓を求めて，就業者相互.鉱業者対失J権者，失業者

偲互の閥で競争関係iζ陥らまるなえない。そ ζで彼らは一つの制度をつく

闘 Ebenda. s. 297，向上.393}目。

帥 a.a. O. s.鎚6.前出.1123氏。
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!資本制と土池所有

った。すなわち，土地を買い入れ.賃労働者lζ分配し，後らを「賃労働1;J

か ら 「農民JI乙逆転 させ，よってもって賃労働者聞の内争を民福する可度

を。 「およそ二年前，チャーチストの万働者は.不動喧を買い入れて，そ

れを組合員のあいだに j、段地と νて分配することを目的とする絡会をつく

った。 この方法で， まったく新しい本質的に民主主義的な小縄民階級をつ

くるために，工鳴労働者のー鳴を労働お;奇からきりはなして，工場労働者

がおたがいのあいだでおこなっている過慢の符争を艇利させ.tうとJOll.iし

ているわ，1である。 -Jr品支勺 1qt"!t~ill，:このーロのなかに， 資み:lf:.に

おいて上地務庁のちつ宮崎が時f切にあらわされているでゐろう。直接!.E~E

7íの俳?の手flとしての ， で忙'\の~Fj働の~ 1の頃& ζ ンてのと地司有，

これがff}.;:1iiJと士地所有における「土地明fI の湾3のF，4慢である。

4 l百m~t護者と土地との結合を切必ずる b のとしての土地研 ij ，

資，s:一寸労働閣係の前提-基礎としての土地所{i. これがゐ 3のF，'1f常"""_J)

った とすれば ，つづいては，直懐生産者を排除した後の土地所 fれ~l体はどの

ような の小が 11司題となってこ土う。もちろi.:n 1の疋倹で触れたよコに.

資本制jにおける土地所有の一司性は，資-$:;こ i:.ttl!緩吋を:rr容する土地明fi

である。依に，也実;こ151ふる資本 ・3労働関係を拐犯した土地所有である。

t渇 Das Agrarprogramm der Chartislcn. Bd. ~， s.381， 全，Ul@，39Î~。こ3

4じエ J ゲ d スのrxのよく，おうれてこえゴをあげるのも書匹以で点eこかかわq て.二.

はなL、。 iーとJ也lこ持られた労働行を，完全;こ無所ねの，いっ3いの伝ヌの匁かり
・・・・・・.. 

すっか〉焼 、 . 1なされた.空!とよ1のように臼仰なブロレタワァ.ニ変えた:!~・な

らぬ近代的大工~，ほかならぬ この純浜市命こそが……資本主表的・t:t置の形餓を

とったニの内取をくつがえす・ことのできる唯一の縮条件をつくりt:.したのである。

と乙ろがそ乙へ.乙の涙も弓山、ブルード......1:護者がやって きて，まδに労働者乃

備陣的解般の清一灸件であった主LhhJ、らみゐ白金ら必与を，まるで大円必

!i<ででもあるかのように嘆くのである。 (Zur Wohnungs{ragc， sd. 18. s. 219. 

全然@，211 IZ頁。}



これはいうまでもない。このことを前提と し，古典を見ていくとき.まず

つきあたるのが.土地所有.すなわち略奪主体という規定である。 r国民

経済学批判大綱Jにおいては，土地明仔=鳴奪主体とした上で.略奪とは

すなわち「偶然」的なものを利益の源泉とするというコメントを加えてい

る。r-土地所有者は高人をすこ しら非慾するこ ζ ができない。伎は土地を

主主占することによって略$する。……後の個人的行為の結Aでないもの，

すなわち読にとってはまったく偶然なものも(，後の個人的利益の源泉とす

ることによって略湾する。 輔J自らがさ主主当~者であるならば， 生産にお

;するt首短者でゐれ後指締者であれ，資本であれ賃労働であれ，収入はそこ

からの必然的句誌と して導出される。土池所有の渇合，土，生竜当事者で.z

なく ，自らの外部にそのようなちのを前誌と してのみ自うは利益をうる「略

琢」主体でゐる。 r経 ・哲草稿iJにおいてよ，土地所仔者は.その土幻を

経営する資本に対して利得を要求し，器物の価格は上昇し.それは利潤の

減少に至り，つい，こは貸本ri碕は妨げられると山土地所有者の利得追求

→程窃価裕草食→労賃上昇→札潤減少→資ぷ著偵隊害という系列に関説し

ている。 r地主一一このはたら主主 しないで，ただ厄介なだけの農鈎あき

ないの暴利佳一ーのほうは人々にたいして一番の命の沿のIIllをつりよ11，

そのために資本家をして，生産力を高める ζ ともできないままに労貨を上

げることを余儀なくさせ.乙うして国民の年間所得を抑え.諸資本の書績

を妨;f……自身の封建的偏見を捨てる ζ とがない。 "J略奪の土体でゐり，

資本蓄積の阻害要因.土地所有はこのようなるのとしてあらわれている。

以上の ζ と，土地所行と資本との関係としてみれば，両者はその利当が互

に対立する位置におかれていることを示している。同じ rt;!.稿」では.土

地所有者は，資本来~.かつては自分の奴誌であったのに ， 今はその奴:t

によって自らの地位が脅やかされているとみ，資本家の方は，土地所有者

~ a. a. 0， s. 510， IllJ出，554頁[。

cm a. a. 0， s. 528， IliJ出，448io1i。

喝
し
鴨



¥7¥ 

資本側と土地所有

を，自らの ζ とのみを考える，かつての主人とし，自らの.資本の自由な

営業活動を妨げる対立幼と規定している。 r地主のほうは資本京を不遜な，

解放され壁豊かになった昨日の自分の奴滋と心得て.資本家としての自分

自身をそのかつての奴隷によって脅かされているとみ，一一資本家のほう

は地主を無為にしてき震情な，利己的な昨日の友と心得.……地主のうちに

自由な産業と ，自由な，どのような自然規定からも独立な資本とのーつの

対立物をみるのである。ーーとの対立はミわめてきびしく ，そ νて偲互に

真理を語り合っている。ーJとれらの習作e主.後iこるふれるように.r刻余

価値Jr価低と生産価裕Jとし、う筏尽には未だに費j還していない陵情のも

のである。それだけにまた直観的な洞察がうかがわれる指矯とも 3えよう。

「学説史」においては.以上のtこと可きをかえつつ獲をあらわしている。今ま

で，どちらかというと資本の側から見た土地萌有についての性格規定でゐ

ったのに比し，土地明有という立渇から.自らが地代を取得し得る復興につ

いて言う。土地所有者と資本家は，二つの互に異なるさ主鹿条件の所有者であ

る。生産条件の所有者であるという一線では両者反る，予はない。故に.土地

所有者が地代を取得するのは"資本家が利潤を取得するのと全くfoること

のない問ーのるのである，と。 r生産条件の ζ うした釘二の同類の所有者

たちは次のよう lζ言うでゐろう。……あなたが努働条件一一資本，対象化

された労働ーーを所有している ζ とが，労働者から一定量の不払労働を取

得することを，あなたに可能ICさせるように，弘が他の生産条件すなわら

土地などを明有していることが，あなたおよび資広家階級全体から ，あな

たの平均利潤を越えて余分な不払労働部分を誇い取ることを，弘iζ;可能JC

させるのです。 ー」略奪主体という ，土地所有のー慢性がここでは，その

原資 (平均利潤をζ える超過分)についての経済法則的解明を内在した形

で再現している。 閉じ「学;見史」では「諸商品の価値の平均価格への資本

ω Ebenda， s. 526，向上， 447頁。

~ a. a. 0， s. 35，前出.37--38口。
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主義的均等化にたいして虚業における土地所有が行なう抵抗輔」とし，資本

間において作用する平均利潤法l測に対する抵抗要因として土地所有を捉

んでいる。あるいはまた，差額"絶対両地代を取得する権以としての土地

所有について触れている。 r地主は.土地所有において{絶対地代の場合)

また土地種類の自然的徳途において(差額地代)一つの織原をもっており.

この指原が彼のために，その指却にも創造lζ6自分が少しも寄与していな

いこの刻余労働またi主剰余価値の一部分を自分のポケット iζ入れることを

可能にするのでゐる。勺土地を両官νていることそれ自体が，また栂対

的iζ箆かな土地を所有していることそれ自体が地代を限得する ζ とを可胞

にさせるのであり，また，土地を所有することが地代取得に結ひ・っくが放

に「土地明有者階級」が生みだされるのである。第一節での.リカード地

代議，地代零に関する.絶対地代の欠如という，否定面につながってくる

内容でゐろう。 r資本論』では.資本にと っての!tiJ限としての土地所有と

いう表現が見られる。自立した資本制というのは，工業における資本制お

よび農業における資本制であるゆところが農業においては.資本制的腹案

土地経営は.資本にとっての制限としての土地明百にぷ，っかり，資本』面白

S，主体たる資本の窓のままに行なうことは因鯵となる.と。 r土地汚ff

の存在ζ そは，まさに，土地への資本の投下にとっての，また土地での資

本の任涯の精績にとっての，制限をなしているのである。 町

同 Ebenda， s. 297.向上， 393氏。

140 Ebenda， s. 326，岡上，430民。

ωa. a. 0， s. 759，剣山， 964員。同僚の錨鱒をあげてお乙う。 資窓による

余価値または剥余生産訪のnf~ゃ分1211 . 土地所{jによって制限されている。J

(s. 828， 1051-52江)必お塙・透ー一氏は.上地所fìの資本Ii績に対する制限~閃と

して . ① .~震における筏術革新の制限位。 ① .劣等地に1Jける絶対泊代支払

とa量産鈎偏絡の高a. 労働力価値の~a，利潤の減少。③ 泊代滑と土地価指の

よ界，それによる利子率上昇圧力をうけての利潤減.乙の3点をあげている。

u近代的土地所有と地代j見回 ・宇佐美 ・償山wr7ルヴス主主主経済学~fli

下JJi日本出版社， 1971年。 21)m~照。)



17~ 

j資本制と土泊所有

土地所有についての第ーの契機は，資本による土地経営を野容する土地

所有であり， ζのような観点から見れば，本節の内容は，問ーの資本$iJの

内部に.同じ土地所有について. r許容」と「抵抗，制限J.この互に抱

反する織定が与えられているように見える。この点.<1>:摘が示しうるー把

揮は以下である。一一資本制を前提とする以上，農業においても.工業と

閉じく資本句生宝が支配的であり，資本が農完生産の指尊者であること，

いうまでもない。土地現有はこのことを是認せき.るをえず，リI:J!土地経営

を持容している。しか J . ぞれにはまた前提があり，資本が地代を支払う

限りにおいてのム許容するものである。地代を支払う限り ，資本に自由に

土地経営を詳す， ζのζ とは同時に，資本にとっては.地代支払というこ

と自体が，資よの土地投資，土地経常にお戸る資本苓弘の宇!J頃要因となる

ものである。地代支払を前提Lとする ζ とは，支払が不可能となれば即土処

からの資本の駆還を意味するからでゐる。

以上. r国民経済学批判要綱」では略奪の主体として. r経 ・ 哲r;(~J

でiz，資本番目の障害あるいは資本にとっての対立均と νて.毛額，絶対

苛地代の呈示をすでにおわっ。た「学説史J r資本論』において.!.8iil軍規

定は経済法則，地代法則に内容づけられて，資本による剰余価悩取得iこ対

する抵抗，制唄要因，差額，絶対両地代取得の儲原として，土地所有11提

えられた。地代取得の循原としての，資本に対する制限要因としての土~

所有， ζれが土地所有の第 4，の~織である。

5 以上，資本制と土地所有における「上地所イJJの諸契僚を見て

きた。ふりかえってみるとそれは以下のようになる。第ーの契傍=資本に

よる段業土地経営を許容し，可能にする土地所官。第二の契機=前資本倒

的土地所有.すなわち資本にとって掲輔の対象としての土地所有。第三の

契機z 直接生産者の俳除の手段.したがって賃指働の定置の領杯とレての

土地所有。第四の契級官地代取得の梅原としての，資本に対する制限要因

としての土地所有。 ζの四つの契機は.互に区別されつつ「資本制生産僚
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式=資本 ・土地所有 ・賃労働」における「土地所有Jの内的契徴官なして

いるのである。

そしてまた，本文自体の中ではきして自を配っていなかったとはいえ，

放にまた主テーマをはずれるとはいえ，いわゆる「初期マルクスj一中期

一後期という目で見直せば，少なくとも土地所有の諾契機 ・持組lζ関して

は，初期7'レクス「経 ・哲草稿」において，すでにそのあらましのスケ 7

チは4つの弓喝のすべてlζわたって与えられており ，後の「学脱史J等に

おいては，価値と生産価俗.絶対地代での内容づけを土台としてより整備

された契機が与えられているのを見るのである。今ここで例えば石見尚

『土地問Tfの経済法則』をとりあげてみよう。そこでは，土地所有の研究

過程が段階的iこ次の 4つの時期1ζ区分 ・整却されている。第一期一1844年

「経 ・哲草稿Jから1848年までふ。ー「土地所有l乙かんしては尖践的素材11:

ふり まわされている青年マルクスをみるであろう。町 第二期ー1857-58

年「経済学批判要綱J執筆期一「も土地所守、の治理的倫郭をえがき出し

たこと ，そ して 、資本、. も担f労働、等との篤同上の理玲的関係を直観的

lζ把握する こと κ成功したととが，注目すべき点である。 ~J

第三期ー1862→3年 r資*~U 期一地代論の整備。

第四期ー1870年代，第三警の仕上の時期。ー「業績と しての独自の 、土

地所有骨論はかれの手によってはついに完成を見なかったoMJζ の盤理lζ

っき ，①本稿では 「土地所有Jの枠組11:関する基本テキストとした「経

・哲草稿J.それがノートされた段階につき，実眼的素材11:ふりまわされ

ω 石見尚 rょ地所有の経済法JlIJJ (未来社.1966年)13頁。

帥向上.14頁。

偏 向上.14頁。なお. r土地所有Jをとりあげた怨近の治文の一つに.田代1$-

「マルクス ・エンゲルスの土地所有 ..Q民治(よ)J<r経済J新口本出版社.1lT

237{予.1984年LfDがある。
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去去としている所，② rQ:摘Jではなく第二期「要綱Jではじめて「土

地所有Jの輸郭ができたとしている所.③ 土地所有の研究過程と地代の

研究過程が区別されていない所，本碕と盤理の仕方を異にする。 r経 ・哲

草稿JI乙おいてすでに 4つの・貝般が与えられていること ，および「学説史」

r資本主主』への継承，蛇足ながらあえて指鏑した所以である。

続く こ においては. r土地所有」をその経済的土台という窓口から

見た領滋，すなわち地代請を.土地万有という角度から見直したい。

地代と土地所有

ーで与えうれたものは.資本制と土地明仔lζおける「土地所有jの4

つの契徴の内容であった。 こでは，これらを意識しつつら主要には『賢

本論』第三珪地代筒lζ素材を求め，土地所守という角度から見直すことに

したい。その内容は未だ不明のままであるが， ζ こではただ，地代のjtf~ま

によって土地所有の位置，水噂は変動するのではないか.このような自で

地代請を見ること，という懐近視角l乙のみふれておきたい。

1 以下テーマ接近をはかつてゆくのであるが，ここでは.一つの

予備的作業として，地代論の研究過程をふりかえっておきたい。前章末尾

で色述ぺたように. r土地所:有」諭の契僚はすでに「経 ・ 哲~'ì.稿」におい

て示されているのに比し，地代論については，断片的にはすでにふれて主

たように一つの段階的発展が.またそれにかかわる上地所有の ー契機につ

いてはその未完成が予想念れるが放にである。さ しゐたり . r資本怠J:'IJ

一巻出版の前後を.年表からみてお ζ う。 同 1857-58年.7聞のノート

を執事 cr経済学批判要綱J). 1859年『経済学批判』出版. 1861→3年

23冊のノートを執官(その一部『剰余価値学説史J) . 1865年 r資本~J

金三警の下S終了.1867年「資本~J 第一巻出版。 1883:::手マルクス死去。

1ω 1正健産量B守斜学研究所編『資本舗 ・帝ω:とま量Jai手淡J19n~. 参照。



1885年エンゲルス編で『資本論』第二義出版。 1894年同第三喜出版。金三

巻の下.が終了した1865年に注目するとき次の Z点が予見される。市一。

地代論は.1865年までにその僚級がえられていたという点。第二。常三立

が出版されたのは， 下型Fから数えると約30年後，著者死後の1894年である。

ζの問のおくれには，土地所有の一分野における研究の進展.三ThUll代論

の拡充の情想，死による中断がめったのではないかと思われる点，手紙に

よってごく簡単にそれを見ょう。同

第一の点について。 1862年 6月18日 丁度 f23時のノ-"Jを洩1!判こ.

エンゲ Pレスへの手紙で泊代論の充4立を告げる。 r今ではついに地代の旬E

S片づいた。……。農はずっと以前からリカーにの理論のーレ分な正しさに

ついては疑念をもっていたのだが，ついにそのとまかしも発見した。個j地

代論ーリカード地代論の批判 その内容は，同年8月9日の閉じくエンゲ

ルスへの手紙であらわれる。 r次の ζ とをZってお ζ う。 I 伎がPJl論的

に証明しなければならない唯一のζ とは.価値の法則を侵害しないでの，

絶対地代の可能性だ。 ζれとそは.屯農学派以来今日に至るまで理詩的な

拾争の中心点なのだ。リカー ドはこの可能性を否定する。債はこの可能性

を主捜する。 町 第-~で S ， 第 1 の契繍および第 4 の契徴， 資本にとっ

ての制限要因としての土地所有において関投したように，完成された泊代

論とは，差額地代および絶対地代，乙の岡地代の呈示であり .その前提は，

価値と生産価格の区 別=連関・である。とうして65年の下容完了をへた翌

66年 2月13日， r資本論』第三醤. r最後から 2番目のi;iJに地代を定置

j7首

附 ζの点，詳細には.すでにいわゆる「プラン研究Jでくり返し治じられている

所である。 ζ乙でt之さしあたり，俗石勝彦 rr資本玲Jと資本一般民J(-11大

宇研究年報 『経済学研究22J19;ヲ年)をあげるにとどめる。土地所有・泊代につ

いては，同治文の71-79頁および150-59)えを参照されたい。

(ω Bd. 30， s. 248-49，全集⑧.203Q。
Il!f Ebenda， s. 274，向上.224氏。
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したζとを告げるに至る。 「ζの、呪われた」位、はと苫えli，それは乙う

なっている。それは12月末にで主ヒがった。地代に関する論述，つまり鰻

後から 2番目のfJだけで志，今の4i摘では，ほとんど-1悶の本をなしてい

る。 "J 現行第三巻の:Q:~高， 地代筒は.第ーな出板の何年.こす刊にできあ

がっていたζ とを示している。

第二の点について。 n三{!;の円句作成より出呪までの30~手の遅れ。その

一要因と して土地現有と地代研究の縫続， tJ土び死による中断がかかわっ

てくる。 1867竿 5司7自の手紙で:.t，地代河を F土地所ifJに関する章と

いい， r新旬開」が提供注れたと‘Jている。「仮設に. マ J ス」・ーはすそこさ

は~くとも秋の終りまでには色らいたいと e?っている。だから芯役はでき

るだゲ早.<始まらなけれ，まならない。なぜな ら，ことに門司勾 ζ地ヲ町有lι

潤するJ吉1;iのためには t ~~長椛作成以来多くの祈材料がUI3 れているかも

だ。"J土地明有一地代について「続材相」は，後， 68~手 1 '3) 11ンョルレ

ンマーへの腹芸化学文献の問いあわせ依頻.同年3守14日〆イゾのマルヲ

研究の綴告，同10月10日(これらはいづれるエンゲルスあて)ア fルランド

借地備についての文歓を且つりたとの寝告写を経て， 1870年6127日クー

ゲルマンへの手紙およびn年12月12日ダニエリソーンへの手紙， 75~2 月

11日ラヴローフへの手紙において，ロシア語の勉強， ロンアの土地所有国

係の研究，その土地所有篇への組み込みを被告している。ここではダニエ

リソーンへの手紙のみをあげてお ζ う。 ir資本論』第二警では.土地所

有にMする篇で，ロシア的形態をうんとぶしく取り扱うでしょう。"J緩い

て76年4月4日の・ノルゲへの手紙では，アメリカの段~土地所有関係の文

献鴻査についておされてい る。「ニ ューヨークから(色ちろん，伎の賞用で)

1873~手から現在までのアメリカの図S目録を送ってるらえないだろうかつ

関 Bd. 31， s. 178，会蜘@，148-49氏。
抗。 Ebenda， s. 296，同上，:247-48'1。
回 Bd. 33， s. 549，全集@，“4向。
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ζの渇合問題は (r資本論』の郁二巻のために).アメ リカの虚業や土地所

有関係について……なにか利用で与る資料が出ているかどうか，自分で調

べる ζとにあるのだ。 .Jζれらの研究はぷ宅におわりマ、レクス11死去-す

る。そのこヶ月後1883~手 5 月 22 臼，エンゲルスは残された原摘に自を通し .

ラフ7 'レグに言う。「第二巻は院にとって大変な仕事になるでしょう一一

少なくとも第二部は。……。第三部は1869-70年以降完結し，その後は一

度も手をつけられてい宅せん。がが，地代が苛じられている箇所では.覚

え書.1J実，例証にかんして伎のロ;./7 若からのfをき 1Jを"1照しな:みれば

ならないでしょう。 “J85年 5月19日同じくラファ ψグへの手抵では地代

論が65年に議かれたこと，アメ jカおよびロシアの土地明有研究は70ー78

年の抜き書きとして残されていることが鰻4とされている。ここでは.例年

『資本冷』第三警へのエンゲJレスの序文をあげること・こしよう。 r地代に

関する舗は，ずっと完全に書き上げられていたとはいえ，けっ してよ く整

理されてはいなかった……。この地代に閣する捕のためには.マルクスは

すでに70年代にま ったく新たな特殊研究をなしとげていた。……。ロノア

では土地所有の形態も島勝生産者の格取の形惣もJ易機だったので，地代に

関する筒では，第-$の工支賃労働のところで fギリスが演じたのと

役割をロシアが演ずるはずだったのである。残念なことには.彼にと って

はこの計画はついに実現8れなかったのである。 "J

1865年における差額，絶対両地代の呈示，地代 ・土地所有治の末完，こ

れが結論である。 ところで， 今とりわけ後者・に日を向け，ドイツ ・マルク

一一アイ !レランに借地俗一一ロシアの土地所有関係一一アメリカの農業と

いう系列を想起すると主 ，またその中にあってロシアの土地所有関係が符

に重視3れているのを見るとき， 1:地所有の KJtといって 6そのごく-$，

日 Bd. 34， s. 179，全集iij)， 146ぼ。

帥 sd. 36， s. 32，全然⑮， 27-:28l1。

同 Bd. 25， s. 14，全集@-1，11-12氏。
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資本制生産を前提した土地所有ではな くて，第一軍で述べた"ff2の契綴，

前資本制的土地所有すなわち資本制にとっての改造対象としての土地所有，

ぞれのみではないかと思われる。常識的には，本椅何頭に位置すべ主，地

代 ・土地所有の研究段階，あえて・rWT.iで土地所有の 4つの建符をのべた

後ここでとりあげた所以である。そしてまた同時に.ここからは，地代杭

については現行『資本論』地代錯でもって一応の成熟した盛が与えられて

いることも分るのである。以上，地代 ・土地所有の研究段惰を僚級して九

た。このことを前錠し以下，地代に入ってゆきたし、。

2 ~額，絶対両地代において . l差額地代記l:として焦点をゐわせ，

2においては，その基本的内容を復習的に概観し. 3においては，土

地所有一地代にかかわる所をみ.ていきたい。絶対地代については.，Wi.lで
吉見たように，土地所有の梅原による，価(~と生産%絡の"':額の収1&でゐ

り，資本に対する制限としての土地所有のむ1接的内容づiみになっており.

今まで開設したと ζろでもって一応足りるものとする。

土地所-rr一地代，地代請の課題は地代の，資本制的終済法則のープラン

チとレての宝示あるいは定置である。しかしその ζ とは何時に，土地所有

者の匂済的浮沈を規制する内容をも明らかにする色のである。資本が営業

活動を行なうに際し.G-Wすなわちm買者が立幼しな:tれli賢本は残さ

れた商品と共に朽ちはてるように.土地所有者6，たとえ広大な土地を法

的に所有していて&.その空間が資本の経営によってうずめられなければ，

地代11奴取されず，土地所有必たる内容は勿IJ.{J<_::れる。 r学説史」では.

地代なき土地所有は名目的にすぎず地代な主土地柄有は土地所fjではない

と言う。 r土地は少しも地代を支払わないでゐろう し.そして土地所有11

ζ こでは名目的にすまないであろう。 MJr地代は作在しない。その翁合

には土地所得は.資本にとっτ経済的には({-在しなし、。 "'Jこのような土

(iQ a. a. O. s. 32. IW出.33賞。

Gi) Ebenda. s. 316.向上.4l!m。
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地所有一地代という関連については次節でとりゐげるとととし， ζ 乙では，

そのような土地所有の経済的土台たる地代.その地代(差額地代〉そのも

のの内容の僚略をたどっておきたい。 "

周知のように，そして繰り返しバラフレイズされてきたように ， r資本

諭』泊代篇ー差額泊代論は，落流地代ー圧倒大量の蒸気樋聞による裂滋工

場と，少数の落流利用資本.そして後者の生産力の相対優位，この~流1(.

おける地代を対象とし考察がはじまる。本節1(.おいては，その跡を要約的

lζ追ってゆく ζとにしたい。

① 落流利用資本，それは蒸気利用資本iζ比し，より高い生直力水織を

体現している。よって.後者の大量の資本による生産価絡の前提!の下で，

それ以下の個別的生産価絡を設定しえ，かっそれを生産価絡で断売するこ

とでもって超過利潤を取得する。これは，一つには.私的所有下の，販売者

同士，阪売者と購買;(j，JUf費者同士の.私的利益をめぐる競争が生みだす，

一物一価の法則を前提としている。それ故l乙ζ そ遂流利用資本は趨過剰j潤

を取得しうるのでゐる。また一つ1ζは.落流l乙よって体化された:生産力が

「労働者たちの利益にはならないで……資本の生産力と して現われるとい

うことの結果である。 "Jこの「労働者たちの利益にはならないでj とい

う指鏑は，一方では.資本制の確立を前提としていながら，他方において

M r資本.:IU~代:111，すでに敏朗から堕かな研究の蓄積をみている分野である。

その現在までの到達点を重量理したものとして.乙こでは久留励 ・保:.!_.・山田g
f資本論体系 司17主主 泊代・収入J(仔3昼間.1984fF)をあげるにとどめる。

なお本書においては，泊争点として， ijl勾原理と限界原理について.1Ji偽の社会

的価値の.泉について.差額地代の紛作序列について(以上，~耳目地l代 l 一一久
留島編)。追加投資の生産性について 7 1レタス方式とエンゲルス/j式について

(以上，差額地代目一-~!I情)があげられている。本備で11，土地所有-JQ代

という疲られた角度から地代翁に後近しているζともあり.乙れらお:加には$Lら

人らなL、。

ω a. a. 0， s. 655， IliJ出.829頁。なお「資本の生I!EカJについては凶術「資本の

1:11E力ー(京t郡大学経済学会「経済総書IJ 首H23~第 6 -1t. 1979年 6))) ~~照。
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は同じ資本制を一郎の相対比された視点で見るととを示しており . ζのま

ま通過することはできない。一一資本初jの下では，生産備絡が，資本間競

争の結果，個骨の賢主にとっては外的fC.設定され，平均以上の生産力水4f.

を体現する資本もその同ーの価絡をつけることによって超過利潤をえる。

その生産力がもし資本の生産力に所周しないとすればどうであろうか。生

産力の苦水績とは，同一時閣により多くの使用価値を生往することである

から労働の節句といえるが，資本制 ・弘的所有の拾宗と共同社会の定置を

前提すれば，溶流利用の宜主;こtJいて節均ζれた労働t針蒸気和HfJ生在。こ充

当され.主って，てこんに，1喜流のム.こ唄うず，落流.辺気あわせ七ちのとし

ての総体としてのと主宰力水~の上昇という結果に導くであろう。これ. 落

流利用資本にのみ排他的に入手3れる趨過利潤，そのような経済メカニス.

ムの対恒にみることは言うまでーない。 r学説史」では，この同じことを，

If等地から劣勺地へ.生産力の相対格芝があるもとでの上地経常に閉して

とりあげている。資本制の下では，優等地資本に超過剰j潤が生じる ζ いう

ことは，そこ ，こより多くの労働が支払われることと同義であるとv'.対し

て，共寸労働の，潤担のτでは.痩等地で節杓叱れた労働は劣等lIIlの改良に

賢し，ちって.J!a業における総体としての労働の節約となると している。

「優等地〔の生j宝物〕により多くの労働が支払わな.1ればならないと ρ う

ことは.けっして記こらないであろう。むしろ lVにおいて節約ロれた労働

はEの改良に.……利用されるであろう。 ζ うして上地所有者によって食

われていた資本の全部が，土地労働の均等化に，また農業一般に費される

労働を減少させるのに，役だつであろう。MJ資本初 ・弘的所有 ・相互的他

者.その対極IC.!立位するl造業生産関係 ・共同関係，これらは落流地代の流

れの中で.般にまた'jJのついでに述べられた6のとはいえ，土地所有一地

代論の持組自体にかかわる内容といえよう。今はこの莞19:にとどめ先lζ進

もう。

ωa. a. O. :1.99-100， iitt:t:l. 12Srl。
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② 落流利用資本，その「落流」は当然のごとながら労働が加わっては

おらず，無価値であり J費用のかからない……自然的生産能因である。"J

費用がかからないという点では「落流」のみならず「蒸気の郊性J，協案

・分業等の「労働の社会的自然カJもある。しかし，それらは，凡ての資

本がーー もし必要資本塁さえもっていれば一一充用可能なものであり ，そ

の点落流とは区別される。 r落流Jは，凡ての資本lζよってではなくて.

他を俳除した特定の資本によっての人資本の生産力としうる「独占されう

る自然力J， r局地的l乙存在"Jする自然カである。

③ 「落流J所有者，すなわち土地所有者を以上の理論的世界1ζ導入し

てくれば，土地所有者は資本による充用，あるいはまた，資本AIζか資本

81ζか，そのどちらに充用させるかの許諾の梅原をもっており，その充用

の前提として超過利潤は地代となる。これが差額地代である。

@ r落流Jよりも高い生産力水準が生みだされ，それが圧倒多数IC.な

ったならば， r超過利潤b，したがって地代b，したがってまた落流の価

制 a.a: 0， s. 656，初出， 830頁。続く 2つの引蕊も閲覧より。

陶直上のヲ1!iEとも， s. 658， 832頁。乙れは本来の差街地代におし、て11r'a度J

n聖度差jにあたるものである。 ζれを全く人間の手が加わらない自然力として

しまうζ とはできなL、。過去.人間によって加工された土地も土地の自然的nlf

となる。乙の点、，例えば 「学説史」にねいては「人間の動労によって土地に与え

られた諸力も，自然溢程が土地に与えた諸力とまったく閑じように土地の本源的

な諸力になるJ(s. 244， 322頁}とされている。あるいは又「人為的に与えられ

た盟度J(s. 144， 187貰)というぷ現も見られる。 r資本諭Jでは，r土地の自然

的箆度をすぐに利用できるものにする農業の飽力……も……土地の自然的鐙皮の

一つの契機だという ζとである。J(s. 665， 840頁)としている。紋に， r自然カJ

といっても.全くの自然力，および人間の手が加わっているがすでにその復路は

消えている自然カ，人聞が利用しうる限りにおける自然カといった含忽がくみt

れる。
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鰭色消えてな くなる……。 ・J

以上. r落流地代」をたどり，差額地代の続出メカニズムをさぐってき

た。そ ζ において，その概観その志のはすでに常織の仲内に寓していると

はいえ，本砲ではとりわけ，① 産額地代(趨過剰j潤)は，私的所合，資

本初を前提し，田定された自然力を資本の生主力に転化しうる限りにおい

て生じるものでゐる。対極.共同生産における，労働の節約~Jよぴ総体と

しての生産力の向上。② 例えば，港流より 6水措が高い生主力が災現さ

れ，それが比綬多数を占めれ・ま.全体的価絡7.I<~t! f巡し.よ って話流泊代

よ消滅に至る。 ζのZ点に官心をおいて見直してきた。①は.直接にはか

かわらないとはいえ，資本制と土地所U.そこにおける「土地所有Jの生

成，縫立なすでに必過して. r土地所有」自体の消滅を暗示している点で

不可欠のものである。②は.地代の消滅の可能性を街鏑レている点次節の

内容と一定の凋速を有するものである。それでは.このようなものとして

の地代〈差縮地代).それと土地所有との関係はどのような側面を見ぜる

か，次節に進みたい。

3 土地明符と地代の関連を. r資本ZlJの地代穏によ材をもとめ

てさぐりだすこと.それが 3のJ!fJである。以下.資本切における土地

所有は，資J$:の土地経営が行なわれなければ単なる悠置され荒廃していく

土地であり，所有内実は空虚なものでゐ札土地経営が行なわれてのみ土

地所有は内突をえるという，その限りではc<常滋的な事実を念頭にお主

つつ対象後近がはかられる。したがって，地代主主において務作法梁あるい

は地代写という μ例にぶつかれば，それは土地所有一地代という関jillでは，

土地所有がよって立つ土台を喪失したとして捉え直される。般に.資本

が土地経営を行なうか肱Z認するか.その判断基準の内容に目を配りつつ以

後倹討が行なわれる。その判断基継につき.今先まわりをして触れてお11

ば，それは「価絡ぷ猶Jである。 r資本諸』以外の 6のにおいて 6.その

m Ebenda， s. 661，向上.836頁。
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よう な系列はあら われている。エンゲルス「イギリス毅物法の歴史」では

次のように。一一フランス革命期.フ ランスとの戦争の怠中，イギリスへ

の外固定鈎の鎗入は途絶した。園内の般物は満要指となり，当然価絡は，.

貸し ， 地代は~慢した。 すると，今まで羊毛価絡上昇を視野におきつつ土

地の牧渇化をはかつていた同じ人逮が，今度はまたもとの殺物生匿に，土地

利用を逆にるどしはじめた。 r戦争が供給を筋げるためにおいた障害物は

保護甥税と句ーの作用をはたした。蟹鈎価絡は贋貸し.地代志多くの場合

…・・上がった。その結果は，つい近Cろ牧場に伝換された七地の大書官分が

ふたたひ・器物に向!?うれたことでゐった。 NJ資本初l下において，土地が

「孜場Jであるか rli吻地滋」であるか.資本が牧土易経守を行なうか殺均

tt:êÆに資本を投じるかよ価絡水~ ， 経営ベースにのる(i$裕1<4'によって定

められていることを示している。 また『哲学の貧困』では「在度」をとり

あげている。重度とは単なる自然力のように見える。しかしそうではない。

ある土地はきわめてE豊かな小麦を生みだす土地である。しかしその同じ土

地は，小麦価格の暴落および掌毛価絡の111貨という状況においては，た

とえいくら後かであっても ，たやすく，小点集産の放梁=牧織化に移行す

る。土地は.!持されず羊によってふまれ.よって荒廃に至る。 r重量度とい

うるのは，人々が考えるほど自然的な佐賀ではない。すなわち，それは.

現在の社会的関係に密後に結びついているのである。ある上地は，小去を

ま2洛するためにき わめて肥沃な土地でありうる。だが【小去の〕市場価絡

は.務作者にせまってその土地を人工の牧渇に伝化会せ，それによって

その土地を不毛の土地に化してしまう ζとを決心させる ζ ともありう

る。回j先のものと比し.一方は 「牧泊→般物地主主J.他方は 「種物

地縁→牧場」と，逆の動きとはいえ，共に.前者においては殺価臆貨

(羊毛価絡の相対的下活)，後 者においては羊毛価 絡a貨 (殺価の

64 Geschichte der englischen Korngesetze Bd. 2ふ 585，全集 ①，610目。

関 Bd. 4， s. 172，全集①，180品。
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相対的下落)が.資本役下の一俊拠となっている。土地所有一地代に

結ぴつく資本による上地経営，その可否の基潜はrIi必絡」でめること，す

でに示されているといえよう。 ζの「価格Jを，土地所有の側から見直せ

ば，地代とは，価絡変動と資本経営の波動によってゆり動かされているよ

うに見え，また，それに対しての土地所有からの安定志向. r固定地代」

がめらわれた均合の価格水必の動向等といった問題を内包していることが

うかがわれる。価絡水率と資本による農業土地経営の可否，土地所有によ

る反作用，これらのこと『資本論』地代簡では，どのように捉まれている

か見ていきたい。

~積地代は， !重度の昆なる土地への資本投下の空間的拡大( 1) .およ

びそれを前提とした，同一土地の上での資本の運次的投下(1)から成る。

1 ;1空間的であり. Iは時間的と冨える。土地所信一地代という系列で見

てゆく際には. 1;を前提とした Eにおいて，逐次的投資による生産吻

と新土地投資による生産物が，不可両立の関係におかれ競合する湯合があ

り，土地経営の可否に直接かかわる内容をもっている。放に. 1について

は簡単に通りぬけ.主要には差額地代Iからひろいだしてゆきたい。一一

以下，豊度を児にする土地陀類を.A. B. C. Dとする。 Aにおいて，

資本は生産価熔を充当し，資本経営の条件はみたされている。しかし，超

過利潤(地代)は生みださない。経営 ・紛作Sれている土地の中で鐙劣等

地である。 B.C. Dとゆくにつれ順次，豊度は豊かとなり，段階的に個

別的生産価絡は低下し，差額地代が析出される。 ζれが前提である。

第一。差縮地代 Iにかかわって一点のみあげておさたい。 iは，はじめ

に見たように，資本投下，土地経営の.AからDに及ぶ空間的拡大であっ

た。また先に，土地所有にとって，資本との接点が生まれるか否かは価絡

水準によって定められるとした。 ζの点.1 における優等地から劣等地へ

の. 0から Aへの役資空間の鉱大において明白にぷわされている。 優等地

Dのみでの資本経営，その生産物のみでの供給不足 ・価格上昇→Cでの資

本経営が傑掠ベースに…・・・価絡上昇→最劣等地Aでの土地経?主このよう
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な序列が以下読みとれるであろう。 fDによって生産されていた 4クォー

ターでは足りなくなると，小麦の価格は，不足分がCによって供給できる

点まで上がった。小麦の価格が 1クaーター当たり 30シリングに上がっ

たときにはBが，また 60シリングに上がったときにはAが，それらに投

せ・られる資本が 20%よりも低い利潤率に甘んずる必要なしに，耕作でき

るようになった。 "J資本制において，土地所有は.その土台たる地代と

いう窓口から見れば価織の縫落によって翻弄されるもののような印象が浮

かびあがってくるといえよう。

第二。差額地代Iにおいては，逐次的資本投下により，生産物は累積的

に泡加する。第 401:言差額地代Eでは， ζの点，それに対する需要量に

ついてはふれず，追加生産物の下でも生産価格は変わらず，放に超過利潤

が憎加する場合，および， 8， C， Dにおいて追加投資が行なわれれば，

最劣等地Aは不用となり，資本は引きあげられ，放に生産価格が低下する

場合，とのこつの場合をあげている。 f追加資本がより多くの生産物をあ

げるとすれば，調節的価格が同じままであるかぎり ，宮うまでもなく新た

な超過利潤(潜勢的地代)が形成される。といって t， ，必ずしもそうとは

かぎらない。 すなわち， ζの追加生産が土地Aを務作外IC追い出し，した

がってまた互いに競争するいろいろな土地種類の列の外iζ投げ出す場合に

は，そ うはならない。 ζの湯合1ζは調節的生産価絡は下がる。 輔」追加投

資一追加生産物は，地代権加，したがって土地所有者の地位上昇l乙帰結す

るか，綾劣等地における耕作放棄，したがって土地所有者の経済的内実の

ω a. a. 0，5.ω6，前出，842-43頁。また次の文3をも苦言熊。 f劣等地のほうに

白ふ2そら虐待ふもらろん.けっして自由な遺沢によって行なわれるのではな

く，t.::.t.:.ー資本鴻的生跡式吋針以 一 品似の結果でし泊制え

ない……。J(5. 681， 862頁〉資本制を前提とするという限界規定をおいている所.

注目される。 地代の復習的概観で 「共同体」をiI視した所以である。

制 Ebenda， 5. 694，向上， 878賞。
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flJ奪lζ帰結するか， ζの二つの渇合がとかれた。次にはζ 乙で捨象されて

いた需要要因が導入される。

第三。生産性が不変の追加投資が行なわれる場合.生産性は不変なので

あるから .ただ地代は投資l乙比例して繍加するのみのはずである。しかし

そうではない。第二の場合と同じく，追加投資の生産物の供給が段劣等地

の生産物を無用化するならば.Aの生産物は販売不可能となり .よって資

本は以後Aへの投資を行なわず，耕作は放棄される。生歪価絡は低落する。

追加投資の生産性不変. rζのような前提の bとで調節的生産価絡が下が

るζ とができるのは.Aの生産価絡に代わって.Aのすぐよの優等地Bの

生産価格また.主一般にAよりも優等などの土地かの生産価絡が調節的とな

るからにほかならない。……。そうなるための条件は.与えられた前提の

もとでは追加投資の追加生産物が需要を充たし，したがってAなどの劣等

な土地の生宝が供給征の生産のためには余分なものになるということであ

る町。 ζのような励きはまた他の個所では「競争的生産能因(konkurrieren'

den Produktionsagenten)としての土地Aを排除圃」と表現されている。

タテの系としての;沼給バランヌ.供給の眉要との相関，ヨコの系としての

A.....Dにおいて土地経営を行なっている個別資本間の札機，互が互にとっ

て「競争的生還指図Jたる位置におかれている ζと. ζのタテとヨコ，二

つの系の接点において，一定水t$の生産価絡が設定され，またその前提の

下で，地代の111搭， 事件作の拡大と収縮を経験し，土地所有者の経済的位置

が決定されてゆく。

第四。今までは.最劣等地Aは，追加投資，追加生産物の結采，資本は

引きめげられ.土地所有者はただ荒れてゆく土地を法的に「所信」 するの

み，あるいは B.C. Dにおいて b.生産価絡下落の結果，地代は相対的

に低下するというものであった。しかし追加投資は常にこのような結末に

~ Ebenda， s. 706， 向上，関3-94頁。

ω Ebenda， s. 707，同上.895頁。
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l.4<bのではない。今般劣等地Aにおいて，後数の個別資本が土治経営を

行なっている湯合唱c想定し，そ ζで圧倒多数は生産性不変の経営を腕11.

需給バランスはくずれず生産価格は一定とする。その際，少数資本がAに

おいて，すぐれた生霊位をらった追加投資を行なう渇合， Aのゅのその追

加投資が行なわれた土地においては，ijj過利潤{地代)がうまれる。 r志

しそれ(生産(à!j絡ー引用者)が不変で 3~ ン Vだとすれば.的に資本が 2

~lzポン忙しか投下されなかったときには無地代だった置を劣等地Aが.今で

は，より劣等な土地が紛作圏に引き入れられないで志，地代をあげること

になるであろう。しかも，そうなるのは，土地Aでの生還性が駒大しなか

うであろう。といって b ，それが治大したのはただ資本の-$分だ ~1 につ

いてでゐって，震初の資本についてではない。 晴Jこの場合.綬;劣等抱の

所有者に，地代t哲徴の原賓がうみ出されたわけである。

第五 今までの所，地代ー土地ー土地所有は，まったく「客観的」なこ

資本

P 

利潤叙主主 生 産 費 E反・倍。忽 益 忽 過事Ill(Jt.I代)I 

P Q P/Q 討P P/Q P Q f" 

2~ >!. 2 Iメ I3 3 6 
ヲ骨

l;)4}4 2 2~ ~ 1~ 2 3 3 4~ ~ 

3 5 1~ 4 6 3 4~ -~ 1-1 }'l 

4 5 6 6 3 3 -3 

一一一15 3 6 18 18 。。
(s 741，941頁の去を伝蔵したもの。ー郷簡略化されている。なお. Plt.1!ンド，

Qはクォ ーターを去す。生産価絡は l ヲ寸・・ ~-3 ポンドである。 n)事・ 1 につい

てのみ税明しておけば一一ー資本 2 メ Pを役じ平均利潤メ P ~えて 2Q~'生産。生

還貨は lQあたり%で I~P. 2Q生産したから3P。販売価織は 1QIあたり 3

Pで. 2Qだから6P。内. lQ.つまり 3Pは個別的生産価俗である。故に忽

過剰j潤は 1Q.つまり 3Pとなる。)

ーーー一一ーー

何 Ebenda. s. 716・17.向上.907-OSn。



資本税と土地所有

つの系を受動的に受け入れるのみであった。今度は区別があらわれる。

前頁の表に則して見ていζ う。 ζこにはいくつかの特徴が見られる。要約

的にあげておζ う。① 同ーの土地の上で資本が lから 4までの.前半の

2回は2y2 P (ポンド)ずつの，後半の 2因。主 5Pずつの追加設資を行っ

ている。②生産費対収益の比でみていくと. 1 次投資が 3Pに対して 6

P. 2次が3Pに対して 4Y2P.3次が6Pに対して 412P. 4l欠が6P 

に対して 3Pと，一路生産性が段階的に低下する投資が行なわれている。

③ 合計で見れば.個別的生産価格 18 Pで6Q (クオークー)の収益.

つまり 1Qあたり 3Pで生産価格と一致する。@ 超過利潤の繍において，

3. 4次投資の結果はマイナス 41'2となっている。

ζの表を，今までと同じ く，もっぱら土地所有‘主資本の運!助に受動的に

対応するという前提で見れば次のようになる。一一土地所有が資本による

土地経営を許容する鰻低限，それは地代が零でないζ と，地代がと tかく

も「存在する」ということである。同一土地の上で，資本は生産性が低下

する投資を句次まで続けうるか。素直に見れば，収益がプラスからマ イナ

ス;こ転換する直前，つまり第 2次投資までであるように見える。 しかし β

うではない。第 1.2次投資における組過利潤が.3次分.4 o¥分のマイナ

ス部分に頃次充当されてゆき，投資条件はそのような形でみたされるので

ある。追加投資は.地代零となる所まで続く。「ーエーカー当たりの地代の

低下の患低限界は，地代がなくなってしまう点である。しかし，乙の点が

現われるのは，追加投資が不足なさ主率性で生産するようになるときではな

く，生産性の不足な資本部分の追加的投資が大きくなって，その作用が事

ーの諸投資の超過生産伎を相殺して投下総資本の生産性がA地での資本の

生産性に等しくなり .したがって B地でのークォーターの側別的平均値絡

がA地でのーク ォーターのそれと等しくなるときである。 "j土地所有が

資本にもっぱら服属し，地代の受領も資本が支払う範囲にとどまるならば，

一

'11) Ebenda. s. 743・44，向上，945頁。

-
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資本はたとえ収益がマイナスとなって志なお一定段階まで投資企継続しう

るものである。しかし，との同じ衰を，土地所有すなわち地代没収取する

術原とい う契機を導入してみればどのよう になるであろうか。租過利潤は

即土地所有によって地代として収取されるのである。表でみれば.第 1次，

f宮 2 次の超過剰j潤 ， 欄タ十のスタ ー印の4~分は地代として資本から磁れる。

故l乙，ここから二つの場合が想定できる。一つ。追加投資は第 2次までに

とどまる。それは.資本が平均利潤をえて投資を行ないうる限界である。

{也の一つ。それでは需要を満たしえないならば，生産価絡は lQ=3Pよ

り上の水準となり，価格上昇を帰結する。「一段的生産価絡の上昇が，ζ

こでは差額虫色代の噌大の原因であるだ.tではなく，地代と しての差額地代

の存在が，同時iζ，必要になった熔加生産白の供給を確保するために一般

的生産価格がより早<~り急速に上がることの原因なのである。 "J 土地

所有による，超過利潤の地代への即時的転化，収取を媒介とした.価絡メ

カニズムlζ対する反作用を析出したものと苫えるであろう。

以上，第ーから哲五にわたって. r資本有』地代篇中，差額地代雪H形

態l乙主たる素材を求Y.>.土地所有一地代の関連について，若干の関連する

所をひろいあげてきた。そと lとおいて，基本的には，土地経営一地代は価

格水準の変動によって規制容れるものであった。とれを，第一1lの4つの

契慢を意識して見直すとき ，たしかに，録後の価格上昇の原因としての地

代，土地所有では.第4の契綴，資本にとって制限要因たる土地所有が怨

起きれるが，大停において貫いているものは，第一の契徴，すなわち資本

の辺動i乙服属した 6のとしての土地所有である。 r資本論S地 代 鏑は，

「土地所有jの第一の契機，資本を前提し.その下に従属. n~隅した土地

所有という基本線の下に室示されているといえよう。以上，土地所有一地

代について本f):で示しうる限りの検討はすでに終った。最後にただ一つ，

「土地耕作=悩絡上昇の結果」という基本規定にかかわるー，二二の付加的

-ー-問 Ebenda. s. 746.同上.948目。
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資本初と土地所行

現明をしておきたい。土地耕作はたしかに価格上昇の結果である。これが

土地所有一資本という関連が生じる一線処である ζ と.すでに見た通りで

ある。しかし，それにかかわっては色う一つ.価格上昇に加えるに農業に

投下可能な一定量の資本の定在が必要である。 r資本過多期には.市場価

絡は上がらなくてもその他の正常な条件が充たされてさえいれば.資本は

S聖書井に流れて行く。 "J第二iこ，資本制においては.まず価絡上昇がおζ

り，その後資広投下ごが行なわれるというプロセスち之られるがせにあと追

いではなくて，価格上昇が予想されれば，現時点での価格いかんにかかわ

らず資広投てははじまるのである。 r需要は絶えずt智大する。そして.こ

れを予怨して絶えず新たな資本が箭たな土地に投下される。勺土地所守

にとっての怪要の契徴， ト土色に資本が充用されるか否かにかかわる一つの

補足であった。

おわりに

以上，資本制と土地所有につき ，若干のd輿探索を行ってもた。やや引

証に1t!t:をおいたものとなったが.ただ明らかになった ζとは. r土地
所有JIこは少くとも四つの契機が含まれている ζ と，そして r資本鈴』泊

代篇(差積地代)は，四つの契路中第ーの契機，貴広に服属した志のとし

ての土地所有が内在されているととである。

~ Ebenda， s. il8，関上， 988点。

(;0 Ebenda. s. 685，向上， 867A。
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補論 l 差額地代論における資本主義的

土地所有の形成

一一字野弘蔵氏の土地所有坊の倹if1¥l)一一

はじめに

今までのマルクス経済学の研究史では.資本主義における土地所有について

の理論主地所有.，a)に関係す・るものとして. Iふまニつの領域がある そのーつ

はプラン研究であり他の一つは地代論研究である。例え，tプラン研究をと って

みよう。それはマルクスの粍済学批判j体系プランの前、幹部分である資本・土足

所有 ・賃労働と r資本論iとの関係を問うものであった。またプラン後-ta:::

である閣家 ・外国貿易 ・世界市場が. r資本aJの延長線上に展開でZるがて

きなL、かを問うものであった。したがゥてプラン研究において特にプラン前Z

部分と t資本論1との関係た考察する所では，土地所有が「資本aに含まれ

ているかL、ないかという問題があり，土地所有論にかかわってくる内容を含九

でいた。

また地代論研究は. r資ぬ』地代篇における「虚偽の社会的価値jの尽

差額j也代第二形態におけるマルクス表とエンゲルス炎の 「矛盾J.絶対地同

における地代の価値実体の有無等をめぐる研究と論争が行なわれたa したがぞ

て地代品という側面で土地所有論にかかわる内容を含んでいたと宮えよフ・

本稿でその一部をとりあげる字野弘蔵氏の土地所有必は.プラゾおよびが

に関する氏自身の理解に立脚して展開されたものである。 それは鱒J~に!A.i!
f資本治』を原理論として湾織成すれば.土地所有は原理論における泊代が

展開される，というものである。
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議領地11:.冶における資本支援的土地所釘の形成

ところで*~の限界は次の二点である。第一。本稿lま.字野氏の土地所有輸

の全体てはな く，その第一角階にあたる F差額泊代におfる資本主.&的土地荷

有の形成」論に限って検討した も のである。 指二。土地所1i~の:本米のぷ題は，

マルクJえが土地所有について関説している所をとりあげT引為成することである.

しかし本稿では，マルクス土地所有論については企く触れていなL、。

このこつの限界をおさえたヒで本題に入る。その議fFは以下である。

ーではまず字野氏の土地所有為の枠組みをおさえる。こではその什総ふの一

部である氏の rJ;;額地代における資本家的土地所 uの形成J~をとりあげ倹討

する。三ては氏の土地所有詰の基本的性絡を怖IIiにまとめる。

一宇野氏の土地所有論の枠組み

字野氏の土地所有論の枠組みを要約して述べればl孟lま以下の五点てある。

第一。マルクスは資本主:ぷにおいて土地所右は~生階級であるとしてもっぱ

ら資本主主主の外部においていた。このようにマルクスの土地所有aを特設づib

たよで.それに対する批I'IJ(tJ恵国をこめて氏I'IJ.;j-の土地所付規定を行う。すな

わち資本主主における土地所有は資本主主と内川なA関をもったものである，

と。

「マルクスlまなんか土地所1i~を外へ泣いているんじゃないかな。 それは…・・寄生

階級として当ft.とL、えよ 舟:七地の弘有制白身は資本主~と非常に密接な関係をth

ている。Jll

マルクスは土地所有を資ふ主産にとって外的なものとしている.と治定しそ

れを批判するという意図でもって土地所有は資ふ主議と内的連聞をも っている

と主張する。マルクス(但し.字野氏が理解したマルクス〉と裏腹の内符をもった

土地所有論。それが氏の土地所有論のmーの特徴である。

第二。氏の原理論の一部に土地所有論は属する。他方原始的蓄積論は!以E要請

には含まれなL 、。 r(資本rÍiの) “原始的苔{;l" のな自身かすでに原Jll!~として

1) 字野弘蔵『資本治五十年 (下)J法政大学Hl版f.lJ.1973年.973ベ四ジ.
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il 1I8 .~ 1f 3・4号

の体系の外に出るものである U21 とζ ろが氏はほ4喜朗において土地所釘は成立

しており .それも資本主轟と通関をもったものとして成立していると古う。す

なわち次のようにZう。資本主草はその形成の条件として労働力の商品化を前

提しなければならなし、。 原益期に土地所有が成立するよとにより.生~告は土

地から分離し労働力はIffj品となる。したがって，資本主庄の不可欠のがj従と し

てfi働力を匂品iこ転化する土地所有というものが，ぷ革期に波立しなければな

らなt、3

rfi 伝主.N.は土1t!!なしにはできな L、。土足とlÚ.H~の ~i'ÌU'i とを分緩すると_'うに労

働力の術品化の広従う:与えられ，それによ ?~fi{正û~tI;出現するa 土t開 lil工授主

主J童にとっては外的なものでありながら，これなくしては成立しない.j)

字野氏は，ー)jではI京岳論は原河.論に合まれないとしながら他)}では1.吾朗

における土地所Hの成立を必き烹苔諸に属する;t析を加えており少有，1小りに

くL、しかし氏の言わんとすることは次のようである.原義aで土地の仏有体

制l自体は論証されている。したがって原恩論で土地所行Sを必〈際には土I也所

有の波立についてはすでに前提されている。

~~合的4存在'ìJt11における土地所有の成立。したがって似思議における土池所持

の前提。これが氏の土地所有ぷの第二の特徴である。

第三。地代諭では，この原理論にとって前提された土地所有が賢ぷ主五的土

地所有に転化する過程が示される。すなわち，氏の土地所有治は .1:資本論jの

原理論的再t結成のー官官をなす字野地代論に結びついて縁関される。そして革額

地代 ・差額地代第二形態および絶対地代という地代品の順次的展開か資ぶ主S

的土地所作論の三つの段階となる。

① 差ttt地代=資本主主義的土地所有の形成=土地所行諭の第一段階。

① 蓋tH地代第二形態=資本主』量的土地所有と資本との関係=tí~二段階。

@ 絶対地代=資本主議的土地所有形態の確立=第三段階。

2) 字野弘ar径済字方法冶』東京大学出版会. 1鎖辺~.36ベ-/.

3) 字野il!..放t書. r資本治研究V利子・地ftJ筑摩・li1. 川辺~. 121・22ベージ.



ffilli地f¥:;i曲における資本主創的土地所有の形成

土地所有論告r:. :t也代論の枠内で地代論に立脚して地代の三形態分析を・通じて

構成すること。それが氏の土地所有論の第三の特徴である。 臼 1.;n:1.:t~四とあわ

せて行う。〉

第四。地代論に立脚した土地所有論において，土地所有は資本主必に，適合し

たものであり，商品経流的合理性をもったものである、ニとが示される。土地所

有が資本主義と関連をも っていることはすでに原菩沿において示された.0 しか

しそれは第一次的なものであり，原理論の前提領妓における立論であ った。原

理論の地代論で土地所有が資本主草に適合したものであることの本格的な論証

が行なわれる。土地所有を資本主基に商品経済的合環性をも って適合している，

と論定する ζ と。それが氏の土地所有論の第四の特徴である。

第三と第四の特徴についての引証は以下。

「土地所有形態が変わるということはやっぱり地代の問題になってきている。Jり

「マルクスのいわゆる差額地代第一形態から第二形態へ，さらに絶対地代への展開

は資本家的土地所有関係の確立過程を純粋の形で理論的に表現するものに過iFない。

いい換えれば商品経済が一社会を資本主議社会として全面的に支配してゆく過程が，

商品経済という爾に即して展開されるのである。J>

第五。原理論にとって前提的領波である原苔論において労働力筒品化の不可

欠の条件として土地所有の成立を説色原理論のー郊である地代論におiいて土

地所有の資本主義的土地所有への転化過程を説いてきた字野土地所有論!の帰結

は，資本主義的土地所有の商品化である。

「土地の商品化l主，労働力の商品化と対応する，資本主」主社会に特殊な現叙といっ

てよいのである。l'

労働力の商品化に対応する位置で資本主ぷ的土地所有の商品化を帰結するこ

と。それが氏の土地所有論の第五の特徴である。

以上第ーから第五まで五つの特徴をもっ字野氏の土地所有論において，主要

4) 前出 r資本論五十年〈下)J976ベージ.

5) 字野弘正義 r恐慌鎗』省主主.底. 1953王手. 19ベー:./.

6) 字野弘a r経済原論(下込書岩波留庖.1952年.149ベージ_<rl日原泊』と略除するζ ともある.)

:97 
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第 118巻 情 3 ・ 4~

なものは古うまでもなく氏が地代みに立脚して展開した資本家H~土地所有の形

成治である。

本有事では， 以下とりあえずそのi'g一段階にあたる rl~! Kñ地代における資本主

義的土地所有の形成」理論を険Jする。

差額地代における資本主護的土地所有の形成

二における if匁は，字野氏がltt民地代首にもとづL ζ，土地所行が資不主義

的土地所有として設定される必伐伎をaぶしたところである。

ところで倹Jわこ入るにあたり前もって留意すべきことがある。字ft氏l二.主

要によ 「資本l省.3j也代詩 ;三~六il の椛三八11，差額地代.U:泊.に対する氏

特有の研究にもとっき，氏自身の地代3告をまず宝示する"その，上てその氏自身

の地代論に話ひつけて資本主韮的土地所有の成ニを品4する つまっ字野氏I:!

t也代と土地所 Hを区別したとで地代論に服属させて土地所有誠i を: ;，~いてい る，

したがって氏の土地所有論を倹討するにあたっては.地代論と土地所有Laul二

つを倹討しなjすればならなL、以上が舟意すべきことである ，そこで無期 E 

乱を避けるためこでは対f裂を氏の.&:額地代論にしぼることにするs そしてそれ

を次の順序で検討する。 lでは. あらかじめ?資本.lft の総e治 (3b~) に:r:!f

その上で 2では字野氏の差額地代訪をとりあIf.を求めて差額地代論を考察し，

最後に 3では 1. 2を比絞することにより氏の産額地代Aの総本的性絡を切ら

かにする。

1 差額j也代論 -(事流I也代分析一一

ここでは宇野氏と同じく『資..-t.JeJ三y!六篇， 第三八n.
〈以下「総~J と略祢ずる〉を素材にしてi皇制地代論を考察する。

差tM也ft.1&易

しかし前4。て

資本主ぷにおける地代の性絡について見ておく必要がある。宇野氏にあっては

一一後に見るように一一他の社会総成体における地代とは民日IJされたものとし

ての資本主必における地代の特徴を切らかにするという視fllは全く見られな凶

その君、味でも触れておく必要がある。



差額地代議における資本主批'内土絶所有の形唆

資本制生産様式を法附的に把揮するにあたっての前提(対象)，ま.資本が工業

. Cl~憶を問わず生産の緋他的支配機を湿っていることである。したがってそこ

では資本および労働が自由に部門間を移動し.いわゆる平均手IJilYI法則が作用し

ている。資本は社会が生恋した全剰余価値を総資本中に占める白からの資本の

比率に応じて受ltとるという体制は確立している。地代はこの体制lの.とに生じ

る 地代は，土地所有・資本・賃労働関係によって生度が行なわれてL、るm:面

での土地所有者の取得分である。しかしそこでも資本は平均利潤を取得するこ

とが沼ーの条件であるo ζのように見てくれば.資本主議におげる地代の己主格

は次のようになる。すなわち地代は資本主主においては，平均利潤を;二える超

過分〈匂過利l渇〉・こ制限されざるをえな二、平均手IJ司をこえる超過分に制限され

た地代が資本主義。こおける地代である。

それでは，この地代は，超過利潤としてはいかにして，何欽生じるのか，ま

た趨過利i関が地代に転化する条件は何か。地代論の課題はさしあたりこれらの

疑問を解明することである。 r総論j に帰ろう。 r総論j では一つの例示によ

って差額地代が分析されている。本稿でもその例示にしたがって考京女進める。

例示一一ある商品を生産するにあたり大多訟の資本は蒸気力で主庄なで「る。そ

して蒸気力利用資本が生産価絡を一般的に腕制する。他方少数の資本l;~;苔流を

用いて生産をする。そして活流利用資本の個別的生産価絡は一般的生成価総以

下の水準である。

そζで;事流利用資本にL、かにして，また何故趨過利潤が取得されるか，そし

て趨過利潤が地代に転化する条件は何か.を問題とする。

落流利用資本iこL、かにして超過利潤が生じるか一一例示からすでに明らかな

ように落流利用資本は.一般的生産価絡以下の水績で個別的生庄{泌総省t設定し.

両者の差額として超過利潤を得る。したがって絹過利潤は，規制的生産価絡の

成立が，それ以下の水惣で{鴎別的生産価絡を設定した資本に対しても価絡規制

を行った結果として生じる。

「水力で運転される工場での:llm価絡は. lCぬではなくたった 90だ と(!l~どし よう。

J~I 
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これらの商品の大食の市~m制的生産価格は15%の~摘を含めて 115だか ら， 自分の

段械を水カで運転する工場玄たち i，やはり 115で売るであろう。すなわち市場筒絡

を河節する平均値絡で売るであろう。したがって絞らの利測は15ではなく25になるで

あろう。続制約生産価俗は，後らに10%の泌過利潤をあげることを流すであろう。P

(傍点引用活〉

一般的生直価格の成立. したがって先に述べた資本による生疫の緋他的支配

の成立が，よ り低い*4"で個別的生産価格を設定した資本の手に趨過利潤を与

;t匂

それでは向飲超過利il~lが生じるのか。 L、いかえれば芯流利用資本のより高い

生宅力の内容は句か。それを次に見ょう。

也過利~~，は何敏生じるのか一一それはさしあたり勺'g流の自然力j としても

よL、。 しかしij¥に「落械の自然jんとしただけでは，その自然hの性質も，資

本のより ~.~t 、生産力との関連も分からな L 、。

まず「落流の自然力」の性質について見ょう。自然、力といえば，一つには資

本の下への労働者の集団的結集(協栄と分楽)によ る f労働の社会的n然力Jも

ある。また7ff.'A力のようにどの資本も充用できる自然力もある。しかし「落i車

の自然力」 はそのようなものではない。 それは 「沼流」 というものを想起すれ

ば明らかなように「局地的に存在しJ したがって落流を用いて生Fをする資本iこ

「独占されうる自然力」である。これが f落流の自然力Jの性質である。それ

では活流のこの独占されうる自然力が資本のより向い生産力とどのように関連

してくるのか。今までは単に自然カの性絡を述べたにすぎない。資本との関係

はどうなのか。それが問題である。それは資本が.制限された自然、力というi'i

流のl1然的条件に依処して，その土地を占有し資本の生産力に転化する ζとに

よってである。資本は，資本にとって与えられたものであり資本自身っくりだ

7) Karl Morx. Das Kaprla/， KritiJ: tkr戸泊r'tiscMnÖkOfl仰"i~. Dntler B剖、d.びetl1/世

laR Berlin. 1964王手.S.俗化邦.]I.r資本論』⑤大月・1'8， 19ω年. 827ベー Y.(以下r!1l油J
lJi( S. O.郊沢Oベ四 yという形式で示す.)
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せない「落流の自然力Jを.土地の占有を媒介にして資本の生産力に転化し，

より高い生産力を護得する。

「この自然カの占有 (DerBesitz)は， その占有者の手に一つの独占を.資本そのも

のの生lf過程によってはっくりだせない役下資本の直面い生lf_力の一条件 l~ine Bed-

ingung hoher ProduktlVkr:ut d回 angelegtenKapilals を形成する。!>

:喜流利用資本が生産{面絡以下の水準で個別的生産価俗を設定し. .ts.過t1J潤を

取得するのは，制限された自然力を資本が占有して資本の生産力に転化するこ

とによる。

f資本論Jの差額J&代講において「総論Jを除けば以上の ζ とは触れていな

い。しかし農業部面で種身の程度をもった土地自然力を資本が占有し.趨過壬iJ

澗Ci!'!tliit主{りを析出する場合でも，落ijE利用資;本について加えた以上の分析は

妥当性をもっヘ

それではこの超過利潤はいかにして地代に転化するか。

超過利潤か地代に転化する条件一一以上の分折から明らかなように.資本に

よる土地怪営だけを想定するi会合には，超過手lJimが地代に転化する灸{キは何も

なL、，組過利潤は超過利i問としてとどまり資本が取得する。

「この紐過剰j潤は，土地所.fiが存在しなくても，たとえば洛流の属するJ二地が工場

主によって無主の土地として利用されるとしても，やはり存在するであろう。」刈

とすれば怨過利潤が地代に転化するのは，資本が土地を経営する前舵として

土地所有が存在し.資本に地代支払いを要請することによる。つまり資本主義

的土地経営が土地所有・資本・賃労働関係によって行なわれていることによるe

「いま;客流が，それの属する土地とともに，…・・・土地所有者とみなされる主体の手

にあるものと考えてみれば……紐過利潤l主総代に転化する。」川

8) 同上，原 S.658.邦訳832ベーム

9) 弁上刻八氏る rfi流差額勉ftとU~量級血色代との基本tnt1絡は本質的によ向ーである.J とし

てtる.(弁上周八 r地代のUJ理IUt. 19臼1!'. 159ベージ.)なお具体的治IIU他の・会に
ゆずる.

10) 前幽 r策本鎗』原 S.係O.邦次郎5ベ-:./.

11) 向上，原 SS.“8・59.邦t'{ω3ベージ.

401 
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差額地代8の惚要のぷ越は， その意味では， 'F-均.ftJìmをこえる鍾過.t;J~が折

出される時l絡を明らかにすることである。 七地住営における趨過干IJif.'Iが法r¥IJと

して解明されるな らば. あとは土地所有を登場させるだけで，資本上直におけ

る地代のー形1'l!lである:z'!!iIJt引には.資本主庄の-i.LIlIJとしてぷ問されたことに

なる。

以上の分折を最後に授約して示そう。

資本主:五における地代の性栴一一資伝主主にlおいては.資ー本1が生ffのtJHt!!伊j

支配慌を揖り. 平均手IJ担i法Il'Jがはたらいている。 したがっ℃地代は平氏.jf1J;悶を

こえる超過今 (tJ過開閉)に制限される 2 詳しい~aJ[，ま，後の「マルク久土地所

有占札をとりあげるところにゆするが

「超過れ洞の地代への転化j とな

『資本治』 地代篇(三~~六箆〉の主題が

てLるのも， .!似たが平均千IJ潤を ζ えるijl過

分 (.UI泡利潤)であるよとを示していると思われる。

経過平1]問はいかにして生じるか一一泡涜利用資ぷの個別的生箆{函絡が.

より高い水浴にある一般的生~価絡によって規制され. その両者(一般的生直信

絡とそれ以下の例別的生，主筒栴〉の差額として生じる。

包過利“1'11まH校生じるか一一資本が.制限された自柑カを， 土地占有を~'t介

にして資広の生産力に転化し. より高い資広の生癒力を獲得することによって

である。

超過利刊かJt!!代に転化する条件は向か一一資本主義的土地位営が土地所有・

資本・賃労働関係によ って行なわれ，土地所有者が資本家に地代支払いを要3

することによる。

以上の追額I也代品における..(，論六をあらかじめ念頭においた上で.字野氏の

差額地代必による資本主義的上地所有の形成理泌を見る。そこでは.字野氏li

この同じ 「総lI~ì J をどのように再彬成しているかを見ることカ>，，'r.睡である。

2 字野氏の差額地代諭=資本主義的土地所有の形成泌

すでに，氏の土地所有必の枠組みをみた所 (1 )で述べたよう に. 字野~d)

土地所~..:.は.地代論の枠内で地代論に立脚して機成されている。 tl額地代泊
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は，氏の土地所有品の第一段階である。土地所有は原発E論でをま前史されていた

のであるが，第一段階では前提された土地所付がz2!!H也ftみそ土台にして資本・

主接的土地所有，こ転化する必然性が詰証されるはずである。差額地代諭i主.宇

野氏にあっては.資本主a的土地所釘が印l出される土台と L、う位置にある。し

たがってもし氏の&額地代論に実問の余地がなければ資本主義的土地j首相主祭

野に唆立することになる。もし差額地代捻が誤っておれば，資ぷ主;浅的土地所

有‘立依 3て立つべき土台を失い.原理諭と L、う舞台』こ立場する ζ とは不可能と

なる 3 氏の差額地代請を土地所有拾の前に倹討するつは以とのJ1l!f討による，

ところで前もって言えlt. 字野氏の差額地f~Jiは 1 と同じく '総論J に {j~

ゥたものてあつながらその'Jt折内容は全く見ったものとな っているa またその

展開の仕方主，錨品平1f~1の規定がそのまま地代への転化の苅!諭h なっており.

また平均利l商法制も資本主援における地代の性絡を示す前提と'.う fd.置ではな

く，逆に地代によって平均手11潤法則が作用するといったi意味でくみ込まれてい

る。そこで 2では.まず二の字野氏の差額地代論を再現ずる4とに主要な目的

をおくことにする③

資本主主的土地経営;こお.する ill過利潤について.宇野氏はL、かなる分訴をIJn

えているか3 まずそれを見ょう。氏によれば土地俗営においては. (13過利川は

次の二つの鹿自によって生じる。その理由の一つは.土地内、は制限 lされτお

り資本が自由に利用できないから生じる，というものである。尾白の第二は.

資本の生産力と上給自侭の生産カとを対立的につかんだ上で.土地経営におけ

る超過利潤は土地自然の生産力の結果である，というものである。

そして一一これが字野氏の差額地代論の一つの特徴なのであるがー一一以上の

ように超過利i聞をおさえた上で，局過利ill1は上地自然が制限されており資本が

自由に利用できずまた資ドの生産力ではな〈土地の臼伏カによるものであるか

ら ， 土地経営における超過不Ilìl~はもともと資本が取得できず地代に.IL.(ヒせざる

をえないものであるとする。氏の経過利潤舗は同時に経過干Ilrmの地代への転{じ

の理ぷを氏に与えている。地代という視点から晃ii1すならば氏にあっては.地
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代lま資ぷが資本・の1jの諸JIll_として資本のものとすることができな L、から生じ る

のである。

a 土j也白然の制限性につL て。資本がrHHに刊舟できないという九につい

」。

rn代によってザ・えらtだ土地が'j1:手段として役立つ4JT.‘々'11..っただ度の1

"'， JJの!HI‘となるにしても，それが制限されていてrIÚl.こ利用しゅられな~ rすれば，

資本ばそれがために'主ずる沼過刊潰を自ら包理する原理を有さない ζ とになる.JI2
)

(fJ]二・I~!.引用川

b rcぶによってではなく，自治によって得られた叩過利門であるという点

について。

「資本.こふって，したがってまた万悌によってのられるねj~llJiI'llが資本家j{J'七KL方

ど;σ党!えのj}J_)となるのに反して，自句.こよ て伴られるJ.1;Jf:司i土地代として'_'わ

は資本言語的'!:t'fIJi.!.:の怜の外にはみ出されざるを外ない。J13}(1鉱山;ヲIJII~) 

c 地(~伝化の必 Yベ性をより明確に記しているところ。

「制限せられた自然力が労働の生{f )Jの~.ilt iこ作所、の軍JT専を及ぼし・しかもかかる

Hm的影?警が'1:.必1j;1，の ~V*によって守子守し ~I.ないl茨り，資本 j らこれを処理i し j~な

いのであって.土地明有おへのj也代に転化せざるを外在ぃ・H ・H ・J川

ここまでの氏の立~，こま品、て. すでにいくつかの特徴があらわれている。氏

は，土地の制限性をそのまま超過不'Ji問の条件とする。氏は，資ぷの生jf刀と区

別して土地自然の生度カをつかみ趨過利潤のもう一つの条件と・ずるI~)。 またtr:

は， @過利潤l之 re )，ょの!京FJlによってj色(~に伝化ずる . つまり上.地PJf~によるJ!

代支払い要誌がなくても J也(~Iま生じる . とする⑤ これ らの竹微である。

12) 前出 :l査&l"'1J白{下)J145ベ-:;# 

13) 向上， 160"・ージ
14) 向上， Iω ご白人

15) 字野氏が， (J・主力による必過利潤とし t・のは~{丸~J歯争の一つである S偽の社会的価値，Jt

4・における氏の:íL~をあらわしている.すなわち. このAB.過.fim司自曲を論II!.として.氏Ii.i!!領地tt
l主価値実体をも たな三 ι 』た.しかし本絹ては地f~が画I~の対象ではないので. J歯争に昔、t，わ
るものはこれ以上の~n.をしない.
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以上が氏の超過利潤論およびその地代への転化理論である。次に氏は.以.1:

の鵠点の上に立って新たに予均利潤法則をとりあげて.以上の沿"i.lま喪主にお

いても平均利潤法則が成立する条件である， とする。すなわち血;菜長土土.地f符予

おいては ~Â趨葺過1和利河司i潤d プラス「平均利;悶」が生じる a ところが総過利潤は資本

の外部に排出せざるをえないものであり.資本には平均利潤たけが技る。それ

が食業土地経包・における平均llJi問法則の成立である。

この論理は見直すならば，明らかに氏の平均利潤弘員IJの特徴があらわれてい

る。氏にあっては平均.flhmt.t.則は.資本lま平均利潤に資本の取f!}分を:制限する.

と.pl1.解されている。そしてもしそうであるならば，氏の理論は岨過利潤がj也代

に転化する必然、性を説L、た先の立議を客観的に補強する役割を果たしている。

すなわち，資本は平均利潤しか取得できなL、。ところが毘菜土地経営にま品、て

は P超過利iJl'lJプラス「平均利i問Jが生じる。放に資本は超過利;聞を地代に転

化せざるをえない，と。氏の平均利潤阻釦こひそむこのような内容をあらかじめ

指摘して引証に入る。

紐過利il¥1の地代への転化と平均利ill'li左則を独特の F法によって関連づけた氏

の立論はさまざまな著作でくり返しあらわれている。

7原論』で。

「経過.:fl)潤をI也í~に転化し，土地所11l:iに;実渡することによって.f(〆紅白-!tの間に

はその原理を迫すのである。J則

『経済学方法論』で。

「地代は，この利潤本均等化のw則の，いわば消極的条件をなすものである。Jげ}ま

た「“題過利潤の処代化"は， いわゆるJ!領地代として生産~絡成立の~:件をなすも

のである。Jl')

:新原論』で。

「同-!l{の資本が投せられて異った生産額を生ずる骨量々なる土地か利則せられる俄

16) 続出『経済原，iit(下)J170ベ白人

17) 前出『経済竿方法治J157ベ-/.

18) 向上.316ベージ.

.05 
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り.資本はその経過利潤を地f~;こ転fヒして，その平均利測の原理を貫徹せしめること

になるのである.J19l

よって氏11，趨過利il¥'lが地代に転化することをも って乎均利潤が成立したと

し平均平'h例法;J.~ を 「資本;:子均刊潤に制限されているJ ととらえて..Ui過干IJ

潤が地代に転化する必代生を説いた先のP1J~を ~Û強 している

以上が氏の ~r~'Xl'tJ也fl:.，，;eの慨震である。氏のt:徹地f¥:ぷは.土地所有諭のrn一
段附と して. ¥'eふ.1:.，産(j'j土地明行が形波-1"る1.-tjというEJミ乞与えられていた.

事花氏の/~百iþ.!!f\:詣は ζ こでま っす ぐに河本守主的土地所'Îìの創 111 を J~} ~:;する.

Eたは今まで111日1的な形では也辿利i1¥')は 1'4旬、のや.応力てあるから資本は取れでき

なLとして，あるいは賭示的な形では資本l立中均和IJ;mを取得するだけで&る唱

して. fè ドが也過利潤を取~n できない戸時 i' L を，資ぷの仰のf.:ij<jl_で1ú. r凋寸るよと

にブ]を注いできた。資ぶ主主的土地所有は，資本・が釧 IB した~過利潤を受慣す

るものとして. Ji;i:.I!t!~の役界にな場する 。

rru":l土. 土胞によってf~)Æされる， 1回11tせらわ. ~主占せられうるのf主力を生if :予

nとし"7'111111十る均fT，資本・~同 i の問では処理しえない.t1過干tl~の~I上をはること

になるのてお、て，先ずその処理のためにその生 様式.二通((:した土地川釘を伝"，""-

ることにたふ.Fl(問 'i引ilr.' 

資本はもともと土地経営における超過利潤を敗件できない。したがって超過

利ì~lの受;正t:l;を資本は必要とする。ここに資本'~的土地所有が登場する桜憶が
~ . 
の勺

?で野氏iまt Jr~1li地代分桁にもとづき見事に資宮家的土地所有をa没定したので

ある。

以上のみJlft((.Jj(i筋を粍て情成された宇野氏の七地所有論は.大内力 ・鈴木(.6

一郎氏らのつ也f~と土地所1ìJ 研究に引き継がれ再生』をされているものであるe

。lえば大内}J氏。宇野氏と大内L¥:の問には.原始的!s前期における上地巴有

間 宇野凶 '制脳同舵112ぬ胸年，刷ベーえ なおばでは・問諭』と酬 い・ 1
20) 巧上. 1;9ベーノ.
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の成立の理論的意義を認めるか(字野氏)，認めないか〈大内氏)という遣いがあ

る。したがってまた両者の間には，土地所有そのものは地代諭では前提されて

お り.地代必では資本主J底的土地所有の形成が鋭かれるのか(宇野氏)，地代日命

ではしめて土地明有自体の成立が必かれるのか t大内氏，というちかL、がある

しかし大内氏は，その土台となる韮額地f\:~については下野地代前に依惚ず

る。すなわち.超過利潤の地代化およひ平均刈潤法IlIJに対すると子野氏特有の分

析に依拠して土地所有が差額地代aから創出されざるを得ない必然位を;;.~;.t

る。

「資本lまみすかうの運動をつうじて利潤本を平均化しなければならないのであり，

土地の自然的条件の治によってこの乎均化が資本みずからの力ではi主成てきなくなる

ばちいには，この鍾過利潤をm三者に'H~更すことによ てそれを注目宣する必然性をも

っ。そこに土地所有が資本によって必然的にtlt:o2される恨絡があるのである。JI>(傍

タ引用者)

鈴木鴻一郎氏も同じく。

「資本は自己の形態的!京理を一貫させ，平均.fll潤形成の療機を骨rli.させるためには，

こ04i!過利潤配分を貸主の外imに排除し.このことによって同時に，資4>:による生度

予f.l:の所有から自然IJの所有を資本にとって外的な所布と νて分化せしめざるをえな

いわけである。.f2>

見られる通り ，字野氏によって論定され大内 ・鈴木氏らによって再生産され

た土地所有論は地代議に規定されたものとして嫌成されている。

最初に次のようなことを述べた。一一字野氏の土地所有泌を検討する場合，

ます地代論を見る必要がある匂 もなその地代aに疑問の余地かないものであれ

ば資本主議的土地所有は無'停に創出される。もし地代潟がぷっておれば，資本

主韮的土地所有は盆場の場を持たなくなる.と。氏の立論の跡をふりかえれば

ほぼその意味はわかるであろう。

21) 大内力 r地代と土地所.fiJ東京大学出版会.1958~Ç. 168ベー人

22) 鈴木鴻一郎 r経済学原理泊 〈下)J東京大学出版会. 1962~. 315ベ--./. 
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そこで次に，資ふ;主表的土地所有析出の要をなすこの氏の差額地代論を検討

する。

3 宇野氏1J額地代論の検討

ここでは.字野氏の差額地代論を検討することが課題である。しかし.1で

「総為」に分析を加え，その上で 2で閉じく骨総ω丸に依る字野氏の差額J也代

Aをとりあげたζ とからすれば.氏の差額地代A貨の問題はすでに英然とではあ

るが~されていたとも言える。

そこで 3では. 1およひ 2における展開を前提として，氏の差額地代論の問

題性を簡単に指摘するにとどめる。

a 資広主よ誌における地代の性格規定について。

資本主ゑにおいては資本が生産の排他的支配椛をにぎり平均刊潤法則が成立

している。 したがって資本主義における地代は平均利潤をこえる超過分 '錨過

利潤〉に制限されている。 この地代分析にあたって不可欠の前提とも言うべき

絡要のA点は，氏にあっては全〈欠落している。それどころか，字野氏におい

て陪示的に，大内 ・鈴木氏において明示的にあらわれたように，氏らにあって

は地代は， 子均利il11をこえる超過分に制限されているのではなく ，むしろ逆に，

資本のみが資本の取得分を平均利潤に制限するからこそ地代は'主じるのだと理

解されている。

b 土地経営における超過利潤について。

氏によれば，土地経営における超過利潤は，一つには土地が制限されていて

資本が自由にできなし、から また一つには自然の生産力から生じるものであっ

た。しかし一一 1の分析ですでに明らかな寺うに一一土地の制限性は直ちに資

本の自由な利用を排除するものではない。むしろ資本が土地を占有することが

できる自然的条件をなす。また氏の，資本ではなく自然の生産刀によって忽過

利澗が生じるというa点は，土地自然の制限性という第一の論点と結びつけて

言われている。しかし土地経営における超過利潤を自然に依るものとは単純に

規定できなL、。上地の制限性は.資本の土地占有の自然的条件である。したが



i豊領地代2曲における資本主畿的土地R荷台の形成

って資本の土地占有が成立する.そのように土地占有が資本によって行なわれ

ているところでは，氏が資本ではなく自然の生魔力と Zう土地自tI....JJはすでに

資ぷの生産力に転化しているのである。土地自然力か資本の生産力に転化して

いるからこそ，資本は一般的生産価格以下の水績で倒別的生直価絡を設定し，

超過利潤を取得する。氏の差額地代占告は， r資本Jと「土地自然 を短絡的に

結ひつけて僑成されたものである。第一に，土地白然の制限性，~，資広の土地

占有を可能にする自然、的条件にすぎないこと。第二に，土地fI~\はそのままで

超過利潤を生みだすものではなく，土地自然が一一資本による土地占有を採介

にして一一資本の生産力に転化する ζ と。自明のことに属するこの二つのよ諸点

は.氏にあっては完全に欠落している。

c 超過利潤の地代への転化について。

超過利潤が地代に転化する条件について.1ftノド家にたIする土地所:行・者;こよる

地代支払要認という契機は欠落している。しかしこの々は.氏の地代論では吋

然のことである。転化条件については， ζのおを問わないとしても未だ問題l主

残る。氏は転化条件を主要にはこつあげた。一つは，制限された自然カによる

超過利潤は取件できない。他の一つは，資本は予均利i悶しか取得できなL、3 こ

のこつである。ここで特徴的なことは.氏にあっては.資本の刊~m， 資 1>. ;?'l"i~ 

一次的に取得する利潤に対する制限を言い，地代への転化を必くにあたり，資

本に対する制限は，地代〈あるいは労賃〉が手111mIこ加える制限という意味ではな

いことである。氏においては，利潤に対する:t;lJl~は.もっぱら資本が資本に対

して加える自己t先制という意味で使われている このようにして資本が自充的

に自己の外務に押し出すものとして超過利潤は地代に転化する

以上. 1， 2を前提として簡単に氏の差額地代論の諸問題を見てきた。この

簡単な倹討によっても氏が資本主義的土地所有の土台とした差額地代論は土台

とはならないことは明らかである。以下の諸治点，すなわち，資本主義におけ

る地代は平均利潤によって制限されていること，資本は土地か制限されている

ことを条件にして土地を占有していること.土地自然力は土地の占有を媒介に

4句
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して資本の主串カに転化していること，これらの諭点をくみ ζんで氏の差額地

代翁を湾総成すれば，そ ζには資4>-t滋的土地所有がよ って立つ足場は もはや

失なわれているのである ，

以上Hにお、、ては.字野氏の資本主霊的土地所有形成鈎の土台部分にあたる

氏のiX!額地代に焦点をあわせ， i資本論』の/制定地代の分析をくみよんで検バ

してきた。それで.ま.最後に，このffi額地代:aによって舟一段階をしるレた!¥:

の土地所有みで.氏は資本.と:益における土地所Hをいかなるものとして悩さIl!

してしるかを見ょう 3

.三 字野氏の土地所有論 t第一段階の基本的性格

字野氏のェ必守有論の枠災iみを整理した所で注べたように，氏・の七I也f芳有踊

の一つの特a1は，土地所~iを資本主基と密援な関連をもつものと して猶き出す

ことであっ七@この特徴は，土地所有aの第一段階では，資本との出後的関連

を示すという形で明瞭にあらわれている。すなわち第一段階では.土I也所有It

資4:の法nリ 可 i!! し'f:野氏か 4画定したE去1l.lJ)の不可欠の~Iì完者として立場して L 、る.

資不は土地自然による， また平均手IJc"をこえる必過利潤は資本の仰の泊患とし

て資本の外に排出せざるをえない，という氏の~JlI!.を想起すれば明らかである.

そして，資 kが排出せざるをえない樋過利潤の受領者として土地所釘が設定さ

れたのであるから，土地所有は資ぷが存続する限り資本にとよ七なくてはなら

ないものとしてとらえられる ζ とになる。

さらに氏の超過利潤論をちがう角度から見なおそう。氏によれば地代は.資

本のI~".P.Rとして生じるものである。つまり土Jω芳信者の資本家に対する地代支

払要Jがな くても生じるものである。とすればここには資本と土地所有の非

に居心地がよい療が術き!討されたことになる。すなわちfi広は趨過利潤は自ら

放棄するものであ った。したがって資本家は.自らの内に P祭欲のJi~J を 4

つ人絡.d'と して他き出される。 また土地所有~Iま. 地代取得のみに専心する

寄生階級としてではなく，地代を取件することでもって資本家を助ける資本の



益t:f11主tl:.i曲における資本ヱftfr':l上健所uの形目立

「永遠の良きパートナーJとして嫡き!包される。

ここで氏の原理a構築にかけた意図を思い出してムょう。 r資本論1を即興

論としてI写機成するにあたっての，氏の意向の一つは資本主!凌の生成・先住島・

消滅という治PEをぬき去り. rその法則を永久11')に繰り返すものとして泌tl"~~

することにあった。 氏の土地所有論の沼ー11附は， この 「永久的再生死の論

理d の土地，~:有身レベノレにおゆる「見J引な具体化である。もしも，土地所作

者と資本支との階級的対立関係がもちこ£れるならば，資本の永泣の運動とい

う均~.5(t ;瓜壊するよとになる。ここに，氏lま.資)..:主義における土地所有を.

資本の法制の補完者として，また資本の永i~のパートナーとして熔き出すよと

により.資本主:&の永久の再生廷のr.iiJ!J'.としての原理ゐ.その一分野として上

地所有をi':.置づけるよとに成功したのである③

以上が.宇野氏の七地所有論(第一段防)の仏本的性絡である。

おわり に

以上.字野弘誠氏の土地所有諭の第一段階を検討した。それはとりわけ.氏

が土地所有論の土台にすえた差額地代拾に主誌な対匁をすえ，氏の土地J!IT.fiの

とらえ万については以後に筒「詳にふれたにすぎなL、 いちいち続り返さないが，

氏の土地所信論は.その土台となる泣宮i地(¥J貨において，差額地f¥.論から生み

だされた資本家的土地所有為において. ~l 々 n:J地を合むものであることは1リl ら

かになった。

しかし，字野氏の土地il庁有為の枠組みからすれば.本稿でとりあけたのは.

その ζ 〈一部.すなわち第一段階にすぎなし、したがって.進んで第二.m三

段階の倹討を待つものとなっている。 またその後には.マルクス土地所有論の

倹Jという本~的ぷ屈も待っている。

その窓味では限界の上に限界を重ねた.ζ 〈限られた範囲での論稿にす~な

L、。

23) 刷出 f経済喰;Jil1...JU 62ベー人

411 



補論 2 資本主義的上地所有の確立過程

一一宇野弘誠氏の土地所有高の検JMトー

{ま じ め

字野弘政氏の土地所ii誌のJ(:;ぷ的怜総みは次のようであ司たに

第一a マル Yスによれは資本主1をにおける t地所有は外的な主のと されてい

しかし土地1百行が資本主誠にとって外的であるとするのは誤りである9 むマ・
，~。

しろ土地涜tIiJiのぷ唱はーーマル Yスとは逆に一一土地所有が資ふ主義と内的

連関を4っているということを証明する所にある。

第二、資本主義の血史的形成期.すなわち本1際的諸積期は.原FRL8にとって

は前提されてぜ、る， したがって京.f1l'.おは本内的議出諭をf~まない，

ところが土地の巴釘itlJは資本の本源的.f5債期に成立していた すなわち，資

本制生必t五式が成立する不可欠の条「ドは労働})が自品となることである 労働

カは.土地の弘有~tlJが確立するよとによって尚品に転化する。 その意味で. 本

滅的蓄積期に土地の弘n制は成立していたー

とすれば原理g治で1:地所有みを吟まをする場合.土地所{i肉体は原J1lIぬではii可

提される つまり. 原理論で土地所行の成立をも正するものではなL、@

第三。原.PP.論で前提されていた i地所有は. 原.PP.~命における地代治で資本主

義的土地所作として硫立されてゆく。原.1'11"命における土地所行ぷは.方E恕tJ也f~

論，差額I也代第二形態a.絶対地代ぷに立脚して展開される。
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資本主2量的土J色所釘の確立過密

① 差額地代=資本主袋的土地所有の形成=字野土地所有協のi(~ 一段階，

@ 差額地代沼二形態=資本主義的土地所有と資本との関係=第二段階"

① 絶対地代=資本主銭的土地所有形態の確立=第三段附

第四。宇野氏の，地代品に立脚した土地所有論において，上地所有は資本主

義に適合したものであることが示される。すなわち;主治所有は商品位向的合理

性をもったものてある ζ とが示される。

第五。字野氏は，原.ll1l拾にとってがi鋭的領域である 4・種目的蔀副知iにおいて，

土地所有の成立を労働力が商品に転化する按介としてといた@そして.B11Z占

におiする地(1::必で土地所有が資本主義的土地所有に転化し確立されてゆく過程

が地代論に立脚して展開された。

その字野氏による土地所有担金の帰結{ま.労働力の商品化に対応する土地の商

品化てある。

以上の五点が，字野氏の土地所有Aの基本的枠組みである

前稽では，字野氏の土地所有詣の第一段階をとりあけ検dした。第一段階で

は，差額地代論にもとづき，資本主主的土地所有が形目立される必魚住が論証さ

れていた，すなわち，資本主義的土地任営における紐過利i問につき.一つには

資本iこよるものではなく制限された土地自然、カによること.二つには資本の取

得分である乎均利凋をよえる紹過分であること， ζの二つの.Pl¥IHで4って?野

氏lま土地経営における趨足並利潤を資本がもと 4と取得できないものとしたゆ資

ふ主主的土地所有は，この鑓過利潤を受領するものとして.原1'-鈎の世界に迂

場した3 前稿では，この宇野氏土地所釘論の第一段階について.一方では資本

主基的土地所作か形成される氏の差額地代みを検討し， 資本主義的土地I芳行が

立脚ν うる土台とはならないことを.;ii.;d:した。他方では差額地代諭にもとづく

・氏の土地所信市をとりあけ，資本と土地所有の永久平和を帰綜するものである.

としたa

本稿は.以上字野氏土地所有論の第一段階に対する検討を土台にして.伐さ

れた領主主である氏の土地所有みの第二および第三段階をとりあげ検討する。都

413 
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二同階では，?広一段階ですで.こ波立し七資ぶ主義的土地所有と資本との関係が

差額地代;~二形態論にもとづき股間百れている。沼三段階ては. 氏の資本主Ä

的土地明行の完成形態が絶守地代諭，こ品とづいて示されている。そして常三段

階は. 氏J)土1也所 fït\ic)~括と t 、う位置にあるのであるから.労働))高品化に

対応する土地の商品化が治証されているはずである。

以下における検討肌遁は二つである，一つは. !~が立脚した氏の地代!-'ïの快

討である，氏の主新地代前二形態治お土び絶 <-J地代;aの ~ltt である，他の一つ

は，氏の上必，:;fi泊自体の~~tてある。 1"'2が1'h Î\:よーからおき出した土地萌 lìI主

いかなるJ主治をも ってトるのか.氏の;土地所有迫の訴4.:的也;iちの6査定である。

この沼この杉I!".t:'r.、姐lま， とりわけ氏が七氾の"百品化を灼結するてあうう点につ

L、てlま， 子野.1\;の原r~;;t6全体のJE持散の土地所 H占シベんにおける H.伴化とし

て見lf17という点題も同E、?におんている。

一差額地代第二形態=資本主義的土泡所有と資本との関係

差額地代市二形態品は.大きくはこつに分げられる。一つl紅、わゆる控却処

代第二千Jfdである③ i也の一つはA劣等地においてふ也じる追額地代てある。

字野氏(!.泣領地代誌が土地所有諭の段階的解明をする上でいかなる位置を

占めるか， という点について次のように2う。 「原.PR治では土地所frがその日

本家的形態を l長関する過位を如何にして.Pltお化するかという 4とに帰;着する.

それは資本主車社会における土地所有者の地位.性絡を一般的に規定する4の

となるわYである。主額地代第一形態が資;..:の1'.)からのijiJj干');間の地代iヒとし

て土地所tiの資本家的規定の第一歩をなすのに対して.第二形態はかかる土旭

所有形1患の資本の-AMに対する.いわばif11敬的制約を切らかにし，次に;Eぺる

絶対I也代は， その資本に対する積極的御IJ:n~ぶすことになる。 1 %) I傍点引用/;)

差額地代第二形態は， 土地所有畠としては.主額地代第一形態と絶 <J地f~の

中間に位位する。第三形態ぷでは，土地所 lÎは 'fi本't.%~に対して消極的な制約

2) 字!f弘il. rnm原論』岩波~I乱 1964王手. 似}ベ
， . 

/ f以下 rw庁原論』と略称する.)



資本主重量的土地所有のiI立過W.

となるa これが字野氏自身による第二形態Jの位置づけである。したが て官

ー形態泌を継示し，さらに氏の土地所有論における究極のttl~である土地'Jtfli

品化を展望した論理展開が第二形態論ではけなわれるはずである.

以下.差額地代第二形態，最劣等地における差額地代，の問IFで険討するa

(l) 差額地代第二形態

~野氏の'n二形態aすなわち土地所釘論の掠二段階に入るに先だち.沼二形

態そのものを見ておきたい。ただし抑二形態諭の全体にわたるものではなく.

字野氏。後の立識にかかわる箇所に司王る3

宝を在民地代第一形態は，種々の豊度を主った土地に資本が投下されることによ

って'上じる趨過利潤，およびその超過利潤が地代に転化するt刻字を:tit:史とした3

第二形態は，第一形態を前提とし. QI.支が民るさまざまな上地で花討を行うJ

資本が.それぞれの土地に対してJ互依的資本投下を行う場合，こ主 M る超過利潤

を対匁としたものである。第一形f)1!が資本による土地径営のいわば笠間的拡大

を)'.t匁とし.そ ζでの地代析出条件をサ析するのに対し.mニ形態は土地に対

する資本の逐次的投資という時間的経過をくみこんでの地代初出条件の分析で

ある。

とζ ろで問題I!第二形態aにおける一一宇野氏の立論にぶつかる取りでの

一一主要論点は何か，ということである。第一形態冷，と L 、うより ;'~i庇地代分

析でのa点はこつあった。一つは，土地経営においてお過玉IJcmは何故生じるか，

というものであった。他の一つは趨過利潤は何故地代に転化するか，というも

のであったa その内容は二つをまとめて示せぷ次のようであ た。すなわち.

土地か制限されている場合，資本はその土地の制限性という自然的条件のヒで

土地経営を行う。資本は，そこで制限{生にもとづきと地を占イ干し，土地のJl，霊

力を資本の生産力に転化する。その転化がその資本をして一般的生E医師絡以下

で個別的生産価絡を設定する ことを可能にさせ，超過利潤が生じる。土地所釘

の前提の下で超過不IJ潤は地代に転化する，このような内容であった，第二形頒

の主要論点もほぼこのこつである。しかし第二形態は，逐次的資広投下という
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新しい条件が入ってくる為に少し問題のたて方が違ってくる。 ~ーの問姐，す

なわち何故趨過利i聞は生じるのか， という夕、について。第二形態では順次的資

本投下の結果生じる超過矛1)潤が地代に転化したものである。 したカ2って. この

超過利潤は土地の生産力を姶匁した資本の生産力によるのではないか， という

疑問が生じる。この点は，宇野氏が，第一形態で. 趨過利Ir.lは資本の生疫力で

はなく土地の生産力であるとして資本が取得できない恨惚とし，資本主義的土

地所有形成の契俄とした所とかかわってくる。 もし第二形態における経過干1)澗

が上地の生;1:カを姶急した資本の1:J主力によるのであれば，字野氏i夜に宮え;ま

その超過利潤1:::資本が取得し地代には転化しないことになる。したがって是非

とも明らかにしておく必要がある，~二の問題，すなわち経過不I)ì閃か地{てに転

化ずる条件はついて。第一形態ては， 土地所有による資本に対する地代支払要

請があればそれで転化条件はj~t.よされた。 しかし時間的経過をくみ入れた沼二

形態では， iit地契約に借地期間という新しい条件が入り，超過利潤が地f¥.:に転

化する条件は.第一形態とは区別される新しい内容が入ってくる。

まずおーの点.すなわち趨過利潤の原因について。留意.すべき ζ とは以下で

ある。第二形態みでは資本が次 4に土地に投下されることを前提する。そこ，こ

は当然より優れた生産条件をもっ資本とより劣った主PE条件をもっ資本とが肉

時に棺謹んで資本投下を行うこともあるだろう。しかし第二形態必においては.

資本の生~性の変化が対象に入るが直接それが超過利潤の析出原因となるもの

ではなL、すなわち.土地の生産力とは区別された資本の生産性の変化は革本

的には異なる盟I支をもっ全ての土地経営に一斉に生じるものとする。そこでの

生産力の差によって生じる超過利i悶を第二形態とするのである。 r資本高Jで

は i(第一形態でも第二形態でも〉つねに，与えられた生産条件のもとで標準的

とみなされる一定の資本が充用されるということが前後されて」幻おり.í(僚~

的な)投資額は等しいのに土地が途った隻度を示すのであって.ただ.1Iでlまい

3) Karl :¥Iarx. Das Kapita1. Dritter Band. Dietz Verlag Berlin. 1964年.S. i18.邦訳・1:

月>>庖.19684':.引19ベージ.(以下『資本論J.S.O邦訳Oベージ.と略記する.)



資本主設的土地所帯の擁立過程

くつかの部分に分かれて次々に投下されて行く一つの資本のために同じ土地が

することを. 1ではいろいろな土地種類が，社会的資本のうちからそれぞれの

土地種類に投下される等量の諸部分のためにするだけのことであるol)(傍点引

用者〉となっている。 これが第二形態論における濁過利潤の原因を考策する際

に留怠すべきことである。

しかしそれだけではない。今までの考祭にとどまる限り趨過利潤は土地の坐

度の差異に，したがって自然の生産カの差異によると言ってもよい，しかし自

然の生産力としただけでは資本がj超過利潤を取得する直接の原因を説明したこ

とにはならない。むしろ，同じ生産水準の資本に対して.土地がさまざまな控

度を示すという場合，その土地の豊度は資本と対立的にとうえたものではない。

さまざまな豊度は，資本が土地を占有することを媒介にして，すでに各資本の

生産力に転化したものである。iI'資本為』の第二形態論ではこの点は本絡的に

は示していない。 しかし行文中には例えば 「重量度の低い資本 (unfruchtbarere

Kapital)J あるいは f資本の豊度 (seinerFruchtbarkeit)Js】とL、う表現があり，

r資本論Jでも以上のような把握をしていると思われる。したがって第二形態

における超過利潤の原因は，標準投資量および生産力の一定水準を前後したも

とでの土地の豊度差を資本の畳度差に転化することにある。

ζ こで自ずから問題は第二の点，すなわち超過利潤が地代に転化する条件の

問題に入る。先に述べたように第二形態論は，土地所有と資本の借地契約およ

び借地期間という新しい条件が入る。そこで超過利潤が地代に転化する条件に

ついても新しい問題が生じる。すなわち，第一形態においては土地所有を前挺

すれば超過利潤は地代に転化する。ところが第二形態論で.借地期間中生じる

超過利潤を見ると.借地期間中は，すでに資本が土地を占有しているのである

から土地所有の地代支払要請から資本は解飲されている。したがってその間の

資本投下による資本の豊度差にもとづく超過利潤は地代に転化せず資本の超過

4) 向上『資本自由JS.690.邦訳873ページ.

5) 向上 r資本2削 S.74O.邦訳940ベージ.
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利潤として資本のものとなる。第二形態l可においては.土I也所fiのi佳代4製品'か

ら資本は自由になるとさがあり，超過利品l主地代に転化するものと，資本の取

得する部分と二つに分裂する。 r資本論』ではこの点について. r地代は地所

の賃貸借が行なわれるときに確定され.その後は，そのm地民約か杭1、ている

かぎり，逐次的な投資から生ずる遁~flJ聞は借地畏浪ιの;t!ケザトにほれこむ

のである。J副としている。 しかし第二形態論の展開n体にlおいてはこの点はよ

り以上の解明は見ていなL、。すなわち rζ こてはまず，1巨額.lt!!.f¥II勺場fTの，ls

過利潤の形成だけを JE'然ずるよとにし，‘ニの~過不IJj聞の地代への転化が行なわ

れうるための条件はまだ問題にしないことにしよう "J7l とし限界規定を与えて

L、る。

t資本論Jでは.法事i地代第二形態諭における超過f1Ji閉が地代に転化する条

件は，捨象されている。しかしすでに必ベてきた範囲でも留意すべき点がある。

その一つは，超過利i問が借地期間中地代に転化せず，資本が平均利潤フ ラスts

過利潤を取得する原因についてである。それは，すでに行論で切らかである。

すなわち土地底活にお，tる趨過利洞はずe:本が土地の生産力を資本の生魔力.こ転

化することによって生じたものであるから.もともと資本必一一土地戸時打の制

限がない限り一一邸過利潤を資本のものとする原野.を釘しているからであった。

第二に，土地所行に帰属する地代の性絡についてである。 r資」haAJでは..lt!!.

代lま借地契約時に「確定J され， f昔地期間中に生じるそれ以上の絹必利潤11資

本のものとなるとし.地代を超過利潤の変動とはかかわりのない f定額地代J

としているようである。もともと地代占は.地代の内)tをなす組過利潤の折出

機慌の分析に主援"*越がある。とすれば定額地代を湾入するのは問題が残るが

ζこで見逃してはならないことは，その定額地代lま.組過不IJ澗の一部として.

絹過利潤の実体をもったものとして.その枠内で湾入されている点である。

， .，8 

以上の諸~l.'.i~をあらかじめ念頭におき， 字野氏の第二形態諭に入る。氏lま滋

6) 向上 r資本向 5，ω7.J限 胸 ベ-y.

7) 向上『資本舗JS.ωO.邦沢872ベ白人



資本主畿約土地所有の礎立過程

二形態、論につき，資本主義的土地所有の資本蓄積に対する「消極的制約J を示

す，と言う。それはここでは，借地契約および借地期間と地代との関連として

展開されている。この問題は氏によれば二つの側面に分けられる。第一に，借

地契約についてである。資本は定額の地代支払を条件に附地をした。そこで資

本が借地期間中に追加投資によって得る超過利潤は地代に転化することなく資

本のものとなる。資本は趨過利潤を取得し蓄積を促進する。 r一定放の地代を

支払うよ二とを条件として借地した象業資本家は，・・…・その追加投資に関しては

その期間中は土地所有の制限から解放せられる。 ……(したがって追加役慣に

よる超過利潤は〉資本の超過利潤として獲得することが出来る。…… ζのこと

が農業における資本の蓄積の促進として作用することは明らかである。j81(傍点

引用者J 第二に， 借地期限がすぎた時点において，土地所有名は趨必利潤を地

代に転化する。その結果資本は一方では地代をI哲加させる結果になるような蓄

積を制限する。しかし他方では.より高くなった地代を支払うために岳積を強

制される。....地代の存在は，ここでは切らかに農業における資本の蓄積を阻Z

するものとなる。」到しかし他方では「それ(超過利潤)は契約更新と共に地代

化される。それと同時にかかる資本投下の婚加は一般化される ζ とにならざる

をえないし川

土地所有者によって設定された定額地代は資本蓄積に正A筒函の影宮を及ぼ

す。これが字野氏の主要論点であろう、そして土地所有の資本に対する消領的

制約の内容であろう 3ζ の内容は， 本稿で述べてきた第二形態論と全く同じの

ように見える。むしろ，地代が資本蓄積に及ぼす影響という新しい命点を開掬

しているようでさえある。しかしながら，ょこまでの氏の立論の範囲において

さえ倹討すべき問題はすでに含まれている。その一つは.氏が{庁地wl問中の超

過利i聞を資本が取得するとしている点である。これは，定額地代が資本苔税に

8) 字野'lL厳 r経済原E島(下)J岩波・底，1952年， 198羽ベージ.

9) 肉上， 204ベージ.

10) 剤11払 T新原諭JJ87ベー人
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正A両面の影容を及ぼすという氏の立諭全体の中でIt.苔fnに促進的影奮を及

ぼす側面にのみかかわる何であり， 一部である。 したがって氏つ下三形態ゐに

おける副次的位置を占めているにすきなL、。 しかし氏の土地汗白Jのi，g一段階

である差額地代による貸主主義的七地司有の形成の詰JIfをふりかえるならば氏

の治思の流れを中断ずる内容をふくんでいる。氏lま， m一段附で11土地問符に

おける包過平1I聞が自."!.，の生産カによるとし.資本lま取れiできないとし. それを

資本主表的土地萌有:が創出される最大の侵犯としていた。 ところが常三形態詰

では. IITJ也則::a中は..趨過利問l主資本が取i守するとしている。 ここで氏のm.-
段階におけるι占有に低接鉱触する立泊が新たに氏自身によ ってたてられたこと

になる。一方では紐過利;1旬は資本自身の原則によ ってーーたとえ土地所iIから

の要詰がなtぺこしても一一地代iこ桁ヒせざるをえないLのである。抱方では.

資本が取得してもよい 4 のである。氏の立誌におけるふの不可両立の二命~lHJ:

いかに::aJ!lt:lI'i合笠を u-て~びつけられるのか。それはよウ文古である。 r(資

本家は借地期r:a中は〉土処の主主占的所有を~涜セられた形で紐過干Ili閣を軍í!JJIll 

(t野点引Jfj"li)する③ すなわち，借地期間中，資本が土地内fiから.t1主代以f!}のlli

限をゆすりうける。 そわか資本による越過和IlMlRf専の泊r-!示のである。1.(:のt1

額地{てぬとの矛盾はよれによって解決された。 しかし資本が土地所 lïの惟r~tを

えるというのは問題か珪る。本碕で今まで述べてきたところを忠告t益すれば.資

本はもともと趨..gf'li閏を資本の(a_，j平lJ混としているのである。土地所有の制IU

があるから ζそ地代;に転化する。 したがって的地期間中資本が泊過利潤を取得

するのは.土地所有・の得IJli~から解放されたからである。氏の立~Íilt. al過利潤

を資本は取引}できな:1.、という第一段階の理局にとどまる臨'J土地In:釘の制限か

ら資不が解飲されたその時に，資本が土地所伝の;制限を自ら体局するという毎

妙な理解に陥り，逆に資本が解放されているから経過利潤を取冷するというJlll.

解をするかぎり氏の遺書ñ地代詩 G品ほ地代分析， は氏肉身の，.aJl~によって否定さ

れることになる。

11) I初出 rt量8押収治 〈下}J198ベージ.



資本主重量的土地所有の億立過程

以上が，借地期間中の趨過利潤に関する氏の立論の問題点である。第二の問

題は，氏の第二形態論の後半部分，すなわち借地期限終了後地代が婚加する，

それが資本蓄積に対し制限および強制という作用を及ぼす，という点である 3

ここで氏の視点は次のように変えられている。地代品の課題は地代の実体をな

す超過手IJi問の析出の仕組みを明らかにすることであった。ところが氏はここで

は，窃過利j問の実体を含むか否かということではなく ，実体の有無にかかわら

ず設定された地代が，資本に趨過利潤を強制する，とし実体の問題は消えてい

るのである印。

以上地代が資本蓄積に影響を及ぼし，土地所有が資本の制約になるという氏

の第二形態論は，一つには借地期間中の超過利潤について，また一つには.It引に

の実体{ま何かという点について問題を含むものである。しかし土地明釘命の沼

二段階として氏の第二形態論を見直した場合，この種々地代読と して旋問の余

地が残る内容をくみ入れて，いかなる土地所有論を展開するかということを見

る必要がある。それは明示的には言われていない，しかし，資本が土地所有を

兼ねることにより超過利潤を取得する，あるいは地代の趨過利潤としての実体

を問わないとL、う浬諭を見るなら，氏の強調するのは結局，土地所有一一定額

地代，という関連である，定額池代を強調するためにこそ，一方ではそれ以外

の超過利潤が資本に入手されるみ犯を呈示し，他方では地代の実体については

欠濯をさせる結果になっている。土地所有は定額地代の取得きである。これが

土地所有諭の第二段階の前主幹部分における氏の土地所有規定である。このよう

に治定した意味は次の最劣等地における差額地代で示される。

(2) 位劣等地における差額地代

差額地代lま，基本的には，最劣等地より高い投度をもっ土地に生じる。すな

わち，生産価格のみを充足する土地がE劣等地であり，それ以上の聾度の土地

12) ょの点Jt次のヲ!託にあらわれている. r鍾過利測が地2日したとしても……減少し.……全然な

くなるというような ζとになるにしても.各種の土地の所有者はそれに応じて直ちに地代をJtu日

した ;)，減額したり，或いはまた免除するわけではない J(前出 r経済原論 〈下)J197ベ-.;;.) 

4~ 1 
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を占有した資本は宅庁価絡以下の個別的生産価裕を:::!定する。その差額が総渦

利潤(差額地代)である 3 こζでとりあげるのは最劣滞地においても定額地代が

生じる場合である。寸・野氏の立高とあわせて見る。最劣:，t[.地におけるi!1!t.t也代

に関する氏のJIll.諭において先の定額地f¥.の問題および上地所H泊の!ll二f1:階の

内容が明うかになる.前!1el!以下のようである。最劣等J包(以下Aとする)I立生

産fdli憾の人宅当する。優等地 (ι 干s，"ずる)の悩別的生.it{J泊γ民うはそれ以下であ

りBにはi'NJI11l!代が生じている。、このliij鈍の上で"、かなる，Uhll投資が行なわ

れればAにおいても注額地代が生じるか。それかぶ組である。それは二つの場

合に分，すられる。沼ーの場合は， Bに.より生産性の低い追加役演がけなわれ

る時である その際にはBの追加投資6こよる'主~~ちか礼 、まま で Aてそ・うられ

ていた生老師係上り I~':i 、'主主f必怖をD:定十ることに山 :J . Ai ~1む :;;J也A に L五富l

地代が生じる。この点について宇野氏は. B において~l:.虎{他裕が新しく冷めら

れAIこ差額地(¥.が'1;.じるとL、う限り同じような実;別公示す。 とζ ろがBにおけ

る生産価絡の内海についてはかなり其っている。こ ζ でl主主it(1曲絡はBにおけ

る追加投資の'主産物によ H て決められるとした。 と4二ろが氏はよの主主価総に

っき.追加投資以前にBに生じていた地代主その一部;としてくみこ£れると ;1

そしてーのよとをも って定鰍地代が実際の生旅(1血怖から8におけるf剖裕

を浜雄すると言う。 (Bにおけるよのような生産価絡の決定は)一定の地代を

要求し得る土地所Hか市場品節価総形成に及ぼす特ì~の!影曹といってよいであ

ろう。それは佐平や釦何なる土地における実際上の生産価僚にもよらない価俗

.:; 13 ，。

となる。~14) (傍点引111ぢ)氏が. 定額地代を直観している ζ とがゆるであろう。

最劣等地に生じる港額地代の第二の場合は，最劣等地に心b日投{iが行なわれ

る時である。U1i下地の一部により高い生産力をもっ追加l投資が行なわれるな

らば. その価総It生局価絡以下になり，追加投資を行なった宵ふに&t白地f¥.が

13) このF況は.地fl:J由研究では.いわゆる "7/"，1}λ皮とユy ゲルズ炎の 干~ l'して諭争がfiな
われた所である しかし本舗ではテ・・マの関係上触れる余地がないので検討は行なわな!.~" 

11】 前出.6lilFlt;t>>(ドリ沢崎ベ-~.
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生じる。追加投資を行なわない資本の生産物は相変らず生M価格を現制する。

ところが字野氏はさらに議を進め.-ft最劣等地の一部に地代が生ずれば.定

額地代として，追加投資をせず地代が生じない資本にも要求せられその資本の

平均利潤も削減すると言う。そして資本による追加投資あるいは上地経常の政

棄を仰寄ょする。 f実際一部のA地に地代を生ずると他の同種のAJ也にも地代が

要ぶせられ，平均利潤の削減によ勺て追加投資が強制される傾向を'tし.そう

てな;すればAI!他の用途に向けられることにもなるであろう。」ゆ今去では定額

地代と??うても超過利潤を含むか含まなL、かが明らかにされていないという担

ぼであゥた しかしここでは一一追加投資強制あるいは土地紋究の代介的契内

とνてではあれー一明確に地代を「平均刊潤からの削演分Jにより 椀成される

としている

忠劣勺j也に主じる差額地代の足後の場fTは，最劣等地の一部にf主席(11の低い

追加投資が行なわれる時である。追加投資による生産物が生産価絡を新しく規

制し追加投資を行なわなかった最劣写地に地代が生じる。この場合についても

宇野氏は.A1劣写地の一部に地ftヵ、生じると，追加投資を行な司た資本にも地

代が要ZAEされるとし先と同じく戸均，flJj閃の削減に触れる。 fA種の土地lこ…・

…地代が一般化すると.追加投資をなす資本家は………平均利潤も得られなく

なる。J6}

以上が股劣等地において生しる走智1地代およびそれに関する氏の立高である。

氏の立"命の特徴は，定額地代のー貝・した虫示および「平均利潤の一部あるいは

全てを合む地f~~ の本来の地代へのくみ込みである。

ζ 、ニで賢一本主l!における地代の位置についてふりかえることは鍵駄ではなL、。

本稿では地代についてその超過;flh問という実体を明らかにすることを直観し.

それを法栴にして氏の立論を倹Aした。宮うまでもなく資本主獲における土地

所有は資本が生産の排他的支配継を似!っており，資本の諸法JlIlに従属している。

15) 向上湘ベージ.

16) 向上.210ベータ

.'3 
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したがって地代は，資本の平均利潤をこえる経過分に制限されるo ~過.j:1!ilI'I 1:

強凋したのはこのような資本主遣の下におげる地代の性格，こ縄んされてである。

このように見れば.氏が地代に手均利潤をくみ込ませたのはたとえ奴介的位置

においてにせよ問題である。

以上が最劣等地における差額地代総にかんする氏の立~の検討である。そし

てくりかえすまでもなく.地代でないものを地代とするといった間:;gを今む氏

の地代請のi君結l立地代を定額地(¥とするということであった。

こ、二ではしめて， 氏の上地所有論の第二段階に入る。すなわち氏にあっては

この定額地代ζそが韮&地代第二形態占を土地所有治のm二段階たらしめる唯

ーの契機なのである。 氏が一貫して定額地代を強調した立味七二こにある"

rそれは土地将行が価絡の形成に影習することを示すという点で極めて?七日す

べき'修突である。マルクスの切らかEこした&額地代第二形態は. そういう君、味

で……少くとも弘は， 土地所有が資本家的土地所有一一土地弘有のi街品任済的

形態を完成するものーーとして確立されてゆく過程を照占的に解明するものと

理解し. それは次に展開される絶対地代への蝶介をなすものと考えるのであ

る。JI1:

はじめに;:.ttべたように， 氏の土地所有必の第二段附は. 第一段階(z!l!i地f¥:

論)と第三段階 i色対地代)の中間に位置する。 したがって土地所hl}l定も kの

ように簡単に行なわれているにすぎない。 しかし.土地所有を定期地代とJiぴ

つけていること. および策本主轟的土地所有を 「商品経済的」としていること，

この二つの IS:からすれば.氏は土地所有畠の沼二段階として.上I也の尚品{じさc

次に帰結する411仙段階とL、う役割をもたせている。すなわち定額j也氏はー'(11ft

本の制約条件となるが他面では土地所有を 「一定の所fl~J を生じるものと「る

ことである。 したがって土地所有は，資本と対立する側面をもちながら. それ

は階級としての対立ではなく互いに彼立した個人の対立としてとらえられ. r(( 

本と対立する 、ニとによ って土地所伝が自立する依拠とし， 定額地代 、一疋川持

17) 字野弘泌 f資本>>入I"J知j元社.1952年， 213ベージ.
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得】をくみ込むことによって， 土地所有をして独立し所得を生じる特殊な商品

とすることを予想させている。

(3) まとめにかえて

以上， 氏の土地所有占命の第二段階を.主要には差額地代熊二形態論 (S;j)，事

民主における護領地{更を含む〉すなわち地代治に焦点をあてて倹討してきた， それ

は，とりわけf宮地期間中に資本が鍾過利潤を取得する侵犯については，土地夜

営における趨過利潤を資本の一一土地'主席力を含む一一生産力の結果としてい

ないために，資本が土地所11の制限性を体化するとい っ た~I;現実的な理回告を乎

ぷした。そしてこのような理論を一部にくみ込んで，展開されたts二形態aは，

平均引Ji問削減分を品池代;こを三化した地代の理iーであった。すなわち第二形態誌

として，超過利潤が地代に転化する条件については土地所有の制限がなくなる

時に逆にその鹿像を資本に擁し，また越過利潤の実体の検証は全く顧慮しない

定額地代の理論であ った。

そして定額地代について氏が，資本主!銭的土地所有の確立過程を示すもの.

とZうときはじめて以上のような諸問題をひきづってまで氏が定額地代に国軌

した真の意図を知る。土地所有を資本とは区別された独立のものとし一定の所

得を生じるものとし七地の商品化を給品づける俗備段階としたのである。これ

が氏の土地所有占の第二段階である。第二段階ではかなり廻り追をして地代目命

のJ雪察に主力を注いできた。ここで土地所irJlとしての第二段階の位置を見直

す，第一段階では貸ぷ主連的土地所有が差額地代論によって形成されたa それ

を前提して第二段階の展開をふり返れば，氏はここですでに形成された資本主

説的土地所有が資本と対立している ζ とを示したよとになる。そして土地のl筑

品化を暗示しているようである。しかし未だ明確には示されていない。したが

って第二段階は第一段階の土台の上で肢凶されているが，土地所有諭としては

来た完結せず第三段階を待つものとなっている。

‘25 
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ー 絶対地代諭=資本主張的土地所有の硲立

字野氏は絶対地代;論を，資本主霊的土地所有の確立を示すものと苫う。 r絶

対地代はこの形態(資本主盤的土地1芳有〉の確立をドすものに外ならなL、一

実上の払有が資本家的に容認された弘有となるわけである。J1S)したがって絶対

地代Aは氏の土地所有ぷの最終段階である。ところで瓜もって吉えば，第一，

第こ段階では氏に特有の差額地代J'I'.~ をfì11111 し.それセ上地所 lïf:iの立脚点 と

していた。しかしここでは .資本語』の絶対地代治 (3!む 6 篤45~) をほぼその

まま認めそれに土地苛イローとしての怠味内容をけ加するにとどま うている.し

たがって本稿でも，今£でのように地{ほおの快討と L、ぅ迂回E告をとらずにi(1.!妥

氏の土地所有前の検討をfjなう

絶対地代ぷは簡単には次の三つの内容を合んでいる。第一に，質転主義的土

地位笛において資本か七地を経営する|前提として必ず土地所釘名に地代を支払

わなければならない。たとえ差額地代が生じない土処であっても.それは必要

である。したがってここに地代としての地代，土地所行の資本に対する制限を

打寂するための地代とL、う地代d貨の析しい対匁が生じる"絶対地ftJlの課題I!，

この地代が悩他的実体を 4ったものであることを立必ずるよとにある。第二に，

地代論をはなれた所で，生産価絡と価値の相互関係についてのFEaがあった。

(3色2篇A1J澗の平均利凋への転化〉そ、ニでは. 生産性か低<.資本の有綬的情成

が{低い部門では価値が生産価絡を超える*4'1にあることが証明されていた。し

たがって第三に， もし~;義土地経営の生産性か低<.資本の有II!的鳩町民が低lす

れば，土地所作の灯ふに対する制限性にもとづく.I.1!!.fl:..&.鋲地代とは区別され

た地代としての地代は価値的実体をもつことになる。これが『資本占』絶対地

代zaの概略である。それでは字野氏は絶対地代為にいかなる土地所信燦定を付

与するか。まず氏は，絶対地代必で，地代が価値的実体をもっていることをし

て . 土地I~釘が資本主.&.社会でその地位を f;認される必左とする。絶句地{には

18) 問出 r5!t斉原J曲(下)J包8ベージ.
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土地所むの資本に対する直接の制限の払慌である。氏は七地所有の資本に対す

る対抗があらわれているそのときに資本による土地巧有の容認を見る r...... 

低庄の資本の織成を有し，……その価値の範囲内においてその価惨を決定され

るということ……資本が土地明有を

せられる社会に容れ得る余地は.

一般に資本によってその生産関係を焼定

ζの二つの条件によ って与えられる.かくし

て絶t.tJ也代は資本家的土地所有の正本的規定をなJ則す。 (傍点511河川

それでは何故氏l立.土地所Hと資本の吋tえがあらわれているところに資ぷに

よる土地所有の容認を見るよとがてきるのか。その点を見てゆくと こ‘ニで色

第二月附と同じく舟i品範瞬につきあたる。 「全生産物の悩絡の総ftiがifii品のt:t:.

価値に均しくなるということは.資4ニ主義社会が商品位i?iとして磁:立される恨

犯をなすのてあ F て.土地所有もまたこの商品能価値の内に合まれる均五:価値

の一部分を分与せられるものとして始めて資本主義社会の一員となり仰るので

ある υ20'ここに.氏が地代三形態に依絶して1布袋したf(.i;主盟主的土地所h-の性

絡が第二段階に比べより明確な涯をとってあらわれている。土地戸時釘ψ商品ff

済社会の一員として織きだすことに氏の土地所有諭の;t~な課題があるようで

ある この~.は土地所有が絶î'-tJ引にを得る彼処を述べたところでより明穫にな

氏は一一土地所有九の作総人で触れたように一原JIIIぷでは七地所ってくる

有l主Jm位されるとした。資本の牛;掠的苦悩期lこ. 土地の払ti制が成立するよと

によ ってこそ労働力が商品i二転化する， というのがその即11lであ，た。氏.主上

地所有か絶対地代を取得する般犯としてこれを援用して次のように合う 広掠

的苦悩JUJに資広は土地所有によって労働力J(k，17Jをmることができたゆ絶ιf地代

は. ょの土地所有から資本が受けた思ぷに対して資本か主払う .- I~償 であ

る， と3 F絶対地I~Iま， いわばlíl.肢の生成去を土地から分自民した11.:慣を資本主

，&自身が.z払うものとい ってもよ L 、 eJZH 、ニ 4 には . ゴニJ1!! 1好 Hの '{C ドに~-t寸る制

‘27 

19) 向上.222ベ-'，/

20) m出 『資本総入門J214-15ベ-Y. 

21) 宇野弘肩車.資本主IIと土地所fl一一大内力行の術宮

ス録済乍の諸問題』縫波.広. 19ω~It. 116ベ-/.) 
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限.土地所有と資本との対抗関係という絶け地代の枢要の命題をほ 1)<ずすこ

て情味された氏の土地内有論が成熟した姿であらわれている.すなわ

土地境有と資本は， いわば「等価交換」を行なう~符平等の関係

とによ

ちここでは，

として，土地境有は資本に労働力必品を与え， 資本はその見返りに絶~.u也代を

与えるものとしている。そして対岩手予?の関係とは，資本関係.階級t'~l係をぬ

き去ったl白品所有g.の関係にほかならなL、第二段階で土地所，jfを定問地代取

得者・とし第三段階で土地所有と貸ふ・のonのliljM，関係をぶした氏の l:地所t，Ji'.!.
ここでま 弔すぐに主地の商品化を締結する。 「土氾によって代表せられる自月

カ!立.それ自休に.主私有のH!拠を釘さないのであって，資本によ 勺てその生直

方法iこi[[指， あるいは叶援に適応するものとして匂めてその弘有制を一性的に

社会的に認められる ζ とになる。地代はその特級の正ti斉的形態にほかたらたい，

またそれと同時に一定の所得を定j倒的に主ずるものとして， 土地自身向Ij~Iじさ

れj:!Z)る， (傍ぷ引用高・〉

第一段階において差額地代論によって形成された資本主筆的土地所.uは ~Ilニ

段附にお;tる定問地代規定を奴介にし亡. ここに宅波形態をとる.土地が商品

に転化するよと. すなわち商品としての上地，ζれが字野氏の資本.t.甚的土t也

所有である。

お わ り

以上宇野氏のと地所有論の第二.第三段階をとりあげ倹討を加えた，:n二時

階においては土地所有と定額地代を関越づける土台をなす差額地代沼=形~1!U命

その中でもIi'i"地期間と超過利潤の地代への転化条件にt主意を向:tl.¥:のj也代

論の跡を追った，その地代論は.借地期間中の定額地代をこえる也過flJd司'1:/i 

本が取得γるta必については.資本の生局力ではなく自然の生ff.カとするlUり

資本は取得できないものであり ，資本が取得できるとするかぎり .ありもしな

い土地所有の姿を資本の上に見る払裂になるものであった。また宅狐Jt!!fl;:(主.

22) 自IJ出 f1JT1京』削 195ベージ. 
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資本主質的土崎明釘の遺J:r.1H'l

平均利潤を含む地代をくみ込んでt~!j交されたものであ，た。

そして地代論に立脚した資本主&的土地所似ま，定額地代，資本との対等ヂ

t予の取引の結果としての絶代地代という為政により， u也所有と資本の附設l羽

係をおおい活し.土地のti6品化を込司論づけるものであった。氏は階級問係;ま商

品関係が全面的になったときはじめて与えられるとけう. F附tliの良定{之.fi 

ド'ぷ的商品経済が完全に一社会を支配寸るものとなった場合に始めて適用され

るものとして与えられる。J231しかし氏の土地所有拾の似(:11を比るかぎり， 氏は

出品形態にtz夜されて、、る階組関係をあばき出すのではなくて.すでに?坑ぷ

品J などで I~月うかにされた階級間保をiEに平等の商品所有吉術立の間伝として

摘さ出す二とに君、~注いて・.、る。資4・ . 賃労働関係につυて盤LH沼田氏が行な

った字野氏.こ対する批判はそのまま土地所有 ・資本関係についての宇野氏の把

慌にもあてはまる。「内容的には，資ふ・=;.t労働関係と L 、ぅ ;I~t笹 H1の所.ff ・ JI'

所有を基従とした主il[過程における附級関係の良定的内容を. と労働力l街品ε

の，/tJi. にお.?る ~fi商交換関係というと商品経済ご的関係として商品所有者の樹

互関係iこi31.、て把思しようとする毛のにほかならなt、。JZI

;:聖?氏。!京理論において土地のtゐWdヒは労働力の商品化の次lこくる Lのてあ

る。土地のl前品化の次には資本のKiillo化がくる。 「土地かJt!!代を生むのに対し

て資ぷは利子を生むものとして，………土地とともに資本のi:li品化を実現す

る。お労働力. 土地，資本. この三随時の向品化が氏の原.PIl誌の主要な結ゐで

ある。階ûì関係と階級矛盾を対等平等の商品関係に転化して . 宇野氏!ま ~r京理

自身によってその社会の発生と jJ'fi唆が展開されるわヴではな L、」釦という氏の

いわゆる繰り返すむのとしての資本半後のff:lfi法則の原則.を具体的に展開する

のでゐる。その怠味で.商品としての土地明白を帰結ずるrcぷ正確的土地所(i

...i lま，資本主~の，)<久循環論のー.jE庄であるa

l3) 

:?~) 

25) 

26) 

字野5!.通産 r~!兵治』むS主・16. 19お年. 17ベ四!/.

11回;立男 t守ルタ九経済学方法治』布~悶. 197ぷト. 13iベージ

字野'l!.通産r経済学方法2削東京大学出版会. 196:!~. 149-50ベ -:;， 
m出 T恐慌諭J17ベ--./.
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