
PDF issue: 2024-10-06

A・スミスの「生産的労働」に関する一考察

HIRABAYASHI, Chimaki / 平林, 千牧

(出版者 / Publisher)
法政大学経済学部学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
The Hosei University Economic Review / 経済志林

(巻 / Volume)
44

(号 / Number)
4

(開始ページ / Start Page)
97

(終了ページ / End Page)
123

(発行年 / Year)
1976-12-10
(URL)
https://doi.org/10.15002/00008364



971Ａ・スミスの「生産的労働」に関する一考察

Ａ
・
ス
ミ
ス
の
『
諸
国
民
の
富
』
と
Ｄ
・
リ
カ
ー
ド
の
『
経
済
学
お
よ
び
課
税
の
原
理
』
（
以
下
、
『
原
豐
と
の
み
表
示
）
の
原
理
的

領
域
に
お
け
る
編
別
構
成
ま
た
は
そ
れ
ら
の
見
出
し
を
比
較
す
る
と
、
一
見
し
て
両
者
の
差
異
に
気
づ
く
。
リ
ヵ
ー
ド
の
「
原
理
」
に

は
、
「
蓄
積
」
と
表
示
し
た
見
出
し
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
リ
ヵ
ー
ド
の
『
原
理
』
に
蓄
積
論
が
な
い
、
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た

は
、
む
し
ろ
「
原
理
』
の
「
原
理
」
的
領
域
自
体
は
、
そ
の
全
体
が
蓄
積
を
前
提
す
る
展
開
と
な
っ
て
い
る
と
も
言
い
う
る
。
周
知
の

よ
う
に
、
リ
カ
ー
ド
は
、
ス
ミ
ス
の
『
諸
国
民
の
富
』
に
お
け
る
二
面
的
価
値
規
定
の
批
判
を
そ
の
「
原
理
」
展
開
の
出
発
点
に
置
い

た
。
し
か
も
そ
の
さ
い
、
彼
に
と
っ
て
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
『
諸
国
民
の
富
』
第
一
篇
第
五
章
と
第
六
章
と
の
あ
い
だ
の
、
言
い
換

え
れ
ば
投
下
労
働
価
値
論
の
放
棄
に
よ
る
支
配
労
働
価
値
論
へ
の
移
行
の
論
理
構
成
で
あ
っ
た
わ
け
で
こ
れ
は
、
「
ス
ト
ッ
ク
の
蓄
積

と
土
地
の
占
有
と
の
双
方
に
先
行
す
る
社
会
の
初
期
未
開
の
状
態
」
と
、
こ
の
「
蓄
積
」
と
「
占
有
」
と
が
成
立
し
た
状
態
と
の
理
論

的
平
灰
に
か
か
わ
る
論
点
で
あ
っ
た
。
リ
カ
ー
ド
は
こ
の
あ
い
だ
の
関
係
つ
ま
り
蓄
積
と
占
有
の
成
立
Ⅱ
資
本
・
賃
労
働
。
土
地
所
有

関
係
の
成
立
を
、
投
下
労
働
価
値
論
に
基
づ
く
統
一
的
説
明
に
よ
っ
て
、
ス
ミ
ス
の
克
服
が
可
能
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
リ
ヵ
ー
ド
に

お
い
て
は
、
蓄
積
は
、
資
本
・
賃
労
働
関
係
と
同
義
的
意
味
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
彼
の
原
理
体
系

Ａ
・
ス
ミ
ス
の
「
生
産
的
労
働
」
に
関
す
る
一
考
察

平
林
千
牧



、

9８
の
な
か
で
そ
れ
が
固
有
の
領
域
を
得
る
意
義
も
い
わ
ば
消
失
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
リ
カ
ー
ド
が

『
原
理
」
の
「
序
文
」
に
お
い
て
、
「
分
配
を
左
右
す
る
法
則
」
と
言
い
、
ま
た
「
地
代
、
利
潤
、
お
よ
び
賃
銀
の
自
然
の
成
り
行
き
」

（
１
）

と
一
言
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
『
諸
国
民
の
富
」
で
は
、
蓄
積
論
は
ス
ミ
ス
に
お
い
て
独
自
の
考
察
対
象
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
リ
カ
ー
ド
が

彼
の
原
理
的
展
開
で
い
わ
ば
必
然
的
に
処
理
し
た
仕
方
に
十
分
適
応
す
る
よ
う
な
構
造
に
あ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
端
的
に
述
べ
れ

ば
、
ス
ミ
ス
は
、
第
一
篇
第
一
章
か
ら
第
五
章
ま
で
に
お
い
て
、
分
業
論
・
一
一
面
的
価
値
規
定
に
よ
っ
て
彼
に
抽
象
可
能
で
あ
っ
た
社

会
の
経
済
的
基
礎
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
第
二
篇
で
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
つ
ま
り
蓄

積
論
は
、
こ
の
第
一
篇
で
展
開
さ
れ
た
彼
の
原
理
体
系
の
基
本
的
規
定
と
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
二
面
的

価
値
規
定
に
よ
っ
て
彼
の
蓄
積
論
に
独
自
性
を
与
え
た
そ
の
根
本
的
性
格
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
的
な
内
容
を
有
す
る
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
は
す
で
に
重
要
な
論
点
が
介
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
篇
の
先
述
の

箇
所
で
は
、
ス
ミ
ス
は
い
わ
ゆ
る
資
本
・
賃
労
働
関
係
を
捨
象
し
て
お
り
、
第
二
篇
で
は
一
一
一
階
級
分
化
の
社
会
的
枠
組
を
設
定
し
、
そ

の
も
と
で
彼
の
理
論
的
処
理
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
一
篇
第
六
章
以
降
の
ス
ミ
ス
の
設
定
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る

、
、
。

、
、

と
一
一
一
口
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
ま
た
別
の
表
現
で
は
、
商
業
社
会
と
資
本
主
義
社
会
と
の
対
象
認
識
の
ス
ミ
ス
な
り
の
展
開
方
法
に
関
連
を

有
す
る
問
題
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
も
あ
る
。
だ
が
、
社
会
の
生
産
構
造
的
認
識
の
問
題
と
す
れ
ば
、
直
接
に
は
第
二
篇
に
お
け
る
展

開
こ
そ
、
第
一
篇
の
い
わ
ゆ
る
商
業
社
会
と
し
て
の
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
の
資
本
主
義
的
商
品
経
済
に
お
け
る
具
体
的
展
開
を
な

し
た
し
の
と
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
先
述
の
リ
ヵ
ー
ド
の
「
原
理
」
的
展
開
を
見
る
な
ら
ば
、
彼
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
『
原
理
」
第
一
章
第
三
節
の
冒
頭
で

次
の
よ
う
な
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
言
及
し
て
い
る
か
の
初
期
の
状
態
で
も
、
猟
師
に
彼
の
獲
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物
を
仕
留
め
る
一
」
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く
彼
自
身
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
蓄
積
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
若
干
の
資
本

が
必
要
で
あ
ろ
う
」
と
。
リ
ヵ
ー
ド
は
、
こ
う
し
た
観
点
の
も
と
に
、
結
局
、
過
去
に
対
象
化
さ
れ
た
労
働
と
生
き
て
い
る
労
働
と
の
関

係
を
資
本
・
賃
労
働
関
係
と
し
、
ス
ミ
ス
の
第
五
章
の
世
界
を
改
変
し
、
彼
の
労
働
価
値
論
の
一
貫
性
を
確
立
せ
し
め
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
リ
ヵ
ー
ド
の
原
理
体
系
に
お
い
て
は
、
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
を
彼
な
り
に
抽
象
す
る
と
い
う
よ
う
な
作

（
２
）

業
は
明
一
ホ
さ
れ
え
て
い
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
彼
の
労
働
価
値
法
則
の
修
正
論
は
不
可
避
で
さ
え
あ
っ
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
彼
は
、
投
下
労
働
価
値
論
の
い
わ
ば
裏
面
を
な
す
社
会
の
経
済
的
実
体
を
、
直
接
資
本
家
的
商
品
経
済
に
お
け
る
特

殊
な
編
成
関
係
で
把
握
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
の
労
働
価
値
論
の
困
難
は
最
初
か
ら
生
ず
べ
き
性
格
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
リ
カ
ー
ド
の
「
原
理
」
体
系
を
ス
ミ
ス
の
そ
れ
に
比
し
て
劣
る
も
の
と
評
価
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

リ
カ
ー
ド
の
そ
れ
は
、
古
典
派
経
済
学
の
枠
内
に
お
い
て
、
ス
ミ
ス
経
済
学
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
必
然
的
な
所
産
だ
っ
た
と
言
い
う

る
。
他
面
か
ら
す
れ
ば
、
ス
ミ
ス
の
第
二
篇
の
展
開
は
、
そ
の
独
自
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
論
的
性
格
の
刎
出
に
対
し
困
難
を
伴
う

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
簡
単
に
言
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
自
身
に
従
え
ば
、
「
諸
国
民
の

富
』
の
原
理
的
領
域
が
第
一
・
二
篇
に
と
し
て
椛
成
さ
れ
た
理
由
は
、
彼
の
生
産
力
論
が
二
支
柱
に
よ
っ
て
つ
ま
り
分
業
と
生
産
的
労

働
と
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
諸
国
民
の
富
』
の
二
支
柱
は
、
そ
の
理
論
的
展
開
と
し
て
は
周
知
の

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

よ
う
に
分
業
に
基
づ
く
商
業
社
会
の
設
定
と
、
資
本
的
ス
ト
ッ
ク
の
蓄
積
と
生
産
的
労
働
の
充
用
す
な
わ
ち
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
再

生
産
と
の
領
域
に
二
分
さ
れ
て
い
る
。
端
的
に
一
一
一
一
口
え
ば
、
こ
れ
は
商
業
社
会
と
資
本
主
義
社
会
と
に
二
分
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
彼
が
た
だ
単
に
生
産
力
の
歴
史
的
発
展
の
序
列
を
程
示
し
た
だ
け
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら

く
問
題
は
単
純
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
の
『
諸
国
民
の
富
』
の
「
序
文
」
に
お
け
る
論
述
か
ら
し
て
も
、
ま
た
第
一
、
二
篇
の
展
開
か

（
３
）

ら
し
て
も
、
彼
が
問
題
の
説
明
を
歴
史
的
に
行
な
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
も
、
彼
の
経
済
学



100
的
認
識
の
対
象
は
歴
史
的
な
産
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
占
朧
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
歴
史
的

な
対
象
を
統
一
的
に
解
明
す
る
も
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ス
ミ
ス
経
済
学
の
原
理
的
性
格
に
帰
着
す
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
『
諸
国
民
の

醤
』
の
第
一
、
二
篇
が
こ
う
し
た
対
象
の
原
理
的
鬘
を
な
し
え
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
票
の
統
一
的
霊
ｌ
し
か
も
原

理
的
農
關
と
し
て
墨
解
ｌ
が
与
え
ら
れ
な
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
．

そ
こ
で
、
一
方
で
商
業
社
会
と
し
て
他
方
で
資
本
関
係
の
再
生
産
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
ス
ミ
ス
の
生
産
力
論
の
体
系
は
、
如
何
な
る

論
理
的
性
格
に
基
づ
い
て
統
一
せ
ら
れ
て
い
る
が
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
こ
う
し
た
点
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
す

ぐ
れ
た
考
察
が
果
た
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な
お
若
干
検
討
す
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
筆
者

は
、
す
で
に
『
諸
国
民
の
富
』
第
一
締
第
一
’
第
五
章
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
考
察
を
試
承
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
検
討
に

つ
い
て
も
、
ス
ミ
ス
の
第
二
篇
に
お
け
る
展
開
の
理
論
的
平
灰
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
噂
『
諸
国

民
の
富
」
第
二
篇
第
一
一
一
、
五
章
を
中
心
に
、
第
一
篇
に
お
け
る
ス
ミ
ス
の
原
理
的
規
定
の
展
開
の
特
質
と
の
関
係
に
可
能
な
か
ぎ
り
立

ち
戻
り
、
論
究
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
１
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
、
リ
ヵ
ー
ド
の
『
原
理
」
に
お
け
る
第
五
、
第
六
章
で
の
論
述
が
彼
の
蓄
積
論
と
し
て
特
に
愈
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
軽
視
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
彼
の
「
原
理
」
の
成
立
事
悩
を
考
慮
し
、
か
つ
ま
た
今
述
べ
た
彼
の
ス
ミ
ス
批
判
の
視
点
と

そ
れ
に
よ
っ
て
榊
築
さ
れ
た
原
理
の
性
格
を
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
言
い
う
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
彼
の
『
原

理
』
に
つ
い
て
特
に
取
り
上
げ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
別
の
側
面
か
ら
こ
う
し
た
点
に
簡
単
に
言
及
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
彼
の
価
値
論
の
展
開

自
体
に
す
で
に
そ
の
性
格
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
リ
カ
ー
ド
の
価
値
論
は
、
ス
ミ
ス
２
一
面
的
価
値
規
定

を
一
面
的
に
純
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
純
化
と
は
、
投
下
労
働
価
値
論
は
、
「
商
品
の
…
…
相
対
価
値
を
決
定
す
る
」
原
理
と
し

、
、

て
、
ま
た
支
配
労
働
価
値
論
は
放
棄
さ
れ
た
が
、
労
働
の
価
値
の
問
題
と
し
て
は
「
賃
銀
と
し
て
支
払
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
割
合
」
が
「
利
潤
の

問
題
に
と
っ
て
股
も
重
要
で
」
「
利
潤
が
高
い
か
低
い
か
噂
賃
銀
が
低
い
か
商
い
か
に
正
確
に
比
例
す
る
」
と
い
う
投
下
労
働
価
値
論
と
価
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『
諸
国
民
の
富
』
第
二
篇
の
い
わ
ゆ
る
資
本
蓄
積
論
と
言
わ
れ
て
い
る
領
域
は
、
そ
の
展
開
の
中
心
部
分
を
第
三
章
に
置
い
て
い
る

と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
そ
の
第
三
章
の
重
要
論
点
は
、
周
知
の
生
産
的
・
不
生
産
的
労
働
の
規
定
に
あ
る
。
従
来
よ
り
、
ス

ミ
ス
の
こ
の
規
定
に
関
し
て
は
種
を
論
究
さ
れ
て
き
た
が
、
必
ず
し
も
、
恰
も
第
一
篇
第
五
章
と
第
六
章
と
の
関
係
に
対
す
る
解
明
と

値
生
産
物
の
分
割
比
率
の
関
係
の
う
ち
に
論
ぜ
ら
れ
る
性
格
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
処
理
は
、
原
理
的
展
開
を
そ
の
当
初
か

ら
、
労
働
価
値
論
と
そ
れ
に
基
づ
く
資
本
・
賃
労
働
の
価
値
分
割
比
率
決
定
論
と
に
密
着
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
資
本
・
賃

労
働
の
再
生
産
関
係
を
労
働
価
値
論
自
体
に
包
含
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と
す
る
理
論
構
造
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

な
お
、
リ
カ
ー
ド
の
労
働
価
値
論
の
性
格
を
考
え
る
場
合
に
、
彼
の
労
働
価
値
論
の
理
解
に
ス
ミ
ス
の
「
社
会
の
初
期
未
開
の
状
態
」
が
如

何
な
る
地
位
を
占
め
て
い
た
か
と
い
う
興
味
あ
る
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
と
く
に
関
説
で
き
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
、
彼
の
価
値
尺
度
論

と
の
関
連
で
、
以
下
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。
高
島
光
郎
「
Ｊ
・
ｓ
・
ミ
ル
の
価
値
尺
度
論
」
（
ニ
コ
ノ
ミ
ァ
」
第
十
八
巻
、
横
浜
国
立
大

学
経
済
学
部
、
一
九
六
一
年
、
所
収
）
、
千
賀
重
義
「
リ
カ
ー
ド
ウ
不
変
な
価
値
尺
度
論
の
再
認
識
」
、
（
「
経
済
科
学
」
、
第
一
八
巻
第
四
号
、

名
古
屋
大
学
経
済
学
部
）
。

（
２
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
に
、
リ
カ
ー
ド
が
、
彼
の
対
象
と
し
た
社
会
の
経
済
的
編
成
の
統
一
的
性
格
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
社
会
編

成
の
商
品
経
済
的
運
動
に
よ
る
被
規
制
的
性
格
と
か
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で

は
、
彼
が
、
ス
ミ
ス
や
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
に
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
、
資
本
主
義
的
編
成
と
は
区
別
さ
れ
る
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
の
抽

象
を
原
理
的
展
開
の
う
ち
に
提
示
し
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
３
）
第
一
篇
と
第
二
儲
と
の
理
論
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
文
の
な
か
で
明
ら
か
に
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
関
係
と
は
不
可
分
に
結
び
つ
い

て
い
る
第
一
篇
第
一
章
第
五
章
と
第
六
章
と
の
関
連
、
あ
る
い
は
こ
の
場
合
に
介
在
す
る
「
社
会
の
初
期
未
開
の
状
態
」
の
性
格
等
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
若
干
の
検
討
を
行
な
っ
て
お
い
た
。
拙
稿
。
経
済
学
批
判
体
系
』
の
一
考
察
」
白
お
よ
び
卿
（
『
経
済
志
林
』
、
第
四
二
巻
第
一

号
、
第
四
三
巻
第
四
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一一
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同
様
に
、
ス
ミ
ス
の
論
理
展
開
を
そ
れ
自
体
と
し
て
彼
な
り
の
論
理
的
一
貫
性
に
お
い
て
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
十
分
で
は
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
ス
ミ
ス
の
こ
の
規
定
は
、
た
だ
第
三
章
だ
け
で
は
な
く
、
第
五
章
に
お
い
て
も
か
な
り
重
要
な
理
論
的

役
割
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
章
で
の
彼
の
こ
の
規
定
を
そ
れ
な
り
に
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
も
、
問
題
が
残

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
、
順
次
に
若
干
の
考
察
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
、
生
産
的
労
働
と
不
生
産
的
労
働
と
の
判
別
規
準
を
、
二
つ
の
規
定
に
よ
っ
て
与
え
た
。
す
な
わ
ち
、

第
一
に
、
労
働
を
加
え
る
「
対
象
の
価
値
を
増
加
さ
せ
る
部
類
」
に
属
す
る
労
働
か
、
あ
る
い
は
「
こ
の
よ
う
な
結
果
を
生
ま
ぬ
別
の

部
類
労
働
」
か
否
か
、
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
あ
る
特
定
の
対
象
ま
た
は
販
売
し
う
る
商
品
に
固
定
ざ
れ
実
現
さ
れ
る
」
労
働
か
否
か
、

で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
二
つ
の
判
別
基
準
を
も
っ
て
、
彼
の
生
産
的
労
働
の
雇
用
の
漸
進
に
よ
る
社
会
的
生
産
力
の
噸
大
の
二
大

要
因
の
一
方
と
し
て
の
蓄
積
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
二
大
要
因
と
は
つ
ま
り
、
第
一
篇
に
お
け
る
分
業
論
と
、
第
二
篇

で
の
生
産
的
労
働
の
維
持
と
増
加
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ス
ミ
ス
の
こ
の
生
産
的
労
働
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
批
判
的
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ

て
、
そ
の
基
準
自
体
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
こ
と
改
た
め
て
検
討
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
以
下
の
行
論
と
の
関
係
上
、
こ
れ

（
１
）

に
関
す
る
若
干
の
検
討
を
行
な
っ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
マ
ル
ク
ス
の
ス
ミ
ス
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
検
討
を
見
て
承
よ
う
。
彼
は
、
代
表
的
に
は
、
「
剰
余
価
値
に
関
す
る
諸
学
説
』

（
以
下
『
諸
学
説
』
と
略
称
）
に
お
い
て
そ
れ
を
詳
細
に
行
な
っ
て
い
る
。
彼
の
検
討
の
主
た
る
論
点
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
帰
着
す

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
規
定
は
、
ス
ミ
ス
が
「
事
柄
そ
の
も
の
を
概
念
的
に
論
じ
尺
し
、
そ
の
本
質
を
つ
い
て
い
る
」
こ
と
を
示

す
。
と
い
う
の
は
、
ス
ミ
ス
は
第
一
の
規
定
に
お
い
て
、
「
生
産
的
労
働
を
、
直
接
に
資
本
と
交
換
さ
れ
る
労
働
と
規
定
し
て
い
る
」

（
弓
意
：
§
き
§
輿
§
旨
：
蒼
母
・
冨
貝
×
・
同
口
、
の
一
ｍ
三
図
葡
》
田
・
山
？
拝
・
の
．
届
『
・
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
の
規
定
に
お
い
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し
か
し
、
な
お
、
『
諸
学
説
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
を
い
ま
少
し
ゑ
て
お
こ
う
。
「
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
場
合
に
は
、
商
品
の
二
つ

の
条
件
す
な
わ
ち
使
用
価
値
と
交
換
価
値
と
が
い
っ
し
ょ
に
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
使
用
価
値
す
な
わ
ち

有
用
的
生
産
物
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
労
働
は
、
す
ぺ
て
生
産
的
で
あ
る
。
労
働
が
有
用
物
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で

に
、
こ
の
生
産
物
が
同
時
に
一
定
量
の
一
般
的
な
社
会
的
労
働
に
等
し
い
、
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
」
（
ロ
・
ロ
・
Ｐ
⑩
．
Ｅ
・
）

か
く
し
て
、
ス
ミ
ス
の
規
定
に
お
い
て
、
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
彼
に
お
い
て
第
二
の
規
定
が
第
一
の
規
定
と
と

こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
検
討
は
、
ひ
と
ま
ず
き
わ
め
て
的
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
の
考
察
に
お
い

て
も
、
第
二
の
基
準
は
、
単
に
ス
ミ
ス
の
誤
り
と
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
な
い
論
点
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
端
的
に
は

こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
商
品
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
富
の
最
も
基
本
的
な
形
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
『
生
産
的
労
働
』
に

つ
い
て
、
そ
れ
は
「
商
品
』
を
生
産
す
る
労
働
だ
と
説
明
す
る
こ
と
は
、
生
産
的
労
働
と
は
資
本
を
生
産
す
る
労
働
だ
と
説
明
す
る
立

場
よ
り
も
、
ず
っ
と
は
る
か
に
よ
り
基
本
的
な
立
場
に
昭
応
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
負
・
ロ
・
Ｐ
、
。
］
怠
）
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
、
た
だ

商
品
や
貨
幣
が
資
本
に
対
し
て
基
本
的
な
形
態
規
定
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
そ
う
し
た
指
摘
が
可
能
と
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
マ
ル
ク
ス
に
そ
う
し
た
理
解
が
生
じ
う
る
よ
う
な
原
理
的
思
考
や
論
理
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
事
柄
は
、

ス
ミ
ス
の
理
解
に
依
存
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
ス
ミ
ス
に
即
し
て
、
彼
の
原
理
的
規
定
に
お
い
て
生
じ
た
事
柄
と
さ
れ
な

（
３
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
２
）

あ
る
。

て
は
、
ス
ミ
ス
は
「
生
産
的
労
働
と
不
生
産
的
労
働
と
を
そ
れ
が
資
本
主
義
的
生
産
に
対
し
て
も
つ
関
係
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
か

ら
、
逸
脱
」
（
白
・
ロ
・
Ｐ
の
．
届
⑭
）
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
特
定
の
対
象
ま
た
は
販
売
し
う
る
商
品
に
固
定
」
さ
れ
な
い
「
単
な
る
サ

ー
ヴ
ィ
ス
提
供
」
も
、
資
本
に
雇
用
さ
れ
、
「
賃
銀
と
利
潤
を
回
収
さ
せ
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
生
産
的
労
働
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
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屯
に
持
ち
出
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
論
理
的
意
味
な
の
で
あ
る
。
ま
た
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ス
ミ
ス
は
、
な
ぜ
第
一
の
規
定
だ
け

に
と
ど
め
な
い
で
、
第
二
の
規
定
を
も
与
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
商
品
を
「
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
富
の
最
も
基
本
的
形
態
」
と
し
て
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
、
第
二
の
規
定
は
、
「
第
一
の
規
定
に
事
実
上
含
ま
れ
て
い
る
規

定
」
と
し
う
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
生
産
的
労
働
者
と
い
う
の
は
、
そ
の
労
働
が
商
品
を
生
産
す
る
労
働
者
の
こ
と

で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
労
働
者
は
、
彼
が
生
産
す
る
よ
り
も
多
く
の
、
彼
の
労
働
が
要
す
る
よ
り
も
多
く
の
、
商
品
を
消
費
す
る
こ

と
は
な
い
、
と
い
う
規
定
に
到
達
す
る
」
（
以
上
、
ロ
・
ロ
・
Ｐ
⑫
．
届
ら
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
生
産
的
・
不
生
産
的
労
働
の
区
分
を
、
第
二
の
規
定
か
ら
出
発
し
て
第
一
の
規
定
‐
を
導
出
す

る
、
と
い
う
よ
う
な
論
理
的
展
開
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
規
定
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
は
、
第

二
の
規
定
の
展
開
が
第
一
の
規
定
だ
、
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
の
こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
マ
ル
ク
ス
の

指
摘
も
考
慮
さ
れ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
ス
ミ
ス
は
、
両
規
定
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
彼
の
こ
の
問
題
の
解
決
を
与
え
う
る
と
し
た
わ
け
で

あ
り
、
し
か
も
、
ス
ミ
ス
の
両
規
定
は
、
原
理
的
に
整
理
す
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
に
も
通
じ
る
よ
う
な
関
連
を
も
つ
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
、
『
諸
国
民
の
富
」
第
一
篇
第
一
章
か
ら
第
五
章
ま
で
に
お
い
て
、
「
商
業
社
会
」
を
抽
象

し
、
彼
の
労
働
価
値
論
の
論
証
を
行
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
別
の
論
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
彼
は
、
そ
の
「
商
業
社
会
」
と
し
て
の

抽
象
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
共
通
す
る
労
働
生
産
過
程
を
取
り
出
し
、
こ
れ
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
学
の
原
理

（
４
）

的
規
定
の
根
本
を
な
す
労
働
価
値
論
を
彼
な
り
に
論
証
し
塵
え
た
。
し
か
も
、
こ
の
彼
の
「
商
業
社
会
」
の
抽
象
は
、
彼
の
対
象
に
対
す

る
視
角
１
つ
霞
り
資
本
家
的
商
品
篝
の
薑
と
し
て
の
対
象
に
対
す
る
視
角
Ｉ
た
る
生
産
力
論
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
．

「
労
働
の
生
産
諸
力
に
お
け
る
最
大
の
改
善
」
の
根
拠
を
「
分
業
」
に
置
き
、
そ
こ
か
ら
彼
の
体
系
を
出
発
さ
せ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
労
働
生
産
過
程
と
し
て
の
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
の
彼
独
自
の
抽
象
は
、
そ
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れ
が
「
商
業
社
会
」
と
し
て
の
抽
象
で
あ
れ
、
彼
の
原
理
的
体
系
の
核
を
な
す
わ
け
で
あ
っ
て
、
社
会
の
物
質
代
謝
過
程
が
い
か
な
る

か
た
ち
で
維
持
さ
れ
よ
う
と
も
、
変
更
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
関
係
に
あ
る
も
の
と
一
一
二
口
え
よ
う
。
さ
ら
に
ま
た
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
そ

の
「
商
業
社
会
」
を
対
象
と
し
た
彼
の
労
働
価
値
論
の
論
証
の
特
質
す
な
わ
ち
投
下
・
支
配
労
働
価
値
論
と
し
て
の
論
証
も
、
商
品
経

済
的
抽
象
に
お
い
て
一
般
化
さ
れ
た
労
働
生
産
過
程
で
の
労
働
価
値
論
の
い
わ
ば
絶
対
的
本
質
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
労
働
生
産
過
程
が
い
か
よ
う
に
編
成
さ
れ
枠
組
率
を
与
え
ら
れ
よ
う
と
も
、
あ
る
い
は
ま
だ

そ
こ
で
の
実
体
的
本
質
と
し
て
の
労
働
が
い
か
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
よ
う
と
も
、
こ
れ
は
い
ず
れ
の
場
合
に
も
固
持
さ
れ
る
関
係
に
あ

（
５
）

ろ
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
内
容
は
、
ス
ミ
ス
自
身
の
理
解
に
即
せ
ぱ
、
明
白
に
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
周
知
の
第
二
篇
第
三
章
の
最
初
の

部
分
で
の
論
述
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
製
造
工
の
労
働
は
、
あ
る
特
定
の
対
象
ま
た
は
販
売
し
う
る
商
品
に
固
定
さ
れ
実
現
さ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
商
品
は
こ
の
労
働
が
す
ん
で
し
ま
っ
た
あ
と
で
も
、
少
な
く
と
も
暫
く
の
あ
い
だ
は
存
続
す
る
。
そ
れ
は
、

い
わ
ば
な
に
か
他
の
場
合
に
必
要
に
応
じ
て
使
用
さ
れ
る
た
め
に
、
貯
蔵
さ
れ
貯
え
ら
れ
る
一
定
蛍
の
労
働
で
あ
る
。
こ
の
対
象
、
ま

た
は
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
対
象
の
価
格
は
、
あ
と
に
な
っ
て
か
ら
、
は
じ
め
に
そ
れ
を
生
産
し
た
の
と
等
量
の
労
働
を

必要に応じて活動させることができる。」（『鳶蔦巳暮ミョミ・菌・向」・閃・国．ｎ国日已ワの二目」シ・の・の戸一目の『》缶。口」。っ》
ご
ぷ
ぐ
Ｃ
ｌ
・
】
・
ロ
・
い
ぢ
・
大
内
兵
衛
、
松
川
七
郎
訳
、
Ｉ
、
岩
波
醤
店
、
’
一
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
）

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
労
働
と
労
働
生
産
物
と
の
関
係
を
結
節
点
と
す
る
社
会
の
物
質
代
謝
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
ス
ミ
ス
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
労
働
と
労
働
生
産
物
と
が
商
品
経
済
的
に
等
価
の
関
係
と
し
て
絶
対
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
第
一
篇
に
お
け
る
彼
の
労
働
価
値
論
に
基
づ
い
て
必
然
的
に
生

じ
て
く
る
こ
と
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
動
か
し
難
い
条
件
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
理
解
を
可
能
と
す
る
も
の
は
、
ス
ミ
ス
の
第
二
篇
の
蓄
積
論
の
た
め
の
「
序
論
」
の
叙
述
に
お
い
て
も
ゑ
ら
れ
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
彼
は
、
そ
こ
で
「
資
財
の
蓄
積
」
が
「
分
業
に
先
だ
つ
」
こ
と
、
し
た
が
っ
て
「
労
働
も
ま
だ
先
だ
っ
て
行
な
わ
れ
る

資
財
の
蓄
積
だ
け
に
比
例
し
て
細
分
さ
れ
う
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
彼
の
こ
の
指
摘
は
、
結
局
、
「
資
財
の
蓄
積
」
が
「
労
働
の
生

産
諸
力
の
大
改
善
を
行
な
う
」
た
め
に
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
自
然
に
こ
う
い
う
改
善
を
先
導
す
る
」
と
い
う
考
え
に
帰

着
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
、
生
産
的
労
働
そ
れ
自
体
の
規
定
と
し
て
一
一
一
一
口
及
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
・
だ
が
、
い
ず
れ
に
し

ろ
、
資
本
の
蓄
積
あ
る
い
は
社
会
的
再
生
産
の
問
題
を
労
働
の
対
象
化
た
る
物
的
資
財
に
総
括
し
、
そ
こ
か
ら
、
再
生
産
に
お
け
る
労

初
の
規
定
を
、
こ
の
規
定
』

い
た
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ス
ミ
ス
が
、
生
産
的
・
不
生
産
的
労
働
の
区
分
に
関
す
る
両
規
定
に
お
い
て
、
明
確
な
理
論
的
序
列
の
も
と
に
最
初
の
規
定
か
ら
次

の
規
定
へ
と
展
開
し
た
か
ど
う
か
は
、
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
結
果
的
に
承
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う

に
処
理
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
先
き
に
引
用
し
た
彼
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
「
商
品
に
固
定
さ

れ
る
」
も
の
と
し
て
の
第
一
一
の
規
定
に
お
け
る
生
産
的
労
働
に
関
す
る
眼
目
は
、
こ
う
し
た
労
働
の
対
象
化
物
ま
た
は
そ
の
対
象
の
価

格
が
「
あ
と
に
な
っ
て
か
ら
、
は
じ
め
に
そ
れ
を
生
産
し
た
の
と
等
量
の
労
働
を
必
要
に
応
じ
て
活
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
否

か
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
、
「
対
象
の
価
値
を
湘
加
さ
せ
る
」
生
産
的
労
働
の
最

初
の
規
定
を
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
補
足
す
る
、
あ
る
い
は
第
一
一
の
規
定
に
よ
っ
て
こ
の
概
念
の
完
成
を
与
え
う
る
こ
と
を
意
図
し
て

か
く
し
て
、
生
産
的
。
不
生
産
的
労
働
に
お
け
る
二
つ
の
規
定
の
う
ち
、
第
一
一
の
規
定
が
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
原
理
的

根
拠
は
、
彼
の
第
一
篇
の
「
商
業
社
会
」
の
性
格
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
。
と
は
一
一
一
一
口
え
、
と
う
ぜ
ん
、
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
べ
き

は
第
一
の
規
定
と
の
関
係
に
お
い
て
こ
れ
が
い
か
に
解
さ
れ
る
べ
き
か
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
れ
が
第
二
篇
で
の
固
有
の
事
柄
な
の
で
あ

る
。



（
６
）

勘
の
社
会
的
性
格
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
Ｊ
も
、
こ
の
労
働
の
社
会
的
在
り
方
は
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
ｊ
も
具
体

的
対
象
と
し
て
は
資
本
の
価
値
増
殖
運
動
に
基
づ
く
生
産
過
程
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
一
一
一
口
い
換
え
れ
ば
、
労
働
の
対

象
化
物
を
通
じ
て
労
働
の
性
格
が
規
定
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
対
象
化
物
を
対
象
化
物
と
し
て
具
体
化
す
る
主
体
す
な
わ
ち
現
実
の
資
本

の
価
値
増
殖
運
動
と
の
関
係
以
外
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
こ
の
場
合
、
ス
ミ
ス
は
、
労
働
生
産
過
程
が
資
本
の
生
産
過
程
に
お
い
て
価
値
形
成
増
殖
過
程
と
し
て
行
な
わ
れ
る
こ

と
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
に
あ
っ
て
も
、
彼
の
「
商
業
社
会
」
の
具
体
化
は
一
一
一
階
級
分
化
の
枠
組
を

祭通じてなされていることを否定することはできない。しかも、すでに別のところで論じておいたように、この枠組
（
７
）

老象のＪもとで、労働は「事実上」剰余価値を生産する労働として確認されているのである。そこで、資本の蓄積にお
癌いてまず明確にされることは、「対象の価値を増加させる部類」の労働として、生産的労働が規定されることであ
剃
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
第
一
の
規
定
に
関
し
て
い
わ
ば
一
種
の
理
論
的
弱
点
を
有
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

剛
光
述
の
よ
う
に
、
彼
は
資
本
の
生
産
過
程
を
価
値
形
成
増
殖
過
程
と
し
て
明
示
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
彼
の
生
産
力
視
点

蛾
に
基
づ
い
て
、
一
一
一
階
級
分
化
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
資
本
主
義
の
枠
組
糸
を
、
労
働
生
産
力
発
展
の
極
地
と
し
て
描
き
、
そ
こ
で

錘
剰
余
価
値
の
発
現
を
「
事
実
上
」
確
認
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
生
産
的
労
働
の
第
一
の
規
定
も
、
そ
う
し
た
彼
の
認

←
Ｉ

の
識
に
基
づ
い
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
上
に
出
る
Ｊ
も
の
で
は
な
い
。
多
少
感
覚
的
に
一
一
一
一
口
え
ば
、
こ
れ
は
、
は
な
は
だ
心
許
無
い
規
定

率
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
、
彼
の
確
実
な
論
証
基
盤
が
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
第
一
一
の
規
定
に
お
け
る
生
産
的

ス
（
８
）

針労働とされたわけであろう。この説明は、ただ、両規定に対するスミスの論証基礎の確実さの程度を一不そうとする
７
屯
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
彼
自
身
に
そ
う
し
た
Ｊ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
は
、
こ
の
第
一
の

（
Ｕ

１
規
定
は
、
ま
さ
に
第
一
篇
第
五
章
か
ら
第
一
ハ
章
へ
の
理
論
展
開
の
自
然
さ
と
同
様
に
、
ま
っ
た
く
当
然
の
規
定
で
あ
っ
た
と
一
一
一
一
口
え
よ
う
。
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さ
て
、
そ
こ
で
、
生
産
的
・
不
生
産
的
労
働
に
つ
い
て
の
こ
の
両
規
定
を
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
理
論
的
に
統
一
せ
し
め
て
い
る
根
本

的
性
格
は
い
か
な
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
残
る
。
こ
の
問
題
は
、
両
規
定
そ
れ
自
体
に
対
す
る
彼
の
原
理
的

帰
結
に
関
し
て
考
察
す
る
こ
と
と
、
さ
ら
に
第
二
篇
第
三
章
が
第
二
篇
の
の
ち
に
続
く
章
、
す
な
わ
ち
第
五
章
に
お
け
る
彼
の
い
わ
ゆ

る
「
資
本
投
下
の
自
然
的
秩
序
」
の
把
握
と
の
関
係
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
有
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
と
に
わ
た
る
。
後
者
に

つ
い
て
は
、
次
項
で
別
個
に
扱
う
。
こ
こ
で
は
、
前
者
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
そ
の
大
部

分
を
こ
の
箇
所
の
前
半
部
分
で
す
で
に
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
残
る
も
の
は
い
わ
ば
結
論
的
な
性
格
規
定
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
の
第
一
篇
の
「
商
業
社
会
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
形
態
に
必
然
的
な
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
す
な
わ
ち
労
働
生
産
過
程
を

抽
象
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
箭
の
第
六
章
以
降
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
経
済
的
基
礎
過
程
が
、
一
一
一
階
級
分
化
の
枠
組
を
も
つ

社
会
に
お
い
て
、
い
か
な
る
経
済
的
関
連
・
経
済
的
基
準
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
か
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
関
連
・
基
準
に
よ
る
「
商
業
社
会
」
の
具
体
化
あ
る
い
は
「
商
業
社
会
」
の
特
殊
化
の
筋
道
が
明

示
的
に
展
開
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
端
的
に
は
、
第
一
篇
第
五
章
に
お
け
る
ス
ミ
ス
の
投
下
労
働
価
値
論
の

根
本
た
る
「
本
源
的
購
買
貨
幣
」
そ
れ
自
体
が
、
一
一
一
階
級
分
化
の
社
会
に
お
い
て
受
け
取
る
転
化
の
具
体
的
な
規
定
を
示
す
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
ミ
ス
が
明
ら
か
に
し
た
労
働
生
産
過
程
は
、
す
で
に
特
殊
な
商
品
経
済
的
性
格
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
彼
に
お
い
て
、
そ
れ
が
一
一
一
階
級
分
化
の
社
会
的
枠
組
の
も
と
で
、
別
の
特
殊
な
性
格
を
受
け
取
る
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
一
一
一
階
級
分
化
の
社
会
形
態
は
、
そ
の
軸
を
資
本
・
貨
労
働
関
係
と
す
る
運

動
の
う
ち
に
、
歴
史
的
発
展
の
具
体
化
を
行
な
う
の
で
あ
っ
て
、
ス
ミ
ス
も
、
こ
う
し
た
対
象
を
も
っ
て
、
彼
に
可
能
な
原
理
的
規
定

を
取
り
出
す
以
外
に
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
ス
ミ
ス
的
把
握
は
、
結
局
、
彼
の
生
産
力
視
点
に
よ
っ
て
、
そ

の
価
値
の
関
係
と
物
質
代
謝
過
程
自
体
と
の
二
重
の
再
生
産
関
係
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
ス
ミ
ス
は
、
す
で
に
言
及



109Ａ・スミスの「生産的労働」に関する一考察 したように、その両者が溢本の価値琳殖運動に基づいて統一される関係を明示する論理を展開しえなかったのであ
る。したがって、彼にとってそれなりに可能な両者の統一的説明は、資本・賃労働関係のもとですなわち一一一階級分
化の社会関係のもとで、彼が「事実上」具体化しえた価値増殖の実体つまり剰余労働と、この剰余労働の彼におけ
る原理的本質たる「商業社会」における労働との二重規定による労働であった。それゆえ、生産的・不生産的労働
についての彼の「二面性」は、むしろ、擬本・賃労働関係の彼の視点Ⅱ生産力視点からする「統一的」把握だ、と
いう別の表現をも可能にするように思われるのである。つまり、言い換えれば、資本・徴労働関係において、剰余
価値の事実上の発現左程示したスミスにおいては、「直接に資本と交換される労働」とは、ほかならぬ「商業社会」
の
労
働
す
な
わ
ち
「
商
品
を
生
産
す
る
労
働
」
な
の
で
あ
っ
た
。

（１）この問題は、その学説史的意義および理論的性格自体について、代表的にはすでに内田義彦教授の『経済学の生誕」、
藤塚知義教授の『アダム・スミ〆革命」などにおいて、綿密な考察が加えられており、マルクスの考察とともに、すでに
この問題の解明の基本的作業と成果とは明白である。本稿脛おいても、主たる考察はそれらの研究椹負っており、またそ
れ以上に出るものではないが、「諸国民の富」の原理的領域の統一的理解に対する筆者のこれまでの若干の研究を多少と
も
展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

（２）周知のように、マルクスは『諸学説」で生産的労働と不生産的労働との明確な規定を与えている。すなわち、資本主
義的生産を前災すると、「直接に資本と交換される労働」を生産的労働として、「直接に収入と交換される労働」を不生産
的労働としてである。このマルクスの規定自体はもちろん正しいものであって、これ以上につけ加えることはない。しか
し、生産的労働・不生産的労働に対するマルクスの問題意識またはこの問題の彼における『資本論」形成過程に占める位
置等については、とうぜん独自の考察すべき性格を有している。とりわけ、『資本論』第一巻の草稿として残された「直
接的生産過程の諸結果」におけるこの問題の彼による処理との関連で重要視されなければならない。とはいえ、この点に
関する考察は、ここで取り上げる範囲を越えるものであって、それ自体を論ずる別稿に譲らざるをえない。なお、『資本
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論
」
成
立
過
程
に
お
け
る
草
稿
「
直
接
的
生
産
過
程
の
諸
結
果
」
と
そ
こ
で
の
生
産
的
・
不
生
産
的
労
働
の
原
理
的
処
理
の
特
徴
に
関
し
て
、

時
永
淑
『
経
済
学
史
」
（
改
訂
増
補
版
、
一
九
七
一
年
、
法
政
大
学
出
版
局
）
、
四
一
一
一
○
’
一
一
一
四
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
マ
ル
ク
ス
が
こ
こ
で
「
ず
っ
と
は
る
か
に
基
本
的
立
場
に
照
応
す
る
」
と
言
う
場
合
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
「
基
本
」
の
内
容
は
理
論
的
に

尽
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
受
け
取
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
彼
は
、
本
論
文
中
す
ぐ
あ
と
に
引
用
し
た
彼
の
表
現
か
ら
す
れ
ば
、
ス
ミ
ス
の

そ
の
「
商
品
」
の
性
格
に
お
け
る
。
般
的
な
社
会
的
労
働
」
を
対
象
に
こ
う
し
た
理
解
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
ス
ミ
ス
に
お
け

る
労
働
一
般
の
抽
象
の
独
自
性
に
瀞
目
し
、
一
面
で
こ
の
よ
う
な
評
価
を
示
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
点
が
マ
ル
ク
ス

自
身
の
労
働
価
値
論
の
理
解
と
霞
な
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
、
他
面
で
は
そ
の
「
基
本
的
立
場
」

は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
ス
ミ
ス
の
原
理
的
性
格
に
即
し
か
つ
十
分
対
応
す
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。

な
お
、
こ
れ
に
関
述
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
月
身
そ
の
「
韮
本
的
立
場
」
を
の
ち
に
、
別
の
性
格
の
も
の
と
し
て
と
ら

、
、
、
、
、
、

え
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
直
接
的
生
産
過
程
の
諸
結
果
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
労
働
過
程
一
般
の
立
場

か
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
生
産
的
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
は
、
あ
る
生
産
物
に
、
よ
り
詳
細
に
は
、
あ
る
商
品
に
、
実
現
さ
れ
る
労
働
だ

、
、
、
、
、

っ
た
。
」
あ
る
い
は
、
「
資
本
主
義
的
労
働
過
程
は
労
働
過
程
の
一
般
的
な
諸
規
定
を
廃
棄
し
は
し
な
い
。
そ
れ
は
生
産
物
を
、
商
品
を
生
産
す

る
。
」
（
傍
点
は
鞭
者
。
記
図
員
（
貝
③
鳥
②
ミ
ミ
罠
員
守
貝
§
で
、
。
§
蔵
『
ｓ
湯
、
、
。
：
吻
馬
⑫
．
旨
』
冨
冨
三
蝕
冨
目
墨
①
エ
『
の
畠
８
．
『
Ｃ
筥
自

（
旨
）
・
巳
農
⑫
．
』
呂
口
且
』
目
・
岡
崎
次
郎
訳
、
国
民
文
庫
版
、
一
一
○
ペ
ー
ジ
）
。

承
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
臆
、
「
労
働
過
程
一
般
の
立
場
」
に
着
目
し
、
さ
き
の
「
雑
木
的
立
場
」
を
、
よ
り
一
胸
抽
象
的

な
労
働
生
産
過
程
の
次
元
に
帰
狩
さ
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
右
の
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
で
は
、
「
商
船
」
と
「
生
産
物
」
と
が
並
記
さ
れ
て
お

り
、
か
な
ら
ず
し
も
「
労
働
過
程
一
般
」
の
次
元
が
純
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
理
論
展
開
自
身
に
は
ま

た
十
分
な
考
察
が
独
自
に
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
の
論
究
の
範
囲
を
出
る
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
直
接
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
と
は
い
え
、
次
の
よ
う
な
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
に
よ
る
労
働
生
産
過
程
の
商
品
縫
済
的
抽
象
が
、
彼
を
し

て
独
自
の
生
産
的
労
働
の
規
定
を
与
え
さ
せ
た
が
、
し
か
し
こ
れ
は
と
う
ぜ
ん
、
マ
ル
ク
ス
の
原
理
的
対
象
把
握
と
ず
れ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
ず
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
原
理
体
系
の
形
成
過
程
で
は
、
一
方
で
は
、
商
品
経
済
の
形
態
規
定
の
側
面
と
、
他
方
で
は
そ
の
形
態
規

定
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
労
働
生
産
過
程
自
体
の
抽
象
的
規
定
と
の
関
係
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
諸
学
説
」
と
こ
の
「
諸
結
果
」

と
の
「
基
本
的
立
場
」
に
関
す
る
叙
述
の
相
連
は
こ
う
し
た
事
情
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。



111Ａ・スミスの「生産的労働」に関する一考察
（
４
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
抓
稿
．
経
済
学
批
判
体
系
」
の
一
考
察
」
口
（
「
経
済
志
林
」
、
節
四
二
巻
一
号
）
、
九
一
ペ
ー
ジ
以
下
に
お
い
て
若

干
の
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）
藤
塚
知
義
教
授
は
、
ス
ミ
ス
の
生
産
的
・
不
生
産
的
労
働
の
二
つ
の
規
定
を
そ
れ
な
り
に
統
一
的
に
理
解
す
る
た
め
の
す
ぐ
れ
た
論
理
的
解

明
を
、
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
革
命
」
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
。
教
授
の
考
察
は
、
「
生
産
的
労
働
に
つ
い
て
の
ス
ミ
ス
〔
の
〕
第
二
の
規
定
は
、

ア
ン
０
ウ
ン
ト
ロ
プ
エ
ー
ル
・
ジ
ヒ

フ
ユ
ー
ル
Ｏ
沙
上

第
一
の
、
正
当
な
、
規
定
に
即
対
目
的
に
含
ま
れ
る
規
定
を
、
そ
の
も
の
と
し
て
（
対
目
的
に
）
取
り
上
げ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
」
と
さ

れ
、
ま
た
こ
の
「
対
自
的
」
の
内
容
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
資
本
主
義
的
生
産
が
社
会
の
全
生
産
を
蝋
握

、
、
、

、
、

し
て
い
る
こ
と
を
前
提
す
れ
ば
、
物
質
的
生
産
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
商
品
生
産
と
し
て
行
わ
れ
、
且
つ
》
」
の
商
品
生
産
は
資
本
に
よ
る
「
生

、
、
、
、
、

産
的
労
働
儒
一
の
雇
用
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
従
っ
て
労
働
お
よ
び
労
働
の
生
産
物
の
素
材
的
規
定
が
、
そ
の
形
態
規
定
（
資
本

主
義
的
生
産
関
係
）
の
も
と
に
、
包
摂
さ
れ
る
こ
と
」
（
傍
点
、
原
文
に
よ
る
）
で
あ
る
と
。

右
の
教
授
の
説
明
は
、
幾
分
微
妙
な
文
脈
を
構
成
し
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
「
形
態
規
定
」
の
も
と
に
「
包
摂
さ
れ
る
」
関
係
に
あ
る

の
は
、
「
物
質
的
生
産
」
か
「
商
品
生
産
」
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
授
は
、
「
労
働
お
よ
び
労
働
生
産
物
の
素
材
規
定
」
と
言
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
「
物
質
的
生
産
」
に
力
点
を
聞
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
「
商
品
生
産
」
に
つ

い
て
考
脳
さ
れ
る
べ
き
事
柄
が
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
、
と
く
に
ス
ミ
ス
の
「
物
質
的
生
産
」
の
抽
象
の
性
格
に
つ
い
て
重
要
な
点
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
内
容
に
と
っ
て
、
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
Ⅱ
労
働
生
産
過
程
が
ス
ミ
ス
に
お
い
て

商
品
経
済
的
抽
象
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
点
に
同
時
に
着
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
猫
、
右
の
点
と
関
連
し
て
、
時
永
淑
教
授
の
次
の
よ
う
な
指
摘
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ス
ミ
ス
の
生
産
的
労
働
の
「
鯆
二
の
規
定
は
、
事
実

上
、
ど
ん
な
社
会
形
態
で
あ
れ
、
そ
の
社
会
存
続
に
と
っ
て
の
物
質
的
基
礎
を
な
す
労
働
生
産
過
程
が
繰
り
返
し
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
対
象
に
し
た
規
定
で
あ
っ
た
と
一
一
一
一
口
う
こ
と
屯
で
き
る
」
（
前
出
、
『
経
済
学
史
』
、
二
五
六
ぺ
Ｉ
ジ
）
。

（
６
）
資
本
と
労
働
と
の
再
生
産
に
関
す
る
ス
ミ
ス
の
理
論
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
「
ス
ミ
ス
が
価
値
を

存
続
す
る
労
働
〔
商
品
に
固
定
す
る
労
蹴
ｌ
引
用
者
〕
を
、
そ
れ
が
資
本
を
再
生
産
す
る
か
ぎ
り
生
産
的
と
み
た
こ
と
は
正
し
い
洞
察
を
ふ

、
、
、
、

く
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
が
価
値
が
た
ん
に
存
続
す
る
に
す
ぎ
ぬ
場
合
に
お
い
て
も
資
本
が
再
生
産
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
資
本
関
係

が
再
生
産
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
の
『
資
本
」
は
あ
く
ま
で
も
物
的
な
し
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
。
ス
ト
ッ
ク
が
資

本
と
な
り
、
生
産
が
資
本
制
生
産
と
な
る
た
め
の
基
本
条
件
た
る
は
ず
の
、
生
産
手
段
を
喪
失
し
た
労
働
者
が
い
か
に
し
て
再
生
産
さ
れ
る
か
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周
知
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
の
生
産
的
労
働
に
関
す
る
考
察
は
、
そ
の
理
論
的
骨
子
は
第
三
章
で
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
こ

で
尽
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
五
章
に
お
い
て
、
彼
は
資
本
の
充
用
の
効
果
に
対
す
る
生
産
的
労
働
の
関
係
を
考

察
し
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
自
身
と
し
て
は
、
第
三
章
の
生
産
的
労
働
の
規
定
の
展
開
を
行
な
っ
て
い
る
も
の
と
一
一
責
い
え
よ
う
が
、
そ
の

展
開
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
か
な
ら
ず
し
も
、
第
三
章
の
規
定
が
固
持
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
よ
う
な
内
容
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
第
五
章
の
ス
ミ
ス
の
叙
述
で
は
、
最
初
の
部
分
に
お
い
て
、
資
本
の
社
会
的
充
用
部
面
が
指
畑
さ
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
、
生

産
的
労
働
に
関
す
る
言
及
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
が
一
一
点
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
の
第
一
点
は
、
次
の
よ
う
な
一
一
一
一
口

及
で
あ
る
。 は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
内
田
義
彦
「
増
補
経
済
学
の
生
誕
」
、
一
九
六
一
一
年
、
未
来
社
、
三
一
一
九
ペ
ー
ジ
・
）

（
７
）
ス
ミ
ス
に
お
け
る
剰
余
価
値
の
把
握
の
理
論
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
若
干
の
検
討
を
行
な
っ
て
お
い
た
。
拙
稿
．
経
済
学
批
判
体

系
』
の
一
考
察
」
卿
（
「
経
済
志
林
』
、
第
四
三
巻
四
号
）
、
一
六
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
）
こ
う
し
た
説
明
と
対
比
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
第
一
の
規
定
の
強
調
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
引
用
し
て
お
い

た
よ
う
に
、
「
こ
れ
こ
そ
は
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
最
大
の
科
学
的
功
繊
の
一
つ
で
あ
る
」
と
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ク
ス
も
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
た

だ
第
一
の
規
定
だ
け
を
も
っ
て
、
ス
ミ
ス
の
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
弦
調
は
、
む
し
ろ
彼
の

対
象
把
握
の
独
自
性
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ス
ミ
ス
自
身
に
即
す
れ
ば
、
彼
は
マ
ル
ク
ス
の
強
調
ほ
ど
に

は
資
本
主
義
的
生
産
の
独
自
性
を
す
な
わ
ち
「
資
本
と
交
換
さ
れ
る
労
働
」
の
特
殊
性
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
と
ス
ミ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
拙
稿
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
時
永
淑
「
経
済
学
史
』
（
前
出
、
二

五
七
ペ
ー
ジ
の
〔
注
〕
）
の
指
摘
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一一一
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「
以
上
の
四
つ
の
方
法
〔
資
本
の
充
用
方
法
と
し
て
分
類
さ
れ
た
〕
の
ど
れ
か
に
自
分
の
資
本
が
充
用
さ
れ
て
い
る
人
を
蝿
彼
ら

自
身
生
産
的
労
働
者
な
の
で
あ
る
・
彼
ら
の
労
働
は
、
そ
れ
が
適
切
に
振
り
向
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
加
え
ら
れ
る
対
象
、
つ
ま

り
販
売
し
う
る
商
品
に
固
定
さ
れ
た
り
、
実
現
さ
れ
た
り
し
、
一
般
に
こ
の
対
象
の
価
格
に
少
な
く
と
も
彼
ら
自
身
の
生
活
資
料
と
消

費
物
の
価
値
を
付
加
す
る
。
農
業
者
、
製
造
業
者
、
御
売
商
人
、
お
よ
び
小
売
商
人
の
利
潤
は
、
す
べ
て
右
の
は
じ
め
の
一
一
者
が
生
産

し
、
あ
と
の
二
者
が
売
買
す
る
価
格
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
弓
意
鳥
貝
忌
旦
誌
§
・
薗
・
・
已
・
・
一
戸
・
も
．
②
ｇ
・
大
内
・
松
川
訳
、

前
出
書
、
五
六
四
ペ
ー
ジ
Ｊ

こ
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
、
彼
が
区
分
し
た
資
本
の
従
用
方
法
に
よ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
た
だ
労
働
が
生
産
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
し
に
、
資
本
が
あ
る
い
は
資
本
家
の
労
働
が
生
産
的
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
は
こ
の
場
合
に
、
農
業

者
、
製
造
業
者
と
御
売
商
人
、
小
売
商
人
と
の
関
係
を
区
別
し
、
事
実
上
、
後
者
は
前
者
の
生
糸
出
し
た
価
値
の
一
部
を
そ
の
資
本
の

（
１
）

利
潤
と
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
ス
ミ
ス
は
生
産
的
労
働
を
「
資
本
の
充
用
者
」
に
ま
で
拡
大
し
、
す
で
に
第

一
一
一
章
で
与
え
た
そ
の
規
定
に
別
の
側
面
を
付
加
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
あ
る
い
は
、
他
面
か
ら
す
れ
ば
、
第
一
一
一
章
の
生
産
的
労
働

の
規
定
の
一
一
面
性
が
、
こ
こ
で
は
、
た
だ
も
っ
ぱ
ら
、
資
本
の
属
性
に
お
け
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
こ
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
ス
ミ
ス
は
、
最
早
、
彼
の
独
自
な
労
働
価
値
論
に
立
脚
し
た

第
一
一
一
章
で
の
生
産
的
労
働
の
規
定
を
放
棄
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
叙
途
は
、
彼
が
第
五
章
の
最
初
の
部
分
で
説
い
た
資
本
の
充
用
方
法
の
指
摘
の
理
論
的
性
格
と
不

可
分
の
も
の
と
し
て
、
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
彼
が
そ
こ
で
資
本
の
充
用
方
法
を
明
示
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
次
の

よ
う
な
考
え
か
ら
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
資
本
を
充
用
す
る
こ
れ
ら
四
つ
の
方
法
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
他
の
一
一
一
つ
の
方
法
の
存
在
や

拡
張
の
た
め
に
も
ま
た
社
会
の
一
般
的
便
宜
の
た
め
に
も
、
本
質
的
に
必
要
で
あ
る
」
（
。
、
．
§
．
》
ご
・
⑫
ｓ
・
同
前
訳
、
五
六
一
ペ
ー
ジ
）

五
六
四
ペ
ー
ジ
。
）
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と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
ス
ミ
ス
の
理
解
は
、
第
三
章
に
お
い
て
彼
の
確
定
し
た
蓄
積
に
お
け
る
生
産
的
労
働
と
し
て

の
本
質
が
一
一
一
階
級
分
化
の
社
会
枠
組
の
も
と
で
、
ま
た
は
資
本
・
賃
労
働
関
係
と
い
う
対
象
の
性
格
に
基
づ
い
て
、
そ
の
社
会
構
成
の

特
有
な
編
成
と
し
て
受
け
取
る
仕
方
を
明
ら
か
に
し
、
同
時
に
い
わ
ば
そ
う
し
た
社
会
の
空
間
的
編
成
の
蓄
積
に
基
づ
く
発
展
Ⅱ
「
拡

張
」
を
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
も
、
彼
の
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
第
三
章
と
も
関
連
し
重
農
主
義
批

判
と
り
わ
け
そ
の
一
一
一
階
級
分
割
と
生
産
階
級
の
把
握
の
批
判
が
意
図
さ
れ
て
い
た
で
あ
延
窕
・
し
か
し
、
ス
ミ
ス
の
理
論
的
性
格
か
ら

す
れ
ば
、
こ
れ
は
資
本
に
よ
る
社
会
の
経
済
的
編
成
と
し
て
、
彼
の
「
社
会
の
初
期
未
開
の
状
態
」
の
対
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
彼
に
と
っ
て
は
、
資
本
家
の
労
働
も
労
働
者
の
労
働
も
、
生
産
的
労
働
で
あ
る
か

（
３
）

の
よ
う
に
説
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ス
ミ
ス
は
、
労
働
生
産
過
程
が
実
現
さ
れ
る
資
本
の
経
済
的
編
成
を
、
原
料
・
完
成
品
の
生
産
、
そ
れ
ら
の
移
動
・
分

配
に
充
用
さ
れ
る
資
本
と
し
て
き
わ
め
て
単
純
に
考
察
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
彼
の
理
論
的
把
握
か
ら
す
れ

ば
、
第
二
篇
第
一
章
で
の
ス
ト
ッ
ク
の
分
類
に
お
い
て
、
固
定
。
流
動
の
資
本
区
別
が
、
生
産
資
本
、
流
通
資
本
と
し
て
の
区
別
で
与

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
労
働
生
産
過
程
を
特
有
に
編
成
す
る
資
本
の
循
環
運
動
を
そ
れ
自
体
と
し
て

明
ら
か
に
し
え
な
か
っ
た
以
上
、
彼
に
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
循
環
運
動
を
構
成
す
る
一
一
面
を
す
な
わ
ち
生
産
と
流
通
と
を
事
実

的
に
確
認
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
で
、
生
産
部
面
を
担
う
か
流
通
部
面
を
担
う
か
す
る
資
本
の
経
済
的
社

（
４
）

会
編
成
を
説
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ス
ミ
ス
の
こ
の
第
五
章
の
生
産
的
労
働
に
対
す
る
新
た
な
考
察
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
彼
の
こ
れ
ま
で
の
理
論
的
展

開
の
性
格
と
は
異
質
な
し
の
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
「
商
業
社
会
」
を
交
換
と
分
業
と
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の

は
、
一
一
一
階
級
分
化
の
社
会
的
枠
組
の
も
と
で
は
、
資
本
の
充
用
方
法
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
そ
の
社
会
的
経
済
編
成
と
さ
れ
て
い
る
に



115Ａ・スミスの「生産的労働」に関する￣考察
す
ぎ
な
い
。
と
も
に
そ
れ
ら
は
商
品
経
済
的
編
成
と
し
て
同
質
的
に
と
ら
れ
て
は
い
る
が
、
前
者
は
そ
の
経
済
的
基
礎
過
程
で
あ
り
、

後
者
は
そ
の
現
実
的
具
体
化
で
あ
る
と
い
う
差
異
で
示
さ
れ
う
る
程
度
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
第
五
章
の
こ
う
し
た
世

界
が
、
彼
の
対
象
認
識
の
視
点
す
な
わ
ち
生
産
力
視
点
に
よ
っ
て
、
そ
の
展
開
Ⅱ
「
拡
張
」
の
動
力
に
お
い
て
整
理
さ
れ
る
な
ら
ば
、

資
本
と
労
働
と
の
区
別
な
し
に
、
蓄
積
Ⅱ
生
産
的
労
働
の
規
定
に
収
數
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
ま
た
⑩
す
で

に
検
討
し
た
第
三
章
に
お
い
て
彼
が
示
し
た
労
働
の
対
象
化
物
と
労
働
と
の
関
係
に
よ
る
生
産
的
労
働
の
規
定
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は

こ
こ
で
健
一
方
が
掌
の
充
用
方
法
と
し
て
の
そ
の
蔓
化
物
の
経
済
的
編
成
蓬
ｌ
つ
ま
り
ス
ミ
ス
的
に
鑓
生
霧
の
供

給
そ
の
製
造
運
輸
分
配
と
か
と
し
て
形
成
さ
れ
も
の
Ｉ
を
な
し
、
他
方
が
そ
の
蓋
に
包
摂
さ
れ
る
労
働
「
釜
的
労
働
と

給
、
そ
の
製
造
、
唾（
５
）

な
る
わ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
第
三
章
、
第
五
章
に
わ
た
る
ス
ミ
ス
の
生
産
的
労
働
の
理
解
は
、
本
質
的
に
は
す
で
に
彼
の
第
一
篇
の
理
論

的
性
格
と
り
わ
け
彼
の
二
面
的
価
値
規
定
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
と
も
言
い
え
よ
う
。
彼
が
そ
の
第
五
章
で
展
開
し
た
労
働
の
対

自
然
と
の
関
係
お
よ
び
商
品
相
互
の
関
係
の
二
面
的
価
値
規
定
は
、
と
う
ぜ
ん
、
一
一
一
階
級
分
化
の
社
会
的
枠
組
に
入
り
う
る
も
の
と
し

て
規
定
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
の
理
論
展
開
で
は
、
そ
の
入
り
方
は
、
自
然
と
労
働
と
の
交
換
関
係
の
資
本
と
そ
れ

と
の
交
換
関
係
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
労
働
と
の
交
換
の
所
産
は
、
対
象
が
自
然
で
あ
れ
資
本
で
あ
れ
、
「
生

活
必
需
品
、
便
益
品
」
つ
ま
り
生
活
手
段
な
の
で
あ
っ
て
、
資
本
自
体
を
明
確
に
し
え
な
い
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
自
然
に
代
わ
る
資

本
が
対
労
働
と
の
関
係
で
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
、
先
き
に
言
及
し
た
よ
う
な
、
そ
こ
か
ら
労
働
に
よ
っ
て
生
活
手
段

（
６
）

を
引
き
出
す
社
会
的
経
済
編
成
と
し
て
し
か
把
握
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ス
ミ
ス
は
、
第
二
篇
第
五
章
で
も
う
ひ
と
つ
別
の
論
点
か
ら
生
産
的
労
働
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
述
の
四
つ

の
資
本
充
用
方
法
に
お
け
る
生
産
的
労
働
の
活
動
効
果
の
差
異
に
関
し
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
の



ｴｴ６

ス
ミ
ス
が
こ
う
し
た
理
解
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
と
く
に
農
業
に
お
け
る
資
本
の
充
用
が
最
も
生
産
的
で
あ
る
ゆ
え
ん
を
説
い

て
い
る
諸
点
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
重
農
主
義
的
見
解
に
依
存
し
て
い
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
周
知
の

よ
う
に
、
彼
は
、
農
業
で
は
自
然
も
労
働
し
、
役
畜
も
ま
た
生
産
的
労
働
者
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
最
早
彼
の
本
来

の
生
産
的
労
働
の
規
定
を
固
持
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
ス
ミ
ス
に
お
け
る
重
農
主
義
的
理
解

の
残
津
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
な
お
ス
ミ
ス
に
お
い
て
独
自
に
こ
の
よ
う
な
理
解
が
生
ず
る
点
も
あ
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
こ
の
点
で
ス
ミ
ス
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
論
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
の
地
代
論
の
理
解
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
農
業
へ
の
資
本
の
充
用
の
有
利
さ
を
、
地
代
の
成
立
と
結
び
つ
け
て
説
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
地

代
が
「
人
間
の
所
産
と
承
な
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
差
し
引
き
、
ま
た
は
そ
れ
を
つ
ぐ
な
っ
て
な
お
そ
の
あ
と
に
残
る
自
然
の
所
産

で
あ
る
」
（
。
、
．
§
・
も
．
⑭
段
・
同
前
訳
、
五
六
六
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
彼
の
地
代
論
自
体
の
考
察
は
と
も
か
く
と
し
て
、
支
配

で
あ
る
。
「
等
額
の
資
本
で
も
、
以
上
の
四
つ
異
な
る
方
法
の
ど
れ
に
充
用
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
直
接
に
そ
れ
が
活
動
さ
せ
る
生
産

的
労
働
の
量
に
は
、
は
な
は
だ
し
い
差
異
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
が
属
す
る
社
会
の
土
地
と
労
働
の
年
と
の
生
産
物
の
価

値
を
増
加
さ
せ
る
割
合
に
も
、
は
な
は
だ
し
い
差
異
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
弓
意
§
ロ
ミ
ミ
鳶
貝
尊
吻
．
。
□
・
・
一
斤
．
．
□
。
②
Ｂ
・
同
前
訳
、
五

六
四
ペ
ー
ジ
。
）
そ
し
て
さ
ら
に
、
彼
は
、
こ
の
割
合
の
差
異
を
、
四
つ
の
資
本
の
充
用
方
法
に
つ
い
て
比
較
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
は
、
ま
ず
「
農
業
者
の
資
本
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
等
額
の
資
本
の
う
ち
、
農
業

者
の
資
本
ほ
ど
の
多
避
の
生
産
的
労
働
を
活
動
さ
せ
る
し
の
ば
な
い
巴
（
８
．
畳
・
も
．
⑫
ｇ
・
同
前
訳
、
五
六
五
ペ
ー
ジ
。
）
そ
し
て
、
こ
う

し
た
農
業
を
筆
頭
に
以
下
製
造
業
、
御
売
商
業
と
い
う
よ
う
に
、
「
多
量
ま
た
は
少
量
の
生
産
的
労
働
を
活
動
さ
せ
」
、
ま
た
「
そ
の
国

の
土
地
と
労
働
の
年
々
の
生
産
物
に
多
量
ま
た
は
少
量
の
価
値
を
付
加
す
る
」
（
８
．
§
・
・
己
．
⑭
田
・
同
前
訳
、
五
七
一
ペ
ー
ジ
）
と
言
う
の

で
．
あ
る
。
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労
働
価
値
論
Ｉ
価
値
構
成
説
と
し
て
説
か
れ
た
彼
の
自
然
価
格
の
一
構
成
要
素
の
論
理
的
筋
道
か
ら
糸
れ
ぱ
、
他
産
業
部
面
の
生
産
物

と
の
交
換
を
前
提
と
す
る
農
業
部
面
の
生
産
物
の
価
値
は
、
お
そ
ら
く
ス
ミ
ス
で
は
「
自
然
も
ま
た
人
間
と
な
ら
ん
で
労
働
す
る
」
関

（
７
）

係
で
し
か
把
握
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
農
業
と
他
産
業
と
の
い
わ
ば
横
の
比
較
の
論
点

が
、
あ
た
か
も
労
働
と
自
然
と
の
い
わ
ば
縦
の
論
点
か
ら
移
し
換
え
ら
れ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
資
本

が
独
自
の
性
格
に
基
づ
い
て
形
成
す
る
こ
の
社
会
の
特
殊
的
な
経
済
的
編
成
を
そ
れ
自
体
と
し
て
明
示
し
え
な
か
っ
た
ス
ミ
ス
に
必
然

的
な
弱
点
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
点
は
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
さ
ら
に
独
自
な
見
解
が
背
後
で
関
連
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
第
二
篇

第
五
章
か
ら
続
い
て
、
第
三
篇
で
、
い
わ
ば
彼
の
自
然
的
歴
史
発
展
論
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
彼
は
右
の
論
点
に

関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
次
の
よ
う
な
周
知
の
発
展
論
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
事
物
の
自
然
的
運
行
に
よ
れ
ば
、
あ

ら
ゆ
る
発
展
的
な
社
会
の
資
本
の
大
部
分
は
、
ま
ず
第
一
に
農
業
に
振
り
向
け
ら
れ
、
次
に
製
造
業
に
振
り
向
け
ら
れ
、
そ
し
て
段
後

に
外
国
商
業
に
振
り
向
け
ら
れ
る
」
（
・
己
・
島
・
右
・
詔
。
同
前
訳
、
五
八
八
ペ
ー
ジ
）
と
。
ま
た
、
彼
が
こ
う
し
た
帰
結
を
与
え
る
こ
と
に

な
っ
た
理
解
は
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
生
活
手
段
は
、
辨
物
の
性
質
上
、
便
益
品
や
ぜ
い
た
く
品
に
先
き
だ

つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
を
調
達
す
る
産
業
は
、
必
然
的
に
後
者
に
奉
仕
す
る
産
業
に
先
き
だ
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
生
活
手
段
を
提
供
す
る
農
村
の
耕
作
や
改
良
は
、
必
然
的
に
便
益
や
ぜ
い
た
く
の
手
段
し
か
提
供
し
な
い
都
会
の
拡
大
に
先
き
だ

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
農
村
の
剰
余
生
産
物
だ
け
が
、
つ
ま
り
耕
作
者
の
生
活
維
持
を
越
え
る
分
だ
け
が
、
都
会
の
生
活
手
段
を
構

成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
都
会
は
こ
の
剰
余
生
産
物
の
増
加
を
も
っ
て
は
じ
め
て
拡
大
し
う
る
の
で
あ
る
。
」
（
§
・
員
・
ら
・
弓
『

え
、
生
活
手
段
を
提
供
す

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

同
前
訳
、
五
八
四
ペ
ー
ジ
。
）

こ
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
歴
史
認
識
は
、
彼
の
自
然
法
的
な
そ
れ
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
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さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
ふ
る
な
ら
ば
、
彼
の
資
本
充
用
の
四
つ
の
方
法
の
差
異
に
関
す
る
そ
の
他
の
も
の
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
、

特に農業の場合と相違する性格にはないと言いうる。ただ単に、彼の「事物の自然的順序」が時間的Ⅱ歴史的に与
え
ら
れ
る
か
、
空
間
的
Ⅱ
社
会
的
編
成
と
し
て
与
え
ら
れ
る
か
の
違
い
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
う
と
は
い
え
、
ス
ミ
ス
に
と
っ

ても、一一一階級分化の社会的枠組のもとでは、それは現実的には資本の利潤追求運動に基づいて形成されていることを

これが彼に独自な点は、経済的な「事物の自然的順序」として純化されているところにあろう。しかも、こうした
彼
の
蜑
議
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
い
わ
ば
寶
民
の
富
の
廩
諾
震
ｌ
つ
ま
り
そ
の
第
一
、
第
二
篇
ｌ
の
霊

展開に、その背後から裏打ちする関係のものであったと言いうる。あるいは、そう解するよりは、むしろ、スミス
では、一方で社会存続のその自己原理の認識として展開されるものと、歴史発展の認識として叙述されるものとの
相違があるという程度の差異が示されているにすぎないと言いえよう。したがって、例えば、第三篇の最初の部分
で説かれている農村と都会との分業は、彼にとっては、ただちに「他の場合と同様、労働が細分されたいろいろの
職業に従事するありとあらゆる人にとって有利なのである」（§・具・も．②『①．同前訳、一一一五五ページ）とされるにすぎ
ない。したがって、ことばを変えるならば、彼の原理認識と歴史のそれとは、前者はいわば商品経済的編成として
の
空
間
的
な
社
会
認
識
で
あ
り
、
後
者
は
生
産
力
発
展
の
時
間
的
整
序
で
あ
る
と
い
う
性
格
の
差
異
と
言
い
え
る
で
あ
ろ
う
・

そうだとすれば、前述の農業への資本の充用を股も生産的だとするスミスの理解は、対象のつまり近代社会の把
握において、同時に歴史的な発展として生産力視角から説くことになるものを、一一一階級分化の社会的枠組の経済的
編成のなかに、いわば空間的に展開させた論理であると考えられる。したがって、それは、ただ単に重農主義的残
律
と
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
や
は
り
ス
ミ
ス
独
自
の
論
理
に
よ
る
原
理
的
展
開
が
含
ま
れ
て
い
る

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。



119Ａ・スミスの「生産的労働」に関する一考察
無
視
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
単
に
生
産
的
労
働
の
視
点
か
ら
の
論
理
に
終
始
す
る
こ
と
に
な
り
え
な
か

っ
た
。
つ
ま
り
、
「
自
分
自
身
の
私
的
な
利
潤
に
つ
い
て
の
考
慮
こ
そ
、
あ
る
資
本
の
所
有
者
が
そ
の
資
本
を
農
業
に
充
用
す
る
か
、

製
造
業
に
充
用
す
る
か
、
そ
れ
と
も
御
売
や
小
売
の
若
干
の
特
定
部
門
に
充
用
す
る
か
を
決
定
す
る
唯
一
の
動
機
で
あ
る
」
（
§
・
ａ
（
・
・

ｂ
・
四
塁
・
同
前
訳
、
五
八
○
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
ス
ミ
ス
の
生
産
的
労
働
の
規
定
は
、
彼
が
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
を
対
象
に
し
、
し
か
も
そ
れ
を
労
働
価
値
論
に
よ

っ
て
規
定
し
え
た
か
ぎ
り
で
は
、
彼
独
自
の
社
会
の
経
済
的
編
成
の
原
理
の
う
ち
に
説
き
う
る
論
理
的
基
準
を
な
す
も
の
と
な
っ
て
い

る
、
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
他
面
で
は
、
右
の
第
二
篇
第
五
章
の
終
り
の
部
分
の
叙
述
の
よ
う
に
、
彼
は
資
本
を
主
体
と
す
る
資
本

主
義
社
会
の
経
済
的
編
成
の
原
理
を
文
字
通
り
そ
れ
自
体
と
し
て
確
立
し
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
単
に
私
的
利

潤
の
追
求
動
機
を
現
実
的
に
確
認
す
る
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
労
働
生
産
過
程
の
商
品
経
済

的
絶
対
化
に
よ
っ
て
対
象
把
握
を
行
な
っ
た
ス
ミ
ス
の
限
界
が
、
改
た
め
て
生
産
的
労
働
の
規
定
と
、
資
本
に
よ
る
社
会
編
成
の
特
質

と
の
乖
離
と
し
て
現
出
し
た
と
一
一
一
一
口
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
彼
の
原
理
体
系
の
本
質
に
内
在
す
る
理
論
的
分
裂
と
か

混
乱
と
か
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
性
質
に
は
な
い
。
第
一
、
一
一
篇
を
通
ず
る
彼
の
理
論
的
展
開
か
ら
す
れ
ば
、
一
方
の
極
で
は
、
自
然
を

対
象
と
す
る
「
本
源
的
購
買
貨
幣
」
と
し
て
の
労
働
と
し
て
、
他
方
の
極
で
は
、
労
働
の
対
象
化
物
の
物
的
編
成
に
対
す
る
生
産
的
労

働
と
し
て
、
彼
独
自
の
労
働
価
値
論
に
よ
る
筋
道
を
経
つ
つ
描
か
れ
て
い
る
と
し
う
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
社
会
の
経
済
的
基
礎
過
程
Ⅱ
労
働
生
産
過
程
を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
も
、
ま
た
資

本
の
生
産
過
程
と
し
て
の
そ
の
独
自
な
性
格
つ
ま
り
価
値
形
成
増
殖
過
程
と
い
う
性
格
と
し
て
も
、
明
確
に
し
え
て
は
い
な
い
。
し
た

、
、

が
っ
て
、
彼
の
生
産
的
労
働
の
規
定
も
と
う
ぜ
ん
、
生
産
的
労
働
の
社
会
的
規
定
と
し
て
も
、
ま
た
資
本
・
賃
労
働
関
係
の
も
と
で
そ

れ
が
受
け
取
る
独
自
な
性
格
と
し
て
も
、
確
立
さ
れ
る
べ
き
概
念
規
定
に
ま
で
は
い
ま
だ
達
し
え
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
、
ひ
と
ま
ず



120
は、Ｄ・リヵードによって、対象が一一一階級分化の社会として絶対的に設定され、この一一一者の自然的行程論として純
化
さ
れ
、
か
つ
ま
た
そ
の
三
者
の
価
値
的
関
連
に
お
い
て
統
一
さ
れ
る
こ
と
を
、
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

（１）ここでのスミスの叙述つまり「農業者、製造業者、御売商人および小売商人の利潤は、すべて右のはじめの二者が生産
し
…
…
」
に
よ
れ
ば
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
理
解
に
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ス
ミ
ス
が
明
確
に
そ
う

し
た
理
解
の
う
え
に
立
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
彼
は
そ
の
す
ぐ
あ
と
の
文
章
中
で
、
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
彼
〔
御

売
商
人
〕
の
資
本
は
、
そ
の
財
貨
を
あ
る
地
方
か
ら
別
の
地
方
へ
輸
送
す
る
水
夫
や
仲
立
人
を
雇
用
し
、
ま
た
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
財
貨
の
価

格
を
、
自
分
の
利
潤
の
価
値
分
だ
け
で
は
な
く
、
水
夫
や
仲
立
人
の
賃
銀
の
価
値
分
を
も
増
加
さ
せ
る
・
こ
れ
が
、
こ
の
資
本
が
直
接
に
活
動

さ
せ
る
生
産
的
労
働
の
す
べ
て
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
が
、
こ
の
資
本
が
年
々
の
生
産
物
に
直
接
に
付
加
す
る
価
値
の
す
べ
て
で
あ
る
。
」
９
意

邑
：
冨
旦
誌
§
・
葛
・
・
ご
・
・
】
［
・
６
．
⑪
ａ
同
前
訳
、
五
六
四
’
六
五
ペ
ー
ジ
。
）

こ
こ
で
は
、
ス
ミ
ス
は
、
先
き
の
叙
述
と
若
干
異
な
る
内
容
を
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
流
通
過
程
に
従
事
す
る
労
働
も
生
産
的
労

働
だ
と
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
の
労
働
が
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
商
品
に
価
値
を
付
加
す
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
よ
う
な

指
摘
を
も
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
共
通
す
る
流
通
費
用
の
性
格
を
と
ら
え
た
と
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
の
ち
に
寳
及
す
る
よ
う
に
、
彼

が
資
本
の
充
用
方
法
と
い
う
観
点
に
よ
っ
て
、
社
会
の
経
済
的
編
成
を
対
象
に
し
た
か
ぎ
り
で
、
こ
れ
を
も
生
産
的
労
働
と
し
て
把
握
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（２）スミスの生産的・不生産的労働の規定の学説史的背景では、彼の重農主義に対する批判的継承関係が考慮されなければ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
諸
国
民
の
富
』
第
四
筋
の
学
説
史
的
検
討
を
別
に
す
れ
ば
、
重
農
主
義
と
の
関
係
で
生
産
的
労
働
の
ス
ミ
ス
独
自
の

批
判
的
展
開
は
、
第
二
篇
第
三
章
、
第
五
章
お
よ
び
第
三
筋
な
ど
を
通
じ
て
、
与
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
と
の
関
係
で
、

第
五
章
で
の
ス
ミ
ス
の
鍵
業
重
視
の
学
説
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
羽
鳥
卓
也
教
授
の
股
近
の
論
稿
「
「
国
富
論
」
に
お
け
る
生
産
的
労
働
と

蓄
積
フ
ァ
ン
ド
」
（
経
済
学
史
学
会
編
「
「
国
富
論
」
の
成
立
』
、
一
九
七
六
年
、
岩
波
書
店
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
マ
ル
ク
ス
は
、
先
き
に
本
文
で
引
用
し
た
第
五
章
の
最
初
の
部
分
で
の
四
つ
の
生
産
方
法
の
分
類
と
生
産
的
労
働
と
の
関
連
に
対
す
る
ス
ミ

ス
の
叙
述
を
引
用
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
生
産
的
労
働
者
に
関
す
る
ま
っ
た
く
新
た
な
定
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
」

９
意
ミ
ミ
。
：
．
○
・
・
ｍ
・
圏
巴
と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
第
五
章
の
生
産
的
労
働
に
関
す
る
ス
ミ
ス
の
説
明
は
、
第
三
章
の
そ
れ
と
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（
４
）
『
諸
国
民
の
富
』
第
二
筋
第
一
章
に
お
け
る
ス
ミ
ス
の
資
本
区
別
に
関
連
し
て
、
彼
が
い
か
な
る
資
本
循
環
形
式
を
把
握
し
て
い
る
か
の
問

題
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
論
点
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
第
一
章
に
お
け
る
固
定
・
流
動
の
資
本
区
別
が
、
周
知
の

ご
と
く
「
主
人
を
変
え
る
」
か
否
か
、
ま
た
は
「
流
通
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
か
否
か
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
区
別
は
生
産

部
面
に
お
け
る
資
本
す
な
わ
ち
生
産
資
本
と
、
流
通
部
面
に
お
け
る
資
本
す
な
わ
ち
流
通
資
本
と
の
素
材
的
区
分
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
少
な
く
と
も
、
資
本
の
生
産
お
よ
び
流
通
の
両
過
程
を
経
る
循
環
的
性
格
の
一
面
を
取
り
出
し

て
い
る
と
考
え
う
る
が
、
彼
が
文
字
通
り
そ
れ
に
よ
っ
て
い
ず
れ
か
の
資
本
の
循
環
形
式
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
は
言
い
え
な
い
と
思
わ
れ

る
。
な
お
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
時
永
淑
、
前
出
轡
、
二
一
六
ペ
ー
ジ
、
二
五
二
－
五
一
一
一
ペ
ー
ジ
の
指
摘
を
参
照
さ
れ
た
い
。

、
、

（
５
）
『
諸
国
民
の
富
」
第
二
鋪
第
五
章
の
い
わ
ゆ
る
「
資
本
投
下
の
自
然
的
順
序
の
理
論
」
と
し
て
の
論
点
に
関
し
て
は
、
小
林
昇
『
国
富
論
体

系
の
成
立
』
第
七
章
の
興
味
あ
る
考
察
を
参
照
さ
れ
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
小
林
教
授
は
、
第
五
章
で
の
ス
ミ
ス
の
そ
の
「
理
論
」
は
「
資
本
投
下

に
お
け
る
自
然
的
順
序
の
存
在
を
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
証
明
で
き
て
い
な
い
」
と
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
難
点
を
指
摘
さ
れ
つ
つ
、
第
五
章
の
ス
ミ

ス
の
論
述
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
こ
う
し
て
承
る
と
、
資
本
投
下
の
自
然
的
順
序
に
か
ん
す
る
『
国
富
論
』
の
立
言
は
、

そ
の
理
論
的
根
拠
の
証
明
に
あ
た
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
破
産
し
て
い
る
と
い
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
で
は
わ
ず
か

、
、

に
、
各
種
の
御
売
商
業
の
内
部
に
そ
れ
ぞ
れ
の
運
転
さ
せ
る
国
内
資
本
の
個
数
の
大
き
さ
に
よ
る
投
下
の
順
序
が
存
在
す
る
と
い
う
主
張
だ
け

、
、
、
、
、
、
、

を
、
国
民
経
済
の
形
成
と
い
う
立
場
か
ら
承
認
し
う
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
『
国
富
論
』
に
お
け
る
資
本
投
下
の
自
然
的

順
序
の
理
論
は
…
…
た
だ
ち
に
は
経
済
学
の
基
礎
財
産
と
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
か
ぎ
り
、
一
．
国
富
論
」
第
二
篇

を
第
三
・
四
両
編
に
つ
な
ぐ
理
論
の
環
は
い
ち
じ
る
し
く
弱
い
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
一
一
。
四

両
縞
が
そ
れ
自
体
の
十
分
な
重
承
を
も
ち
、
歴
史
批
判
お
よ
び
現
状
批
判
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
深
く
ま
た
広
い
領
域
を
形
成
し
つ
つ
、
第
一
。

造
の
一
面
を
な

で
、
次
の
よ
う

さ
せ
て
い
る
。
」

異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
単
に
「
ま
っ
た
く
新
た
な
定
義
」
と
し
て
の
象
処
理
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

や
は
り
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
ス
ミ
ス
の
原
理
的
展
開
の
も
と
で
、
彼
の
一
定
の
論
理
的
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
、
そ
の
原
理
的
意

義
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
実
際
に
、
ス
ミ
ス
の
こ
の
論
点
は
、
総
じ
て
第
二
筋
の
蓄
積
論
の
彼
独
自
の
理
論
的
栂

造
の
一
面
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
マ
ル
ク
ス
は
、
ス
ミ
ス
が
資
本
家
を
生
産
的
労
働
者
と
糸
な
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
同
じ
箇
所

で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
概
し
て
、
ス
ミ
ス
は
、
彼
ら
の
生
産
性
を
、
彼
ら
が
生
産
的
労
働
者
を
活
動
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
帰
着
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第
二
両
縞
と
の
連
接
の
点
で
も
不
安
定
を
感
じ
さ
せ
な
い
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
資
本
投
下
の
自
然
的
順
序
と

い
う
考
え
が
、
国
民
経
済
の
成
立
と
い
う
具
体
的
な
形
を
と
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
近
代
産
業
の
成
立
史
に
対
す
る
、
す
る
ど
い
洞
察
と
結
合
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
同
前
雷
、
一
九
七
三
年
、
未
来
社
、
一
九
六
、
一
九
九
’
二
○
○
ペ
ー
ジ
。
傍
点
ｌ
原
文
に
よ
る
。
）

右
の
教
授
の
指
摘
は
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
第
二
篇
第
五
章
の
ス
ミ
ス
の
叙
述
が
教
授
の
指
摘
さ
れ
る

性
格
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
理
論
的
破
産
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
授
の
こ
と
ば
で
は
「
不
安
定
を
感
じ
さ
せ
な
い
」
性
格
を
も
ち
、
そ
れ

が
、
「
国
民
経
済
の
成
立
」
の
「
洞
察
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
た
め
だ
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

教
授
自
身
の
續
繍
に
よ
っ
て
も
、
「
『
國
富
諭
』
の
こ
の
二
つ
の
灘
分
ｌ
い
わ
ば
璽
諭
縄
と
歴
史
綱
（
お
よ
び
そ
れ
に
つ
づ
く
現
状
分
析
の

綱
）
ｌ
を
つ
な
ぐ
も
の
が
、
後
者
を
予
定
し
て
そ
の
導
入
部
と
な
ろ
う
と
す
る
、
前
者
の
第
二
編
第
五
軍
で
の
、
彌
本
投
下
の
自
然
的
順
序

の
理
論
で
あ
っ
た
」
（
同
前
、
二
○
一
ペ
ー
ジ
）
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
第
二
筋
節
五
章
は
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
位
股

づ
け
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
第
五
章
の
「
理
論
」
は
、
「
理
論
」
と
し
て
の
「
破
産
」
ま

た
は
「
い
ち
じ
る
し
く
弱
い
」
環
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
国
民
経
済
の
形
成
と
い
う
立
場
」
で
も
な
く
、
そ
の

「
環
」
と
し
て
の
「
理
論
」
の
ス
ミ
ス
に
お
け
る
原
理
的
性
格
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
６
）
ス
ミ
ス
は
、
「
諸
国
民
の
富
」
第
二
篇
第
一
章
に
お
い
て
、
周
知
の
ス
ト
ッ
ク
の
分
類
を
行
な
い
、
彼
な
り
の
社
会
的
再
生
産
の
考
察
を
与

え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
資
本
が
生
産
過
程
を
独
自
に
実
現
・
編
成
す
る
そ
の
仕
方

に
基
づ
い
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
点
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
ｖ
＋
ｍ
の
ド
グ
こ
の
性
格
に
よ
っ
て
端
的
に

示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
性
格
に
基
づ
け
ば
、
こ
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
ス
ミ
ス
が
一
方
で
、
資
本

の
再
生
産
を
事
実
的
に
観
察
し
た
か
ぎ
り
で
不
変
資
本
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
、
他
方
、
理
論
的
に
は
、
そ
の
再
生
産
過
程
が
、
社
会
的
総
資

本
の
価
値
補
填
を
ど
の
よ
う
に
行
な
う
か
を
理
論
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
こ

の
矛
盾
は
、
要
す
る
に
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
事
実
的
考
察
と
ス
ミ
ス
流
の
理
論
的
解
明
と
が
首
尾
一
貫
せ
ず
分
離
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
時
永
淑
、
前
出
書
、
二
五
四
ペ
ー
ジ
）
と
。

右
の
よ
う
な
指
摘
は
、
ま
た
同
時
に
こ
の
第
五
章
で
の
ス
ミ
ス
の
対
象
理
解
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
、
彼
の
対
象
を
な
す
資
本

主
義
の
資
本
に
よ
る
独
自
の
経
済
的
編
成
を
そ
れ
自
体
と
し
て
明
示
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
資
本
の
社
会
Ⅱ
空
間
的
編

成
を
単
に
鞭
実
的
に
’
と
は
い
え
彼
の
視
点
に
基
づ
い
て
ｌ
確
認
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。



123Ａ・スミスの「生産的労働」に関する一考祭
（
７
）
さ
ら
に
、
第
五
章
に
お
け
る
ス
ミ
ス
の
こ
う
し
た
理
解
と
第
一
篇
第
十
一
章
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
羽
鳥
卓
也
教
授
の
前
出
論
文
、
同
前

書
、
二
四
二
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
教
授
は
、
同
論
文
中
に
お
い
て
、
「
土
地
生
産
物
の
若
干
の
部
分
に
対
し
て
は
、
そ
れ

を
市
場
へ
も
た
ら
す
の
に
十
分
な
も
の
よ
り
も
高
い
価
格
を
必
ず
つ
ね
に
生
ず
る
ほ
ど
の
需
要
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
」
（
弓
意
鳥
旦
暮
貝

斡
貝
ご
薗
・
・
ロ
．
。
］
［
・
も
。
届
画
・
同
前
訳
、
二
八
一
ペ
ー
ジ
）
と
指
摘
し
た
ス
ミ
ス
の
一
文
章
を
引
用
し
、
そ
こ
で
の
議
論
を
、
「
ス
ミ
ス
自
身

が
第
二
編
第
五
章
で
打
出
し
た
地
代
の
本
質
規
定
を
補
完
す
る
も
の
と
染
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
同
前
書
、
二
四
九
ぺ
ｌ
ジ
）
と
ま
で
一
一
一
一
口
わ
れ

て
い
る
。
教
授
の
こ
の
見
解
は
、
お
そ
ら
く
、
ス
ミ
ス
が
第
二
篇
第
五
章
で
「
地
代
を
究
極
的
に
は
八
自
然
の
労
働
ｖ
の
産
出
す
る
価
値
と
規

定
し
た
」
（
同
前
醤
、
二
四
二
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
理
解
に
よ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
の
地
代
の
規
定
を
こ
う
し
た
教
授

の
見
解
の
よ
う
に
解
す
る
》
」
と
に
は
疑
問
が
残
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
、
ス
ミ
ス
が
第
一
筋
第
十
一
章
で
固
有
に
展
開

し
た
彼
の
地
代
論
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
も
、
彼
の
地
代
論
は
、
地
代
を
他
の
自
然
価
格
の
構
成
要
素
と
同
様
に
原
理
的
に
明
確
な
地
位
を
与
え

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
そ
こ
で
は
、
賃
銀
、
利
潤
を
諸
商
品
の
価
格
の
柵
成
要
素

し
た
が
っ
て
価
格
の
原
因
と
し
な
が
ら
、
地
代
に
つ
い
て
は
価
格
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
も
示
し
、
彼
の
原
理
の
基
礎
上
で
の
地
代
の

固
有
の
解
明
を
一
貫
せ
し
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
三
階
級
分
化
の
社
会
的
枠
組
の
も
と
で
は
、
現
実
的
に
は
地
代
が

価
値
構
成
部
分
と
し
て
入
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
彼
の
投
下
労
働
価
値
論
に
よ
っ
て
は
、
剰
余
価
値
を
事
実
上
確
認
し
、
利
潤

の
根
拠
を
提
示
し
え
て
も
、
地
代
を
必
然
的
な
し
の
と
し
て
確
定
し
う
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
ス
ミ
ス
の
第
二
篇
第
五
章
の
地
代
の
根
拠
に
関
す
る
言
及
は
、
一
面
で
は
三
階
級
分
化
の
社
会
の
経
済
的
編
成
を
「
四
つ
の

資
本
の
充
用
方
法
」
と
し
て
説
く
こ
と
に
な
っ
た
限
り
で
、
価
値
構
成
部
分
と
し
て
の
地
代
が
論
述
さ
れ
、
他
面
で
、
彼
の
地
代
論
の
弱
点
が

彼
を
し
て
重
艇
主
義
的
見
解
へ
の
依
存
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
声
」
と
に
な
っ
た
性
格
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
「
こ
れ
を
直

ち
に
ス
ミ
ス
に
お
け
る
重
農
主
義
的
残
津
と
評
し
て
片
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
」
（
同
前
書
、
二
四
○
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
も
、
ま
た
確
か
に
そ

う
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
「
残
稗
」
は
や
は
り
「
浅
津
」
と
し
て
考
虚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
考
感

さ
れ
る
か
ぎ
り
、
第
一
、
二
篇
の
ス
ミ
ス
の
原
理
的
規
定
に
お
け
る
非
重
農
主
義
的
性
格
の
特
質
に
基
づ
い
て
彼
の
地
代
論
の
本
来
の
性
格
が

そ
の
本
質
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
第
五
章
の
地
代
の
規
定
を
も
っ
て
、
そ
の
「
本
質
規
定
」
と
す
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。


