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ス ミスとマル クス‘5

ス

ミ

ス

と

マ

ル

ク

ス

ー

労
働
価
値
説
の
相
違
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

は

じ

め

に

Ｉ
　

ス
ミ

ス
に
お
け
る
「
経
済
人
」

皿ⅢⅣＶ

初
期

マ
ル

ク
ス
の
社
会
像
認
識

「
経
済
学
批
判
」
体
系
化

の
基
本
視
角

ス
ミ
ス
労
働
価
値
論

の
特
徴

結
　

び

は
　

じ
　

め
　

に

時
　
　

永

淑

ス

ミ
ス
と
マ
ル
ク
ス
と

い
り
場
合
、
長
年

気
に
か
か
っ
て
い
て
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、

か
つ
て
大
内
兵
衛
氏

が
「
や
が
て
死

ぬ
べ
き

定

め
で

は
あ
ろ
り

が
、

な
か
な
か
死

な

ぬ
の
が
ス
ミ
ス
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
言
葉
で
あ
い
岾

私

に
は
、
こ
れ
が

ど
う

い
り

意
味
で

あ
る
の
か
と
い
り
こ

と
が
、

私
な
り
に
一
つ
０
大
き
な
問
題
で
あ
る
よ
う

に
思

わ
れ

た
。
「
死

ぬ
べ
き
定

め
」

と
い
う
の
は
ど
う
い
う

意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
、

ま
た
「

な

か
な

か
死
な

ぬ
」
と
い
う

の
は

ど
う
い
う
意
味

な
の
で
あ

ろ
う

か
、
こ
れ

ら
の
こ
と
が
私
に
は
ど



６
　

う
ｎ
Ｓ
>納

得

の

ゆ

く

よ

う

に

は

理

解

で

き

な

か

っ

た

わ

け

で

あ

る

。

最

近

で

は

、

結

論

を

先

に

言

っ

て

し

ま

え

ば

、

次

の

よ

う

な

意

味

に

は

と

れ

な

い

だ

ろ

う

か

と

考

え

て

い

る

。

つ

ま

り

、

「

死

ぬ

べ

き

定

め

」

と

い

う

の

は

、

マ

ル

ク

ス

が

ヌ

ミ

ス

を

文

字

ど

お

り

批

判

し

尽

く

し

て

そ

れ

を

克

服

し

て

い

た

の

で

あ

れ

ば

、

モ

れ

な

ら

ば

ス

ミ

ス

も

安

ん

じ

て

死

ぬ

こ

と

が

で

き

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

と

こ

ろ

が

マ

ル

ク

ス

は

、

実

は

ス

ミ

ス

を

「

経

済

学

批

判

」

の

対

象

と

し

て

十

分

に

批

判

し

尽

く

す

と

い

う

こ

と

に

な

っ

て

い

な

く

て

、

ま

だ

問

題

を

残

し

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

り

か

。

と

す

れ

ば

、

こ

れ

で

は

な

か

な

か

ス

ミ

ス

は

死

ぬ

に

も

死

ね

な

い

の

で

は

な

い

だ

ろ

り

か

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

マ

ル

ク

ス

の

ほ

か

に

直

接

ス

ミ

ス

を

批

判

の

対

象

と

し

た

リ

カ

ー

ド

ウ

な

ど

と

の

関

係

に

お

い

て

も

い

ろ

い

ろ

な

問

題

が

残

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

こ

こ

で

は

ス

ミ

ス

と

マ

ル

ク

ス

と

を

対

比

的

に

と

り

あ

げ

、

さ

ら

に

経

済

学

の

理

論

体

系

を

根

本

的

に

左

右

す

る

関

係

に

あ

る

労

働

価

値

説

の

両

者

の

見

解

の

相

違

と

い

う

点

に

し

ぽ

っ

て

、

つ

ま

り

ｌａ
ｂ
ｏ
ｕ
ｒ
　
ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｙ

　ｏ
ｆ
　ｖ
ａ
ｌｕ
ｅ

と

い

う

と

き

の

、

こ

の

ｌａ
ｂ
ｏ
ｕ
ｒ

〇
労
働

）

の

考

え

方

、

そ

れ

か

ら

ｖ
ａ
ｌｕ

ｅ
（

価

値

）

の

考

え

方

－

こ

れ

ら

は

マ

ル

ク

ス

と

ス

ミ

ス

と

で

は

も

と

も

と

そ

の

理

解

が

か

な

り

異

質

で

あ

り

、

モ

の

た

め

に

マ

ル

ク

ス

は

十

分

な

ス

ミ

ス

批

判

が

で

き

な

か

っ

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

と

思

う

の

だ

が

Ｉ

、

そ

の

点

に

し

ぼ

っ

て

述

べ

て

み

た

い

と

思

う

。

そ

こ

で

議

論

の

順

序

と

し

て

は

、

ま

ず

ア

ダ

ム

ー
ス

ミ

ス

を

と

り

あ

げ

、

モ

の

あ

と

マ

ル

ク

ス

を

と

り

あ

げ

て

、

両

者

を

比

較

検

討

し

つ

つ

、

残

さ

れ

て

い

る

間

題

を

明

ら

か

に

し

て

ゆ

く

こ

と

に

し

た

い

と

思

う

。

そ

の

前

に

、

あ

ら

か

じ

め

次

の

点

を

断

っ

て

お

き

た

い

。

す

な

わ

ち

、

従

来

私

の

経

済

学

史

の

研

究

は

理

論

史

を

中

心

と

し

て

き

た

こ

と

か

ら

、

思

想

史

と

か

あ

る

い

は

そ

の

背

景

を

な

す

歴

史

的

な

時

論

的

な

問

題

等

々

を

無

視

し

て

い

る

と

い

う

よ

う

に

読

み

取

ら

れ

が

ち

で

あ

っ

た

と

い

う

点

で

あ

る

。

し

か

し

、

私

自

身

は

け

っ

し

て

モ

の

よ

う

に

考

え

て

は

い

な

い

。

そ

れ

ぞ

れ

の

経

済

学

者

の

歴

史

的

な

背

景

、

時

論

的

な

問

題

、

時

代

的

な

制

約

、

諸

思

想

の

影

響

や

各

経

済

学

者

自

身

に

お

け

る

思

想

形

成

、

こ

れ

ら

の

も

の

を

と

お

さ

な

け

れ

ば

本

当

の

理

論

と

い

う

も

の

は

で

き

上

が

っ

て

匕

な

か

っ

た

で

あ

ろ

う

。

こ

り

し

た

各

経

済

学

者

の

成

立

史

的

な

問

題

な

扱



スミスとマルクス７

う

こ

と

に

よ

っ

て

各

経

済

学

説

の

独

自

な

理

論

的

性

格

を

解

明

す

る

こ

と

と

理

論
史

そ

の

も

の

の
研

究

と

の
関

係

に

し

て

も

、

そ

の

主

題

を

異

に

す

る

と

は

い

え

、

密

接

な

関

係

に
あ

る
こ

と

は
言

う

ま
で

も

な

い
。

私
自

身

け

っ

し

て
前

の

ほ

う

の

問

題

を

無

視

す

る

と

か

軽

視

す

る

つ

も

り

は

ま

っ

た

く

な

い

。

こ

こ

で

も

、

ス

ミ

ス

と

マ
ル

ク
ス

と

の

理

論

的

性

格

の

相

違

を

い

っ

そ

う

明

ら

か

に
す

る
た

め

に

、

理

論

史

と

他

の

諸

領

域

と

の

区

別

と

同

時

に
、

両

者

が
密

接

な
関

係

に

あ

る

こ

と

に

も

考

慮

を

払

い

な

が

ら

議

論

を

進

め

て

ゆ

き

た

い

と

考

え

て

い

る
。

注（

１
）

大
内
兵
衛
、
松
川
七
郎
訳
。
ア

ダ
ム

ー
ス
ミ
ス
『
諸
国
民

の
富
』
Ⅱ
、
岩

波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
一
三

一
九
ペ

ー
ジ
（

岩
波
文
庫
版

、
第

苙
分
冊
、
一
一
五

ペ
ー
ジ
）
。

こ
こ
で

は
、

こ

の
大
内
氏

の
言
を
大
内
氏
自

身
が
ど
の
よ
う
に
解

さ
れ
て

い
た
か
と
い
う
こ
と
自
体
を
問

題
に

し
よ
り
と

い
う

の
で

は
な

い
。
私
な
り
に
そ
れ

を
マ
ル
ク
ス
と
の
対

比
に
お
い
て
両

者
の
労
働

価
値
説
の
相
違
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
る
と

い
う
こ

と
が
課
題
で

あ
る
。

〇
２
）
　
こ

の
点

に
つ

い
て
詳
し
く

は
、
時
永
淑
『
古
典
派

経
済

学
と
《

資
本
論
》
』
、
法
政
大
学
出
版

局
、
一
九
八
二

年
、
「
第
一
部
　

経
済
学
史
の

方
法
論
」

に
所
収
０
諸
論
文

を
参
照

さ
れ

た
い
。

Ｉ
　

ス

ミ

ス

に

お

け

る

「

経

済

人

」

ま
ず
ア
ダ

ム

ー
ス
ミ
ス
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、

ス
ミ
ス
と

マ
ル

ク
ス
と
の
労
働
や
価
値

の
概
念
、
そ
れ
ら

に
基
づ
く
社
会
像
認
識

○

相
違

と
い
う
点
に
関
連
し
て
、

こ
こ
で
直
接
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
論
点

を
取
り
上
げ

る
こ
と

か
ら
始

め
る
こ

と
に
し
た
い
。

先
年

亡
く
な
っ
た
Ｒ

・
Ｌ

・
ミ
ー

ク
は
、

周
知
の
と
お
り
『

ス
ミ
ス
、

マ
ル
ク
ス
お
よ
び
現
代
』
と

い
う
本

の
な
か
で
、
新

し
い
資

料
を
利

用
いし
て
貴
重
な
研
究
成
果
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ

の
な

か
で
彼

が
特

に
強
調
し
て

い
る
の
は
、

こ
れ
も
周
知

の
と
お
り
、

い

わ
ゆ

る
「

四
段
階
説
」
の
考
え
方
で
あ
駈

厂

１

ク
は
、
こ

の
「
四

段
階
説
」

の
考

え
方

が
か
な
り
早
く

か
ら

ス
ミ

ス
に
あ
っ
た
こ
と



８
　

を

資

料

的

に

裏

づ

け

て

い

る

。

彼

の

整

理

に

よ

る

と

、

モ

の

思

想

潮

流

の

第

一

は

、

フ

ー

プ

｀
ソ

ド

ル

フ

（

グ

フ
チ

ウ

ス
も

は
い

る
の

だ

ろ
う

が
）

な

ど

の

大

陸

の

自

然

法

学

の

考

え

方

（

所
有

権

の
起

源

と
発

展

に

関

す

る
研

究

）
－

ミ

ー

ク

は

こ

れ

を

Ｊ

・

ロ

ッ

ク

と

結

び

つ

け

て

「

プ

ー

フ

ェ

ソ

ド

ル

フ

ー

″

″
ク

伝

統

」

と

呼

ん

で

い

る

Ｉ

、

そ

し

て

第

二

の

思

想

潮

流

は

、

ア

メ

リ

カ

の

イ

ン

デ

ィ

ア

ン

の

諸

部

族

に

つ

い

て

の

一

連

の

研

究
－

こ

れ

は

も

う

一

つ

別

の

独

立

の

心

び

し

て

出

さ

れ

た

も

の

に

ま

と

め

ら

れ

て

い

る

Ｉ

、

要

す

る

に

原

始

未

開

の

社

会

と

の

対

比

的

関

係

で

文

明

社

会

を

考

え

て

ゆ

く

考

え

方

、

さ

ら

に

第

三

の

思

想

潮

流

は

、

い

わ

ゆ

る

神

の

摂

理

的

歴

史

観

、

Ｊ

・

Ｂ

・

ボ

シ

’

エ

の

『
世

界

史

論

』
（
ｐ

ｉｓ
ｃ
ｏ
ｕ
ｒ
ｓ
　ｓ
ｕ
ｒ

　Ｉ
　ｈ
ｔｓ
ｔ
o
iｒｅ

　ｕ
ｎ
ｉｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
ｌ
ｌｅ

）
　
ｈ
ｉ
よ

っ

て

知

ら

れ

る

よ

う

な

歴

史

観

１

こ

れ

は

む

し

ろ

テ

ュ

ル

ゴ

ー

の

ほ

う

が

大

き

な

影

響

を

受

け

た

と

ミ

ー

ク

は

述

べ

て

い

る
Ｉ

で

訌

。

こ

れ

ら

の

思

想

潮

流

が

、

ス

ミ

ス

に

お

い

て

「

生

存

様

式

［
ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
　ｏ
ｆ
　ｅ
ｘ
iｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
］
 Ｊ

史

観

の

考

え

方

を

生

み

だ

す

素

地

に

な

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

ミ

ー

ク

は

言

う

わ

け

で

あ

る

。

そ

し

て

彼

は

、

こ

れ

は

マ

ル

ク

ス

に

お

け

る
唯

物

史

観

が

彼

の

経

済

学

の

生

成

に

と

っ

て

も

っ

た

役

割

と

同

様

の

役

割

を

も

つ

こ

と

に

な

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

い

う

こ

と

を

強

調

し

て

い

る

。

と

こ

ろ

で

、

私

が

こ

の

よ

う

な

ミ

ー

ク

の

考

え

方

に

多

少

の

違

和

感

を

覚

え

た

の

は

次

の

よ

う

な

こ

と

か

ら

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

イ

ギ

リ

ス

に

お

け

る

自

然

法

思

想

の

伝

統

に

は

確

か

に

こ

の

よ

う

な

一

面

が

あ

る

こ

と

を

否

定

で

き

な

い

が

、

し

か

し

、

そ

れ

は

多

分

に

大

陸

の

自

然

法

思

想

の

伝

統

と

は

違

っ

て

お

り

、

む

し

ろ

社

会

契

約

説

を

土

台

に

お

き

な

が

ら

も

そ

れ

と

は

対

比

的

に

、

特

に

ス

ミ

ス

の

場

合

、

初

期

の
（

チ

ス

ソ

の

考

え

方

や

マ

ソ

デ

グ

ィ

ル

の

考

え

方

、

そ

れ

に

ヒ

ュ

ー

ム

の

考

え

方

等

々

を

と

お

し

て

、

い

わ

ぱ

個

人

の

な

か

に

そ

れ

自

身

で

社

会

を

形

成

し

て

ゆ

く

と

い

り

よ

う

な

原

理

、

つ

ま

り

自

発

的

に

社

会

を

形

成

し

て

ゆ

く

と

い

う

原

理

、

言

い

換

え

る

と

「

同

感

ｓ
ｙ
ｍ

ｐ
ａ
ｔ
ｈ
ｙ

 Ｊ

の

原

理
－

こ

れ

は

『
道

徳

感

情

論

』

の

冒

頭

銀

分

に

書

か

れ

て

い

斡

に

に
が

ス

ミ

ス

自

身

ｏ

思

想

と

し

て

の

形

成

過

程

を

た

ど

り

、

こ

の

「

同

感

」

の

鈿

互

規

制

に

よ

っ

て

利

己

的

な

個

人

で

は

あ

り

な

が

ら

モ

の

発

動

が

お

の

ず

か

ら

そ

こ

に

社

会

を

形

成

し

て

ゆ

く

と

い

う

考

え

方

、

こ

れ

が

ス

ミ

ス

に

お

け

る

「

経

済

人

ｈ
ｏ
ｍ
ｏ

　ｏ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｏ
ｍ

ｉｃ
ｕ
ｓ
ｊ

と

し

て

結

晶

し
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て
い

っ
た
の
だ

ろ
う
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。

と
す

る
と
、
歴
史

的
な
発
展
過
程

を
「
四
段
階

説
」

と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
可

能
に
し

た
思
想
潮
流

に
た
い
し
て
、
他
面
、
モ

れ

と
併
行
的

に
、

個
人

を
社
会

の
基
本
的
要
素
と
し
、
そ

の
個
人

自
身

の
な
か
に
社
会

的
関
係

を
形
成
し
う

る
原
理
、

つ
ま
り
「
同
感
」

の
原

理
を
「
性
向
ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
ｅ
ｎ
ｓ
iｔｙ
ｊ
と
し
て
認

め
、
そ
れ

に
ょ

っ
て
利
己
的

な
行
動
が
自
発
的

に
社
会
を
形
成
し
て
ゆ
き
、
こ
れ
が
当
然

に
自
動
調

整
の
機
能

を
も

っ
て
社
会

の
秩
序
を

つ
く

っ
て

ゆ
く

と
い
う
思
想
潮
流
、

つ
ま
り

経
済
的

に
言
え

ば
等
価
交
換

の
世
界

を
実
現
さ

せ
る
こ

と
に
な

る
よ
う
な
考
え
方
、

に
結
実
し
て

ゆ
く
方

向
が
発
展
し
て
き
て

い
た
こ

と
を
見
落
と
す

わ
け

に
は
ゆ

か
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ

の
点

は
す
で

に
思
想
史

の
分
野
で
Ｉ

た
と
え

ば
Ａ

・
Ｌ

・
マ
ク
フ
ィ
ー
、
日
本

で

晧

咼
島
善
哉
、
水
田
洋
、
星
野
彰
男
氏
な

ど
に
よ

っ
て
Ｉ

研
究

さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ

心
岾

要
す

る
に
、

ス
ミ
ス
は
、
個
人
そ

の
も
の
の
な

か
に
社
会
形
成

の
原
理
が
「
同
感
」
に
基
づ
く
「
交
換
性
向
」
と
し
て
内
在
す

る
と
い
う
見
地

か
ら
社
会
的
な
法
秩
序
な

い
し
は
経
済
秩
序
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方

は
、
そ
れ
以
前

の
思
想
潮
流

の
な

か
で
用
意
さ
れ

な
が
ら
、
最
終
的

に
は
ス
ミ
ス
自
身

の
思
想
形
成
過
程

の
な

か
で
生
み
だ
さ
れ

た
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な

『
道
徳
感
情
論
』
や

『
諸
国
民
の
富
』

の
基
礎

に
あ

っ
た
ス
ミ
ス
の
考
え
方
を
、
果

た
し
て

マ
ル
ク
ス
自
身

は
十
分

に

読
み
取

っ
て
い

た
の
だ
ろ
う

か
。

マ
ル
ク
ス
が

『
道
徳
感
情
論
』
を
読

ん
だ
と
い
う
形
跡

は
、
少
な
く
と

も
マ
ル
ク
ス
の
著
作

の
な

か

に
は
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
一
箇
所
、
『
資
本
論
』

第
一
巻
第
二

三
章
に
あ
る
注
（
7
5）
で
『
道
徳
感
情
論
』

の
こ
と
が
触

れ
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
の
箇
所

の
叙
心
一
に

ら
し
て
も

マ
ル
ク
ス
が
果

た
し
て
モ

の
本
を
読

ん
だ
の

か
ど
う

か
は
疑
問
で
あ

る
。

こ
の
よ
り
な

ス
ミ

ス
の
考
え
方
、
つ
ま
り
彼

の
「
経
済
人
」

の
考
え
方
は
、
思
想
史
的
に
は
日
本
で
は

か
な
り
高

い
水
準
の
研
究
成

果
が
見
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
モ

の
思
想
史
的
分
野

か
ら
す

る
研
究
成
果
を
再
検
討
し
よ
う
と
い
う

の
で

は
な

い
。

む
し
ろ
、
そ
れ
ら

の
研
究
成
果
を
前
提
し
つ
つ
、

ス
ミ
ス
自
身
に

お
け

る
「
経
済
人
」

の
考
え
方
が

『
諸
国
民
の
富
』

の
な

か
で

ど
の
よ
う

に
経
済
学

の

理
論
化
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る

か
、
こ
の
点
を
究
明
し
、
従
来

の
ス
ミ
ス
研
究

の
な

か
で

は
ま
だ
十
分

に
解
明

さ
れ
て
い

る
と
は
思

わ
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れ

な

い

点

に

触

れ

て

お

く

こ

と

が

問

題

で

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

。

こ

こ

で

は

そ

の

す

べ

て

を

尽

く

す

と

い

う

わ

け

に

は

い

か

な

い

。

こ

こ

で

の

マ

ル

ク

ス

と

の

対

比

的

考

察

は

、

モ

の

問

題

を

経

済

学

の

理

論

上

の

問

題

と

し

て

鮮

明

化

し

て

お

く

た

め

の

も

の

と

言

う

こ

と

屯

で

き

る

。

以

下

で

は

、

そ

の

点

に

留

意

し

つ

つ

、

ま

ず

マ

ル

ク

ス

の

社

会

像

認

識

を

価

値

実

体

と

価

値

尺

度

と

い

う

経

済

理

論

の

基

礎

範

疇

の

理

解

そ

の

も

の

に

し

ぼ

り

つ

つ

見

て

お

く

こ

と

か

ら

始

め

よ

う

。

（

３

）

Ｒ

ｏ
ｎ

ａ

ｌ
ｄ

　
Ｌ
.
　
Ｍ

ｅ

ｅ
ｋ
｢
　
S
m
i

ｔ
ｈ
｡
　
M
a

ｒ
ｘ
｡

　
＆

　
Ａ

ｆ

ｔ
ｅ
ｒ
:

　

Ｔ

ｅ
ｎ

　
Ｅ

ｓ
ｓ
ａ
ｙ

ｓ

　
ｉ

ｎ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｄ

ｅ
ｖ
ｅ

ｌ
ｏ
ｐ

ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
　
ｏ
ｆ

　
Ｅ

ｃ
ｏ
ｎ

ｏ
ｍ

ｉ
ｃ

　
Ｔ

ｈ
ｏ
ｕ

ｇ

ｈ

ｔ
｢
　

」
ｏ

ｎ

ｄ
ｏ
ｎ

１
９
７
７
.

（

時

永

淑

訳

『

ス

ミ

ス

、

マ

ル

ク

ス

お

よ

び

現

代

』

法

政

大

学

出

版

局

、

一

九

八

〇

）
、

特

に

同

書

。

「

第

一

部
　

ア

ダ

ム

ー

ス

ミ

ス

」

所

収

の

第

二

。

第

三

、

第

四

論

文

を

参

照

せ

よ

’

（

４

）

Ｒ
.

 Ｌ
.
　
Ｍ

ｅ
ｅ
ｋ
｢
　
Ｓ
ｏ
ｃ

ｉ
ａ

ｌ
　
ｓ
ｃ

ｉ
ｅ
ｎ

ｃ
ｅ

　
ａ
ｎ

ｄ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
ｉ

ｇ

ｎ

ｏ

ｂ
ｌ

ｅ

　
ｓ

ａ
ｖ

ａ
ｇ

ｅ
｡
　
Ｃ
ａ

ｍ

ｂ
ｒ

ｉ
ｄ

ｇ

ｅ
｢
　
１
９
７
６
.

（

５

）

　

Ｍ

ｅ

ｅ
ｋ
｢
　
Ｓ
ｍ

ｉ
ｔ
ｈ
｡
　
M
a

ｒ
ｘ

　
＆

　
ａ

ｆ

ｔ
ｅ
ｒ
｡
　
ｐ
ｐ
.

　
３
０
－

胖

（

注

前

掲

訳

書

、

五

四

－

五

ハ

ペ

ー

ジ

。
）

（

６

）
　

Ｍ

ｅ
ｅ

ｋ
｢
　
ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
｡
　
ｐ
ｐ
.

　
１
５
-

１
６
｢
　
１
８
-

１
９
.
（

前

掲

訳

書

、

二

五

－

二

七

、

三

一

上

二

四

ペ

ー

ジ

）

な

お

、

ミ

ー

ク

の

こ

の

よ

う

な

考

え

方

に

た

い

す

る

私

自

身

の

疑

問

点

は

、

こ

の

邦

訳

書

巻

末

の

「

訳

者

解

題

」

の

た

か

で

指

摘

し

て

お

い

た

。

（

前

掲

訳

書

、

三

六

六

ぺ

１
-
ｆｔ

。
）

〇
７

）
　

Ａ

ｄ
ａ
ｍ

　
S
m
i

ｔ
ｈ
｢
　
Ｔ

ｈ

ｅ

　
Ｔ

ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｙ

　
ｏ
ｆ

　
M
o
ｒ

ａ

ｌ
　
Ｓ
ｅ
ｎ

ｔ
ｉ
ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
ｓ
.
｡
｡
｢　
Ｅ

ｄ
ｉ
ｎ

ｂ
ｕ
ｒ
ｇ

ｈ

　

１
７
５
９

　（

６

 ｔ
ｈ

　
ｅ

ｄ
.
　
１
７
９

０
）
;
　

Ｔ

ｈ

ｅ

　

Ｇ

ｌ
ａ

ｓ
ｇ

ｏ
ｗ

　

Ｅ

ｄ

ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｏ

ｆ

　
ｔ
ｈ

ｅ

　
W
o

ｒ

ｋ
ｓ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｃ

ｏ
ｒ
ｒ
ｅ
ｓ
ｐ

ｏ
ｎ

ｄ
ｅ
ｎ

ｃ
ｅ

　
ｏ
ｆ

　
Ａ

ｄ
ａ

ｍ

　
Ｓ
ｍ

ｉ
ｔ
ｈ
｡

　
６

 ｖ
o
I
ｓ
.
｢　
Ｏ

ｘ

ｆ
ｏ
ｒ

ｄ

　
１
９
７
６
-

８

３
｢
　
Ｖ

ｏ

ｌ
.　

１
｢
　
Ｐ

ａ
ｒ
ｔ

　
１
｢
　
ｓ
ｅ
ｃ
ｔ
.
　
１
.

（

８

）
　

Ａ

ｌ
ｅ
ｃ

　
Ｌ
.
　
Ｍ

ａ
ｃ

ｆｉ
ｅ
｢
　
Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｉ

ｎ

ｄ

ｉ
ｖ

ｉ
ｄ

ｕ

ａ

ｌ
　
ｉ

ｎ

　
Ｓ
ｏ

ｃ
ｉ

ｅ

ｔｙ
:

　
Ｐ

ａ

ｐ

ｅ
ｒ
ｓ

　
ｏ

ｎ

　
Ａ

ｄ
ａ

ｍ

　
Ｓ

ｍ

ｉ
ｔ
ｈ
｡
　
」

ｏ
ｎ

ｄ
ｏ
ｎ

　
１
９
６
７

〔

舟

橋

喜

恵

、

天

羽

康

夫

、

水

田

洋

訳

『

社

会

に

お

け

る

個

人

』
、

ミ

ネ

ル

ヴ

７

晝

房

、

一

九

七

二

年

〕

。

高

島

善

哉

『

ア

ダ

ム

ー

ス

ミ

ス

の

市

民

社

会

体

系

』
、

岩

波

書

店

、

一

九

七

四

年

。

水

田

洋

『

ア

ダ

ム

ー

ス

ミ

ス

研

究

』
、

未

来

社

。

同

訳

、

ア

ダ

ム

ー

ス

ミ

ス

『

道

徳

感

情

論

』
、

筑

摩

書

房

、

一

九

七

三

年

、

巻

末

「

解

説

」
。

星

野

彰

男

『

ア

ダ

ム

ー

ス

ミ

ス

の

思

想

像

』
、

新

評

論

。

一

九

七

六

年

。

そ

の

他

。

（

９

）

Ｍ

ａ
ｒ
ｘ

　
Ｅ

ｎ
ｇ

ｅ
ｌ

ｓ

　
W
e

ｒ
ｋ
ｅ
｢
　
Ｄ

ｉ
ｅ
ｔ
ｘ

　
Ｖ

ｅ
ｒ
ｌ

ａ
ｇ

〔

　
Ｂ

ｅ
ｒ
l
i
n
｡
　
ｆ
以

下

Ｍ

Ｅ

Ｗ

　
A
J
咯

す

。
〕

Ｂ

ｄ
.
　
２
３
｢
　
Ｓ
.
　
６
４
５
-

６
４
６
.

Ⅱ
　

初

期

マ

ル

ク

ス

の
社

会

像

認

識

上
述
の
問
題
意
識

か
ら
し

た
場
合
、
出
発
点
と
し
て
注
目
さ
れ

る
の
’は

、

一
八
四
四
年

時
点

に
お
け

る
マ
ル

ク
ス
０
労
働

の
と
ら
え
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方

、

そ

れ

と

価

値

概

念

と

の

結

び
つ

け

方

で

あ

る

。

こ

こ

で

は
、

そ

の
点

か

ら
順

次

見

て

ゆ
く

こ

と

に

し
よ

り

。

マ

ル

ク

ス

の
場

合

、

労

働

の
と

ら

え

方

と

し

て

ま

ず

注
目

さ

れ

る

の

は
、

い

わ

ゆ

る
「

類

的
存

在
（

ａ
ｔ
ｔｕ
ｎ
ｇ
ｓ
w
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｊ

と
訳

さ

れ
て

い

る

そ

れ

で

あ

る

。

こ

の

用

語

が

は

っ
き

り

と

使

用

さ

れ

始

め

た

の
は

『

ユ
ダ

ヤ

大

問

題

』

〇
一
八
四

三
年
八
月
か
ら

】
二
月

に
執
筆
）

の

と

き

か
ら

で

あ

ろ

随

こ

の

『

ユ

ダ

ヤ
人

問

題

』

は
一

八

四

四

年

の

『
独

仏
年

誌

』

に
『

ヘ

ー

ゲ

ル
法

哲

学

批

判

序

説
』
（
一

八
四
三

年
末
か
ら
一
八
四
四
年
一
月
に
執
筆
）

と

い

っ
し

ょ

に
発

表

さ

れ

た

も

の
で

あ

る

が
、

こ

の

あ

と

『

経

済

学

ノ

ー
ト
』

や
『
経

済

学

・

哲

学

手

稿

』

等

の

な

か
で

も
、

こ

の

「
頚

的

存

在
」

や

「

類

的

生

活

」

と

い

う

言

葉

が

さ

か

ん

に
使

用

さ

れ
て

い

る

が
、

こ

れ

ら

は

い

わ

ゆ

る
「

疎

外

ｂ
ｎ
ｔ
ｉｒ
ｅ
ｍ
ａ
ｕ
ｎ
ｇ
ｊ
論

と
か

か

わ

っ
て

出

て

く

る

も

の
で

あ

仙

、
「
疎

外

」

の
問

題

と

い
う

の

は
、

労

働

生
産

物

か

ら

の

「
疎

外
」
、

労

働

か
ら

の
「

疎

外

」
、
「
類

的
存

在
」

か
ら

の
「

疎

外

」
、

さ

ら

に

人

間

か
ら

の
人

間

の

「
疎

外

」

と

い

う

問

題

に

整

理

す

る
こ

と

が
で

き

る
。

こ

の
こ

と
自

体

は

ひ

と

つ

の
大

き

な
問

題

に

な

る

わ
け

だ

が
、

こ

こ
で

問
題

に

し

た

い

の

は
、

「
疎

外

」

と

い

う

関

係

の

も
と

で

理

解

さ

れ
て

い

る

労
働

そ

の

も

の
、

人

間

の

本
来

的

な
存

在

様

式

そ

の

も

の

に

つ

い

て

で

あ

る
。

つ

ま

り
、

「
疎

外

」

と

い
う

理

解

を
前

提

に
す

る
以

上
、

「

疎

外

さ
れ

た
状

態

」

と
「

疎

外

さ

れ

な

い

状

態
」

と

い

う

関

係

が

ど

う

し

て

も

最

初

か

ら

対

比

的

に
出

て

こ

ざ

る

を
え

な
く

な

る
。

こ

う
し

た
考

え
方

は
、

も

ち

ろ

ん

ス

ミ

ス

に

は
見

ら

れ

な

い

。

マ
ル

ク
ス

の

場

合

に

は

、

「

疎

外

さ

れ

た
状

態

」

と

「
疎

外

さ

れ

な

い

状

態
」

と

を
対

比

的

に

と

ら

え

る

と

い

う

思

考

か

ら

出

発

し

て

い

る

が

、

そ

う

す

る

と

、

「

疎

外

さ

れ

な

い
状

態
」

つ

ま

り
人

間

の

本

来

的

な

あ

り

方

と

い

う

の

は

ど

う

い

う

あ

り

方

を

考

え

て

い

た

の

か

と

い

う

こ

と

が

当

然

問

題

に

な

る

で

あ

ろ

う
。

こ

の

点

に

着

目

し

て

ス

ミ

ス

を

ふ

り

返

っ

て

見

る

こ

と

か
ら

、

両

者

の
対

照

的

な

性

格

は

は

っ
き

り

し

て

く

る
こ

と

に

な

る

で

あ

ろ

う

。

ま

ず

一

八
四

四

年

の

時

点

で

言

え

ば

、

マ
ル

ク
ス

は

、

本

来

的

な

人

間

生

活

の
あ

り
方

が
「

私

有

財

産

」
（
「

私
的
所
有
」
）
に

よ

っ
て

「

疎

外

」

さ

れ

て

い

る

と

い

り

よ

う

に
、

「

私

的

所

有
し

の

概

念

を

基

軸

に
し

て

説

こ

う

と

し

て

い

る
。
モ

の

説

き

方

の

な

か
で

い
く
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つ
か
注
目
す
べ
き
点
を
あ
げ
て

お
け
ば
以
下

の
と

お
り
で
糺
砧

。

ま
ず
第
一

に
、

マ
ル
ク
ス
は
、
人
間
の
本
来
的
な
あ
り
方
、
「
疎
外
さ
れ
な
い
状
態
」
で
の
人
間
労
働

の
あ
り
方
を
ど
う
い
う
あ
り

方
と
し
て
考
え
て
い

た
の
で
あ
ろ
り

か
。
当
時
の

マ
ル

ク
ス
の
言
葉
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
ま
ず
「
労
働
」
そ
の
も
の
を
人
間
の
「
本

来
的
な
生
命
発
現
」
と
し
て
と
ら
え
、
こ
の
労
働
を
即
「
社
会
的
な
生
命
発
現
」
と
し
て
と
ら
え

た
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
「
生
命
発

現

」
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
状
態
が
本
来
的
な
最
も
望
ま
し
い
状
態
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
「
私

的
所
有
」
の
た

め
に
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

か
ら
、
「
疎
外
」
の
問
題
が
提
起
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

マ
ル

ク
ス
の
場
合
に
は
、
労
働
を
即
「

社
会
的
生
命
発
現
」
と
い
う
形

で
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
が
根
本

に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
の
存
在
様
式
、

す
な
わ
ち

マ
ル

ク
ス
に

お
け

る
本
来
的
な
人
間
像
そ
の
も
の
も
、
労
働
を
当
初
か
ら
「
社

会

的
な
生
命
発
現
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
べ
き
も
の
と
す

る
観
点

か
ら
の
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
点

に
ス
ミ
ス
と
は
対
照
的
な

マ
ル

ク

ス
の
労
働

把
握
の
最
も
特
徴

的
な
点
が
見
い
だ
さ
れ

句

第
二

点
は
、

マ
ル

ク
ス
が
従
来
の
経
済
学
説
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
関
連
し
て
い
る
が
、
細

か
な
点
は
と
も

か
く
と
し
て
結
論

的

に
言
え
ば
、

彼
は
資
本
主
義
社
会
を
構
成
し
て
い

る
三
大
階
級
を
二

大
階
級
に
収
斂
さ
せ
て
い
っ
て
、
「
私
的
所
有
」
の
関
係
に
よ

る
「
労
働
疎

外
」
を
事
実
上
労
働

と
資
本
と
の
対
立
関
係
と
し
て
と
ら
え
、

結
局
二
大
階
級
論
の
観
点

か
ら
出
発
す

る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

マ
ル

ク
ス
は
、

重
商
主
義
、
重
農
主
義
、

ア
ダ

ム

ー
ス
ミ

ス
の
そ
れ
ぞ
れ
を
検
討
し
て
い

る
が
、
そ

の
さ
い
彼
は
、
重
商
主

義
の
場
合
に
は
貴
金
属
＝
貨
幣
が
富
と
さ
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
、
重
農
主
義
の
場
合
に
は
農
業
と

い
り
特

定
の
部
面

に
か
ぎ
っ
て
生
産
的
労
働

が
認

め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
に
理
解
し
て
お
り
、
さ
ら

に
ス
ミ
ス
の
場
合
に
は
富
の

普
遍
的
本
質

と
し
て
労
働

が
と
ら
え
ら
れ
、
モ

の
か
ぎ
り
で
は
ス
ミ
ス
の
ほ
り
が
進
ん
で
い
る
と
評
価
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
過
程
が
「
疎

外
」

と
の
関
係

で
と
ら
え
返
さ
れ
て
、
二

大
階

級
論
へ
と
収
斂
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、

労
働

者
の
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ほ
う

は
所
有
し
て

い
な

い
「
無
所
有
」
で

あ
り
、
資
本
家

の
側

は
「
所
有
」

と
い
う
こ

と
に
な
り
、
モ

の
意
味

で
、
こ

の
時
期

に
は
資

本
家

と
労
働
者

と
の
二
大
階
級

の
関
係

は
「
所
有

と
無
所
有

と
の
対

立
」

と
い
う
形

で
と
ら
え

ら
れ
て
い
ら
司

も
ち
ろ
ん
、

こ
の
よ
う

な
マ
ル
ク
ス
の
思
考
過

程
の
な
か
に
は
、

『
ユ
ダ
ヤ
人

問
題
』

に
見

ら
れ
る
よ
う
な
宗
教
問
題

も
あ
り
、

さ
ら
に
市
民

社
会

論
や
国
家

の
問
題

等
々
も
は
い
っ
て
く

る
が
、
そ
れ

ら
の
問
題

は
こ

こ
で
ａ

省
略
す
る
こ
と
に
し
て
、
基

本
的

な
点

だ
け

を
お
さ
え
て
お
け
ぱ
、

「
無
所
有

と
所
有

と
の
対

立
」

と
い
う
形

で
「

労
働

と
資
本
と
の
対

立
」

が
表

わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
、
上
述

の
よ
う
な
「
疎

外
さ
れ
た
状

態
」
と
「
疎

外
さ
れ
な
い
状
態
」
と
い
う
対

比
的
思

考
の
基
礎
に
は
、
こ
の
「
疎
外

さ
れ
た
状

態
」

を
積
極
的
に
止
揚
し
て
共

産
主

義
の
社
会

へ
と
い
り

社
会
主
義
思
想
の
見

地
か
ら
す
る
歴

史
的
運
動
に
た
い
す
る
積
極

的
主
張

が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

モ

の
点
は
と
も
か
く
、

マ
ル

ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
「
労
働
」
、
「
疎
外
」
に
関
す
る
認
識
は
、

同
じ
『
独
仏
年
誌
』

に
『
国
民
経
済
学

批
判

大
綱
』

を
書
い
た

エ
ン

グ
ル
ス
と
比
べ
て
み
れ
ば
、

か
な
り
対
照
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

マ
ル

ク
ス
の
場
合
は
「
疎
外
」

の
問
題

か
ら
出
発
し
て
「
所
有
と
無
所
有
と
の
対
立
」
を
見
い
だ
し
、

人
間
生
活
の
本
来
的
な
あ
り
方
の
問
題
と
し
て
「
労
働
」
の
問
題

を
取

り
あ
げ
、
モ

れ
を
「
類
」
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
本
質
的
な
、
本
源
的
な
人
間
生
活
の
状
態
を
見
い
だ
す
と
い
り
考
え
方

に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
あ

る
意
味
で
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル

か
ら

の
影
響
だ

と
言
え
る
し
、
ま
た
、
も

ち
ろ

ん
フ
ォ
イ

ェ
ル
バ

″

（

の
『

キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
第
二
版
を
読
ん
だ
と
き
の
影
響
等

々
か
ら
出
て
き

た
も
の
だ
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
モ

の
詳
細

は
こ

こ
で
は
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
よ
り
に
見
て
く

る
と
、
本
来
的
な
人
間
の
あ
り
方
と
い
う
問
題
が
、
ア

ダ
ム

ー
ス
ミ

ス
の
場
合
に
は
、

マ
ル
ク
ス

の

よ

う

に

「
珥
」
概
念
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
個
」
の
概
念
で
と
ら
え
ら
れ
て

お
り
、

し

か
も
、
こ

の
「
個
」

の
概

念
つ
ま
り

個
大
の
な
か
に
社
会
形
成
の
原
理
を
入
れ
て
し
ま

っ
て

い
る
と
い
う
、

ま
っ
た
く
対
照
的
な
把
握

に
な

っ
て

い
る
こ
と

が
判

明
す

句
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こ

０

よ

う

な

一

八
四

四

年

の
時

点

に

お

け

る

マ
ル

ク

ス

の

眼

か
ら

ス

ミ

ス

を
見

る

と
、

こ

の

「

個
」

の

と
ら

え

方

は

ど

う

し
て

も

エ

ゴ
イ

ズ

ム
と

し

て

し

か
見

ら

れ

ず
、

し

た

が

っ
て

「
分

業
（
労
働

の
分
割
）
」

と

い

っ
て

も
そ

れ

は

「
疎

外

さ

れ

た
労

働

」
モ

○

も

の

の

社
会

性

を

言

っ

て

い

る

だ

け
で

あ

り
、

ま

た
「

交

換

」

と

い
う

の

も

ス

ミ

ス

の
言

り

よ

う

な
人

間

の

本
性

に
基

づ

く

も

の
で

は

な

く

て

エ
ゴ

イ

ズ

ム
を
動

機

と

し

た

『
欲

得

ず

く

の
交

換
m
e
ｒ
ｃ
ｅ
ｎ
ａ
ｒ
ｙ
　ｅ
ｘ
ｃ
ｈ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
』

で

あ

る

と

い

う

よ

う

に
し

か
考

え

ら

れ

な

く

な

っ
て

く

る
。

こ

う

し
て

、

マ

ル

ク

ス

と

ス

ミ

ス

と
で

は
、

社

会

的

諸
関

係
モ

の
も

の

の
形

成
原

理

の
根

本

の
と

こ

ろ
で

、

つ

ま

り
人

間

生
活

の

本

来

的

な

あ

り

方

と

い

う

と
こ

ろ
で

喰

い
違

っ
て

お

り
、

そ

の
点

が

す
で

に
こ

の

一
八

四

四

年

の
時

点
で

は

っ

き
り

と
出

て

い

る

の
で

は

な

い

か

と
思

わ
れ

る
。

つ

ま

り

ス

ミ

ス

の
場

合

に

は
、

個

人

は
「

交

換

性

向

ｔｒ
ｕ
ｃ
ｋ
ｉｎ
ｇ

　
d
i
ｓ
ｐ
ｏ
ｓ
ｉｔ
ｉｏ
ｎ
ｊ

を

生

来

的

に

も

っ

て

お

り

、

同

じ

ぐ

生

来

的

な

「

同

感

」

の
原

理

に
基

づ

い
て

生
来

的

な
「

利

己

心

ｓ
ｅ
ｌｆ
-ｌｏ
ｖ
ｅ
ｊ

発

動

す

れ

ば

、
モ

こ

に

社
会

が
お

の
ず

か
ら

形

成

さ

れ

て

く

る

こ

と

に

な
り

、

こ

う

し

て

「

分

業

」

が
徹

底

す

れ
ば

そ

こ

に

お

の
ず

か
ら

「

商

業

社

会

ｃ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
c
i
a
l
　ｓｏ
ｃ
ｉｅ
ｔｙ

 Ｊ

が
出

現

す

る
と

い
う

よ

う

に
理

解

さ

れ

て

い

る
。

と

こ

ろ

が

マ

ル

ク

ス

の
場

合

に

は
、

こ

の
一

八

四

四

年

の
出

発

点

の
と

こ

ろ

で

、

個

人

と

社

会

と

い
う

点

に
し

ぼ

っ
て

言

う

と

ス
ミ

ス
と

は
根

本

的

に
喰

い
違

っ
て

い

た

た

め

に
、

マ

ル

ク

ス
自

身

の

ス

ミ

ス

に
た

い

す

る
批

判

の
眼

は
、

ス

ミ

ス

の
本

来

的

な

も

の
を

理

解

し

た
う

え

で

の
批

判

に

は
な

っ
て

い
な

い

の
で

は

な

い

か
と

考

え

ら

れ

る
。

個

人

の
「

利

己

心

」

は

エ

ゴ

イ

ズ

ム
で

あ

り

、

交

換

は

「

欲

得

ず

く

の
交

換

」

で

あ

っ
て

、

だ

か

ら

結

局

ス

ミ

ス

の
言

う

社

会

は
「

欲

求

の
体

系

」

と

し

て

で

き

上

が

っ

て

く

る
Ｉ

こ

れ

が

ス
ミ

ス
の

市

民

社

会

に

た

い

す

る

マ

ル

ク

ス
の

批
判

的

な

と

ら

え

方

に
な

っ
て

い

る

よ

う

に

思

わ
れ

る
。

こ

の

よ

う

な

ス

ミ

ス
と

の

根

本

的

な

認

識

の
ズ

レ

が
、
－

こ

の

あ

と

マ
ル

ク

ス

は
経

済

学

批

判

体

系

を

進

め

て

ゆ

く

こ

と

に

な

る

が

Ｉ

丶
　
ず

っ

と

尾

を
引

い

て
そ

の

ま

ま

『
資

本

論
』

に

ま

で
達

し
て

い

る

の
で

は

な

い

で

あ

ろ

り

句

さ

ら

に

も

う

ひ

と

り
一

八
四

四

年

の
時

点

で
注

目

し
て

お

か

な
け

れ

ば

な
ら

な

い

こ

と

は
、

貨

幣

把
握

り
問

題
で

あ

る

。
貨

幣

の

と
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ら

え

方

は

、

・
シ

‘

イ

ム

ズ

ー

ス

テ

’

ア

ー

ト

と

ア

ダ

ム

ー

ス

ミ

ス

、

言

い

換

え

れ

ば

『

経

済

学

原

理

』

と

『

諸

国

民

の

富

』

と

い

う

二

つ

の

経

済

学

体

系

の

性

格

の

相

違

を

理

解

す

る

場

合

の

指

標

と

し

て

よ

く

取

り

あ

げ

ら

れ

る

。

マ

ル

ク

ス

の

理

解

か

ら

す

れ

ば

、

こ

の

貨

幣

把

握

の

相

違

が

、

ス

テ

ュ

ア

ー

ト

と

ス

ミ

ス

と

を

結

局

「

抽

象

的

な

対

立

」

に

終

わ

ら

せ

る

こ

と

に

な

っ

た

指

標

と

考

え

ら

れ

て

お

り

、

ス

ミ

ス

は

ス

テ

ュ

ア

ー

ト

に

た

い

し

て

十

分

な

批

判

を

行

な

っ

て

い

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

っ

て

い

る

が

、

し

か

し

こ

の

時

点

で

果

た

し

て

マ

ル

ク

ス

自

身

に

お

い

て

貨

幣

把

握

が

十

分

に

で

き

て

い

た

の

か

ど

り

か

と

い

う

こ

と

を

考

え

て

み

る

と

、

こ

の

点

に

も

Ｑ

一
）

な

か

な

か

理

解

し

が

た

い

も

の

が

当

時

の

マ

ル

ク

ス

の

指

摘

の

な

か

に

は

多

く

残

さ

れ

て

い

た

と

言

え

る

。

注

（

一
…一
）
　

Ｋ

ａ
ｒ

ｌ
　
Ｍ

ａ
ｒ
ｘ
｢

　
　

Ｚ
ｕ
ｒ

　
Ｊ
ｕ

ｄ
ｅ
ｎ

ｆ
ｒ
ａ
ｇ

ｅ
｢
”
　
Ｄ

ｅ
ｕ

ｔ
ｓ
ｃ

ｈ
-
Ｆ

ｒ
ａ

ｎ

ｚ

ｄ
ｓ

ｉ
ｓ
ｃ

ｈ

ｅ

　
Ｊ

ａ

ｈ
ｒ

ｂ

ｉ
ｉ
ｃ

ｈ
ｅ
ｒ
｡
　
Ｐ

ａ
ｒ
i
ｓ

　
１
８
４
４
;

　
ｉ
ｎ

　
M
E
W
｡

　
Ｂ

ｄ
.
　
１
.

 

＊
Ｊ
 
Ｑ

『

ユ

ダ

ヤ

人

問

題

』

の

な

か

で

マ

ル

ク

ス

は

、

「

現

実

の

人

間

は

利

己

的

な

［

ｅ
ｇ

ｏ

ｉ
ｓ
ｔ
iｓ
ｃ

ｈ
ｅ
ｎ

］

個

人

の

姿

に

お

い

て

は

じ

め

て

認

め

ら

れ

、

真

り

人

間

は

抽

象

的

な

公

民

〔
c
i
ｔ
ｏ
ｙ

ｅ
ｎ

〕

の

姿

に

お

い

て

は

じ

め

て

認

め

ら

れ

る

」

と

い

り

理

解

か

ら

、

「

現

実

の

個

体

的

な

〔

ｉｎ

ｄ

ｉｖ

ｉ
ｄ
ｕ
ｅ

ｌ
ｌ
ｅ

ｊ

人

間

が

、

抽

象

的

な

公

民

を

自

分

の

な

か

に

取

り

戻

し

、

個

体

的

な

人

間

で

あ

り

な

が

ら

、

そ

の

経

験

的

生

活

、

そ

の

個

人

的

労

働

、

そ

の

個

人

的

諳

関

係

の

な

か

で

、

類

的

存

在

『

Ｇ

ａ
ｔ
ｔ
ｕ
ｎ

ｇ
ｓ
w

ｅ
ｓ
ｅ
ｎ

Ｊ

と

な

っ

た

と

き

』

に

は

じ

め

て

「

人

間

解

放

」

が

完

遂

さ

れ

る

と

述

べ

て

い

る

（

Ｍ

Ｅ

Ｗ
｡

Ｂ

ｄ
.
　
１
(
　
Ｓ
.
　
３
７
０
）
°

し

た

が

っ

て

こ

こ

で

は

、

「

類

的

存

在

」

と

し

て

の

人

間

が

、

「

真

の

人

間

」

的

存

在

と

し

て

と

ら

え

ら

れ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

『

ユ

ダ

ヤ

人

問

題

』

と

『

ヘ

ー

ゲ

ル

法

哲

学

批

判

序

説

』

と

の

二

論

文

に

つ

い

て

詳

し

く

は

、

時

永

淑

『

経

済

学

史

』
、

改

訂

増

補

版

、

法

政

大

学

出

版

局

、

一

九

七

一

年

、

三

五

五

一

三

五

九

ペ

ー

ジ

、

お

よ

び

、

『

古

典

派

経

済

学

と

《

資

本

論

》

』
、

三

一

〇

上

三

五

ペ

ー

ジ

を

参

照

さ

れ

た

い

。

な

お

、

『

ユ

ダ

ヤ

人

問

題

』

を

は

じ

め

と

す

る

い

わ

ゆ

る

初

期

マ

ル

ク

ス

の

諸

著

作

を

学

史

的

に

見

て

ゆ

く

場

合

、

後

年

の

「

経

済

学

批

判

」

体

系

に

お

け

る

基

本

視

角

の

形

成

と

の

関

連

を

念

頭

に

お

い

て

お

く

べ

き

で

あ

ろ

う

。

私

の

上

掲

の

二

つ

の

著

書

は

そ

の

点

に

力

点

を

お

い

て

い

る

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

（
1
1

）
　

Ｍ

Ｅ

Ｗ
｢

　
Ｅ

ｒ
ｇ

ａ
ｎ
ｚ
ｕ

ｎ
ｇ

ｓ
ｂ
ａ
ｎ

ｄ
｢
　
Ｔ

ｅ

ｌ
ｌ
　
１
｢

　
Ｓ
.
　
５
１
０
-

５
２
２
.

「

疎

外

」

論

を

中

心

に

し

た

『

経

済

学

・

哲

学

手

犒

』

の

理

論

的

な

問

題

に

つ

い

て

は

、

時

永

『

経

済

学

史

』
、

三

六

〇

一

三

六

六

ペ

ー

ジ

を

参

照

さ

れ

た

い

。

な

お

、

『

経

済

学

・

哲

学

手

稿

』

と

『

経

済

学

ノ

ー

ト

』

と

の

執

筆

順

序

を
i
f
'
-
Ｊ

め

と

す

る

具

体

的

な

資

料

考

証

に

つ

い

て
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は

次

の

論

文

を

参

照

さ

れ

た

い

Ｎ

ｉ
ｋ
ｏ

ｌ
ａ

ｉ
　
Ｉ
.
　
」
ａ
ｐ

ｉｎ

二
.

Ｖ

ｅ
ｒ
ｇ

ｌ
ｅ
ｉ
ｃ

ｈ
ｅ
ｎ

ｄ
ｅ

　
Ａ

ｎ

ａ
ｌ
ｙ

ｓ
ｅ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
ｄ
ｒ
ｅ

ｉ
　
Ｑ

ｕ

ｅ

ｌ
ｌ
ｅ
ｎ

　

ｄ
ｅ
ｓ

　

Ｅ

ｉ
ｎ

ｋ
ｏ
x
ｎ

ｍ

ｅ
ｎ

ｓ

　
i
n

　

ｄ
ｅ
ｎ

Ｏ

ｋ
ｏ

ｎ
ｏ
ｍ

ｉ
ｓ
ｃ

ｈ
-
ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ
ｎ

　
Ｍ

ａ

ｎ

ｕ

ｓ

ｋ
ｒ

ｉｐ

ｔ
ｅ
ｎ

　ｖ

ｏ
ｎ

　
Ｍ

ａ
ｒ
ｘ
｢
“
 Ｄ

ｅ
ｕ

ｔ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ

 Ｚ

ｅ

ｉ
ｔ

ｓ
ｃ

ｈ
ｒ

ｉ
ｆ

ｔ
 ｆ

ｕ
ｒ

 Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉ
ｃ
｢
 Ｊ
ｇ
.

　
１
７
｢
　
Ｈ
.

　
２
｢

１
９
６

９

〔

細

見

英

訳

、

『

思

想

』
、

一

九

七

一

年

三

月

号

所

収

〕
。

山

中

隆

次

「
『

経

済

学

・

哲

学

草

稿

』

と

『

抜

粋

ノ

ー

ト

』

の

関

係

‥

ラ

ー

ピ

ソ

論

文

に

よ

せ

て

」
、

『

思

想

』
、

一

九

七

一

年

十

一

月

号

。

山

中

隆

次

訳

、

Ｊ

・

フ

ー

ヤ

ソ
「

い

わ

ゆ

る

『

一

八

四

四

年

経

済

学

・

哲

学

草

稿

』

問

題

Ｉ

Ａ

マ

ル

ク

ス

没

後

百

年

記

念

リ

ン

ツ

集

会

ｖ

報

告

」
、

『

思

想

』
、

一

九

八

三

年

八

月

号

。

（

1 2

）
　

こ

の

問

題

に

つ

い

て

は

、

拙

稿

「

ス

ミ

ス

と

マ

ル

ク

ス

と

に

お

け

る

二

重

の

社

会

像

」

「

前

掲

『

古

典

派

経

済

学

と

《

資

本

論

》

』

第

二

部

皿

に

所

収

）

の

笛

玩

で

、

ス

ミ

ス

と

の

対

比

を

念

罧

に

お

ぎ

な

が

ら

立

ち

入

っ

た

整

理

を

し

て

お

い

た

。

以

下

、

同

論

文

を

合

わ

せ

て

参

照

さ

れ

た

い

。

（

1
3
）

前

掲

『

古

典

派

経

済

学

と

《

資

本

論

》

』

、

一

七

六

ペ

ー

ジ

。

〇

1
4
）
　

同

前

、

一

七

七

べ

・
‐

ジ

。

（

1
5
）
　

ず

ル

ク

ス

と

エ

ン

グ

ル

ス

と

の

出

発

点

の

相

違

に

つ

い

て

は

次

の

論

文

を

参

照

さ

れ

た

い

。

時

永

淑

「

マ

ル

ク

ス

に

お

け

る

『

相

対

的

過

剰

人

口

』

論

の

成

立

に

関

す

る

一

考

察

」

、

法

政

大

学

『

経

済

志

林

』

二

苙

－

一

、

一

九

五

七

年

二

月

、

「

マ

ル

ク

ス

に

お

け

る

『

相

対

的

過

剰

人

口

』

論

の

成

立

に

つ

い

て

（

統

）
」

、

『

、

経

済

志

林

』

二

五

１

三

、

一

九

五

七

年

七

月

。

（

1
6
）

前

掲

『

古

典

派

経

済

学

と

《

資

本

論

》

』
、

一

七

七

－

一

七

ハ

ペ

ー

ジ

。

〇

1
7
）
　

同

前

、

一

七

八

－

一

八

一

ペ

ー

ジ

。

（
1
8

）
　

同

前

、

一

八

一
－

一

八

四

ペ

ー

ジ

。

Ⅲ
　
「
経
済
学
批
判
」
体
系
化
の
基
本
視
角

以

上
の
よ
う
な
一
八
四
四
年

の
時
点

の
問
題
を
念
頭

に
お
い
て
、
今
度
は
一
八
四
五
年
以
降

に
つ
い
て
、

マ
ル

ク
ス
が
ど
の
よ
う
に

ス
ミ
ス
を
批
判
し
て
い

る
の
か
、

ま
た
、
反
面
か
ら
す
れ
ぱ
、
批
判
し
尽
く
せ
な

い
問
題
を

残
ナ

こ
と

に
な
っ
た
の
か
、
そ

し
て
、
と
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の
点
が
『
資
本
論
』
で

ど
の
よ
う
な
形
で
残

っ
て

い
る
の
か
、

と
い
う
こ

と
を
追
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
八
四
五
年

か
ら
四
六
年
に

か
け
て
、

マ
ル
ク
ス
は
『
ド
イ
ツ

ー
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
』

を

エ
ソ

ゲ
ル
ス
と
と
も
に
書
い
て
い

る
。
モ

の

内
容

に
は
い

ろ
い
ろ
と
問
題

が
あ
る
こ

と
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
が
、

こ
こ
で

は
モ

の
点

に
立

ち
入

る
こ

と
は
省
略
し

た
い
。

マ
ル

ク
ス
が
経
済
学
批
判

の
「
導
き

の
糸
」

と
し

て
取

り
出

し
て
き
た
「

唯
物
史
観
」
は
、
一
八
四
七
年
の

『
哲
学

の
貧
困
』
（
一
八
四
六
－

四
七
年
執
筆
）
に
お
い
て

か
な
り
明
確

に
定
式
化

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
『
哲
学
の
貧

困
』
で
は
、
直
接
に

プ
ル
ト

ン
を
批
判

の

相
手
と
し
て
、

プ
ル
ト

ン
主
義

を
批
判

し
よ
う
と
す
る
意
図

が
積
極
的
に
出
て
い
る
。

マ
ル

ク
ス
に
ょ

れ
ば
、
プ

ル
ト

ン
は

リ
カ
ー
ド

ウ
か
ら
自
分

の
結

論
を
引
き
出
し
て

い
る
が
、
そ

の
プ
ル
ト
ン
が
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
、

そ
れ
は
要

す

る
に
生
産
を
問
題

に
し
て

い
る
の
で

は
な
く
、
交
換
、
流

通
の
場
面

だ
け

を
問
題
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
私
的
な
交
換
の
根
底

に
は
階
級

対
立
が

あ
り
、
こ

の
階

級
対

立
つ

ま
り
「

生
産
関
係
」

が
な
け
れ
ば
「

私
的
交
換
」
は
あ
り
え
な

い
の
だ
と

い
う
主
張
、
こ
れ
が

マ
ル

ク
ス
の
こ
の
時
点
で

の
主
張
で
あ

る
。

こ
う
し
て
、
こ
こ

で
は
「
生
産

関
係

」
と
い
う
概
念
が
非
常
に
は
っ
き
り
と
出
て
き
て
い

る
が
、
し

か
し
反
面

か
ら
見

る
と
、
こ
こ

で

マ
ル

ク
ス
が
交

換
と
い
う
場
合
、

そ
れ
は
実

は
労
働

生
産
物
の
交

換
で
あ

る
と
同
時

に
労
働
の
交
換
で
も
あ

る
と
い
う

よ
う

に
理
解

さ
れ
て

お
り
、

し
か
も
こ
の
労
働

に
は
、

一
八
四
四

年

の
時
点
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
類
」
的
な
労
働
、
「
類
的
存
在
」
と
し
て

の
労

働
、
「

社
会

的
な
生
命
発
現

」
と
し
て
の
労
働
と
い
う
理
解
が
裏
側

に
つ
き

ま
と
っ
て

い
る
。
つ

ま
り
、
こ

の
よ
う
な
意
味
で

の
労
働

が
、

プ
ル
ト
ン
の
言
う
私
的
な
交
換
の
裏
側

に
本
来
的
な
労
働
の
性
格

と
し
て
前
提
さ
れ
て

お
り
、
モ

の
観
点

か
ら
前
述

の
よ
う

な
ブ

ル
ド
ン
に
た
い
す
る
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ

る
。

と
す

る
と
、

『
哲
学

の
貧
困
』

の
と
こ

ろ
で

マ
ル

ク
ス

が
リ

カ
ー
ド

ウ
的
な
労
働

価
値
論
を
受
容
し
て
い

る
と

い
う

の
は
、
リ

カ
ー
ド
ウ
が
分
配

論
を
主
題

と
し
て
実

は
そ
れ
を
社
会
的

労
働

の
三
大
階
級
へ
の
配

分
論
と
し
て
考
察
し
て
い
た
点
に
留
意
し
て
、
こ
の
点
を

プ
ル
ト

ン
が
見
逃
し
て

い
る
と
い
り
点
で

リ
カ
ー
ド
ウ
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を
評
価
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

商
品
交
換
を
当
初

か
ら
対
象
化
さ
れ

た
社
会
的
労
働

そ

の
も
の
の
交
換

と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
点

で
は
、

マ
ル

ク
ス
は
リ

カ
ー
ド
ウ
の
労
働
価
値
説

と
共
通
し
て
い

た
わ
け
で

あ
り
、
し

か
も
そ

の
労
働
が
、

マ
ル
ク
ス
の
場
合

に
は
、
本

来
的

に
人

間
の
「

社
会
的
な
生
命
発
現
」
で
あ

る
べ
き
も

の
だ
と
す

る
基
礎
認
識

が

あ

っ
て
、
そ

の
う
え
で
階
級
対
立
を
考

え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

の
だ
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ

の
点

は
同
じ

一
八
四
七
年

の
末

に
行
な
わ
れ
た
講
演
『
賃
労
働

と
資
本
』

で
は
、

い
っ
そ
う

は
っ
き
り

と
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、

資
本
と

い
う
概
念

を
そ
こ

で
は
は
っ
き

り
と
「
生

産
関
係
」

―

「

社
会
的
な
生
産
関
係
」
、
「

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
生
産
関
係
」
－

と

し
て
と
ら
え
、
資
本

の
本
質

は
、
「
生

き
て

い
る
労
働
」

が
「
蓄

積
さ
れ
た
労
働

」
の
た

め
に
そ

の
交
換
価
値
を
ふ
や
し
て
ゆ
く
手
段

と
し
て
役
立
つ
こ

と
だ
、

と
い
う
理
解

を
示
し
て

い
る
。

し
か
し
こ
の
表
現

も
、

あ
る
意
味
で
は
非
常

に
リ

カ
ー
ド
ウ
的
な
表
現
で
あ

る
。
ま

た
、
資
本
を
「
蓄
積

さ
れ

た
労
働
」

と
し
て

と
ら
え
、
モ

の
理
解
か
ら
「

生
産
関
係
」
を
資
本
関
係
と
し
て
と
ら
え

る
と
い
う

理
解
は
、
剰
余
価
値
生
産

の
理
論
的
な
解
明
を
可
能

に
す

る
基
礎

と
な
っ
た
が
、

資
本

と
い
う
概
念
を
こ
の
よ
う
に
「

生
産
関
係
」
と

し
て
、
つ
ま
り
価
値
を
増
殖
し
剰
余
価
値
を
生
産
す

る
と
い
う
側
面

で
の
み
と
ら
え

る
と
い
う
理
解
は
、
一
八
四
四
年
の
時
点

か
ら
考

え
て
み
る
と
、
「

所
有
」
と
「
無
所
有
」
と

の
対
立

と
い
う
考
え
方

を
発
展

さ
せ
た
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
Ｉ

マ
ル

ク
ス
は
や
が
て

ロ
ン
ド
ン
へ
亡
命
し
て
そ
こ
で

本
格

的
な
経
済
学
研

究
に
取
り
か
か

る
’わ

け

だ

が

Ｉ

、
『
経
済
学
批
判
要
綱
』

の
な
か
で
は
っ
き

り
と
現

わ
れ
て
く
る
。
要

す
る
に
、
『
哲
学
の
貧
困
』

で
プ
ル
ト
ン
を
批
判
し
た
さ
い

の
、
表
面

か
ら
見

れ
ば
確
か
に
「

私
的
交
換
」

つ
ま
り
商
品
交
換

に
は
な

っ
て

い
る
け

れ
ど
も
、

そ
の
背

後
に
階
級
対

立
が
な
け
れ
ば

「

私
的
交

換
」

も
あ
り
え
な
い
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
そ
れ
で
あ

る
。
こ

の
よ
り
な
「
私
的
交
換
」

の
過

程
を
見

る
面

と
、
モ

の
背

後

に
階
級

の
敵
対
関
係

を
見

る
面
－

先
の
資
本

の
理
解
で
言
え
ば
、
資
本
は
「

蓄
積
さ
れ

た
労
働
」

に
よ
っ
て
「
生
き
て

い
る
労
働
」

を
利

用
し
交
換
価
値

を
ふ
や
す
手
段
だ

と
い
り
考
え
方
－

、

こ
の
よ
う
に
二

つ
の
側
面

に
分
け

て
考

え

る
考
え
方
が
、
『
要
綱
』
で
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は
非
常
に

は
っ
き
り

と
出
て
く

句

社
会
主
義
者
で

あ
る
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
当

然
、

こ
の
二
つ
に
分

け
た
側
面

の
う
ち
の
第
二

の
側
面

の
ほ
う
が
重
視

さ
れ
、
モ

れ
が

基
本

と
な
っ
て
分
析

が
進
め
ら
れ
て
ゆ
く

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

表
面

の
交

換
の

側
面
－

こ

れ
は
一
応
「
自
由

と
平
等
」

の
よ
う

に
見

え
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
Ｉ

の
ほ
り

は
分

析
が
遅
れ
て
ゆ
く
と
同
時
に
、

前
述
し

た
よ
う
に
、
交

換
と
い
う
の
が
同
時

に
労
働

の
交

換
と
解
さ
れ
、

労
働

と
不
可

分
な
関
係
に
あ

る
と
さ
れ
て
い

る
た

め
に
、
表

面

の
交
換

も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
、
価

値
形

態
論
の
解
明
は
不

十
分

な
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い

る
。

こ
う
し
て

『
要

綱
』

で
は
、

ま
ず
最

初
に
「

貨
幣
に
関
す
る
章
」

と
「
資
本
に
関
す
る
章
」
と
が
考
察
さ
れ
て
い

る
が
、
最
後
の
と

こ

ろ
で

よ
う

や
く
「
価

値
」

と
い
う
表
現

で
事
実

上
「

貨
幣
に
関
す
る
章
」

に
先
行
し
て
説
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
が
出
て
く

る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
「
価

値
」

の
箇
所
で
は
、
「

商
品
」
は
「

ブ
ル

ジ
ョ
ア
的

富
が
現
わ
れ

る
最
初
の
範
疇
」
で
あ

る
と
述

べ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
モ

れ
と
並
ん
で
「
交

換
価
値

は
こ
の
体
制

の
最
も
単
純

な
、

最
も
抽
象
的
な
表
現
と
し
て
現
わ
れ

る
」

と
い
り

よ
う
に
も
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
「
商

品
」

を
出

発
点
と
す
る
の
で
は
な
く
、

ま
だ
「
価

値
」
を
出
発
点
と
す

る
認
識
の
ほ

り

が
基
本
的
で
あ
っ
た
と
い
り
こ
と
が
わ
か

伽

、
こ
り

し
て

マ
ル

ク
ス

は
、
上
述
の
二
つ
の
側
面
に
分
け

た
う

ち
の
第
二
の
側
面
を
検

討
し
て
ゆ
く

こ
と
に
な
り
、
資
本

と
賃

労
働

と
の
関
係

の
も
と
で
の
剰
余
価
値
生
産
の
問
題
の
解
明
に
力
点
を

お
く
こ

と
に
な

っ
て
い

る
。そ

の
後

の

マ
ル

ク
ス
の
研

究
経
過

に
つ
い
て
は
、

簡
略
化

の
た

め
に
、

マ
ル

ク
ス
が
い
く
つ
か
書
き
残
し
て
い

る
「
経
済
学
批
判
の

プ
ラ

ン
」

を
と
り
あ
心
Ｊ
）

そ
れ
を
指
標
に
し

つ
つ
、

こ
こ
で
の
論
点
の
考
察
を
進

め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
一
八
五

七
年

の
八
月
末

に
、

マ
ル

ク
ス
は
い
わ
ゆ
る
「

経
済
学
批
判

の
序

説
」

を
書
い
て
い
る
が
、
モ

の
な

か
の
「
３
、
経
済

学

の
方
法
」

の
最

後
の
と
こ

ろ
に
、

は
じ

め
て
「
プ
ラ
ン
」
（
「
五
分
割
プ
ラ
ン
」
）
と
呼
ば
れ
て
い

る
も

の

が

出
て
仁
扼

。
そ

の
「

プ
ラ

ソ
」

を
見

る
と
、

第
一
の
項

目
と
し
て
「

一
般
的

な
抽

象
的

な
諸
規
定
。
そ
れ
は
多
か
れ
少

な
か
れ
す
べ
て

の
社
会
形
態

に
あ
て

は
ま
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る
｀

…
…
」

と
い
う
表
現

が
あ
る
・

こ
れ
叺

生
産
が
分
配
や
交
換
や
消
費
を
規
定
す

る
と
い
う
理
解
を
基
礎
と
し
て
出
て
き

た
も
の

で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
こ

の
「
一
般
的
な
抽
象
的
な
諸
視
定
」
を
最
初
に
前
提
し
て
、
モ

の
り
え
で
、
第
二
に
「

ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会

の
内

的
編
成
を
な
し
て
い
て
、
ま

た
基
本
的
諸
階
級
が
そ
の
上
に
存
立
し
て
い
る
諸
範
疇
」
、

つ
ま
り
「
資

本
、
賃

労
働
、

土
地
所
有
」

を
分

析
す
る
と
い
う
構
想
を
示
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
、
「
三
、

ブ
ル
ジ

ミ
ア
社
会
の
国
家

の
形
態
で

の
総
括
」
、
「
四
、
生

産
の
国
際
的
関
係
」
、
「
五
、
世
界
市
場
と
恐
慌
」
と
い
う
構
成
を
考
え
て
い

る
。

こ
う
し
て
、

「
最
も
抽
象
的
な
も
の
」
か
ら
始

め
る
と
い
う
と
き
に
は
、
ま
ず
生
産
が
最
も
根
底

に
お
か
れ
て

お
り
、

『
要
綱
』

の

な
か
を
見

て
も
「
生
産
一
般

に
関
す
る
第
一
篇
」
、
そ

し
て
そ
の
な
か
の
「
交

換
価
値
に

関
す

る

第
一
章
」

と
い
う
表
現

が
見

ら
れ
る

恂

同
時
に
、

他
方
で
は
「
交
換
価
値
、
貨
幣
、
価
値
に
関
す
る
第
一
篇
」
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ

加

い
り
こ

と
に
な

っ
て

い
て
、

何

を
出
発
点
に
し
て
ど
の
よ
う
に
体
系
化
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
た
の

か
、
出
発
点
の
と
こ
ろ
は

マ
ル
ク
ス
自
身

か
な
り
動
揺
し

て
い

た
と
言
え

よ
う
。

こ
の
あ
と
を
見
て
ゆ
く
と
、
一
八
五
九
年
の
『
経
済
学
批
判
』

に
な

る
と
確

か
に
出
発
点
は
「
商
品
」

に
な

っ
て
い

る
。
し

か
し
、

モ

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、

た
と
え
ば
一
八
五
七
年
一
一
月
頃
に
書

か
れ

た
「

ノ
ー
ト
第
瓦
冊
」
（
『
要
綱
』
＝
「
七
冊
の
ノ
ー
ト
」
の
一
つ
）

の
あ
と
の
ほ
う
に
あ
る
「
プ
ラ

ン
」
で
は
、
「
一

般
性
」
、
「
特
殊
性
」
、
「
個
別
性
」
と

い
う
論
理
学
的
な
表
現
が
使
用

さ
れ
て

お
臨

）

ま
た
一
八
五
八
年

の
四
月

に
な
る
と
よ
り
や
く
「
六
分
割
プ
ラ
ン
」
が
構
想
さ
れ
て
く

る
が
、

そ
の
出
発
点
も
「
価
値
」
と
な

っ
て
い

る
。
す
な

わ
ち
、

Ｔ
よ
　
資
　

本

ａ
　

資
本
一
般

１
　

価
　

値

ｂ

競

争

Ｃｄ

信
　
用

株
式
資
本
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２
　

貨
　

幣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
:
　

土

地

所

有

３

資

本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅲ

賃

労

働

①

資

本

の

生

産
過

程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅳ
　

国

家

②

資

本

の
流

通
過

程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｖ
　

外

国

貿

易

③
　

両

者

の
統

一

ま

た

は
資

本

と
利

潤

・
利

子
　
　
　
　

Ⅵ
　

世

界

市

場

こ

の

よ

う

に

、

『

経
済

学
批

判

』

の
前

ま

で

は

出

発

点

は

「

価

値

」

と

な

っ

て

お

り

、

こ

の

一

八

五

九

年

の

『
経

済

学

批

判

〇
第
一

分
冊
』
』

で

は

じ

め

て

出
発

点

は

「

商

品

」

に

な

っ
て

い

る
。

こ

の

『
経

済

学

批

判

』

の

「

原

初

稿

（
Ｕ
ｒ
ｔｅｘ
ｔ
）
」
（

一
八
五
八
年
八
－

十
月

執
筆
）

の

な

か

で

果

た

し

て

出
発

点

は

「
商

品
」

と

さ

れ

て

い

た

の

か

ど

う

か

。

こ

の

「

原

初

稿

」

中

そ

の

箇

所

に

相

当

す

る

原

稿

は

現

存

し

な

い

が

、

種

々
の

事

情

か

ら

見

て

、

こ

こ

で

は

ま

だ

「

価

値

」

と

さ
れ

て

い

て

「

商

品

」

に

変

更

さ
れ

て

は

い
な

か

っ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

句

と

こ

ろ

で

、

出

発

点

が

「

価

値

」

か
ら

「

商

品

」

に
変

更

さ

れ

る

と

い

う
こ

と

は
、

単

に
用

語

上

の
問

題

と

し
て

か

た
づ

け

る

わ
け

に
は

い
か

な

い

。

そ

れ

は

、

経

済

学

の
理

論

的

体

系

化

そ

の
も

の
を

出

発

点

に

お
い

て

規

定

す

る
関

係

に

あ

る

も

の

と
し

て

、

経

済

学

の

理

論

史

上

画

期

的

な

重
要

性

を

も

つ

も

の
で

あ

っ

た
。

だ

が
、

『
経

済

学

批

判

』

冒

頭

に

お
け

る

マ

ル

ク

ス

の
「

価

値

」

か
ら

「
商

品
」

へ

の
変

更

は
、

単

に
用

語

だ
け

の
問

題

と

し
て

で

は

な
く

、

そ

の
変

更

の
重

要

性

を
理

論

展

開

と

し
て

示

え

た

も

の

だ

っ

た

か

ど

り

か
。

冒

頭

の
商

品

分

析

を
見

る

か

ぎ

り
で

も

、

そ

こ

に

は

一
八

四

四

年

当

時

か

ら

の
見

解

が
底

流

と

し
て

残

存

し
て

い

る

。

そ

れ

は
、

一
面

に

お

い
て

は

従
来

の
古

典
派

経
済

学
者

の

理

解

を
批

判

し

マ

ル

ク

ス
独

自

の
見

解

を

展
開

さ
せ

る
動

因

と

な

っ

た

も

の
で

あ

る

が
、

他
面

で

は

そ

の

古

典

派

経

済

学

批
判

を

な

お

理

論

的

に
不

十

分

な

も

の

と

さ

せ

る
動

因

に

も

な

っ

た

も

の
で

あ

る

。

こ

う

し

た

点

を
冒

頭

Ｏ

商

品
分

析

に
限

定

し

て
指

摘

し

て

お

け

ば

次
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の

と

お

り
で

あ

る

。

ま

ず
第

一

に

「
商

品
」

は

、

「

使

用

価

値

と

価

値

」

と

い
う

二

要

因

か
ら

成

る
も

の
と

し
て

で

は

な

く

「
使

用

価

値

と

交
換

価
値

」

と

い

う
「

二

重

の
観

点

の

も

と

に

自

ら

を

表

わ

す
」

も

の

と

し

て

把

握

さ

れ

て

い

る
。

そ

し

て

、

「

使

用

価

値

」

は

「

一

定

の

経
済

的

関

係

で

あ

る
交

換

価

値

が

自

ら

を

表

わ

す

さ

い

の
素

材

的

な

土

台

で

あ

る

」

と

さ
れ

て

お

り
、

こ

こ

で

は
価

値

の
規

定

と

交
換

価
値

の

規

定

と

が

ま

だ

厳

密

に

は
区

別

さ

れ
て

い

な

い

。

マ

ル

ク

ス

は

、

「

交

換

価
値

は
ま

ず

第

一

に
、

さ

ま

ざ

ま

な

使

用

価

値

が
相

互

に
交

換

さ

れ

う

る

量

的

関

係

と

し
て

現

わ
れ

る
」

と

指
摘

し

な

が

ら
、

他

面

で

は
、

「

交

換

価

値

の

う

ち

に

は
、

個

々

の
個

人

の
労

働

時

間

丶

丶

丶

丶
丶

丶
丶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丶

丶

丶

丶

丶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丶

丶
　丶

丶

丶

が

直

接

に

一

般

的

労

働

時

間

と

し
て

現

わ

れ
、

ま

た

個
別

化

さ

れ

た

労
働

の

こ

の

一

般

的

性

格

が

そ

の

労

働

の

社

会

的
性

格

と

し
て

現

わ

れ

る
」

と

い

う

よ

う

に
も

述

べ
て

、

価

値

の

実

体

規

定

を

直

接

に
交

換

価

値

の
そ

れ

と

し
て

示

す

と

い

う

こ

と

に

も

な

っ
て

い

る

。

こ

の

理
解

か

ら

す

る

か

ぎ

り
、

マ
ル

ク
ス

は

こ

こ

で

、

「

交

換

価

値

の
分

析

か
ら

明

ら

か

な

よ

う

に
、

労

働

の

社
会

的

諸

規
定

ま

た

は

扮

か

昨
知

爺

の
諸

規

定

」

―

「
特

殊

な

あ

り

方

に

お

い

て

社

会

的

な

そ

れ

」
１

こ

そ

が
「

交

換

価

値

を
生

み

だ

す

労
働

の
諸

条

件

で

あ

る
」
、

と

言

わ

ざ

る

を

え

な

い

こ

と

に
な

っ
て

い
る

。

わ

れ

わ

れ

は
、

こ

う

し

た

マ
ル

ク
ス

の

「

交

換

価

値

を

生
み

だ
す

労
働

」

○
理

解

の

り

ち

に
、

人

間

の
労

働

を

本
来

的

に
直

接

「
抽

象

的

、

一

般

的

か

つ

同
質

の

労

働

」

と

し

て

と

ら

え

、

労

働

を

本

来

的

に
社

（
3
2）

会

的

労

働

と

い

う

性

格

を

も

っ

べ
き

も

の

と
す

る
彼

の
見

解

を

伺

い
知

る

こ

と

が

で

き

る

。

し

か

も

、

こ

う

し

た
見

解

か

ら

実

は

、

『
資

本

論
』

の

冒

頭

で

も

、

商

品

の

価

値

の
実

体

と

し

て

の
人

間

労
働

の

「

一

般

的

社
会

的

労
働

時

間
」
「
抽

象

的

人

間

労

働
」

と

し

て

の

性

格

を

説

く

と

い
う

こ
と

に
な

っ
て

い

る
。
『
経

済

学

批

判
』

で

は
、
「

労

働

の

社

会

的

性

格

」

と

い

う

場

合

、
「

社

会

的

と

い

っ

（
3
3）

て

も
特

殊

な

あ

り

方

で

の

社

会

的

で

あ

る
」

と

い
う

よ

う

に
説

か

れ
て

い

る

が
、

こ

の

「

特

殊

な

あ

り
方

で

の

社

会

的

」

と

い

う

の

が

ど

う

い

う

こ

と

な

の

か
と

い

う

問

題

は

解

決

さ

れ
な

い
ま

ま
で

、

た

だ

「

社
会

的

生

産
過

程

で

日

々
行

な

わ

れ

て

い
る

抽

象

」
、

そ

し
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こ
り
し

た
商
品
の
「
価
値
」

の
説
き
方

は
、
や

は
り
一
八
四
四
年

時
点

に
お
け

る
「
類

的
存
在
」

の
理
解
に
共
通
し
、
人
間

の
労
働
を

本
来
的
に
「

社
会
的
な
生
命
発
現
」

と
し
て
把
握
す

る
見
解
が
底
流

に
な
っ
て

い
て
、
そ

れ
が
冒
頭
「

商
品
」
の
も
つ
「

交
換
価
値
」

も
う
ひ
と
つ
、
価
値
の
実
体

の
説
き
方

に
関
連
し
て
「
価
値

の
尺
度
」

の
問
題
に
注
目
し
て

お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期

に
マ

ル

ク
ス
は
価
値
の
「
内
在
的
尺
度
」

に
た
い
し
て
「
外
在
的
尺
度
」

が
あ
る
こ
と
を
詳
論
し
て
い

る
。
こ
の
「

外
在
的
尺
度
」

と
い
う

の

は
も

ち
ろ

ん
貨
幣
の
こ

と
を
指

し
て

い
る
が
、
「
内
在
的
尺
度
」

と
い
う
の
は
、
実

は
「

抽
象
的
人

間
労
働
」
、
「
労
働
時
間
」

の
こ

と
を
指
し
て
い

る
。
そ
し
て

マ
ル
ク
ス
は
、
「
労
働

時
間

が
価
値

の
内

在
的
尺

度
で
あ
る
の
に
、

な
ぜ
そ
れ
と
並

ん
で
も
う
ひ

と
つ

の

外
在
的
尺
度
が
あ

る
の
か
」

と
い
う
疑

問
を
Ｊ

・
ダ
レ
イ
批
判

と
し
て
提
起
し
て
い

る
。
し

か
し
、
そ
れ
は

グ
レ
イ

に
た
い

し
て
問
い

か
け

た
と
い
う

よ
り

も
、
実

は
マ
ル

ク
ス
自
身
が
自
分

に
向
か
っ
て
問
い
か
け
て
い

る
批
判
の
よ
う
に
考
え

ら
れ

る
。

と
い
う
の
は
。

「
外
在
的
尺
度
」

の
問

題
と
い
う
の
は
、
商
品
の
価
値
が
ど
の
よ
う
に
表
現

さ
れ

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

ま
ず
貨
幣

の
必
然
性
と
し

て
解
明

し
、

そ
し
て
そ

の
貨
幣
が
、
実

際
に
個

々
の
諸
商
品
の
価
格
を
実
現

し
て
ゆ
く
こ
と
を
通
じ
て
諸
商
品

の
価
値

を
尺

度
し
て
ゆ

く

と
い
り
こ

と
を
明
ら
か
に
す

る
問
題
で
あ
っ
て
、
モ

の
意
味
で

は
価
値
形

態

の
分
析

が
は
っ
き
り
し
て
こ

な
い
か
ぎ
り
明
ら
か
に
は

さ
れ
え
な
い
問
題
だ
か
ら
で
あ

殖

、
し

か
も
、
こ

の
価
値
形
態
の
分
析

は
、
周
知

の
と
お
り

『
経
済
学
批
判
』

の
段
階
で
は

ま
だ

は
っ

き
り
と
は
説

か
れ
て
い
な
い
。
つ

ま
り
、
こ
の
時
期

に
は
、

ま
だ
商
品

の
二
要
因
で

あ
る
価

値
と
使
用
価
値

と
の
関
係
は
十
分

に
は
明

ら

か
に
さ
れ
て
い

る
と

い
う
こ

と
が
で
き

な
い
。
商
品

０
使
用
価
値

の
規
定

と
い

う
の
は
、

先
の
『
要

綱
』

の
時
点
で
は
そ

の
頃

の
エ

ソ

ゲ
ル
ス
あ

て
の
手

紙
に
記

さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
「

た
ん
に
価

値
の
素
材

的
前
提
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
こ

の
前
提

は
当

面

は
ま
っ
た
く
経
済
的

な
形

態
規
定
の
外
に
落
ち
る
」

と
さ
れ
て
お
り
、

問
題
は
価
値
だ
と
さ
れ
、
し

か
も
モ

の
価
値

は
。
前
述

の
よ

う

に
「
抽

象
的
人
間
労
働
」

だ
と
い
う
規
定

に
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
た
わ
け

で
あ
る
。
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こ

の

よ

う

に

、

『

要

綱

』

で

は

使

用

価

値

が

価

値

か

ら

分

離

さ

れ

た

形

で

考

察

さ

れ

て

い

た

が

、

『

経

済

学

批

判

』

の

一

八

五

九

年

段

階

で

も

、

前

述

の

よ

う

に

商

品

は

「

使

用

価

値

と

交

換

価

値

と

い

う

二

重

の

観

点

の

も

と

に

自

己

を

表

わ

す

」

と

さ

れ

な

が

ら

、

両

者

は

商

品

の

二

要

因

と

し

て

の

そ

の

関

係

が

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

と

は

言

え

な

り

ご

の

点

が

は

っ

き

り

し

て

く

る

の

に

伴

っ

て

、

価

値

形

態

論

も

は

っ

き

り

し

て

く

る

関

係

に

あ

る

。

い

ず

れ

に

し

て

も

、

『

経

済

学

批

判

』

で

は

価

値

尺

度

の

問

題

は

「

外

在

的

尺

度

」

と

「

内

在

的

尺

度

」

と

し

て

二

分

化

さ

れ

た

形

に

な

っ

て

お

り

、

こ

の

関

係

を

ど

う

理

解

し

た

ら

よ

い

の

か

、

こ

れ

は

マ

ル

ク

ス

自

身

に

と

っ

て

な

お

解

明

さ

れ

な

く

て

は

な

ら

な

い

大

き

な

問

題

と

し

て

最

後

ま

で

歿

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

彑

囘

え

句

注

〇
1
9
）

『

ド

イ

ツ

ー

イ

デ

オ

７

ギ

ー

』

に

お

け

る

唯

物

史

観

０

形

成

の

問

題

に

つ

い

て

は

、

時

永

『

経

済

学

史

』
、

三

六

六

－

三

七

三

ペ

ー

ジ

を

参

照

さ

れ

た

い

。

ま

た

、

『

ド

イ

ツ

ー

イ

デ

オ

フ

ギ

ー

』

の

執

筆

時

期

な

ど

に

関

す

る

資

料

考

証

に

つ

い

て

は

。

花

崎

泉

平

訳

『

ド

イ

ツ

ー

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

』

合

同

新

書

版

。

廣

松

渉

『

マ

ル

・
ク

ス

主

義

の

成

立

過

程

』

至

誠

堂

一

九

七

四

年

な

ど

を

参

照

さ

れ

た

い

。

（
2
0

）

Ｋ

ａ
ｒ
l
　
Ｍ

ａ
ｒ
ｘ
｢
　
M
i

ｓ
ｅ
ｒ
ｅ

　
ｄ
ｅ

　
ａ

ｌ
　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ

ｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉ
ｃ
｡
　
Ｐ

ａ
ｒ
i
ｓ
｢
　
Ｂ

ｒ
ｕ
ｘ
e
l
l
e
ｓ
｢
　
１
８
４
７
;

　
i
n
　
M
E
W
｡

　
Ｂ

ｄ
.
　
４
｢
　
Ｓ
.
　
１
０
５
.

こ

の

点

に

つ

い

て

詳

し

く

は

、

時

永

『

経

済

学

史

』
。

三

七

三

上

二

七

九

ペ

ー

ジ

、

お

よ

び

、

『

古

典

派

経

済

学

と

《

資

本

論

》

』
。

三

一

九

上

三

一

て

へ

Ｉ

ジ

を

参

照

さ

れ

た

い

。

〇
2
1
）
　

Ｋ

ａ
ｒ
ｌ
　
Ｍ

ａ
ｒ
ｘ

二
｢

」
ｏ

ｈ
ｎ
ａ

ｒ
ｂ
ｅ
ｉ
ｔ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｋ

ａ
ｐ

ｉ
ｔ
a
l
｢　
“
　
Ｎ

ｅ
ｕ

ｅ

　
Ｒ

ｈ
ｅ

ｉ
ｎ

ｉ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ

　
Ｚ
ｅ

ｉ
ｔ
ｕ

ｎ

ｇ
｡

　
Ｎ

ｒ
.
　
２
６
４
-

２
６
７
｢
　
５
-

１
１
.
　
Ａ

ｐ

ｒ
i
l
　
１
８
４
９
;

　
i
n
　
M
E
W
｡

Ｂ

ｄ
.
　
６
｢
　
Ｓ
.
　
４
０
８
-

４
０
９
.

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

時

永

『

経

済

学

史

』

、

三

八

〇

上

二

九

一

ペ

ー

ジ

、

お

よ

び

、

『

古

典

派

経

済

学

と

《

資

本

論

》

』
、

＝
一
二

一

上

二

二

四

ペ

ー

ジ

を

参

照

さ

れ

た

い

。

〇
2
2
）
　

こ

の

伺

の

経

過

な

ど

に

つ

い

て

は

、

前

掲

『

古

典

派

経

済

学

と

《

資

本

論

》

』
、

三

二

五

上

二

四

一

ペ

ー

ジ

、

お

よ

び

、

Ｆ

ｒ
ｅ

ｄ

　
Ｅ
.
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ａ
-

ｄ
ｅ
ｒ
｢
　
Ｒ

ｅ
ｓ
ｔ
ａ

ｕ

ｒ

 
ａ

ｔ
ｉ

ｏ
ｎ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｒ

ｅ
ｖ
ｏ

ｌ
ｕ

ｔ
ｉ

ｏ

ｎ
:

　
Ｄ

ｉ
ｅ

　
Ｖ

ｏ
ｒ
ａ

ｒ

ｂ
ｅ

ｉ
ｔ
ｅ
ｎ

　ｘ
ｕ
m

にＫ

ａ
ｐ

ｉ
ｔ
ａ

ｌ
"

　
ｖ
ｏ
ｎ

　
Ｋ

ａ

ｒ

ｌ
　
M
a

ｒ
ｘ

 ｉ
ｎ

　ｓ
ｅ
ｍ

ｅ
ｎ

　Ｓ

ｔ
ｕ

ｄ

ｉ
ｅ
ｎ

ｈ
ｅ
ｆ
ｔ
ｅ
ｎ

１

８

５

０
-

１

９

５

８
.
　
Ｈ

ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
ｓ
h
e
i
m

　
１
９
８
０
｢
　
Ｓ
.
　
１
５
-

１
０

３

を

参

照

さ

れ

た

い

。

（
2
3

）
　

Ｋ

ａ
ｒ
l
　
Ｍ

ａ
ｒ
ｘ
｢
　
Ｇ

ｒ
ｕ

ｎ

ｄ
ｒ

ｉ
ｓ
ｓ
ｅ

　
ｄ

ｅ
ｒ

　
Ｋ

ｒ

ｉ
ｔ
ｉ
ｋ

　
ｄ

ｅ
ｒ

　
Ｐ

ｏ

ｌ
ｉ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ
ｎ

　
Ｏ

ｋ
ｏ
ｎ

ｏ
ｍ

ｉ
ｅ
｡
　
Ｄ

ｉ
ｅ
ｔ
ｚ

　
Ｖ

ｅ
ｒ

ｌａ
ｇ

　
Ｂ

ｅ
ｒ
l
i
n
　
１
９

５
３
｢
　
Ｓ
.
　
１
８
５
.
　（

以

下

Ｇ

ｒ
ｕ

ｎ

ｄ
ｒ

ｉ
ｓ
.ｓ
ｅ

と

略

す

）
。
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『
要

綱
』
と
「
経
済
学
批
判
」

体
系
の
基
本
視
角
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
時
永
『
経
済
学
史
』
、
三
九
二
－

四

一
四

ペ
ー
ジ
を
、
ま
た
『
要

綱
』

の
理

論
的

な
諸
問
題

に
つ

い
て

は
、
前
掲
『
古
典
派
経
済
学

と
《

資
本
論

》
』
、
三

六
〇
－

三
ハ
ニ

ペ

ー
ジ
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
2
4
）
　
Ｍ
ａｒ
ｘ
｢　Ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄｒ
ｉｓ
ｓ
ｅ
(　Ｓ
.　７
６
３
.

0
2
5）
「

プ
ラ
ン
」

の
変
遷
過
程

の
詳
細

に
つ

い
て

は
、
前
掲
『
古
典
派

経
済
学

と
《

資
本

論
》
』
、
三
四

六
－

三
五

九
ペ

ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
6）
　
Ｍ
ａｒ
ｘ
｢　Ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄｒ
ｉｓ
ｓ
ｅ
｢　Ｓ
.　２
８
-
２
９
.

（
2
7）
　
Ｍ
ａｒ
ｘ
｢　Ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄｒ
ｉｓ
ｓ
ｅ
｡　Ｓ
.　２
２
６
.

（
2
8）
　
Ｍ
ａｒ
ｘ
｢　
Ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄｒ
ｉｓ
ｓ
ｅ
｢　Ｓ
.　１
３
８
.

（
2
9）
　
Ｍ
ａｒ
ｘ
(　Ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄｒ
ｉｓ
ｓ
ｅ
｡　Ｓ
.　１
８
６
-
１
８
７
.

0
3
0）
　
こ

の
「

六
分
割

プ
ラ
ン
」

は
。

一
八
五

八
年
二
月
二
十
二
日

お
よ
び
三

月
十

一
日
付

の

マ
ル
ク
ス
か
§

フ
サ

ー
ル
あ
て
の
手
紙
、
お
よ

び
同

年
四
月
二
日
付

の
マ
ル
ク
ス
か
ら
エ
ン
グ
ル
ス
あ
て

の

手
紙

に
よ
っ
て

推

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
岡
崎
次
郎
訳

『
資
本
論
書
簡
』
、
大
月
書

店
、
第
一
分
冊
、

一
九
七
一
年
、
二
三
七

、
二
四
六
、
二
四
八
－

二
五
三

ペ
ー
ジ
を
見

よ
。

（
3
1）

『
原
初
稿
』

の
出
発

点
に
関

す
る
理

論
的

な
考
察

に
つ
い
て

は
、
前

掲
『
古
典
派

経
済
学
と
《

資

本
論
》
』
、
三
八
七
上

二
九
五

ペ
ー
ジ
を
参

照

さ
れ
た
い
。

（
3
2
M
E
W
｢

　Ｂ
ｄ
.　１
３
｢　Ｓ
.　１６
１
ａ
・

（
3
3
M
E
W
｡

（
3
4
･
）
　
Ｍ

Ｅ
Ｗ
｡
　Ｂ
ｄ
.　１
３
｢　Ｓ
.　１
８
.

（
3
5
）
『
経
済
学
批
判
』
の
商
品
論
の
問
題
点
に
つ
い
て

は
、
前
掲
『
古
典
派
経
済
学
と
《

資
本
論

》
』
。
三
九
八
一

四

〇
一

ペ
ー
ジ
を
参
照

さ
れ
た

い
。
な
お
、
『
資
本
論
』

で
も
冒
頭

商
品
論
の
箇
所
で
価

値
の
実
体
と
し
て

の
抽
象
的
人
間
労
働
を

「

労
働
生
産
物

の
使
用
価
値

の
捨

象
」

に

よ
っ
て

導
き
出

し
、
そ
れ
が
「

社
会
的
に
必
要

な
労
働

」
と
し
て
確
定

さ
れ
る
『
換
算
』

の
問
題

を
「
一
つ

の
社
会
的
過

程
に
よ
っ
て
生

産
者

の
背
後
で
確
定
さ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
説
い
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

〇
3
6
M
E
W
｡

　Ｂ
ｄ
.　１
３
｢　Ｓ
.　６
７
.

（
3
7
）
『
経
済
学
批
判
』

の
貨
幣
論

の
問
題
点

に
つ

い
て

は
、
前
掲
『
古
典
派
経
済

学
と
《

資
本

論
》
』
。
四
〇

一
１

四
〇
ハ

ペ

ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た

い
。
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（
3
8）
　
一
八
五
八
年
四
月
二
日
付

の
マ
ル
ク
ス
か
ら

エ
ン
グ
ル
ス
あ
て

の
手
紙
、
岡
崎
訳

『
資
本
論

書
簡
』
、

―
、
大
月
書
店
、
二
四

九

ペ
ー
ジ
。

'Ｎ
」ａｘ
ｘ
ｆｉ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄｒ
ｉｓ
ｓ
ｅ
｡　Ｓ
.　７
６
３
.

（
3
9
M
E
W
｡

　Ｂ
ｄ
.　１
３
(　Ｓ
.　１４
.

0
4
0）
　
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「

ス
ミ
ス
と

マ
ル
ク
ス
と
に
お
け

る
二

重
の
社
会

像
」
の
第
三
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

Ⅳ
　
ス
ミ
ス
労
働
価
値
論
の
特
徴

で

は
、
こ

の
価
値
尺
度

と
価
値
実
体

の
問
題

は
ア

ダ
ム

ー
ス
ミ
ス
の
場
合

に
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
の
観
点

か
ら
す

れ
ば
、
『
諸
国
民

の
富
』
第

一
篇
第
一
－

三

章
の
分
業

論
と
、
そ

の
あ
と

第
四
Ｉ

六
章
、
特
に

第
五

章
冒
頭

の
三

つ
の

。ロ
フ
グ
ラ
フ
の

叙
述
な
ど
が
問
題

に
な

る
で
あ
ろ
屈

）
こ
れ
ら
の
箇
所
の

ス
ミ

ス
の
叙
述

に
見

ら
れ

る
彼

の
価
値

の
実

体
、
源

泉
、

尺
度

の
説
明
に
つ

い
て
は
、
本
当

に
労

働
を
基
礎
に
し
て
い

る
の

か
ど
う
か
、
実
は
そ
の
よ
う
に
は
言

い
切
れ
な

い
面
が

あ
る

の
で

は
な
い
か
と
い
り
疑

問
が
出
て
く
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
伽

）
確

か
に

ス
ミ

ス
の
モ

の
後
の
叙
述
の
な

か
に
は
、

た
と
え
ば
、
第
二
篇
第
五
章

の
「
資

本
の
さ

ま
ざ
ま
な
用
途

に
つ
い
て
」
の
箇
所

に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、

農
業
で
は
自
然
も
人
間
と
い

っ
し

ょ
に
労
働
し
、

ま
た
役
畜

も
人
間

と
同

様
に
多
く
の
価

値
を
再
生
産
す
る
と
い
う
叙
述

が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
モ

の
た

め
に

ス
ミ

ス
は
、
ま
ず
第
一

に
農
業

に
資
本

を
投

（
4
3）

下
す

る
の
が
有
利
で

あ
る
と
言
っ
て

い
る
わ
け

で
あ
る
。

し
か
し
、
『
諸
国
民
の
富
』
全
体
の
叙
述
の
詳
細
な
検
討

は
と
も

か
く
、

と
り

わ
け
第

一
篇
の
前
述

の

箇
所
に

注
目
す

る
な

ら
ば
、

そ
こ

で
は
ま
っ
た
く
対
照

的
に
、

ま
ず
序

文
冒
頭

の
と
こ

ろ
で
「

必
需
品
、
便
益
品
を
本
源
的

に
供
給
す

る
源
泉
」

は
労
働
で

あ
る
と

述

゛
て

゛
る
箇

所
が
あ
咄

）
そ

れ
に
続
い
て
分
業

論
が
展
開
さ

れ
て
お
り
。
第
一
篇
第
五
章
で

は
労
働

は
「
す

べ
て
Ｏ
物

に
た
い
し

て
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支

払

わ

れ

た
代

価
で

あ

り
、

本

源

的

購
買

貨

幣

ｏ
ｒ
ｉｇ
ｉｎ
ａ
ｌ
　ｐ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
ａ
ｓ
ｅ
-ｍ
ｏ
ｎ
ｅｙ

で

あ

っ
た

」

と

い
う

表
現

な

ど

の

あ

る
こ

と

が

注

目

さ
れ

る
。

こ

れ

ら

の

点

に

注

目

し
て

見

て

ゆ

く

と

、

ヌ

ミ

ス

は
、

い
ろ

い

ろ

な
物

が

い

ろ

い
ろ

な
関

係

で

つ

く

ら

れ

る

け

れ

ど

も
、

究

極

的

に
突

き

つ

め

て

ゆ

け

ば
、

す

べ

て

の

物

を

つ

く

る
も

の

は
や

は
り

人

間

の
労

働

だ
と

考

え

て

い

た

の
で

は

な

い

で

あ

ろ

う

か
。

だ

か
ら

こ

そ

、

モ

の

労

働

は

「

生

活

必
需

品

や

便

益

品

」

と

い

う
富

を
「

本

源

的

に
供

給

す

る
源

泉
」

だ

と

考

え

、

こ

う

し

た

理

解

か

ら

先

の
第

五

章

の

叙
述

に
見

ら

れ

る

よ

り

に

、

労

働

は
も

と

も

と

自

然

に

た

い
し

て

支

払

わ

れ

る

「
貨

幣
」

で

あ

り

、

生

産

物

は

そ

の

「

代

価

」

と

し

て
自

然

か

ら
与

え

ら

れ

る

も

の

だ

と

考

え

た

の
で

は

な
い

で

あ

ろ

う

か
。

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

に

生
産

物

を

労
働

の

「

代

価

」

ま

た

は

「

報
酬

」

と

し

て

と

ら

え

た

こ

と

か
ら

、

実

は
、

労

働

を

「

労
苦

と

煩

労

ｔｏ
ｉｌ
　ａ
ｎ
ｄ
　ｔｒ
ｏ
ｕ
ｂ
ｌｅ
 Ｊ

だ

と

す

る

理
解

も

出

て

き

た

の
で

は

な

い

か

と
考

え

ら

れ

る

。

い

ず

れ

に
し

て

も

、

分

業

と

し

て

の
労

働

一
般

を

素

材

的

富

の
源

泉

と

し

て

把

握

す

る
見

地

が

ア

ダ

ム

ー
ス

ミ

ス

の

根
底

に

あ

っ

た

こ

と

自

体

は
否

定

で

き

な

い
事

実

で

あ

ろ

う
。

（
4
7）

さ

ら

に

進

ん

で
、

ス

ミ

ス

が

三
階

級

か

ら

な

る
社

会

を

見

て

い

た
こ

と

も
否

定

で

き

な

い
事

実

で

あ

っ
て

、

そ

の

た

め

に
、

『
諸

国

民

の

富

』

の
叙

述

内

容

は

理

論

的

な
整

合

性

の

問

題

を

残

す

こ

と

に

も

な

っ
て

い

る

が
、

そ

の
点

は

と

も

か
く

と
、

ス

ミ

ス

は
究

極

的

に

は

マ

ル

ク

ス

の
言

う
労

働

過

程
そ

の

も

の

に

ま

で

考

察

を

深

め
て

、

し

か
も

そ

の
過

程

を
。

本

源

的

に

は
人

間

が

個

々

に
彼

の

労
働

を
自

然

に

た

い

し
て

「
貨

幣
」

と

し
て

支

払

い

、

そ

の
「

代

価

」

と

し

て

生

産

物

を
獲

得

し
て

く

る
関

係

と

し

て

と

ら

え

て

い

た

の

で

は
な

い

か
と

考

え

ら

れ

る
。

し

か

も
、

そ

れ

こ

そ

が

実

は

ス
ミ

ス
の

言

り

「

経

済

人

」

の
労

働

と
し

て

把

握

さ

れ

た

も

の

に

ほ

か

な

ら

な

か

っ

た

と
言

え

る
。

と

す

れ

ば
、

こ

の

「

経

済

人

」

の

労

働

は
、

も

と

も

と

ス

ミ

ス

の

理
解

か
ら

す

れ

ば

社

会
形

成

の
原

理

を

そ

れ

自

身

の

な

か

に

生
来

的

な

「
性

向
」

と

し

て

も

っ
て

い

る

も

の
で

あ

り

、

そ

の
点

が

す

で

に
「

分

業

」

論

と

し
て

展

開

さ

れ
て

い

た

こ

と

に

な
册

つ

ま

り
、

こ

の
「

分

業

」

論

も
モ

の

発

生

の

原

因

は
、

周

知

の
と

お
り

、

人

間

の

生

来

的

に
も

つ

「
交

換

性

向
」

に
基

づ

く

も

の
と

さ

れ

て

い

た

わ

け
で

あ

り
、

ま

た
、

ミ

ー

ク
が

ス

ミ

ス
の

渡

仏

前

の
諸

資

料

の
検

討

の

さ

い

に
手

が

か

り

と

し
て

い

た

問

題
、
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つ
ま
り
「
分
業

は
市
場
の
広
さ
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
」
と
い
う

ス
ミ
ス
の
叙
述

に
し
て
み
て

も
Ｉ

ミ
ー
ク
は
、
こ

の
叙
述

が
「

キ

ャ
ナ
ソ

ー
ル
ー
ト
」

で
は
適
切
な
位
置

に
あ
る
と
い
り
こ

と
か
ら
、

こ
の
「
ノ

ー
ト
」
を
渡
仏
前
の
最
後
の
講
義
ル

ー
ト
だ
と
判
断
し

（
5
0）

て
い

る
が
Ｉ

、

ス
ミ
ス
は
人
間

の
生
来

の
「
交

換
力

の
大
き
さ
」
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
だ
と
言

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
や

は
り
、

個

々
の
「
経
済
人
」

の
生
来
的
な
「
交

換
」

の
性
向
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
「

市
場
の
広
さ
」
と
い
う
社
会
的
関
係
を
考
え
て
い

た
の

だ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
理
解

の
仕
方

と
違

っ
て
い

る
の
は
、

た
と
え

ば
久
留
間

鮫
造
氏
の
見

解
で
あ
る
。
久
留
間

氏
の
考
え
で
は
、
ス
ミ
ス
の

労
働
＝
「

本
源

的
購
買
貨
幣
」

と
い
う
理
解

は
、
「
賃
労
働

と
資
本

と
の
交

換
関
係

か
ら
類
推

し
て
歪

曲
し
た
形

で
把
握
し
て
い
た
こ

（
5
2）

と
が
知
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し

た
見
解

か
ら
す

る
と
、
三
階

級
分

割
に
基

づ
く
社
会
形

態
の
成
立
の
も
と
で
は
じ
め
て
可

能
な
労
働

力
の
商
品
化
を
前
提
し
て
モ

こ
で
の
資
本
関
係

か
ら

逆
に
「
類
推
し
て
歪
曲
し

た
形
」
で
労
働
過
程
を
も
対

象
に
す
る
こ

と

に
な
っ
て

い
る
の
が
ス
ミ
ス
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ

の
た

め
に
、

ス
ミ
ス
は
人
間
と
自
然

と
の
関
係
、
言
い
換
え
れ

ば
労
働
過

程

の
と
こ
ろ
を
、
「
人
間

と
自
然
と
の
間
の
交

換
の
過

程
」

と
し
て
考
え
、
「
労
働
」
を
「
各
人
が
財
貨
の
獲
得
の

た
め
に
支
払

わ
ね
ば

な
ら
ぬ
本
源
的

な
犠

牲
」

と
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
随

ス
ミ
ス
が
労
働
過

程
を
人
間

と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
交

換
過

程
化
し
て
と
ら
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
そ
の
と

お
り
だ
と
言
え

る
が
、

し
か
し
そ
れ

は
、

ス
ミ
ス
自
身

に
即

し
て

言
え

ば
、

三
階
級
分

割
の
社
会
形
態
の
も
と
で
は
じ

め
て
可
能
に
な

る
資
本
関
係

か
ら
逆

に

「
類
推
し
歪
曲
し

た
形
で
」

労
働
過

程
を
対

象
と
し
た
こ

と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
先

に
述

べ
た
よ
う
に
、

ス
ミ
ス
に
特
有

な
自
然
法
思
想

の
形

成
と
そ
れ

に
基

づ
く
「

経
済
人

」
の
独
自
な
把
握
か
ら
可

能

に
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
解
す

る

ほ
う
が
妥
当
で

は
な

い
か
と
思

わ
れ

る
。

も
ち
ろ
ん
前
者

の
側
面

が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
後
者
の
側
面
を

欠
落
さ
せ
た
の
で
は
、
逆

に
ス

ミ
ス
独
自
の
思
想

に
し
て

も
、
そ
れ

に
基
づ
く
「
経
済
人
」

の
理
解

に
し
て

も
、

さ
ら
に
分

業
論
等

々



ス ミスとマル クス29

の
そ
れ
ら
に
し
て

も
ス
ミ
ス
に
即
し
て
十
分
納
得

の
ゆ
く
形
で
理
解
で
き

な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
は
、

ス
ミ
ス

が
な
ぜ
労
働
そ
れ
自
身

の
価
値

は
け

っ
し
て

変
動

し
な
い
と
考
え

た
の
か
、

ま
た
な
ぜ
労
働

は
「

真
実

の
尺

度
」

だ
と
主
張

し
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
、
彼

の
「
経
済
人
」

の
考
え
方
そ

の
も
の
に
基
づ

い
て
解
明
す

る
た
め
の
基
礎
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
仙

）

ス
ミ

ス
が

よ
く
使
う
「
労
働

の
価
値
」

と
い
り

言
葉
－

マ
ル

ク
ス
は
こ

の
表
現

を
「

余
計
で
あ
り
無
意
味
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
蜴

レ
レ

、
こ

の
「
労
働

の
価
値
」

と
い
う

う

ス

の
表
現

は
、

ス
ミ
ス
が

事
実
上
労
働
過

程
そ
の
も
の
を
対
象
に
し
て
、
人
間

が
自

然
に
た

い
し
て
「
労
働
」

を
支
払

い
、
そ

の
代
価

と
し
て
自
然

か
ら
本
源
的

に
生

産
物

を
猥

得
す
る
と
い
う
理
解
か
ら
、
そ
の
生
産
物

が
「
労
働
の
価
値
」

と
解
さ
れ

る
こ

と
に
な
っ
て

い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
最
も
突
き
つ

め
た
と
こ
ろ
で
考
え
て
み
る

と
、

ス
ミ
ス
が
こ

の
よ
う
な
形
で
労
働
過
程

を
交

換
過

程
化

し
て

理
解

し
て

い
た
と
い
り

こ
と
は
、

生
来
の
「

性
向
」
と
し
て
社
会
関

係
を
形
成
し

ゆ
く

性
格

を
も
っ
た
個
人

の
労
働

を
究
極
的
に
自
然

と
の
関
係

で
ス
ミ
ス
な
り
に
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言

り
こ
と
が
で

き
よ
り
。

こ
の
よ
う
に
、

マ
ル

ク
ス
の
い
う

「

人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
形
態

に
等
し

く
共
通
な
も

の
で
あ
る
」
「

労

働
過
程
」
モ

の
も
の
を
社
会
形

成
主
体
と
し

て
の
性
格
を
も
っ
た
個
人

の
労
働
そ

の
も
の
と
自
然
と
の
関
係
と
し
て
事
実
上
把
握
し
そ

れ

を
Ｉ

理

論
的

に
は
多
く

の
欠

陥
を
残
し
な
が
ら
も
Ｉ

学
説
史
上

は
じ

め
て
経
済
学
の
体
系

化
の
基
礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

い

う
点

に
、
実

は
ス
ミ
ス
経
済
学
が
古
典
派

経
済
学
と
し
て

屯
つ
最
大

の
特
徴
点

を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

注

（
4
1

）

Ａ

ｄ
ａ
ｍ

　
S
m
i

ｔ
ｈ
｢
　
Ａ

ｎ

　
Ｉ
ｎ

ｑ
ｕ
i
ｒ
ｙ

　
ｉ

ｎ

ｔ
ｏ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｎ

ａ

ｔ
ｕ
ｒ

ｅ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｃ

ａ

ｕ

ｓ
ｅ
ｓ

　
ｏ
ｆ

　
ｔ
ｈ

ｅ

　

Ｗ

ｅ
ａ

ｌ
ｔ
ｈ

　
ｏ
ｆ

　Ｎ

ａ

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ｓ
｡
　
２

　
ｖ
o
l
ｓ
.
｢　
」
ｏ
ｎ

ｄ
ｏ
ｎ

　
１
７
７
６
:

ｉ
ｎ

　
Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｇ

ｌ
ａ

ｓ
ｇ

ｏ
ｗ

　
Ｅ

ｄ

ｉ
ｔ
ｉ

ｏ
ｎ

　
ｏ
ｆ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
W
o

ｒ

ｋ
ｓ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｃ

ｏ
ｒ
ｒ

ｅ
ｓ
ｐ

ｏ

ｎ

ｄ
ｅ
ｎ

ｃ
ｅ

　
ｏ
ｆ

　
Ａ

ｄ
ａ

ｍ

　
Ｓ

ｍ

ｉ
ｔ
ｈ
｡

　
６

　
ｖ
o
l
ｓ
.
｢
　
Ｏ

ｘ

ｆ
ｏ
ｒ

ｄ

　
１
９
７
６
１

８
３
｢
　
ｖ
o
l
.

Ｉ
Ｉ
｢

　
ｐ
ｐ
.

　
４

７
１

色

・

（

以

下

、
W
.

　
ｏ
ｆ

　
Ｎ
.

と

略

す

。
）

（
4
2

）
　

こ

の

よ

う

な

問

題

は

、

藤

塚

鰕

義

氏

が

提

起

さ

れ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

「

…

…

ス

ヽ
ヽヽ

ス

が

『

労

働

は

本

源

的

購

買

貨

幣

だ

』

と

い

っ

て

い

る

こ

と

を

、
『

人

間

が

自

然

に

た

い

し

て

労

働

を

あ

た

え

て

自

然

か

ら

生

産

物

を

亀

ら

う

と

い

う

、

人

間

と

自

然

と

の

あ

い

だ

の

交

換

に

な

ぞ

ら
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え

て

、

生

産

を

と

ら
え

て

い

る

の

だ
』

と
解

す

る
見

解

が

あ

る

が

、

ス

ミ

ス

が
比

喩
的

に
述

べ
て

い

る

こ

の
記

述

を

、
モ

り

よ

う

に
解

釈

す

る

こ

と

は

無

理

で

あ

ろ
う

。

ス

ミ

ス

に

お

い
て

は
、

む
し

ろ

『
土

地

と
労

働

の
生

産

物

』
（
ｐ
ｒ
ｏ
ｄ
ｕ
ｃ
ｅ
　ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｌａ
ｎ
ｄ
　ａ
ｎ
ｄ
　
ｌａ
ｂ
ｏ
ｕ
ｒ
）

と

い

う

伝

来

の
表

現

が
随

所

に
で

て

く

る

の

で
あ

っ
て

、

人

間

と

自

然

〇
土

地
）

と

の
あ

い

だ
で

行

な

わ

れ

る
自

然

の
産

物

と

労
働

と

の
交

換
と

い

う
把

握

の
仕

方

を

、

ス

ミ

ス

に

あ
て

ぽ

め

る

こ
と

は
困

難

だ

と
思

う

。
」
（
「
『
国

富

論

』

に

お
け

る
労

働

価

値

論

の
成

立

‥
支

配

労
働

＝

投
下

労
働

価

値

視

点

の
形

成

と

古

典

派

労
働

価

値

論

の
成

立

」
。

所

収

『
《

国

富

論

》

の
成

立
叭

経

済

学

史

学

会

榻

、

岩

波

書

店

、

一

九
七

六
年

、

一

八

一

－

一
ハ

ニ

ペ

ー
ジ

、

注

４

．
』

〇
4
3）

Ｓ
ｍ

ｉｔ
ｈ

『
　
W
.
　ｏ
ｆ
　Ｎ
.
　ｐ
ｐ
.
　
３
６
３
-
３
６
４
.　
I
T諧

屏

民

の
富

』

全

体

の
叙

述

を
見

れ

ば

、

労

働

価

値

論

的
側

面

と

同

吽

に
重

農

主

義

的

側

面

が

見

ら

れ

る

こ

と

は
周

知

の
と

お
り

で

あ

る
。

こ

０
点

は
、

た

と
え

ば
Ｒ

・
Ｌ

・

ミ

ー

ク

に

よ

っ
て

屯

学

説

史

的

に
検

討

さ

れ

て

い

る

（
「

イ

ギ

リ

ス

に

お

け

る
重

農

主

義

と

古

典

主
義

」
、

所

収

‥
吉

田

洋

一
訳

『

イ

ギ

リ

ス
古

典

経

済

学

』

未

来

社

、

一
九

五

六
年

）
。

だ

が
、

こ

こ
で

は

、

こ

０

両

面

０

存

在

を

確

定

す

る
こ

と

が
問

題

な

の
で

は
な

い
。

ミ

ー

ク
も

指

摘

し

て

い

る
と

お
り

、

「

ス

ミ

ス

の
重

農

主
義

へ

○
偏

向

」

は
、

ス

ミ

ス
の

思

想

そ

の
も

の
が

「
そ

の
本

質

的

に

お

い
て

過

渡

的

な

も

の
で

あ

っ
た

」

こ

と

を

示

す

も

の

と

し

て

確

定

し

て

お
け

ぱ

よ

い

〇
同

訳

書

、

六

七

、

六

九

ペ

ー

ジ
）
。

こ

こ

で

は
、

モ

の
う

え

で

、

ミ

ー

ク

が
「

ス

ミ

ス
と

一
部

の

反

重

農

主

義

者

は
、

リ

カ

ー

ド

ウ

の

用

い

る

と

こ

ろ

と

な

っ

た
労

働

〔
価

値

〕

論

の
方

向

を

、

す

で

に
示

し

て

い

た
」
（
同

訳

書

、

九

一

ペ

ー

ジ
）

と

述

べ
て

い

る

視

角

か

ら
、

ス

ミ

ス

の

労
働

価

値

論

そ

の
も

の
を

考

察

す

る
こ

と

が

問

題

で

あ

る
。

た

だ
し

。

ミ

ー

ク

の
そ

の
指

摘

と

の
関

連

で

は
、

次

の
点

を

注
意

し
て

お

か

な
く

て

は

な

ら

な

い
。

す

な

わ

ち

、

ミ

ー

ク

は
、

ス

ミ

ス

の
労

働

価

値

論

へ

の
方

向

が
、

「

ス

ミ

ス

の
著

作

を
リ

カ

ー

ド

ウ

『
原

理

』

の
観

点

か

ら
観

察

す

る

場

合

に

の

み

、

特

に

意

義

あ

る
も

の
と

し

て

現

わ
れ

る
」

（
同

訳

書

、

六

七

ペ

ー

ジ
）

と

指

摘

し

て

い
る

尨

で
あ

る

。
こ

の
指

摘

は
、

ス

ミ

ス

の

労

働
価

値

論

の
内

容

と

リ

カ

ー
ド

ウ

の
そ

れ

と

の
相

違

を
念

頭

に

お

い
て

読

ま

れ

な

く

て

は
な

ら

な

い

。

ミ

ー

ク

自
身

は

、
そ

の
相

違

に

触

れ

て

い
な

い
が

、

わ
れ

わ

れ

に
と

っ
て

は
、

同

様

に

労

働

価

値

論

と

呼

ば

れ

な
が

ら

、

ス

ミ

ス

の
そ

れ

が

リ

カ

ー

ド

ウ

０
そ

れ
と

本

質

的

に

相

違

し

て

い

た
点

こ

そ

が
問

題

で

あ

る
。

む

し

ろ
、

モ

の
点

に
、

ス

ミ

ス

の
労

働

価

値

論

が

「
そ

の
本

質

に

お

い

て
過

渡
的

な

も

の
で

あ

っ

た
」

こ

と

の
学

説

史

上

の
意

義

が
見

い
だ

さ
れ

る

の
で

あ

っ
て

、

親

近

性

か
ら

す

れ
ば

。

リ

カ

ー

ド

ウ

の

労
働

価

値

説

は

マ
ル

ク
ス

の

そ

れ

の

ほ

う

に

近

か

っ

た
と

い

う

こ

と

が
で

き

る
。

こ

の
点

は
、

マ

ル

ク

ス

の
「

経

済

学

批

判

」

体

系

が
、

ス

ミ

ス

の

『

諸
国

民

の
富

』

よ

り

も

、

む

し

ろ

リ

カ

ー
ド

ウ

の

『
原

理

』

を

直

接

批

判

の
対

象

と

し

て

構

築

さ

れ

た
と

い

う
観

点

か
ら

、

改

め
て

検

討

さ

れ

る

べ

き

課
題

で

あ

ろ

う

。

〇
齟
］）
S
m
i

ｔ
ｈ
｢　
W
.
　
ｏ
ｆ
　Ｎ
.
　ｐ
.
　
１
０
.
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（
4
5

）
S
m
i

ｔ
ｈ
｢
　

Ｗ
.

　
ｏ

ｆ

　
Ｎ
.

　
ｐ
.
　
４

８
.

（
4
6

）
S
m
i

ｔ
ｈ
｢
　
Ｗ
.

　
ｏ
ｆ

　Ｎ
.

　
ｐ
.

　
４

７
.

（
4
7

）
S
m
i

ｔ
ｈ
｢
　
Ｔ
Ｆ
.
　
ｏ
ｆ

 
N
.
　
Ｂ

ｋ
.
　
Ｉ
｢
　
ｃ

ｈ
ａ
ｐ
.

　
６
.

ス

ミ

ス

が

三

階

級

分

割

の

社

会

像

を

想

定

し

分

析

対

象

と

す

る

に

い

た

り

た

経

緯

に

つ

い

て

は

、

資

料

的

に

な

お

明

確

に

さ

れ

て

い

る

と

は

言

え

な

い

が

、

現

在

の

と

こ

ろ

、

Ｒ

・

Ｌ

・

ミ

ー

ク

に

よ

る

資

料

検

証

が

最

も

興

味

深

い

論

点

を

提

示

ｕ

て

い

る

も

の

と

し

て

注

目

さ

れ

る

（
「

ア

ダ

ム

ー

ス

ミ

ス

と

古

典

派

の

利

潤

論

」
。

所

収

‥

時

永

淑

訳

『

経

済

学

と

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

』
、

法

政

大

学

出

版

局

。

一

九

六

九

年

、

四

三

－

四

四

ペ

ー

ジ

を

見

よ

）

。

な

お

、

ス

ミ

ス

に

は

、

『

道

徳

感

情

論

』

に

見

ら

れ

る

よ

う

な

独

自

の

思

想

に

支

え

ら

れ

つ

つ

、

『

諸

国

民

の

富

』

の

冒

頭

の

「

分

業

」

論

を

基

礎

に

し

て

設

定

し

た

「

商

業

社

会
8
m
m
e

ｒ
c
i
a
l
　
ｓ
ｏ

ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ

」

像

と

、

彼

の

現

実

観

察

に

基

づ

い

て

描

か

れ

た

資

本

家

、

地

主

、

労

働

者

の

三

階

級

か

ら

な

る

社

会

像

と

の

、

い

わ

ば

二

重

の

社

会

像

が

認

め

ら

れ

る

が

、

こ

の

両

者

の

あ

い

だ

の

理

論

的

整

合

性

の

問

題

に

つ

い

て

詳

し

く

は

、

時

永

『

経

済

学

史

』

第

二

篇

第

一

章

第

三

節

、

お

よ

び

、

前

掲

拙

稿

「

ス

ミ

ス

と

マ

ル

ク

ス

に

お

け

る

二

重

の

社

会

像

」
、

第

四

項

を

参

照

さ

れ

た

い

。

（
4
8

）

Ｓ
ｍ

ｉ
ｔ
ｈ
｢
　
Ｗ
.

　
ｏ

ｆ

　Ｎ
.

　
Ｂ

ｋ
.
　
Ｉ
｢

　
ｃ

ｈ
ａ
ｐ
.
　
１

Ｉ

｀
・

（
4
9

）
S
m
i

ｔ
ｈ
(
　
Ｗ
.

　
ｏ
ｆ

 Ｎ
.

　
ｐ
.

　
３
１
.

0
5
0
）
　

Ｍ

ｅ
ｅ
ｋ
｢
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
｡

　
ｐ

ｐ
.
　
３
３
-

４
２
.

（
5
1

）
　

久

留

間

鮫

造

、

玉

野

井

芳

郎

『

経

済

学

史

』
、

改

版

、

岩

波

全

書

、

一

九

七

七

年

、

九

六

－

一

〇

〇

ペ

ー

ジ

、

注

１

．

Ｇ

一
）
　

同

前

、

九

ハ

ペ

ー

ジ

。

（
5
3

）
　

同

前

、

九

八

－

九

九

ペ

ー

ジ

。

（
5
4

）
　

こ

の

点

に

つ

い

て

詳

し

く

は

、

前

掲

拙

稿

「

ス

ミ

ス

と

マ

ル

ク

ス

と

に

お

け

る

二

重

の

社

会

像

」
、

第

四

項

を

参

照

さ

れ

た

い

。

（
5
5

）
　

Ｋ

ａ
ｒ
l
　
Ｍ

ａ
ｒ
ｘ
｢

　
Ｔ

ｈ
ｅ
ｏ
ｒ

ｉ
ｅ
ｎ

　
ｕ

ｂ
ｅ
ｒ

　
ｄ
ｅ
ｎ

　
Ｍ

ｅ

ｈ
ｒ
w

ｅ
ｒ

ｔ
　（

Ｍ

ａ
ｎ

ｕ

ｓ
ｋ
ｒ

ｉｐ

ｔ
　
１

８

６

１
-

１

８

６

３
'
）
｡
　
i
n
　
Ｍ

Ｅ

Ｇ

Ａ

　
Ｉ
Ｉ
／
３
.
　
２
｢
　
Ｓ
.
　
３
７
０
.
　
Ｋ

ミ

ス

は

、

『

諸

国

民

の

富

』

第

一

篇

第

苙

章

の

第

ニ

ゼ

フ

ど

フ

フ

の

な

か

で

、

「

そ

れ

ら

〔

諸

商

品

〕

は

あ

る

一

定

（

ｍ

の

労

働

の

価

値

［

ｔ
ｈ
ｅ

　
ｖ
a
l
ｕ

ｅ

　
ｏ

ｆ
　
ａ

ｃ
ｅ
ｒ
ｔ
ａ

ｉｎ

　
ｑ
ｕ

ａ
ｎ

ｔ
iｔ
ｙ

　
ｏ

ｆ
 ｌ
ａ

ｂ
ｏ
ｕ

ｒ

］

を

含

ん

で

お

り

、

そ

の

一

定

１
:

０

労

働

の

価

値

を

わ

れ

わ

れ

は

、

そ

の

場

合

、

そ

れ

と

等

し

い

労

働

量

の

価

値

を

含

ん

で

い

る

と

み

な

さ

れ

る

も

の

と

交

換

す

る

の

で

あ

る

」

（
S
m
i

ｔ
ｈ
｢
　
W

’
ｏ

ｆ

　
Ｎ
.
(

　
ｐ
ｐ
.
　
４
７
-

４
８

）

と

述

べ

て

い

る

が

、

マ

ル

ク

ス

は
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こ

の
な
か
の
「

一
定
量
の
労
働
の
価
値
」
と
い
う
表
現

に
た
い
し
て
、
「

こ
こ
で
価
値
と
い
う
言
葉

は
余
計
で
あ
り
無
意
味
で

あ

る
」
と
注
記

し
て

い
る
。

Ⅳ
　

結
　
　

び

以

上
の
よ
う
に
見

て
く
れ
ば
、
ス
ミ
ス
の
労
働
価
値
説
が

マ
ル

ク
ス
の
モ

れ
と
は
 

ｗ

た
リ
カ
ー
ド
ウ
の
そ
れ

と
も
１

か
な
り

質
的

に
相

違
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

マ
ル

ク
ス
の
場
合

に
は
、
人
間
の
「
個
人
」

と
し
て
の
存
在
を
本
源
的

に
「
社
会

的
存
在
」

と
し
て
把
握
す

る
傾
向
が
当
初
か
ら
底
流
と
し
て
あ
っ

た
こ
と

か
ら
、
商
品
経
済

の
発
展

に
媒
介
さ
れ

た
資
本
主
義
社
会

の

成
立
が
「

私
的
所
有
」
の
確
立
と
同

時

に
人
間
の
「
個
人
」
と
し
て

の
社
会
的
確
立
そ

の
も

の
を
も
可

能
に
す

る
こ
と

に
な
っ
た
と
い

う
歴

史
的
事
実
を
経
済
学
批
判
の
体
系
化
の
基
礎
と
し
て
必
ず
し

も
十
分

に
理
論
化
で
き

た
と
は
言
え

な
い
結
果

に
終

わ
っ
て

い
る
と

言
え
よ
う
。
「

価
値
の
実
体
」
と
し
て
の
「

労
働
」
に
し
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
「
外
在
的
尺
度
」

に
対
し
て
「
内
在
的
尺
度
」

を
併

置
さ
せ
る
関
係
で
問
題
に
さ
れ
て

お
り
、
『
資
本

論
』

に
な
る
と
、

冒
頭

の

「

商
品
」
論
で

は
じ

め
か
ら
使
用
価
値
を
捨
象
し
て
価
値

の
実

体
を
説
く
と
い
う
形

に
な

っ
て
い

」咫

し

か
し
、
使
用
価
値
を
捨
象
す

る
と
い
う
こ
と

は
、
実

は
「
商
品
」
そ

の
も
の
が
相
手

の

商
品
の
使
用
価
値
を
も

っ
て
自
分
の
商
品
の
価
値
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ

と
か
ら
一
商
品

金
が
貨
幣
と

な
り

個
々
の

諸
商
品
は
い
ろ
い
ろ
な
価
格
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
に
す

る
価
値
形

態
論
の
分
析

を
出
発
点

に
し
て
、
現
実

に
は
、
モ

の
貨

幣
が
産
業
資
本
の
変
態
運
動
の
う

ち
に
あ

る
も
の

と
し
て
、
特
定

の
使
用
価
値
の
生
産

を
目
的

と
す
る
の
で

は
な
く
価
値
増

殖
を
目
的

と
し
て
ど
ん
な
労
働
生
産
物
を
も
商
品
と
し
て
生
産
し
り

る
と
い
う
こ

と
に
な

っ
て
は
じ

め
て
論
証

さ
れ
う
る
関
係

に
あ
る
。

と
す

る
と
、

マ
ル
ク

ス
の
よ
り

に
、
冒
頭

か
ら
使
用
価
値

の
捨

象
に
よ
っ
て
価
値

の
実
体

と
し
て
労
働

を
説
き
、
し

か
も
そ
の
労
働
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を
そ
れ
自
身
本
来
的

に
社
会

的
な
性
絡
を
も
っ
べ
き
も
｡０
と
し
て
導
入

し
、
さ
ら

に
そ
の
よ
う
な
同

質
な
労
働
へ

の
還
元
を

た
だ
「
一

つ

の
社
会
的
過

程
に
よ
っ
て
生
産
者
の
背

後
で
確
定
さ
れ

る
」
に
す
ぎ
な
い

と
し
て
し
ま
っ

た
の
で
は
、

ど
う
し
て

も
そ
こ

に
無

理
が

生

ぜ
ざ
る
を

え
な
い
こ
と
に
な
」簡
）

こ
の
問
題
が
最
終
的
に
困
難

な
問
題
と
し
て
出
て

く

る

の

は
、

『
資
本

論
』
第

一
巻
第
一
篇
の

「

商
品

と
貨
幣
」
を
説
い
た
と
こ
ろ
が
単
純
商
品
生
産
社
会
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
残
し
、
そ

の
あ
と
第
三
篇

の
と
こ
ろ
か
ら
が
資
本
主
義

社
会
的
な
イ

メ
ー
ジ
に
な

っ
て
、
ア

ダ
ム

ー
ス
ミ
ス
と
は
ま
っ
た
く
違

っ
た
意
味
で
の
二

重
の
社
会
像

０
イ

メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
こ

の
点
が
戦
前

か
ら
繰
り
返
し
議

論
の
対

象
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
認

他
面
、

マ
ル
ク
ス
が

ス
ミ

ス
の
「
労
働

の
価
値
」

と
い
う
表
現

に
つ

い
て
、

こ
の
場
合

の
「
価

値
」

と
い
う
語
は
「

余
計
で
あ
ｈソ
無

意
味
で
あ

る
」

と
言

っ
た
の
は
、
実

は
、

マ
ル
ク
ス
自
身

が
ス
ミ
ス
の
言
う
「

労
働

の
価

値
」

を
「

労
働
力

の
価

値
」

と
解
釈
し

た
り

え

で
の
Ｉ

つ

ま
り
、

ス
ミ
ス
は
事
実
上
賃

金
を
尺

度
に
し
て
い
る
と
い
う

マ
ル

ク
ス
の
解
釈
の
り
え
で
の
Ｉ

批
判

だ
っ
た
と
言
え

る
。
し

か
し
、

こ
り

し
た
解
釈

は
、
労
働
力

の
商
品

と
し
て
の
売
買
側
面
（

流
通
部
面
）
と
、
労
働

そ
Ｏ
も
の
に

よ

る

価
値
形

成
増
殖

側
面
（
生
産
部
面
）
と
に
分

け
な
が
ら
両
側
面

が
理
論
的
体
系
の
な
か
で
も
つ
関
係
を
必
ず
し
も
十
分

に
解
明
で
き
て

い
な

か

っ

た

こ

と
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
て
、

こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
、
な
ぜ
ス
ミ
ス
が
「
労
働
」

を
「
そ
れ
自
体
の
価
値
が
け

っ
し
て
変
動

し
な
い
」

「

真
実

の
尺

度
」

と
し

た
の

か
と
い
う
点
は
、
不
明
確
な
ま
ま
に
残
ら

ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
こ
の
点

は
、

ス
ミ
ス
に
お
け
る
独

自
な

不

変
の
価
値
尺

度
論
の
問
題
と
し
て
、

リ

カ
ー
ド
ウ

の
そ
れ
が
い

わ
ゆ

る
「
価

値
法
則

の
修
正
」

の
問
題

な
ど
と
の
関
連
で
云

々
さ
れ

た
の
と
は
違
っ
た
性
格
を
も
つ
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
と
言
え

る
。
ス
ミ

ス
の
場
合

は
、
社
会
的

関
係

の
形

成
主
体
と
し
て
の
個
人

の
労
働

が
事
実
上
自
然

と
の
関
係
で
考
察
対
象

と
さ
れ
、
「
労
働
過
程
」
そ

の
も
の
を
交

換
過

程
視
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
「
労
働
」
こ
そ

が
「
す
べ
て

の
商
品

の
価
値

を
、
時

と
場
所

と
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
評
価

し
比

較
す
る
こ
と
の
で
き
る

究
極
の

か
つ
実
質
的
標
準
で

あ
る
」
と
さ
れ

た
の
で
あ

る
。
こ
の
点
が

ス
ミ
ス
に
お
い
て
彼

の
投
下
労
働
価
値

説
と
支
配

労
働

価
値
説
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と
の
両
面

を
整
合
的

に
解

釈
し

う
る
根
拠

に
‘な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、

リ

カ
ー
ド
ウ
に
お
い
て
は
、

ス
ミ
ス
の
こ
う
し
た
点
は
ま
っ

た

見
落

と
さ
れ

た
。
と
同
時

に
、

リ
カ

ー
ド
ウ
に
お
い
て
は
、

も
は
や
モ

の
『
原

理
』

の
理
論
体
系
は
、
ス
ミ
ス

の

よ

う

に
「
労
働
過

程
」
モ

の
も
の
を
事
実
上
考
察

の
対

象
と
し
そ
れ
を
基
礎
と
す

る
関
係
に

お
い
て
形

成
さ
れ
る
こ
と

は
な

か
っ
た
。
リ

カ
ー
ド

ウ
の
不

変

の
価
値
尺
度

論
が
ス
ミ
ス
の
そ
夸

と
異
質
で

あ
る
こ
と
の
根
拠
も
、
実

は
こ
の
点
に
あ

る
と
言
え

る
。

し

た
が

っ
て
、
前
述

の
よ
う

な
マ
ル

ク
ス
の
、

労
働
力

の
商
品
と
し

て

の

売
買
側
面
（
流
通
部
面
）
と
、
労
働
そ
の
も
の
に
よ

る
価

値
形

成
増
殖
側
面
（
生
産
部
面
）
と
を
区
分

す
る
分

析
視

角
か
ら
す
れ
ば
、

ス
ミ
ス
に
お
け

る
事
実
上
の
労
働
過

程
へ
の
着
目

を

ど

の

よ
う
に
批
判

の
対
象
と
す

る
か
が
改

め
て
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら

な

い

問
題
だ

っ
た
と
言
え

よ
り
。
と
こ
ろ
が
、

マ
ル

ク
ス
の

「
経

済
学
批
判

」
の
体
系

化
は
、

‘
ス
ミ
ス
の
理
論
体
系

よ
り

も
む
し
ろ
リ

カ
ー
ド
ウ
の
理
論
体
系
を
積
極
的
に
批
判

の
対
象
と
す

る
こ

と
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
。

マ
ル

ク
ス
自
身
、
『
剰
余
価
値

学
説
史
』

の
な
か
で
リ
カ

ー
ド
ウ
体
系

の

第
一
の
難
点
は
、

資
本
と

労
働

と
の
交
換
－

そ
れ
が
『
価
値
の
法
則
』

に
一
致
し
て
行
な
わ
れ

る
こ
と
Ｉ

」
が
解
決

さ
れ
て
い

な
い
点

に
あ
る
こ

と
を
指
摘
し

て

い
心
芍

だ
が
、
そ

の
「
価

値
の
法

則
」
は
、

マ
ル

ク
ス
の
場
合

に
は
前
述

の
よ
り
に
モ

の
当
初

か
ら
「
抽
象
的
人
間
的
労
働
」
「
社
会

的
必
要

労
働

時
間
」

を
商

品
の
価
値
の
実

体
と
し
て
説
く
こ
と

か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し

た
説
き
方

か
ら
出
発
す

る
か

ぎ
ｈ
ソ
、
商
品

・
貨
幣

論
を
流
通
部
面

と
し
て
分

析
と
す
べ
き
『
資
本
論
』

第
一
篇
と
、
生
産
部
面
モ

の
も
の
を
考
察
内
容
と
す

べ
き
第

三
篇
以
下

と
の
結
節
点
を
な
す
第
二

篇
「

貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
」

の
箇
所
に
、
ス

ミ
ス
批
判

の
不
十
分
さ
が
い

わ
ば
集
約
的

に
現

わ

れ
ざ
る
を
え

な
い
関

係
に
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
第
二
篇
は
、

マ
ル

ク
ス
の
上
述
の
分
析
視
角

か
ら
見
て
も
、

『
資
本
論
』
全
三
巻

の

理

論
体
系

の
性
格
を
根
本
的

に
左
右

す
る
関
係

に
あ
る
。

マ
ル

ク
ス
自

身
に
お
け
る
価
値
実
体
や
価
値
尺
度
の
論
証
方
法
が
ど

の
よ
う

に
な

お
未
解
決

な
問
題

を
残
し

て
い
た
か
、
そ

の
た
め
に
こ
の
第
二
鏥

の
理
論
的
展
開
が
ど
の
よ
う
に
首
尾

一
貫
し
な
い
も
の

に
終

わ
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た
だ
、

最
後
に
、

ス
ミ
ス
と
マ
ル

ク
ス
と
の
対
比
的
考
察
と
い
う
観
点

か
ら
し

た
場
合
、
特

に
注
目
す

べ
き

論
点

と
考
え
ら
れ

る
労

働
力

の
商
品
と
し
て
の
価

値
規
定
の
特
殊
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
だ
け
簡
単
に
触
れ
て
、
以
上

の
考
察

の
結
び
と
す

る
こ
と

に
し

よ

労
働

力
の
商
品
と
し
て
の
売
買
が
流
通
部
面
に
属
す

る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
モ
れ
が
商
品
形
態

を
と
る
か
ぎ
り
で

は
、
一

般
商
品

と

同

様
に
、

売
り
手
と
買
い
手
と
の
あ
い
だ
で
の
不
断
の
価
格
変
動
の
う
ち
に
価
値
を
基
準
に
せ

ざ
る
を
え
な
い
傾

向
を
も
っ
１

つ

ま

り
流
通
形

態
的
規
定
を
受
け
取
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
こ

の
点
を
一
般
商
品
－

つ

ま
り
労
働

生
産
物
と
し
て
不

断
に
再
生
産

さ
れ
る
一

般
商
品
－

に
つ
い
て
言
え
ば
、
も
と
も
と
個

々
別

々
に
価
格
形
態

を
も
っ
て
存
在
す

る
一
般
商

品
は
、
モ

の
個
々
の
価

格
が
貨
幣
の

価
値
尺
度
機
能

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

る
と
い
う
こ

と
を

通
し
て

は
じ

め
て
、
モ

の
社
会
的
関
係

を
確
認
さ
れ
う
る
関
係
に
あ
る
と
い
う

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
一
般
商
品
の
場
合

に
は
、
個
別
的
な
価
格

の
実
現

を
通

し
て
、
－

つ
ま
り
無
政

府
的
な
よ
う
に

見
え
る
不
断

の
価
格
変
動
Ｏ
う

ち
に
Ｉ

一
定

の
基
準
へ

の
訂
正
傾
向
を

も
つ

と
い
う
こ

と
が
、
実

は
、

諸
商
品
の
価

格
と
価

値
と
の

不
一
致

を
訂
正
す

る
傾
向
そ

の
も

の
に
ほ

か
な
ら
な

い
の
で

あ
っ
て
、
こ

の
よ
り

に
価
値

を
基
準

に
せ
ざ
る
を
え
な
い
傾

向
を
も
つ
と

い
り
こ

と
が

は
じ

め
て
、
使
用
価
値
を
異

に
す

る
個
別
的

な
諸
商
品

の
社
会
的
関
係

と
し
て

の
存
在
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ

ろ
が
、
労
働
力
商
品
の
場
合

に
は
、
そ
れ

は
、

も
と
も

と
商
品

と
し
て
生
産

さ
れ
え

な
い
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
資

本
主

義
経

済
の
も
と
で

は
た
だ
資
本

に
た
い
し
て

の
み
商
品

と
し
て
売
買
さ
れ

る
と
い
う
関
係

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

労
働
力

は
、

そ
れ
が
商

品
化
さ
れ
て

い
る
か
ぎ
り
で

は
、
前
述

の
よ
う

に
、
一
般
商
品

と
同
様

の
流
通
形
態

か
ら
す

る
規
定

を
受
け

ざ
る
を
え

な
い
関
係
に
あ

る
が
、
し

か
し
、
一
般
商
品
の
よ
う
に
、
売
り
手

と
買

い
手

と
の
社
会
的
関
係
が

個
々
的
な
価

格
の
実
現

と
い
う
流
通
形

態
を
通
す
こ

と
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
う

る
と
言

っ
た
だ
け
で
は
す
ま

さ
れ
な
い
問
題
を
含

ん
で

い
る
。
こ

の
問
題

は
、

も
と
も
と
商
品

と
し
て
生
産

さ
れ
え
な
い
労
働
力
を
一
般
商
品
と
同
様
の
流
通
形
態
を
も

っ
て
売
買
す

る
と
い
う
資
本
主
義

経
済

に
特
有

な
無
理
に
起
因

し
て
い
る
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難
問
で

あ
っ
て
、

労
働
力
の
場
合
に
は
、
モ

の
商
品

と
し
て
の
価
値
規
定
は
、
い
わ
ば
一
般
商
品
と
共
通

の
流

通
形
態
的
規
定

を
も
っ

て
売
買

さ
れ
る
こ
と
か
ら
す

る
い
わ
ば
擬

制
的
規
定

に
ほ

か
な
ら
な
い
。
労
働

力
は
、
商
品
形

態
を

も
っ
て
売
買

さ
れ
て

も
、

そ
れ
自

身
は
け

っ
し
て
一
般
商
品
の
よ
り
に
、
モ

れ
自
身
に
「

対
象
化
さ
れ

た
労
働
」

と
し
て
の
価
値

の
実
体
を

も
ち
う
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
で

あ
る
。
こ

の
よ
う
に
労
働

力
は
商
品

と
し
て
は
た
だ
資
本
と
の
あ
い
だ
で

の
み
流
通
形

態

か
ら
す

る
価
値
規
定

を
擬
制

と
し
て
受

け
取

る
関
係

に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
反
面

か
ら
す
れ
ば
、

労
働

力
商
品
の
価
値
が
爽

は
特
殊
歴

史
的

な
資
本
関

係
の
も

と
で

は
、
賃

金
に
よ
っ
て
購
入

さ
れ
る
生
活
資
料
の
量
つ
ま
り
使
用

価
値
量
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
し

か
も
そ
れ

は
、

理
論
的

に
は
資
本

Ｏ
蓄
積
過

程
が
産
業
循

環
の
過

程
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
の
論
証
を
通
さ
な
け
れ
ば
解
明
で
き

な
い
、

と
い
う
こ

と
を
示
す
も

の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う

に
労
働
力
商
品

の
価

値
規
定
の
特

殊
性
を
見

て
く

る
な
ら
ば
、
労
働
力

そ
の
も
の
を
当
初
か
ら
商
品
形

態

の
う

ち
に
あ

る

も

の
と
し
て
１

つ

ま
り
賃

労
働

と
し
て

存
在
す
る
も
の
と
し
て
Ｉ

、
モ

れ
を
一
般
商
品
と
同
様

に
、
そ
の

個
別
的

な
価
格
形
態

の

実
現

の
う

ち
に
社
会

的
関
係
が
確
認

さ
れ
る
こ
と
を
説
く
だ
け
で
は
ま
っ

た
く
不
十
分
で
あ
る
。
と
同
時

に
、
反
面

か
ら
す

れ
ば
、

個

々
の
労
働
者
が
単

に
賃

金
労
働

者
と
し
て

の
み
生
意

部
面

で
労
働

す
る
過

程
－

し

た
が
っ
て
資
本
主
義
的
生
意
過
程
そ

の
も

の
Ｉ

だ
け
を
対
象
と
し
て
、

た
だ
資
本

と
の
関

係
に
お
い
て
の
み
各
労
働

者
の
個
別

的
な
労
働

が
社
会
的
性
格
を
も
つ
こ

と
を

論
証
し
よ
り

と
し
て
も
、
そ
れ

は
、

マ
ル

ク
ス
の
モ
れ

の
よ
う
に
当

初
か
ら
価
値

の
実

体
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
た
「

抽
象
的
。
一
般
的

か
つ
同
質

の
労
働
」
と
直
接
結
合

さ
れ
て
、
事
実
上
、
資
本

の
生
産
力

の
発
展

方
法
と
し
て
解
明
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
人

間
の
労
働
そ

の
も
の
が

本
来
的
に
も
つ
独
立
の
個
別
的

性
格

と
の
関
係

を
正

確
に
論
証
で
き

る
か
ど
う

か
、

大
い
に
疑

問
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
点
を
考
え
て

み
た
だ
け
で
も
、

ス
ミ
ス
が
そ

の
『
諸
国
民

の
富
』

の
な
か
で
、
事
実
上
「
労
働
過

程
」
分
析

を
究
極
の
基
礎
と
し
、
し

か
も
そ
れ
を

個
々
の
「

経
済
人
」

の
「

労
働
」
と
「

生
活
必
需
品
・
便

益
品
」
つ

ま
り
労
働

生
産

物
と
の
交

換
過

程
と
し
て
把
握
し
つ
つ
、
モ

の
点
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に

経

済

学

の

理

論

的

体

系

化

の

根

拠

を
置

い

て

い

た

と

い

り

事

実

は

、

単

に
経

済

学

史

上

の
問

題

と
し

て

だ
け

で

は
な

く

、

現

代

の
問

題

と

し

て

再

検
討

さ

れ

る

べ

き

重
要

性

を

も

っ
て

ぃ

る

と

言

え

よ

う

。

と

こ

ろ

で

、

上

述

の

よ

う

な

マ
ル

ク

ス
の

「

経

済

学

批

判

」

体

系

化

の
基

本

視

角

、

と

り

わ
け

労

働

力

商

品

化

の
問

題

と

対

比

さ
せ

て
見

た

場

合

、

そ

こ

に

は

価

値

形

態

・

価

値

尺

度

論

等

々
が

商

品

経

済

に
特

有

な

社

会

的

関

係

確

定

の

た

め

の
流

通

形

態

で

あ

る
こ

と

の

解

明

の
不

十

分

さ

、

さ

ら

に

資

本

の

生

産

過

程

そ

の

も

の

が

特

殊

歴

史

的

な

流

通

形

態

と

し

て

の
資

本

を
主

体

と

す

る
そ

の

流

通

形

式

の

う

ち

に

包

摂

さ

れ

て

社

会

的

に

再

生

産

さ

れ

る

こ

と

に

起

因

す

る
労

働

力

商

品

の

擬

制

的

な
価

値

規

定

の
不

十

分

な
解

明

等

々

の

問

題

が

残

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

判

明

す

る

で

あ

ろ

う

。

同

時

に
他

面

で

は
、

こ

れ

ら

の

点

は
、

ス

ミ

ス

が
事

実

上

考

察

の
対

象

と

し

た

「

労

働
過

程
」

そ

の

も

の

の

経

済

理

論

体

系

中

の

位

置

づ

け

と

、

そ

こ

に

お
け

る
人

間

の
本

来

的

な

労
働

の
存

在

様

式

の
問

題
－

つ

ま

り

本

来

的

に

各

個

々

Ｏ
人

間

の
労

働

と

し

て

の

そ

れ

の

存

在

様

式

と

社

会

的

関

係

を

も

つ

べ
き

も

の
と

し

て

の

労

働

の
存

在

様

式

と

の

関

連

の

問

題

、

つ

ま

り

「

価

値
形

成

増

殖

過

程

」

で

は

な

く

「

労

働

過

程

」
モ

の

も

の

に

お
け

る
労

働

の
二

重

性

の
論

証

問

題

に
ま

で
到

達

し

な

け

れ

ば

、
根

本

的

な
解

決

は

得

ら

れ

な

い

で

あ

ろ

う

。

こ

の

よ

う

に

見

て

く

れ

ば

、

ス

ミ

ス

は

ま

だ

ま

だ

死

ぬ

わ
け

に

は
い

か
な

い
存

在

で

あ

り

、

む

し
ろ

現

代

に
向

か

っ
て

、

マ

ル

ク

ス

が

意

図

し

た

社

会

主

義

社

会

の

根

本

的

性

格

に
か

か
お

る

理

論

的

な
諸

問

題

を
改

め
て

提

起

し

て

い

る
存

在

と
し

て
注

目

さ

れ

な

け

れ

ぱ

な

ら

な

い

こ

と

に

な

ろ

う

。

わ

れ

わ

れ

は
、

こ

う

し

た
諸

問

題

の
理

論

的

解

明

を
回

避

し

て
、

た

だ
、

社

会

主

義

者

と
し

て

の

マ
ル

ク

ス
が

『
資

本

論

』

第

一

巻

の
末

尾

の

章

で

主

張

し

た

よ

う

に
、

「
資

本

主

義

的

生

産

は
、

一

つ

の

自

然

的
過

程

の

必

然
性

を

も

っ

て

、

モ

れ

自

身

の
否

定

を
生

み

だ

す

。

そ

れ

は
否

定

の
否

定

で

あ

る
。

こ

の
否

定

は
、

私

有

〔
ｒ
ｎ
ｖ
ａ
ｔｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m
〕

を
再

建

し

は

し

な

い

が
、

し

か
し

、

資

本

主

義

時

代

の
成

果

を
基

礎

と

す

る

個
人

的
所

有

〔
ｄａ
ｓ
　ｉｎ
ｄ
ｉｖ
ｉｄ
ｕ
e
i
l
e
　Ｂ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
ｎ
ｉ〕

を

つ

く

り

だ
四

い

と

い

う

社
会

主

義

的

主

張

を
繰

り
返

す

だ

け

で

す

ま

す

わ

け

に

は

い

か

な

喘

む

し

ろ
、

資

本

主
義

と

い

う
特

殊

歴

史

的

な
商

品

経

済

に
特

有

な

社
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会
的

関
係
の
確
定
方
式
の
徹
底
的
な
解
明
を
通
す
の
で
な
け
れ
ば
、
人
間
の
労
働
が
本
来
個
人

の
そ

れ
と
し
て

も
つ
べ
き

性
格
が

ど
の

よ
う

に
社

会
的
関
係
の
な
か
で
生
か
さ
れ
、

ま
た
ど
の
よ
う
に
社
会
的
に
確
定
さ
れ

る
べ
き

か
と
い
う
問
題
そ

の
も
の
に
根
本
的

な
解

決
を
与
え

る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
現

代
の
課
題
と
し
て
考
察
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ス
ミ
ス
と
マ
ル
ク
ス
と
に

お
け

る
労
働
価

値
説
の
相
違

を
め
ぐ

る
諸

問
題

は
、

も
ち
ろ
ん
、
上
述

の
よ
う
な
理
論
上
の
諸
問
題
に
尽

き
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

か

し
、

そ
れ
ら
が
未
解
決
な

ま
ま
に
残

さ
れ
て
い

る
と
い
う

こ
と
が
、
実

は
、
究

極
的

に
は
理
論
そ
の
も
の
を
基
準
と
す
る
べ
き
関
係
に

あ
る
社
会
主
義
社
会

の
現
状

の
な
か
に
、

ど
ん
な
に
多
く

の
矛
盾

と
な
っ
て
露

呈
し
て
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
改

め
て

指
摘

す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

注
（
5
6
M
E
W
｢

　Ｂ
ｄ
.　２
３
(　Ｓ
.　５
２
-
５
３
.

〇
5
7）
　
こ
う
し
た
点
を
最

初
に
問
題
に
し
た
の
は
、
宇
野
弘
蔵
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
す
で
に
本
文
中
で
も
指
摘
し
て

お
い

た

よ

う

に
、

『
資

本
論
』
の
冒
頭
に
お
け
る
価
値

実
体

の
導
出
方
法
、
価
値
形

態
論
の
説
き
方
、
貨
幣

の
価
値
尺
度
檐
能

の
と
ら

え
方

、
さ
ら

に
は
価
値
法

則

の
諭

証
方
法
な
ど
の
問
題
に
ま
で
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
経
済
学
の
原
理
論
の
根
幹
を
左
右
す
る
問
題
で
あ

る
。
宇
野
氏
０
所
説
に

つ
い

て

は
、
モ

○
想
源

を
示

し
た
も
の
と
し
て
『
資
本
論
五
十

年
』
上
・
下

、
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
〇

、
一
九
七
三
年
、
が
と
り

わ
け
興
味

深

い
。

（
5
8）
　
労
働
価
値

説
を
は
じ
め
と
す
る
『
資
本
論
』
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
理
解

を
対
照
的

に
代
表
し
て

い
る
の
は
、
宇

野
弘

蔵
氏

と
久
留
間

鮫
造
氏
と

の
研
究
で
あ

る
と
言
え

よ
う
。
両
氏

の
対

照
的
な
『
資
本

論
』

理
解

を
生
み
だ
し
た
想
源
も
、
実
は
、
究
極
的
に
は
ア
ダ

ム

ー
ス
ミ

ス
の
労
働
価
値
説

の
理
解

の
仕
方

の
う
ち

に
見

い
だ
す
こ

と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点

○
立
ち
入
っ
た
検
討
に
つ
い

て

は
、
拙
稿
「
ア

ダ
ム

ー
ス
ミ
ス
の
労
働
＝
本
源
的
購
買
貨
幣
説

に
関
す

る
一
考
察

‥
久
留

開
鮫
造

、
宇
野

弘
蔵
両

氏
の
所
説
（

向
坂
逸
郎
、

宇

野
弘
蔵
編
『
資
本
論
研
究
』
と
宇
野
弘
蔵
著
『
価
値
論
』
所
収
）

を
中
心

と
し
て
」
、
『
経
済
志
林
』
３
９
-
１
　
-２
.　
|
　■£
七
一
年
三
月
、
を
參

照

さ
れ
た
い
。

（
5
9）
　
Ｍ
Ｅ
Ｗ
｡
　Ｂ
ｄ
.　２
６
｢　３
.　
T
l
.
｢

　Ｓ
.　１
７
７
.
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〇
6
0）
　「
貨

幣
の
資
本
へ
の
転
化
」
問
題
解
決
の
た
め
の
私
見
の
詳
細
は
、
時
永
淑
『
八
資
本
論

》
に

お
け
る
「

転
化
」
問
題
』
、
御
茶

の
水
書
房
、

一
九
八

一
年
、

を
参
照

さ
れ

た
い
。

（
6
1）
　
M
E
W
｢
　Ｂ
ａ
.　２
３
｢　Ｓ
.　７
９
１
.

（
6
2
）

『
資
本
論
』
第
一
巻
第
七
篇
第
二
四

章
の
な
か

の
マ
ル
ク
ス
の
こ

の
主
張

に
つ

い
て

は
、
『
現
代

マ
ル
ク
ス
レ
ー
ニ
ン
主
義
事

典
』

全
三
巻

、

社
会
思
想
社
、
一
九
八
〇
－

八
二
年
、
所
収

‥
拙
稿
「

資
本
主
義

の
歴
史
的
傾
向
」
「
否
定

の
否
定
」

の
項

を
参
照

さ
れ

た
い
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、「

ア

ダ
ム

ー
ス
ミ

ス
の
会
」

の
例
会
（
一
九
八
三
年
七
月
九
日
）

の
記
録
（
『
ア

ダ
ム

ー
ス
ミ
ス
の
会
会

報
』

第
四

七
号
、
一

九

八
四

年
四

月
に
収
録
）
に
基
づ
い
て
今
回
書
き
換
え
た
も
の
で
あ

る
。
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