
エ
ッ
セ
ー
「
私
の
資
本
論
の
読
み
方
」
田
部
徹(

資
本
論
を
読
む
会)

そ
の
一

資
本
論
は
な
ぜ
商
品
か
ら
は
じ
め
て
い
る
の
か

資
本
論
全
三
巻
の
は
じ
ま
り
は
、
商
品
か
ら
は
じ
ま

る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
主
義
社

会
の
経
済
を
構
成
す
る
、
最
も
基
本(

原
基
細
胞)

と
な

る
も
の
は
商
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
か
ら
出
発
す

る
と
説
明
す
る
。
形
式
上
は
、
な
る
ほ
ど
と
わ
か
っ
た

よ
う
な
気
が
す
る
が
、
内
容
的
に
ど
う
し
て
か
は
は
つ

き
り
し
な
い
。
学
生
時
代
に
初
め
て
資
本
論
を
読
み
は

じ
め
た
時
、
最
初
に
浮
か
ん
だ
疑
問
は
そ
こ
か
ら
だ
っ

た
。そ

の
答
え
と
な
る
結
論
を
先
に
言
う
と
、
資
本
論
を

構
成
す
る
上
で
は
、
冒
頭
で
剰
余
価
値
を
解
明
す
る
た

め
の
商
品
の
価
値
を
規
定
し
、
価
値
と
使
用
価
値
と
い

う
商
品
の
二
つ
の
要
素
、
と
わ
け
価
値
の
内
容
に
つ
い

て
解
明
す
る
こ
と
が
、
絶
対
的
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ

と
に
よ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
資
本
論
を
、
経
済
学
批
判
と
い
う
題
名
で

展
開
し
た
。
そ
の
名
称
の
と
お
り
、
資
本
論
の
内
容
は

、
そ
れ
ま
で
の
、
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
が
到
達

し
た
古
典
派
経
済
学
の
諸
規
定
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を

批
判
展
開
す
る
か
た
ち
で
新
た
な
概
念
を
作
り
上
げ(

発
見)

て
い
る
。

商
品
の
使
用
価
値
と
価
値
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ス

ス
に
お
い
て
、
使
用
価
値(

効
用)

と
交
換
価
値
が
規
定

さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
商
品
の
価
値
が
労
働
で
あ
る

こ
と
を
理
解
し
て
い
た
が
、
そ
の
労
働
が
ど
の
よ
う
に

使
用
価
値(

効
用)

と
異
な
る
内
容
と
し
て
規
定
で
き
る

の
か
、
価
値
に
つ
い
て
の
解
明
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
っ

た
。Ａ

ス
ミ
ス
は
商
品
の
等
価
交
換
の
基
準
と
な
る
労
働

の
価
値
に
つ
い
て
、
①
そ
の
商
品
に
投
下
さ
れ
た
労
働

量
と
正
し
く
規
定
す
る(

投
下
労
働
価
値
説)

す
る
一
方

で
、
②
そ
の
商
品
が
市
場
で
支
配(

購
入)

で
き
る
労
働

量(

支
配
労
働
価
値
説)

と
、
二
重
の
価
値
規
定
を
お
こ

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

①
は
リ
カ
ー
ド
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
が
、
②
は
商
品

に
含
ま
れ
る
労
働
量
で
、
支
配
出
来
る
労
働
量
を
規
定

す
る
同
義
反
復
と
な
る
。
又
生
産
手
段
が
労
働
者
（
農

民
）
の
所
有
で
あ
る
か
ぎ
は
、
商
品
に
投
下
さ
れ
た
労

働
量
と
、
そ
の
商
品
が
支
配
（
交
換
）
で
き
る
商
品
の

労
働
量
は
等
し
い
。
し
か
し
、
資
本
主
義
社
会
で
は
生

産
手
段
と
生
産
物
の
所
有
は
労
働
者
か
ら
分
離
さ
れ
る

の
で
、
商
品
に
投
下
さ
れ
た
労
働
量
は
、
資
本
家
と
労

働
者
に
分
離
し
て
し
ま
う
。
労
働
者
に
は
賃
金
と
し
て

支
払
わ
れ
、
投
下
し
た
全
労
働
量
と
の
差
が
生
じ
て
し

ま
う
。
す
な
わ
ち
、
投
下
し
た
労
働
量
と
他
の
商
品
を

支
配
で
き
る
労
働
量
と
の
違
い
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
使
用
価
値
量
と
価
値
と
の
対
立
・
矛
盾
が
現

れ
、
等
価
交
換
が
成
立
し
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、

労
働(

労
働
力)

の
購
入(

賃
金)

と
労
働
の
支
出
量
と

の
違
い
に
、
よ
り
顕
著
に
現
れ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
な
ぜ

そ
う
な
る
の
か
解
明
出
来
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る

。
（
※
ス
ミ
ス
が
、
な
ぜ
一
方
で
支
配
労
働
価
値
説
を

主
張
し
た
の
か
は
次
の
節
で
ふ
れ
る
。
）

マ
ル
ク
ス
は
、
古
典
派
の
交
換
価
値
と
い
う
概
念
を

さ
ら
に
深
め
、
抽
象
的
社
会
的
人
間
労
働
、
平
均
的
労

働
時
間
と
し
て
価
値
概
念
を
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
が

、
冒
頭
に
は
じ
ま
る
商
品
の
二
つ
の
要
素
と
し
て
の
規

定
、
価
値
の
規
定
は
、
剰
余
価
値
を
生
み
出
す
労
働
、

価
値
を
展
開
す
る
前
提
と
し
て
の
出
発
の
意
義
が
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
る

学
生
時
代
、
経
済
学
部
に
移
行
し
、
卒
業
後
に
会
計

士
に
な
っ
た
同
期
生
と
論
争
し
た
。
彼
の
主
張
は
、
利

潤
は
労
働
の
み
な
ら
ず
、
生
産
手
段
・
機
械
の
改
良
に

よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
生
産
手
段
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
と

い
う
主
張
で
あ
っ
た
。
私
は
利
潤
は
労
働
の
搾
取
で
あ

る
と
反
論
し
た
が
、
彼
を
し
て
十
分
に
理
解
さ
せ
え
な

か
っ
た
。

そ
の
理
由
は
、
後
の
編
で
展
開
さ
れ
る
必
要
労
働
と

不
払
労
働
の
労
働
力
商
品
の
特
殊
性
、
可
変
資
本
と
不

変
資
本
と
の
二
つ
の
価
値
移
転
の
違
い
に
つ
い
て
、
当

時
十
分
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
利
潤
と
剰
余

価
値
と
の
概
念
区
別
に
つ
い
て
、
未
だ
不
十
分
で
あ
っ

た
こ
と
に
よ
る
。

古
典
派
が
明
確
に
で
き
な
か
っ
た
搾
取
・
剰
余
価
値

の
概
念
は
、
労
働
と
労
働
力
、
不
変
資
本
と
可
変
資
本

の
概
念
の
違
い
を
価
値
と
使
用
価
値
の
両
面
か
ら
分
析

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
労
働

と
労
働
力
に
つ
い
て
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
「
賃
労
働
と
資

本
」(

一
八
四
九
年)

の
一
八
九
一
年
英
語
版
の
序
文
に

お
い
て
詳
し
述
べ
て
い
る
。
要
点
だ
け
を
記
す
。

「
経
済
学
者
た
ち
が
労
働
に
よ
る
こ
の
価
値
決
定
を
商

品
た
る
「
労
働
に
」
適
用
す
る
や
否
や
、
一
の
矛
盾
か

ら
他
の
矛
盾
に
陥
っ
た
。
「
労
働
の
」
価
値
は
い
か
に

し
て
決
定
さ
れ
る
の
か
？(

「
労
働
の
」
価
値
は
、
労

働
量
で
あ
る
と
の
同
義
反
復
に
陥
る
。)

古
典
派
経
済
学

は
、
も
う
一
つ
の
言
い
表
し
方
を
し
た
。
商
品
の
価
値

は
そ
の
生
産
費
に
等
し
い
。
彼
ら
は
今
や
労
働
者
の
生

産
費
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
す
る
。
・
・
労
働

者
の
生
産
費
と
い
う
の
は
、
彼
を
労
働
可
能
な
ら
し
め

、
労
働
可
能
状
態
に
維
持
し
、
・
・
新
た
な
労
働
者
に

よ
っ
て
補
充
し
、
労
働
者
階
級
を
必
要
な
強
度
で
繁
殖

さ
せ
る
た
め
に
平
均
的
に
必
要
な
生
活
手
段
の
総
量
ー

ま
た
は
そ
の
貨
幣
価
格(

賃
金)

の
こ
と
で
あ
る
。
」

こ
の
労
働
力
の
概
念
規
定
は
、
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て

は
一
八
五
九
年
の
「
経
済
学
批
判
」
以
前
に
は
確
立
し

て
い
な
い
。
古
典
派
経
済
学
を
批
判
し
、
資
本
論
を
完

成
さ
せ
る
過
程
で
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
。
ー
労
働
力
は

、
そ
れ
自
身
の
有
す
る
価
値
よ
り
も
多
く
の
価
値
の
源

泉
と
い
う
、
特
殊
の
属
性
た
る
価
値
想
像
力
を
も
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
資
本
論
第
三
篇(

絶
対
的
剰
余
価
値
の
生

産)

で
、
詳
し
展
開
さ
れ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
価
値
規
定
に
お
い
て
矛
盾
陥
っ
た

古
典
派
経
済
学
を
克
服
・
止
揚
し
飛
躍
的
な
発
展
を
な

し
遂
げ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
価
値
の
規
定
に
次
い
で
、
価
値
形
態

論
、
貨
幣
の
発
生
と
機
能
に
つ
い
て
論
理
的
に
展
開
す

る
。
こ
こ
の
部
分
は
古
典
派
経
済
学
に
は
な
い
マ
ル
ク

ス
独
特
の
展
開
で
あ
る
。
商
品
、
貨
幣
の
物
神
性
の
展

開
は
、
他
に
類
を
見
な
い
マ
ル
ク
ス
独
特
の
哲
学
的
展

開
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
商
品
の
価
値
規
定
か
ら
、
古
典
派
経
済

学
の
価
値
と
価
格
、
利
潤
論
に
つ
い
て
批
判
的
解
明
を

進
め
る
。
そ
の
キ
ー
と
な
る
の
が
、
第
三
篇
第
六
章
の

不
変
資
本
と
可
変
資
本
の
概
念
規
定
で
あ
る
。(

※
不
変

資
本
と
可
変
資
本
に
つ
い
て
は
、
そ
の
三
で
ふ
れ
る
。)
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そ
の
二

ス
ミ
ス
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
支
配
労
働
価
値
説
を
主
張
し
て
い
る
の
か
、

経
済
学
上
で
は
、ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
の
「
諸
国
民
の
富
」(

岩

波
文
庫)
は
国
富
論
と
よ
ば
れ
、
古
典
と
な
っ
て
い
る
。
ス

ミ
ス
と
い
え
ば
分
業
論
が
有
名
だ
し
か
し
ス
ミ
ス
の
偉
大

さ
は
、
国
民
の
富
と
は
な
に
か
、
と
い
う
経
済
学
上
の
問

い
を
、｢

労
働｣
と
し
て
確
定
し
た
こ
と
に
あ
つ
た
。
商
品

の
価
値
は
労
働
で
あ
る
と
。

し
か
し
、
そ
の
一
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
価
値
を
形
成
す

る
労
働
に
つ
い
て
は
、
使
用
価
値
と
交
換
価
値
と
い
う
概

念
規
定
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
労
働
の
内
容
に
つ
い

て
は
、
商
品
に
投
下
さ
れ
た
労
働
量
と
、
そ
の
商
品
が
支

配
出
来
る
労
働
量
と
の
二
つ
の
規
定
を
し
た
こ
と
は
そ
の

一
で
述
べ
た
。
で
は
な
ぜ
ス
ミ
ス
は
二
つ
目
の
支
配
労
働

価
値
説
を
と
な
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
解
明
し
て
み
よ
う
。

ス
ミ
ス
は
、
価
値
と
い
う
言
葉
に
は
、
二
つ
の
異
な
る

意
味
が
あ
る
と
す
る
。「
あ
る
と
き
は
あ
る
特
定
の
効
用
を

表
現
し
、
又
あ
る
と
き
に
は
あ
る
特
定
の
対
象
を
を
所
有

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
他
の
財
貨

に
対
す
る
購
買
力
を
表
現
す
る
。
前
者
を
使
用
価
値
、
後

者
を
交
換
価
値
と
よ
ぶ
。」(

文
庫

~
)

146
147

こ
こ
で
は
、
商
品
の
価
値
は
使
用
価
値(

効
用)

と
交

換
価
値(

他
の
財
貨
に
対
す
る
購
買
力)

と
い
う
労
働
量

を
意
味
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
が
規
定
し
た
商
品
の
二

つ
の
要
素
、
使
用
価
値
と
価
値
の
基
礎
的
表
現
に
な
っ

て
い
る
。

さ
ら
に
ス
ミ
ス
は
、
労
働
が
交
換
価
値
の
実
質
的
価

値
で
あ
る
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
は
・
・
生
活
の
必
需
品

・
便
益
品
・
娯
楽
品
を
ど
の
程
度
に
享
受
で
き
る
か
に

応
じ
て
富
ん
だ
り
貧
し
か
っ
た
り
す
る
、
と
述
べ
る
。

し
か
し
分
業
が
進
む
と
、「
一
人
の
人
間
が
自
分
自
身

の
労
働
で
充
足
し
う
る
の
は
、
ご
く
小
さ
い
一
部
分
に

す
ぎ
な
い
。
か
れ
は
大
部
分
を
他
の
人
の
労
働
か
ら
引

き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
は
、
自
分
が
支
配

し
う
る
労
働
の
量
、
つ
ま
り
自
分
が
購
買
で
き
る
労
働

の
量
に
応
じ
て
富
ん
で
い
た
り
、
貧
し
か
っ
た
り
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
あ
る
商
品
の
価
値
は
、・
・
そ
れ
を
他
の

諸
商
品
と
交
換
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、

そ
の
商
品
が
そ
の
人
に
購
買
ま
た
は
支
配
さ
せ
う
る
労

働
の
量
に
等
し
い
」
と
、
支
配
労
働
の
内
容
を
規
定
す

る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
一
つ
の
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
。

す
な
わ
ち
、
投
下
労
働
量
の
規
定
に
よ
る
商
品
の
交

換
は
、
等
価
交
換
と
し
て
成
立
す
る
が
、
自
分
の
所
有

す
る
商
品
と
、
他
の
商
品
を
購
買
ま
た
は
支
配
で
き
る

労
働
量
は
、
農
業
生
産
物
の
よ
う
に
生
産
手
段
を
自
分

の
も
の
と
し
て
所
有
す
る
限
り
に
お
い
て
は
等
価
交
換

と
し
て
成
立
す
る
が
、
商
品
生
産
物
が
自
分
か
ら
は
な

れ
資
本
家
の
所
有
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
投
下
し
た
労

働
量
は
、
利
潤
・
賃
金
・
地
代
に
分
解
し
、
労
働
者
が

支
配
出
来
る
労
働
量
は
賃
金
部
分
と
し
て
し
か
得
ら
れ

な
い
。

こ
こ
に
、
商
品
の
支
出
さ
れ
た
交
換
価
値
、
全
量
と
、

他
の
商
品
を
支
配
、
購
買
で
き
る
生
産
物
・
商
品
量
と

の
差
が
で
き
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
支
配
労
働
価
値
説

で
は
等
価
交
換
が
成
立
し
な
く
な
る
。
と
い
う
の
が
通

説
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
で

は
、
ス
ミ
ス
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
支
配
労
働
価
値
説

を
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ス
ミ
ス
は
、
利
潤
論
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
労
働
者
は
雇
主
と
生
産
物
を
分
け
合
う
の
で
あ
っ

て
、
こ
う
な
る
と
、
も
は
や
労
働
だ
け
が
価
値
を
規
定

し
な
く
な
る
。」「
こ
う
い
う
事
態
の
も
と
で
は
、
労
働

の
全
生
産
物
は
必
ず
し
も
つ
ね
に
労
働
者
に
属
さ
な
い
。

か
れ
は
た
い
て
い
の
場
合
、
そ
れ
を
使
用
す
る
資
財
の

所
有
者
と
と
も
に
、
そ
れ
を
分
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
う
な
る
と
、
あ
る
商
品
の
獲
得
ま
た
は
生
産

に
ふ
つ
う
費
や
さ
れ
る
労
働
の
量
は
、
そ
の
商
品
が
ふ

つ
う
購
買
し
、
支
配
し
、
ま
た
は
こ
れ
と
交
換
さ
れ
る

べ
き
労
働
の
量
を
規
定
し
う
る
唯
一
の
事
情
で
は
な

い
。」(

ｐ

)189

こ
こ
で
は
、
投
下
労
働
が
賃
金
と
利
潤
・
地
代
に
分

離
し
て
い
く
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ス

ミ
ス
は
、
単
純
商
品
社
会
で
成
立
し
た
等
価
労
働
と
支

配
労
働
の
一
致
が
、
資
本
制
社
会
に
な
る
と
一
致
し
な

く
な
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。

ス
ミ
ス
は
、
資
本
制
社
会
で
は
、
生
産
さ
れ
た
商
品

に
費
や
さ
れ
た
労
働(

投
下
労
働
価
値)
が
、
利
潤
・
賃

金
・
地
代
の
三
っ
に
分
解
さ
れ
、
事
実
上
は
、
利
潤
が

不
払
い
労
働
と
し
て
資
本
家
に
帰
属
し
て
い
く
こ
と
を

理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
ス
ミ
ス
は
利
潤
を
資
財(

労
賃

含
む)

に
対
す
る
利
潤
と
観
念
し
て
し
ま
う
。
利
潤
が
生

き
た
労
働
の
不
払
い
部
分
と
は
認
識
し
な
い
。
こ
こ
に

必
要
労
働
を
超
え
る
剰
余
労
働
と
し
て
の
剰
余
価
値
と
、

資
財
に
対
す
る
利
潤
概
念
と
の
未
分
化
が
存
在
す
る
の

で
あ
る
。

利
潤
に
つ
い
て
の
ス
ミ
ス
の
規
定
は
次
の
通
り
で
あ

る
。「
自
分
の
資
財
を
あ
え
て
投
じ
る
こ
の
事
業
の
起
業

家
に
も
、
そ
の
利
潤
と
し
て
、
原
料
の
価
値
や
職
人
の

賃
金
を
支
払
う
に
た
り
る
も
の
を
こ
え
る
な
に
も
の
か

が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
れ
ゆ
え
、
職
人
た

ち
が
原
料
に
付
加
す
る
価
値
は
、
こ
の
ば
あ
い
二
つ
の

部
分
に
そ
れ
自
体
を
分
解
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
一

つ
は
か
れ
ら
の
賃
金
を
支
払
い
、
他
は
雇
主
が
前
払
い

し
た
原
料
と
賃
金
と
の
全
資
財
に
た
い
す
る
利
潤
を
支

払
う
の
で
あ
る
。」
こ
こ
に
、
資
財
が
原
料
と
賃
金
合
わ

せ
た
一
体
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
対

し
て
利
潤
が
対
比
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

支
配
労
働
価
値
説
は
ス
ミ
ス
も
言
う
よ
う
に
、
労
働

者
が
得
る
賃
金
部
分
と
し
て
の
労
働
と
、
投
下
労
働
量

と
の
関
係
と
し
て
み
る
限
り
は
一
致
し
な
い
。
他
方
、

利
潤
・
賃
金
・
地
代
を
含
め
た
労
働
量
と
し
て
位
置
づ

け
れ
ば
、
そ
の
合
計
と
し
て
の
支
配
労
働
量
は
、
投
下

労
働
量
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
総
価
値
は

総
価
格
と
一
致
す
る
と
。

ス
ミ
ス
は
、「
購
買
ま
た
は
支
配
さ
せ
う
る
労
働
量
」

と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
と
き
、
前
段
に
「
あ
る
商
品

の
価
値
は
、
そ
れ
を
所
有
し
て
い
て
も
自
分
自
身
で
使

用
ま
た
は
消
費
し
よ
う
と
は
思
わ
ず
、
そ
れ
を
他
の
諸

商
品
と
交
換
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
人
に
は
」「
富
を
所

有
し
て
い
る
人
々
、
ま
た
そ
れ
を
あ
る
新
し
い
生
産
物

と
交
換
し
よ
う
と
欲
す
る
人
々
に
と
っ
て
」
と
前
提
条

件
を
置
い
て
い
る
。(

ｐ

)151

こ
れ
を
考
慮
す
る
と
、
ス
ミ
ス
の
支
配
労
働
価
値
説

は
、
労
働
者
・
職
人
一
般
の
生
産
と
交
換
・
購
買
を
意

味
し
た
も
の
で
は
な
く
、
商
人
・
資
本
家
の
利
潤
を
含

め
た
商
品
の
交
換
価
値
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
の

で
あ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ス
ミ
ス
は
、「
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
交
換
価
値
は
、
労
働

の
量
か
、
ま
た
は
そ
れ
と
交
換
に
得
ら
れ
る
他
の
商
品

の
量
か
、
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
よ
り
も
、

貨
幣
の
量
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
し
ば
し
ば
評
価
さ
れ

る
。」
と
、
貨
幣
・
価
格
に
よ
る
商
品
交
換
が
、
投
下
労

働
と
支
配
労
働
が
一
致
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。(

ｐ

)154
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そ
の
三

不
変
資
本
と
可
変
資
本
概
念
確
立
の
意
義

マ
ル
ク
ス
は
、
第
二
篇
で
貨
幣
形
態
論
を
展
開
し
た

あ
と
、
第
三
篇
で
流
通
過
程
か
ら
生
産
過
程
に
移
り
、

剰
余
価
値
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
る
か
解
明

し
て
い
く
。
そ
の
始
ま
り
が
労
働
過
程
と
位
置
づ
け
、

使
用
価
値
、
生
産
物
が
労
働
手
段
と
労
働
対
象
が
生
産

手
段
、
そ
し
て
労
働
が
付
加
さ
れ
る
と
述
べ
る
。

こ
こ
は
経
済
学
の
イ
ロ
ハ
で
は
あ
る
が
、
重
要
な
指

摘
が
さ
れ
て
い
る
。
ー
そ
れ
は
「
労
働
過
程
へ
の
生
産

物
の
投
入
が
、
従
っ
て
、
生
き
た
労
働
と
の
そ
の
接
触

が
、
こ
れ
ら
の
過
去
の
労
働
の
生
産
物
の
を
使
用
価
値

と
し
て
維
持
し
、
ま
た
実
現
す
る
た
め
の
唯
一
の
手
段

な
の
で
あ
る
。」
ー
生
産
の
三
要
素
を
、
過
去
の
労
働
と

し
て
の
労
働
手
段
・
労
働
対
象
と
、
生
き
た
労
働
と
し

て
の
付
加
さ
れ
る
労
働
に
規
定
し
、
明
確
に
古
典
派
経

済
学
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
。

す
な
わ
ち
、
過
去
の
労
働
で
あ
る
労
働
手
段
と
労
働

対
象
は
、
投
下
さ
れ
て
い
る
労
働
量
を
生
産
物
に
価
値

移
転
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
価
値
を
増
殖
す
る
の
は
生

き
た
労
働
で
あ
る
と
。
生
き
た
労
働
は
、
労
働
力
の
発

現
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
価
値
を
増
殖
、
剰
余
価

値
発
生
の
出
発
点
が
、
使
用
価
値
と
価
値
の
生
産
と
い

う
労
働
の
二
重
性
の
違
い
、
労
働
力
の
特
殊
な
性
格
と

し
て
語
ら
れ
る
。
商
品
生
産
を
使
用
価
値
生
産
の
側
面

に
と
ど
ま
っ
た
た
古
典
派
経
済
学
の
限
界
を
、
マ
ル
ク

ス
は
労
働
過
程
と
価
値
形
成
・
増
殖
過
程
の
統
一
、
す

な
わ
ち
使
用
価
値
と
価
値
の
統
一
し
た
形
成
過
程
と
し

て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
認
識
は
、
労
働
を
労
働
力
と
労
働
と
の
二
つ
の

概
念
の
区
別
が
で
き
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
。
そ

こ
に
マ
ル
ク
ス
の
優
れ
た
分
析
力
が
発
揮
さ
れ
た
。

剰
余
価
値
の
発
生
を
根
拠
づ
け
る
概
念
は
、
生
き
た
労

働
と
過
去(

死
ん
だ)

の
労
働
、
必
要
労
働
と
不
払
い
労

働
、
不
変
資
本
と
可
変
資
本
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
て

い
く
。

古
典
派
経
済
学
で
は
、
剰
余
価
値
は
利
潤
と
し
て
定

義
さ
れ
、
Ａ
・
投
入
さ
れ
た
資
本(

Ｃ
生
産
手
段
＋
Ｖ
労

働
力)

総
額
と
、
Ｂ
・
売
上
総
額
と
の
差(

Ｍ
剰
余
価
値)

を
利
潤
と
よ
び
、
そ
の
比
率
が
利
潤
率
で
あ
る
。
前
記

し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
利
潤(

剰
余
価
値)

は
、
生
産

手
段
と
労
働
力
の
合
体
し
た
投
下
資
本
に
対
し
て
存
在

す
る
。

リ
カ
ー
ド
は
、
機
械
器
具
・
建
物
等
の
生
産
手
段
を

固
定
資
本
、
賃
金
を
流
動
資
本
と
し
、
二
つ
の
資
本
と

の
関
係
か
ら
利
潤
と
価
格
の
変
化
を
分
析
す
る
。
剰
余

価
値
を
資
財
と
労
働
に
対
す
る
利
潤
と
し
て
捉
え
、
剰

余
価
値
と
し
て
生
き
た
労
働
を
分
離
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
固
定
資
本
と
流
動
資
本
を
合
わ
せ
た

総
体
か
ら
利
潤
が
生
み
出
さ
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

※
リ
カ
ー
ド
は
、「
生
産
さ
れ
た
商
品
の
価
値
は
、
そ
の
生
産

に
投
下
さ
れ
る
労
働
に
比
例
す
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
そ
の
商

品
の
直
接
の
生
産
に
投
下
さ
れ
る
労
働
だ
け
で
な
く
、
労
働
を
実

行
す
る
の
に
必
要
な
す
べ
て
の
器
具
や
機
械
に
投
下
さ
れ
る
労
働

に
も
比
例
す
る
だ
ろ
う
。」(

経
済
学
お
よ
び
課
税
の
原
理
・
羽
沢

訳
ｐ

)

と
述
べ
る
。

34生
産
の
要
素
を
固
定
資
本
と
流
動
資
本
に
分
け
て
考

え
た
古
典
派
経
済
学
は
、
流
通
過
程
で
の
利
潤
の
把
握

に
と
ど
ま
り
、
生
産
過
程
、
労
働
過
程
で
労
働
の
二
重

性
、
使
用
価
値
と
価
値
の
両
面
か
ら
価
値
形
成
と
価
値

増
殖
を
深
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
は
、、
第
六
章
で
不
変
資
本
と
可
変
資
本
と

し
て
総
括
的
に
解
説
し
て
い
る
が
、
よ
り
詳
し
く
第
二

巻
の
第
八
章
、
十
章
、
十
一
章
と
三
章
に
わ
た
っ
て
古

典
派
の
固
定
資
本
と
流
動
資
本
に
つ
い
て
の
矛
盾
し
た

規
定
を
批
判
し
、
不
変
資
本
と
可
変
資
本
と
し
て
止
揚

す
る
。
少
し
先
取
り
す
る
が
、
そ
の
要
点
に
つ
い
て
引

用
す
る
。(
マ
ル
ク
ス
経
済
学
レ
キ
シ
コ
ン
よ
り)

・
本
来
の
意
味
で
の
労
働
手
段
で
な
い
生
産
手
段
、
た
と
え

ば
補
助
材
料
や
原
料
や
半
製
品
な
ど
が
、
価
値
の
引
き
渡

し
と
い
う
点
で
、
ま
た
そ
の
価
値
の
流
通
の
仕
方
と
い
う

点
で
、
労
働
手
段
と
同
じ
事
情
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も

や
は
り
固
定
資
本
の
素
材
的
な
担
い
手
で
あ
り
、
固
定
資

本
の
存
在
形
態
で
あ
る
。

・
土
地
に
つ
け
加
え
ら
れ
る
化
学
成
分
が
・
・
何
年
に
も
わ

た
っ
て
作
用
す
る
よ
う
な
土
地
改
良
が
そ
う
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
価
値
の
一
部
分
は
、
他
の
価
値
部
分
が
す
で
に

生
産
物
に
引
き
渡
さ
れ
、
生
産
物
と
と
も
に
流
通
し
て
い

る
の
に
、
ま
だ
生
産
物
と
並
ん
で
そ
の
独
立
な
姿
で
、
す

な
わ
ち
固
定
資
本
の
姿
で
存
続
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

た
だ
固
定
資
本
の
価
値
の
一
部
分
が
生
産
物
に
入
っ
て
い

く
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
価
値
部
分
を
宿
す
使
用
価
値
、

そ
れ
を
担
う
実
体
も
ま
た
生
産
物
に
入
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。

・
あ
る
い
は
、
価
値
の
流
通
か
ら
生
じ
る
経
済
的
規
定
性
を

物
的
な
属
性
と
混
同
す
る
。
そ
れ
自
体
と
し
て
は
決
し
て

資
本
で
は
な
く
、
た
だ
特
定
の
社
会
的
諸
関
係
の
も
と
で

の
み
資
本
に
な
る
も
の
が
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
す

で
に
固
定
資
本
と
か
流
動
資
本
と
か
一
定
の
形
態
の
資
本

で
あ
る
か
の
よ
う
に
。

・
生
産
手
段
は
ど
の
労
働
過
程
で
も
労
働
手
段
と
労
働
対

象
に
分
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の

な
か
で
は
じ
め
て
両
者
は
資
本
に
、
生
産
資
本
に
な
る
。

・
労
働
手
段
と
し
て
の
機
能
の
相
違
に
よ
っ
て
固
定
資
本
で

あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
る
。
役
畜

と
し
て
の
家
畜
は
固
定
資
本
で
あ
る
。
肥
育
家
畜
と
し
て

は
、
家
畜
は
最
終
的
に
は
生
産
物
と
し
て
流
通
に
入
っ
て

い
く
原
料
で
あ
り
、
固
定
資
本
で
な
く
流
動
資
本
で
あ
る

こ
の
他
に
も
固
定
資
本
と
流
動
資
本
が
、
一
概
に
規

定
で
き
な
い
例
を
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
。

・
労
働
手
段
が
固
定
資
本
で
あ
る
の
は
、
生
産
過
程
が
も
と

も
と
資
本
主
義
的
生
産
過
程
で
あ
り
、
生
産
手
段
が
も
と

も
と
資
本
で
あ
っ
て
、
資
本
と
い
う
経
済
的
規
定
性
、
資

本
と
い
う
社
会
的
規
定
性
を
も
っ
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ

る
。
第
二
に
、
労
働
手
段
が
固
定
資
本
で
あ
る
の
は
、
た

だ
そ
れ
が
自
分
の
価
値
を
あ
る
特
殊
な
仕
方
で
生
産
物
に

移
す
場
合
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ

は
や
は
り
労
働
手
段
で
は
あ
る
が
、固
定
資
本
で
は
な
い
。

・
た
と
え
ば
、
肥
料
の
よ
う
な
補
助
材
料
は
、
も
し
そ
れ
が

労
働
手
段
の
大
部
分
と
同
様
に
特
殊
な
仕
方
で
価
値
を
引

き
渡
す
な
ら
ば
、
労
働
手
段
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

固
定
資
本
と
な
る
。

・
リ
カ
ー
ド
は
バ
ー
ト
ン
と
同
様
に
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
、

不
変
資
本
に
対
す
る
可
変
資
本
の
割
合
を
、
固
定
資
本
に

対
す
る
流
動
資
本
の
割
合
と
混
同
し
・
・
利
潤
率
に
関
す

る
彼
の
研
究
を
誤
ら
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
古
典
派
の
労
働
手
段

と
労
働
対
象
に
つ
い
て
の
固
定
資
本
と
流
動
資
本
の
規

定
が
、
利
潤
率
に
つ
い
て
誤
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
れ
は

不
変
資
本
と
可
変
資
本
に
置
き
換
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
結
論
す
る
。

こ
の
二
様
の
概
念
規
定
が
、
ど
の
よ
う
に
利
潤
率
の

違
い
を
示
す
の
か
は
、
別
途
こ
の
先
で
見
て
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。


