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司
会
＝
１
年
間
ご
苦
労
様
で
し
た
。
テ
キ
ス

ト
の
学
習
は
最
後
の
五
章
ま
で
終
わ
り
ま
し

た
。 

 

12
月
号
掲
載
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
第

１
回
目
に
、「
学
習
に
あ
た
っ
て
」
の
問
題

提
起
を
さ
れ
た
Ｙ
さ
ん
に
、
ま
と
め
的
に
、

こ
の
連
載
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、『
賃
労

働
と
資
本
』
の
今
後
の
復
習
や
、
『
資
本

論
』
へ
の
挑
戦
へ
の
心
の
準
備
と
な
る
「
補

強
」
の
提
起
を
し
て
い
た
だ
き
、
終
り
と
し

ま
す
。 

 
 
 

 

  

        

『
賃
労
働
と
資
本
』
の
内
容
の 

要
点
を
再
確
認
し
よ
う 

 

Ｙ
＝
各
章
の
内
容
に
つ
い
て
は
毎
月
の
学
習

の
中
で
、
そ
の
要
点
は
、
ほ
ぼ
理
解
で
き
た

と
思
い
ま
す
。
今
後
の
復
習
に
あ
た
っ
て
、

こ
の
間
の
学
習
を
思
い
お
こ
し
、
そ
の
要
点

は
何
だ
っ
た
の
か
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
そ
こ
で
、
参
考
ま
で
に
、
私
の
掴

ん
だ
『
賃
労
働
と
資
本
』
の
各
章
の
要
点
を

簡
潔
に
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

第
一
章
「
労
賃
と
は
何
か
？ 
そ
れ
は
い

か
に
し
て
決
定
さ
れ
る
の
か
？
」
で
は
、
労

賃
（
賃
金
）
は
、
資
本
家
が
買
う
商
品
で
あ 

        

る
労
働
力
の
価
格
、
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
ま
す
。 

 

第
二
章
は
、「
商
品
の
価
格
は
何
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
か
」
で
す
。
現
象
を
捉
え
る

と
、
需
要
と
供
給
に
よ
っ
て
決
ま
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
そ
の
需
要
と
供
給
は
何
に
よ
っ

て
決
ま
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
は
、

価
値
（
テ
キ
ス
ト
は
生
産
費
）
に
よ
っ
て
決

ま
る
と
述
べ
、
こ
の
章
で
は
、
労
働
価
値
説

と
価
値
法
則
の
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

第
三
章
「
資
本
と
は
何
か
？
」
で
は
、
資

本
の
歴
史
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
、『
資
本

論
』
の
核
心
部
分
で
も
あ
る
剰
余
価
値
（
テ

キ
ス
ト
で
は
利
潤
）
を
、
資
本
が
ど
の
よ
う

みんなの学習講座 

『
賃
労
働
と
資
本
』
を
学
ぶ 
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に
し
て
獲
得
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま

す
。 

 

第
四
章
「
資
本
の
増
大
と
賃
金
」
は
、
三

章
の
資
本
の
剰
余
価
値
の
搾
取
を
前
提
に
、

資
本
の
増
大
（
剰
余
価
値
の
資
本
へ
の
蓄

積
）
が
労
働
者
階
級
に
お
よ
ぼ
す
影
響
、
資

本
と
賃
労
働
の
利
害
の
敵
対
的
関
係
を
明
ら

か
に
し
て
い
ま
す
。 

 

第
五
章
は
、「
生
産
的
資
本
の
増
大
と
労

働
者
階
級
」
で
す
。
分
業
と
機
械
化
等
に
よ

る
資
本
の
生
産
力
を
高
め
る
競
争
は
、
資
本

の
蓄
積
を
さ
ら
に
高
め
、
そ
れ
が
労
働
者
階

級
の
運
命
に
ど
う
影
響
を
及
ぼ
し
、
ま
た
資

本
主
義
的
生
産
様
式
に
影
響
を
与
え
て
い
く

か
、
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
五
章
は
、

続
き
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の

「
前
書
き
」
の
内
容
等
か
ら
、
社
会
主
義
が

必
然
的
な
も
の
と
な
る
客
観
的
条
件
と
変
革

の
主
体
的
条
件
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
と
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
前
書
き
」
は
、
必
読
で
す
。 

司
会
＝
今
の
要
点
を
聞
き
な
が
ら
学
習
を
思

い
出
し
て
、
も
っ
と
読
み
込
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
、
復
習
へ
の
や
る
気
が
高
ま
り
ま

し
た
。
続
い
て
「
補
強
提
起
」
を
お
願
い
し

ま
す
。 

 

補
強
・
１
―
労
働
と
労
働
力
の
違
い

は
資
本
の
搾
取
を
暴
露
す
る 

 

Ｙ
＝
第
一
の
補
強
は
、
労
働
者
の
最
大
の
問

題
で
あ
り
、
貧
困
の
原
因
で
あ
る
「
賃
金
」

に
つ
い
て
で
す
。
搾
取
を
隠
蔽
し
、
労
働
力

の
再
生
産
費
を
も
奪
い
取
る
資
本
の
賃
金
攻

撃
を
打
破
し
、
春
闘
を
再
構
築
す
る
た
め
の

思
い
を
こ
め
て
提
起
し
ま
す
。 

 

資
本
の
労
働
者
の
賃
金
へ
の
批
判
は
、
マ

ル
ク
ス
経
済
学
へ
の
批
判
で
あ
り
、
そ
の
主

眼
は
、
労
働
者
と
労
働
組
合
の
賃
金
闘
争
を

放
棄
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
す
。
そ
の
俗
流

的
賃
金
理
論
の
基
軸
を
な
す
の
は
、「
賃
金

分
け
前
論
」
ま
た
は
「
生
産
性
・
賃
金
論
」

で
す
。
賃
金
が
目
で
見
え
る
姿
（
現
象
）
で

あ
る
こ
と
は
、「
労
働
に
対
す
る
報
酬
」
の

よ
う
に
見
え
る
と
い
う
最
も
騙
し
や
す
い
常

識
を
と
ら
え
て
、
資
本
家
は
、
知
ら
れ
た
く

な
い
剰
余
価
値
の
搾
取
を
隠
蔽
す
る
の
で
す
。 

 

１
）
賃
金
は
、
労
働
力
商
品
の
価
格
で

あ
る 

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
マ
ル
ク
ス
は
解

り
や
す
い
事
例
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま

す
。
亜
麻
布
の
生
産
に
必
要
な
原
料
と
労
働

用
具
を
持
っ
た
資
本
家
は
、
労
働
力
を
売
る

以
外
に
生
き
ら
れ
な
い
労
働
者
を
見
つ
け
、

そ
の
労
働
力
を
買
っ
て
亜
麻
布
を
生
産
し
ま

す
。
だ
か
ら
織
布
工
の
労
働
力
も
、
原
料
や

労
働
用
具
と
同
じ
よ
う
に
、
資
本
家
が
生
産

す
る
前
に
買
い
取
っ
た
商
品
で
す
。
ま
た
労

働
用
具
と
同
じ
よ
う
に
、
生
産
物
の
価
格
の

分
け
前
に
は
少
し
も
あ
ず
か
ら
な
い
の
で
す
。 

 

２
）
労
働
者
の
搾
取
を
隠
蔽
す
る
「
賃

金
形
態
」
も
、
賃
金
の
本
質
を
隠
す 

資
本
対
労
働
の
矛
盾
の
根
源
は
剰
余
価
値

の
生
産
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
あ
り
の
ま
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ま
に
は
現
れ
な
い
で
、
様
々
な
形
態
等
に
よ

っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
最

も
重
要
な
の
は
、
労
働
者
の
労
働
す
べ
て
を

「
支
払
労
働
＝
必
要
労
働
」
と
し
て
現
象
さ

せ
る
賃
金
形
態
で
す
。
例
え
ば
８
時
間
の
労

働
は
、
賃
金
部
分
の
必
要
労
働
と
剰
余
価
値

部
分
の
不
払
い
労
働
と
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
全
て
の
労
働
を
支
払
労
働
と

し
て
、
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
と
、
そ
れ
は
８

時
間
の
労
働
全
て
に
対
す
る
賃
金
と
な
り
、

搾
取
さ
れ
る
剰
余
価
値
は
隠
蔽
さ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
賃
金
形
態
」
は
、

「
賃
金
分
け
前
論
」
の
考
え
方
で
す
。 

基
本
的
な
支
払
い
形
態
に
は
、「
時
間
賃

金
」
と
「
出
来
高
賃
金
」
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
二
つ
の
形
態
も
、「
賃
金
＝
労
働
の
代

価
」
の
考
え
で
す
。
こ
の
よ
う
な
、
賃
金
の

本
質
を
隠
す
資
本
の
狙
い
を
打
ち
破
り
、
労

働
力
の
再
生
産
費
と
し
て
の
賃
金
を
、
労
働

者
の
団
結
の
力
で
闘
い
取
る
春
闘
の
再
構
築

を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。 

司
会
＝
そ
の
た
め
に
は
、
経
済
学
の
学
習
、

賃
金
と
は
何
か
な
ど
の
基
本
的
な
学
習
は
不

可
欠
で
す
ね
。 

Ｙ
＝
そ
れ
で
は
次
で
す
。
四
章
と
五
章
で
は
、

資
本
の
蓄
積
が
、
賃
労
働
と
資
本
に
ど
の
よ

う
な
運
命
を
も
た
ら
す
か
、
具
体
的
な
蓄
積

の
展
開
を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
ま
ず
、

資
本
の
蓄
積
（
資
本
の
増
大
）
と
は
何
か
を

簡
単
に
説
明
し
ま
す
。
資
本
の
蓄
積
と
は
、

剰
余
価
値
の
資
本
へ
の
転
化
の
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
資
本
の
規
模
を
増
大
し
な
が
ら
行
わ

れ
る
拡
大
再
生
産
の
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

そ
れ
は
生
産
物
の
拡
大
再
生
産
だ
け
で
な
く
、

労
働
者
も
資
本
家
も
再
生
産
さ
れ
ま
す
の
で
、

資
本
の
蓄
積
は
、
剰
余
価
値
の
法
則
と
と
も

に
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
絶
対
的
法
則
で

あ
り
ま
す
。 

 

四
章
、
五
章
の
補
強
は
、
そ
の
蓄
積
論
を

よ
り
深
め
、
発
展
さ
せ
た
内
容
で
あ
る
、

『
資
本
論
』
第
一
巻
第
七
篇
第
二
十
三
章
と

二
十
四
章
か
ら
要
点
を
取
り
出
し
て
、
提
起

し
ま
す
。 

 

補
強
・
２ 

―
（
第
四
章
）
資
本
蓄
積
論
（
１
） 

 

１
．
資
本
蓄
積
と
資
本
の
有
機
的
構
成 

資
本
蓄
積
が
労
働
者
階
級
に
お
よ
ぼ
す
影

響
の
、
そ
の
最
も
重
要
な
原
因
と
な
る
の
は
、

資
本
蓄
積
と
資
本
構
成
の
変
化
と
の
関
係
で

す
。
そ
れ
は
、
資
本
を
構
成
す
る
不
変
資
本

Ｃ
（
機
械
・
原
材
料
等
の
生
産
手
段
）
と
可

変
資
本
Ｖ
（
賃
金
・
雇
用
等
の
労
働
力
購

入
）
の
組
み
合
わ
せ
比
率
と
そ
の
変
化
を
と

お
し
て
解
明
さ
れ
ま
す
。「
資
本
の
構
成
」

は
、
技
術
的
構
成
（
充
用
さ
れ
る
生
産
手
段

の
総
量
と
必
要
な
労
働
量
と
の
構
成
比
率
）

に
し
た
が
っ
た
「
価
値
構
成
」（
生
産
手
段

の
価
値
と
労
働
力
の
価
値
と
の
構
成
比
率
）

と
し
て
の
「
資
本
の
有
機
的
構
成
（
Ｃ
と
Ｖ

の
比
率
・
Ｃ
／
Ｖ
）」
で
表
現
さ
れ
ま
す
。 

 

ま
ず
、
資
本
主
義
的
生
産
に
お
け
る
資
本

の
競
争
は
、「
特
別
剰
余
価
値
」
を
求
め
て

行
わ
れ
ま
す
。
特
別
剰
余
価
値
は
、
他
の
資

本
家
よ
り
も
一
歩
進
ん
で
労
働
生
産
性
を
上
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昇
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で

す
。
そ
れ
は
商
品
の
社
会
的
価
値
と
個
別
的

価
値
と
の
差
額
と
い
え
ま
す
。
故
に
、
資
本

の
競
争
は
労
働
生
産
性
の
競
争
で
す
。
か
く

し
て
、
資
本
蓄
積
も
労
働
生
産
性
の
上
昇
を

テ
コ
と
し
て
遂
行
さ
れ
ま
す
。
労
働
生
産
性

の
上
昇
は
、
機
械
化
、
技
術
革
新
等
に
よ
り
、

一
人
の
労
働
者
が
一
定
の
時
間
内
に
、
同
じ

労
働
強
度
で
生
産
物
に
転
化
す
る
生
産
手
段

量
の
増
大
と
な
っ
て
現
れ
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
生
産
手
段
量
に
比
較
し
た
労
働
量
は
相

対
的
に
減
少
す
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
変

化
は
当
然
、
資
本
構
成
に
お
け
る
不
変
資
本

の
相
対
的
増
大
・
可
変
資
本
の
相
対
的
減
少

と
な
っ
て
現
れ
ま
す
。
こ
の
現
象
を
「
資
本

の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
」
と
い
う
の
で
す
。 

２
．
資
本
蓄
積
と
相
対
的
過
剰
人
口
・

産
業
予
備
軍 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
資
本
の
増
大
は
必
ず

有
機
的
構
成
の
高
度
化
と
並
行
し
て
進
め
ら

れ
て
い
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
の
増

大
は
そ
れ
に
比
例
す
る
労
働
力
需
要
の
増
大

で
は
な
く
、
一
定
額
の
資
本
が
吸
収
し
う
る

労
働
力
は
、
次
第
に
減
少
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
長
期
的
・
平
均
的
に
は
資
本
に
と
っ

て
過
剰
な
人
口
が
生
じ
る
よ
う
な
形
で
蓄
積

を
進
め
る
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
資
本
蓄
積

の
進
行
と
と
も
に
、
過
剰
人
口
（
失
業
人

口
）
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
、

絶
対
的
に
過
剰
な
人
口
と
い
う
意
味
で
は
な

く
、
資
本
が
必
要
と
す
る
量
に
比
べ
て
相
対

的
に
過
剰
な
人
口
と
い
う
意
味
で
す
。
だ
か

ら
、「
相
対
的
過
剰
人
口
」
ま
た
は
「
産
業

予
備
軍
」
は
、
恒
常
的
な
大
き
さ
で
存
在
す

る
の
で
は
な
く
、
景
気
が
良
い
と
き
は
あ
る

程
度
ま
で
は
資
本
に
吸
収
さ
れ
、
景
気
が
悪

い
と
き
は
よ
り
大
量
に
な
り
ま
す
。 

 

若き日のマルクス。彼は1847年末にドイツ労働者協会の

席上で労働者向けの講演を行い、1849 年に『新ライン新

聞』上で『賃労働と資本』としてまとめられた。 
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３
．
資
本
主
義
的
蓄
積
の
一
般
法
則 

 
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
資
本
の
蓄
積
が

失
業
人
口
の
規
模
を
増
大
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、

蓄
積
に
伴
っ
て
労
働
者
階
級
の
状
態
は
貧
困

が
増
大
し
、
悪
化
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
よ

っ
て
資
本
の
蓄
積
は
、
一
方
の
極
（
資
本
家

階
級
）
に
富
の
蓄
積
を
、
同
時
に
他
方
の
極

（
労
働
者
階
級
）
に
お
け
る
、
窮
乏
・
抑

圧
・
隷
従
・
労
働
苦
・
搾
取
の
蓄
積
が
あ
る

の
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
資
本
主
義
の
発
展
と
共
に
、

労
働
者
の
窮
乏
化
、
そ
の
非
人
間
化
は
、
資

本
蓄
積
の
必
然
的
法
則
と
し
て
進
展
し
て
い

き
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
資
本
主
義
的
生

産
方
法
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
訓
練
さ
れ
、

結
集
さ
れ
、
組
織
さ
れ
た
労
働
者
階
級
の
反

抗
も
増
大
・
蓄
積
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
資
本

主
義
的
蓄
積
の
一
般
法
則
で
す
。 

 

か
く
し
て
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
は
、

資
本
蓄
積
の
進
展
過
程
の
な
か
で
、
社
会
主

義
革
命
の
担
い
手
と
し
て
の
労
働
者
階
級
を

自
ら
生
産
し
て
ゆ
く
の
で
す
。 

補
強
・
３ 

―
第
五
章
・
資
本
蓄
積
論
（
２
） 

 

１
．
本
源
的
蓄
積
と
は
何
か 

１
）
こ
れ
ま
で
の
資
本
の
蓄
積
論
は
、
資
本

関
係
を
前
提
に
し
て
説
明
し
て
き
ま
し
た
が
、

資
本
関
係
と
い
う
前
提
は
ど
の
よ
う
に
し
て

創
り
出
さ
れ
た
か
を
、
明
ら
か
に
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
点
の
解
明

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
古
典
派
経
済
学
者
の

言
う
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
が
、
歴
史
を

超
え
た
永
遠
自
然
の
存
在
で
は
な
く
、
資
本

主
義
的
生
産
様
式
も
「
始
原
」
が
あ
る
と
同

時
に
「
最
期
」
が
あ
る
と
こ
ろ
の
歴
史
的
・

経
過
的
な
生
産
様
式
と
し
て
確
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
す
。 

 

２
）「
本
源
的
蓄
積
」
は
、
資
本
家
と
労
働

者
の
関
係
を
、
歴
史
的
に
ま
っ
た
く
新
し
く

創
出
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
は
、

封
建
制
の
解
体
の
過
程
で
、
土
地
、
そ
の
他

の
生
産
手
段
を
所
有
し
て
い
た
農
民
や
手
工

業
者
か
ら
、
生
産
手
段
を
所
有
す
る
資
本
が

暴
力
的
に
収
奪
し
て
、
彼
ら
を
自
由
な
労
働

者
に
転
化
さ
せ
て
、
資
本
主
義
は
成
立
し
ま

し
た
。 

こ
の
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
出
発
点
に

あ
る
蓄
積
を
、
資
本
主
義
的
蓄
積
に
先
行
す

る
「
本
源
的
蓄
積
」
と
名
付
け
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
本
源
的
蓄
積
に
よ
っ
て
封
建

社
会
の
生
産
的
基
盤
を
十
分
に
分
解
さ
せ
た

時
、
資
本
主
義
的
蓄
積
が
本
格
的
に
展
開
さ

れ
、
ま
た
、
資
本
主
義
的
蓄
積
に
よ
っ
て
、

資
本
主
義
の
最
期
も
明
ら
か
に
で
き
た
の
で

す
。
そ
れ
を
、「
資
本
主
義
的
蓄
積
の
歴
史

的
傾
向
」
と
し
て
次
に
よ
う
に
明
ら
か
に
し

て
い
ま
す
。 

 

２
．
資
本
主
義
的
蓄
積
の
歴
史
的
傾
向 

１
）
生
産
の
集
積
と
生
産
の
社
会
化 

 

資
本
主
義
は
、
そ
も
そ
も
農
民
や
手
工
業

者
な
ど
の
直
接
的
生
産
者
か
ら
生
産
手
段
を

奪
い
、
生
産
手
段
と
労
働
力
を
資
本
家
の
工

場
へ
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
ま
し
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た
。
故
に
資
本
主
義
的
生
産
は
、
始
め
か
ら

社
会
的
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
中
世

の
農
民
や
、
手
工
業
者
に
よ
る
個
人
的
生
産

と
は
異
な
る
資
本
主
義
的
生
産
の
重
要
な
特

徴
で
す
。
こ
の
資
本
主
義
的
生
産
の
社
会
的

性
格
が
、
資
本
の
集
積
・
集
中
に
伴
っ
て
、

ま
す
ま
す
強
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
資
本
主
義

の
も
と
で
の
社
会
化
は
、
社
会
主
義
の
た
め

の
物
質
的
前
提
条
件
を
つ
く
り
だ
し
ま
す
が
、

そ
れ
自
体
な
し
く
ず
し
的
に
社
会
主
義
を
も

た
ら
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

２
）
収
奪
者
が
収
奪
さ
れ
る 

 

資
本
の
蓄
積
と
そ
れ
に
伴
う
資
本
の
集

積
・
集
中
は
、
資
本
の
巨
大
化
を
進
め
ま
す

が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
同
一
資
本
の
も
と
に

集
中
さ
れ
る
労
働
者
数
が
巨
大
に
な
る
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。
彼
ら
は
工
場
の
中
で
、
組

織
的
な
協
業
・
分
業
体
系
に
編
成
さ
れ
、
厳

格
な
統
制
に
し
た
が
っ
て
労
働
す
る
こ
と
を

強
制
さ
れ
る
中
で
、
組
織
性
と
規
律
性
と
を

身
に
つ
け
て
い
き
ま
す
。
故
に
、
資
本
の
蓄

積
は
、
一
方
で
は
巨
大
な
資
本
を
創
り
出
し
、

他
方
で
は
組
織
性
と
規
律
性
と
を
持
っ
た
労

働
者
大
衆
を
創
り
出
し
ま
す
。 

 

こ
う
し
て
資
本
の
蓄
積
は
生
産
の
社
会
化

を
推
し
進
め
て
、
社
会
主
義
の
た
め
の
客
観

的
・
物
質
的
な
条
件
を
創
り
出
す
と
同
時
に
、

組
織
さ
れ
、
訓
練
さ
れ
た
労
働
者
と
い
う
社

会
主
義
の
た
め
の
主
体
的
条
件
を
も
創
り
出

す
の
で
す
。 

 

本
源
的
蓄
積
期
に
お
い
て
資
本
主
義
は
、

農
民
や
手
工
業
者
な
ど
の
直
接
的
生
産
者
か

ら
生
産
手
段
を
収
奪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

立
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
資
本
主
義
的
蓄

積
の
歴
史
的
傾
向
は
、
生
産
の
社
会
化
を
推

し
進
め
る
一
方
、
労
働
者
と
い
う
資
本
主
義

の
墓
堀
人
を
ま
す
ま
す
強
大
な
も
の
に
し
て
、

収
奪
者
が
収
奪
さ
れ
る
こ
と
を
不
可
避
に
し

ま
す
。
こ
の
「
収
奪
者
の
収
奪
」
と
は
、
資

本
主
義
的
生
産
関
係
を
根
本
的
に
変
革
す
る

こ
と
、
つ
ま
り
生
産
手
段
の
資
本
主
義
的
私

有
を
廃
止
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
生
産

の
巨
大
な
社
会
化
に
適
合
し
た
生
産
手
段
の

社
会
的
共
有
を
基
礎
と
し
て
、
諸
個
人
の
個

性
の
自
由
な
発
展
を
保
障
し
う
る
よ
う
な
生

活
手
段
の
真
の
個
人
的
所
有
を
つ
く
り
だ
す

こ
と
で
す
。 

 

司
会
＝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の

学
習
講
座
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、『
資
本

論
』
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
仲
間
が
一
人
で
も

多
く
出
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。 

   

 

お
詫
び
と
訂
正 

 

11
月
号
の
本
講
座
45
頁
中
段
16
行
目
、

「
資
本
主
義
的
外
被
と
は
調
和
し
え
な
く
な

る
。
一
点
に
到
達
す
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、

正
し
く
は
「
資
本
主
義
的
外
被
と
は
調
和
し

え
な
く
な
る
一
点
に
到
達
す
る
」
（『
資
本

論
』、
岩
波
文
庫
、
第
３
分
冊
４
１
５
頁
）

で
す
。「
。」
は
不
要
で
す
。 

お
詫
び
の
上
、
訂
正
い
た
し
ま
す
。 


