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レ
ポ
ー
ト
に
入
る
前
に 

 

学
習
に
入
る
前
に
、
テ
キ
ス
ト
は
岩
波
文

庫
版
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。
な
お
本

テ
キ
ス
ト
は
章
立
て
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
次
の
と
お
り
に
章
を
設
定
し
て
各
章
ご

と
に
レ
ポ
ー
ト
を
行
い
、
レ
ポ
ー
ト
後
に
全

体
討
論
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。 

 

※
仲
間
の
皆
さ
ん
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い

る
本
を
使
っ
て
い
ま
す
。
古
い
本
、
最
新
の

本
と
は
ペ
ー
ジ
数
の
違
い
が
あ
り
ま
す
が
ご

容
赦
く
だ
さ
い
。 

 

        

・
は
し
が
き 

・「
賃
労
働
と
資
本
」
の
タ
イ
ト
ル
が
あ
る

Ｐ
37
～
Ｐ
40
７
行
目
ま
で 

・
１
章
「
労
賃
と
は
何
か
？ 

そ
れ
は
い
か

に
し
て
決
定
さ
れ
る
か
？
」（
Ｐ
40
８
行

目
～
Ｐ
47
１
行
目
） 

・
２
章
「
商
品
の
価
格
は
何
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
か
？
」（
Ｐ
47
２
行
目
～
Ｐ
56

６
行
目
） 

・
３
章
「
資
本
と
は
何
か
？
」（
Ｐ
56
７
行

目
～
Ｐ
64
６
行
目
） 

・
４
章
「
資
本
の
増
大
と
賃
金
」（
Ｐ
64
７

行
目
～
Ｐ
73
９
行
目
） 

・
５
章
「
生
産
的
資
本
の
増
大
と
労
働
者
階 

        

級
」（
Ｐ
73

10
行
目
～
Ｐ
86
３
行
目
） 

 

い
よ
い
よ
レ
ポ
ー
ト
開
始 

 

司
会
＝
そ
れ
で
は
徳
島
県
協
の
Ｋ
さ
ん
に
ト

ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
を
お
願
い
し
ま
す
。 

Ｋ
＝
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。「
は
し
が

き
」
に
つ
い
て
は
、
前
回
の
四
国
ブ
ロ
ッ
ク

Ｙ
代
表
の
提
起
の
中
で
多
分
に
触
れ
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、
重
複
を
避
け
る
た
め
に
控
え

ま
す
。
そ
の
な
か
で
も
私
が
理
解
で
き
な
か

っ
た
こ
と
を
、
１
章
に
入
る
前
に
教
え
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

みんなの学習講座 

『
賃
労
働
と
資
本
』
を
学
ぶ 
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
反
革
命 

 

Ｋ
＝
パ
リ
の
六
月
闘
争
、
ウ
ィ
ー
ン
の
没
落
、

ベ
ル
リ
ン
の
悲
喜
劇
・
・
・
の
と
こ
ろ
が
よ

く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

Ｙ
＝
「
パ
リ
の
六
月
闘
争
」
と
い
う
の
は
、 

                

労
働
者
の
社
会
改
革
の
要
求
に
押
さ
れ
た
共

和
国
政
府
は
、
失
業
対
策
的
な
国
立
作
業
所

を
開
設
し
た
が
、
１
８
４
８
年
６
月
、
そ
れ

を
強
行
解
散
す
る
挑
発
行
動
に
出
た
。
パ
リ

の
労
働
者
は
再
び
蜂
起
し
た
。
労
働
者
階
級

は
資
本
家
階
級
と
歴
史
上
は
じ
め
て
真
正
面

か
ら
衝
突
し
た
が
、
４
日
間
の
戦
闘
の
の
ち

に
制
圧
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
反
革
命
の
狼
煙
と
な
っ
た
、
と
あ
り
ま
す
。 

つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
２
月
、
３
月
と
、
ブ

ル
ジ
ョ
ア
革
命
で
民
主
主
義
革
命
を
労
働
者

階
級
、
資
本
家
階
級
が
共
に
闘
っ
て
き
た
な

か
で
、
失
業
者
が
多
く
生
ま
れ
て
き
て
い
ま

し
た
。
労
働
者
の
要
求
に
よ
り
そ
の
対
策
と

し
て
国
立
作
業
所
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
が
、

共
和
国
政
府
は
コ
ス
ト
が
か
か
る
の
で
廃
止

す
る
と
打
ち
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て

６
月
に
労
働
者
が
立
ち
上
が
り
、
た
た
か
っ

た
が
、
敗
北
し
た
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
全
体
に
反
革
命
、
つ
ま
り
労
働
者
を

弾
圧
す
る
攻
撃
が
拡
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。 

次
に
「
ウ
ィ
ー
ン
の
没
落
、
ベ
ル
リ
ン
の

悲
喜
劇
」
で
す
が
、
六
月
闘
争
の
壊
滅
は
ド

イ
ツ
の
反
動
勢
力
を
元
気
づ
け
ま
し
た
。
一

方
革
命
の
急
進
化
に
動
揺
し
、
労
働
者
階
級

の
成
長
を
恐
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
は
、
反
動
勢
力
と
の
妥
協
を
図
り
、

革
命
を
裏
切
り
始
め
た
の
で
す
。
オ
ー
ス
ト

リ
ア
皇
帝
は
、
10
月
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
鎮

圧
軍
出
動
に
反
対
す
る
暴
動
が
ウ
ィ
ー
ン
で

起
こ
る
と
、
６
万
の
軍
隊
で
市
民
防
衛
軍
が

守
備
す
る
ウ
ィ
ー
ン
を
包
囲
し
ま
し
た
。 

11
月
初
め
ウ
ィ
ー
ン
は
反
革
命
の
手
に

落
ち
た
の
で
す
。
こ
の
報
に
接
す
る
や
、
プ

ロ
イ
セ
ン
国
王
は
直
ち
に
内
閣
を
罷
免
し
、

王
族
の
軍
団
総
司
令
に
組
閣
を
命
じ
ま
し
た
。

プ
ロ
イ
セ
ン
議
会
は
新
内
閣
不
信
任
と
納
税

拒
否
を
決
意
し
、
ベ
ル
リ
ン
の
市
民
防
衛
軍

も
武
力
抵
抗
を
決
議
し
て
対
抗
し
ま
し
た
が
、

市
民
軍
は
武
装
解
除
さ
れ
、
議
会
も
解
散
さ

せ
ら
れ
た
の
で
す
。 

こ
う
し
て
ベ
ル
リ
ン
も
反
革
命
の
手
に
落

ち
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

ウィーンの３月革命（１８４８年） 

の
ろ
し 
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Ｋ
＝
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ

ー
の
捨
て
鉢
的
奮
闘
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
兵

糧
攻
め
な
ど
も
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
ほ
ぼ
全
体
が
同
じ
よ
う
な
情
勢
で

あ
っ
た
と
い
う
理
解
で
い
い
で
す
ね
。 

Ｙ
＝
要
す
る
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
よ
っ
て

自
由
民
主
主
義
を
勝
ち
取
っ
て
、
こ
れ
ま
で

の
封
建
的
領
主
、
王
政
を
倒
し
て
も
、
そ
の

残
党
が
残
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
再
び
自
分

た
ち
に
有
利
な
王
政
を
復
活
さ
せ
て
、
昔
の

封
建
体
制
に
戻
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。 

そ
う
い
う
動
き
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
許
さ
な

い
と
、
労
働
者
と
と
も
に
た
た
か
っ
て
き
た

が
、
ど
う
も
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
こ
の
労
働
者
階

級
と
い
う
も
の
は
自
分
た
ち
の
敵
に
な
る
と

感
じ
て
、
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
旧
支

配
者
に
妥
協
し
て
組
み
、
労
働
者
を
倒
そ
う

と
、
つ
ま
り
民
主
主
義
を
潰
そ
う
と
し
て
弾

圧
し
て
き
た
。
こ
れ
が
反
革
命
で
す
。 

司
会
＝
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
は
、
封
建
社
会
か

ら
資
本
主
義
社
会
へ
移
っ
た
時
の
革
命
の
こ

と
で
す
。
そ
の
狭
間
で
、
当
時
の
封
建
社
会

で
圧
制
さ
れ
て
い
た
の
は
、
後
々
資
本
家
に

な
る
連
中
も
そ
う
で
す
し
、
労
働
者
・
市
民

階
級
も
そ
う
。
こ
の
ま
ま
で
は
我
慢
で
き
な

い
と
し
て
資
本
家
も
労
働
者
も
一
緒
に
な
っ

て
王
政
を
倒
す
た
め
に
た
た
か
っ
た
の
で
す
。 

 

そ
の
た
た
か
い
の
な
か
で
労
働
者
階
級
の

成
長
を
見
た
彼
ら
は
、
倒
す
べ
き
は
ず
の
王

政
と
組
ん
で
、
労
働
者
階
級
を
倒
し
、
自
身

が
社
会
の
主
と
な
る
資
本
主
主
義
社
会
へ
す

す
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。 

司
会
＝
ほ
か
に
ど
な
た
か
ら
で
も
聞
き
た
い

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。 

 
二
重
奴
隷
状
態
と
は
何
だ 

 

Ｈ
＝
Ｐ
39
の
「
二
重
奴
隷
状
態
」
の
意
味

で
す
が
、
産
業
革
命
が
最
初
に
起
こ
っ
た
イ

ギ
リ
ス
が
帝
国
の
よ
う
な
形
で
、
だ
ん
だ
ん

と
資
本
主
義
が
拡
が
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を

支
配
し
て
い
る
と
い
う
状
態
の
な
か
で
、
各

国
と
も
資
本
主
義
が
労
働
者
を
支
配
し
て
い

る
上
に
、
さ
ら
に
大
元
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
に

各
国
自
体
も
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味

で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
と
、「
イ
ギ
リ

ス
的
＝
ロ
シ
ア
的
」
と
い
う
と
こ
ろ
も
よ
く

わ
か
ら
な
い
。 

Ｙ
＝
資
本
主
義
を
代
表
す
る
経
済
大
国
イ
ギ

リ
ス
。
農
奴
制
が
多
く
残
っ
て
い
る
封
建
的

絶
対
主
義
を
代
表
す
る
軍
事
大
国
ロ
シ
ア
と

い
う
東
西
の
二
大
支
柱
に
挟
ま
れ
た
オ
ー
ス

ト
リ
ア
、
プ
ロ
イ
セ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
の
５
強

国
か
ら
な
る
18
世
紀
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
反
動
体
制
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
言
葉
で
独

自
な
政
治
勢
力
に
成
長
し
た
労
働
者
階
級
を

前
に
、
封
建
的
反
動
と
妥
協
す
る
に
至
っ
た

資
本
家
階
級
と
、
封
建
的
反
動
と
の
連
合
に

よ
る
新
た
な
支
配
体
制
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。

こ
れ
が
「
イ
ギ
リ
ス
的
＝
ロ
シ
ア
的
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
。 

司
会
＝
つ
ま
り
、
封
建
主
義
の
王
政
と
、
資

本
家
階
級
と
の
２
つ
に
よ
っ
て
隷
属
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。「
イ
ギ
リ
ス
的
＝
ロ

シ
ア
的
」
と
い
う
表
現
で
「
二
重
奴
隷
状

態
」、
２
つ
の
支
配
者
の
連
合
に
よ
っ
て
労
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働
者
階
級
が
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。 

 

君
の
労
賃
は
ど
れ
だ
け
か
？ 

 

Ｋ
＝
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で 

                

は
１
章
に
入
り
ま
す
。 

「
君
の
労
賃
は
ど
れ
だ
け
か
？
」
と
い
う

問
い
に
、
あ
る
労
働
者
は
「
私
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
か
ら
一
労
働
日
に
つ
き
一
マ
ル
ク
受
け
取

る
」
と
答
え
、
他
の
者
は
「
私
は
二
マ
ル
ク

受
け
取
る
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。 

労
賃
は
、
資
本
家
が
一
定
の
労
働
時
間
、

ま
た
は
一
定
の
労
働
給
付
に
対
し
て
労
働
者

に
支
払
う
貨
幣
額
だ
と
い
う
点
で
、
労
働
部

門
が
異
な
る
労
働
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
一

致
す
る
で
し
ょ
う
。 

 
「
労
働
力
」
と
労
働
の
違
い 

 

Ｋ
＝
「
労
働
力
」
と
は
、
人
間
が
働
く
た
め

の
力
で
あ
り
、
労
働
は
「
労
働
力
」
を
消
費

す
る
こ
と
そ
の
も
の
を
さ
し
ま
す
。
労
働
者

は
実
際
に
は
「
労
働
力
」
を
提
供
し
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
外
観
で
は
、
資
本
家
は
貨

幣
を
も
っ
て
労
働
者
の
労
働
を
買
い
、
労
働

者
は
貨
幣
と
ひ
き
か
え
に
自
分
の
労
働
を
資

本
家
に
売
る
と
い
う
風
に
意
識
づ
け
さ
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。 

 

労
働
力
も
商
品
で
あ
り
、 

貨
幣
に
よ
り
価
格
で
表
さ
れ
る 

 

Ｋ
＝
資
本
家
が
、
労
働
力
を
買
っ
た
の
と
同

じ
貨
幣
額
２
マ
ル
ク
を
も
っ
て
、
２
ポ
ン
ド

の
砂
糖
を
買
う
こ
と
と
、
12
時
間
の
労
働

力
を
買
う
こ
と
は
、
同
じ
一
商
品
を
買
う
こ

と
で
あ
り
、
資
本
家
が
支
払
う
２
マ
ル
ク
の

貨
幣
で
、
労
働
者
は
自
分
の
生
活
物
資
を
買

い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
こ
の
貨
幣
２
マ
ル

ク
は
、
労
働
力
が
他
の
諸
商
品
（
生
活
物

資
）
と
交
換
さ
れ
る
比
率
、
つ
ま
り
労
働
力

の
交
換
価
値
を
表
現
し
ま
す
。 

そ
し
て
、
貨
幣
で
表
現
さ
れ
た
一
商
品
の

交
換
価
値
は
、
そ
の
商
品
の
価
格
と
呼
ば
れ

る
た
め
、
労
賃
と
は
、
労
働
力
（
人
間
の
な

か
に
し
か
な
い
独
自
な
商
品
）
の
価
格
の
別

名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

産業革命期のイギリスの工場群 
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労
賃
は
生
産
物
の
分
け
前
な
の
か 

 

Ｋ
＝
織
布
工
の
例
に
あ
る
よ
う
に
、
労
働
者

の
労
賃
は
、
労
働
の
生
産
物
（
亜
麻
布
又
は

20
マ
ル
ク
）
の
分
け
前
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
労
働
者
は
生
産
よ
り
も
前
に
雇

用
契
約
を
し
、
そ
の
後
に
生
産
活
動
を
行
い

ま
す
。
資
本
家
は
労
賃
を
売
上
か
ら
支
払
う

の
で
な
く
、
原
料
の
糸
や
労
働
用
具
の
機
と

同
様
に
、
手
持
ち
の
財
産
か
ら
労
働
力
商
品

を
買
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
未
来
の
労
働

に
対
し
て
支
払
っ
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
も
そ
も
売
り
上
げ
は
労
働
者
に
は
関

係
な
い
こ
と
で
あ
り
、
生
産
物
が
売
れ
て
も

売
れ
な
く
て
も
労
賃
は
支
払
わ
れ
ま
す
。 

ま
た
、
織
布
工
に
提
供
さ
れ
る
機
と
糸
は

あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
お
り
、
織
布
工
自

身
の
生
産
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
く
、

労
働
に
よ
っ
て
受
け
取
る
諸
商
品
（
貨
幣
ま

た
は
そ
れ
で
購
入
す
る
生
活
物
資
）
も
織
布

工
の
生
産
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

労
賃
は
、
資
本
家
が
現
在
持
っ
て
い
る
商
品

（
財
産
ま
た
は
既
存
の
生
産
物
）
の
一
部
分

で
あ
っ
て
、
織
布
工
は
、
生
産
物
ま
た
は
生

産
物
の
価
格
の
分
け
前
か
ら
は
何
も
得
て
い

な
い
の
で
す
。 

 

労
働
と
生
活
は
別
の
も
の 

 

Ｋ
＝
労
働
者
は
生
き
る
た
め
に
自
身
の
労
働

力
を
商
品
と
し
て
資
本
家
に
売
り
ま
す
が
、

時
間
で
区
切
ら
れ
た
そ
の
労
働
は
、
労
働
者

に
と
っ
て
は
自
身
の
生
活
の
な
か
の
一
犠
牲

と
言
え
る
時
間
で
す
。
生
産
物
を
つ
く
る
労

働
を
す
る
こ
と
が
労
働
者
の
目
的
で
は
な
く
、

資
本
家
の
た
め
に
働
い
て
い
る
わ
け
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。 

労
働
者
が
自
身
の
た
め
に
生
産
す
る
の
は

生
産
物
で
は
な
く
、『
労
賃
』
で
あ
っ
て
、

そ
の
労
賃
が
自
身
の
生
活
資
料
に
変
わ
る
の

で
す
。
つ
ま
り
、
労
働
者
の
生
活
は
、
家
で

休
ん
だ
り
、
食
事
を
し
た
り
、
寝
た
り
な
ど
、

労
働
の
12
時
間
（
当
時
の
労
働
時
間
）
以

外
の
時
間
の
こ
と
で
あ
り
、
自
身
の
衣
・

食
・
住
の
た
め
に
労
働
を
し
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
の
で
す
。 

 

  

なかなか難しい 

は
た 
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労
働
力
は
昔
か
ら
商
品
だ
っ
た
の
か 

 

Ｋ
＝
そ
れ
で
は
、
労
働
力
は
い
つ
か
ら
ど
の

よ
う
に
し
て
商
品
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

人
間
社
会
は
古
代
奴
隷
制
社
会
、
封
建
制

社
会
を
経
て
資
本
主
義
社
会
へ
と
発
展
し
て

き
ま
し
た
。 

ま
ず
、
奴
隷
制
社
会
で
の
奴
隷
は
、
所
有 

              

者
か
ら
所
有
者
へ
移
さ
れ
、
こ
き
使
わ
れ
る

だ
け
の
身
分
に
あ
り
ま
す
。
彼
は
商
品
と
し

て
の
労
働
力
は
持
っ
て
お
ら
ず
、
彼
自
身
が

一
商
品
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
す
。 

次
に
封
建
制
社
会
で
の
農
奴
で
す
。
彼
は

土
地
に
縛
ら
れ
て
自
身
の
農
具
を
用
い
て
生

産
し
ま
す
。
し
か
し
彼
は
労
働
力
を
売
っ
て

お
ら
ず
、
ま
た
地
主
か
ら
賃
金
を
受
け
取
る

わ
け
で
も
な
く
、
む
し
ろ
地
主
に
収
益
を
も

た
ら
し
ま
す
。
実
際
は
自
身
の
生
産
物
の
大

半
を
地
主
に
収
奪
さ
れ
、
残
っ
た
分
の
生
産

物
の
み
で
生
き
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
。 

そ
し
て
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
「
自

由
」
な
労
働
者
で
す
。
彼
は
所
有
者
に
も
土

地
に
も
縛
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
自
分
自

身
を
断
片
的
に
、
日
々
の
数
時
間
を
売
り
ま

す
。
労
働
者
は
い
つ
で
も
や
め
る
こ
と
が
で

き
、
資
本
家
も
都
合
に
よ
り
労
働
者
を
解
雇

し
ま
す
。
し
か
し
、
生
き
て
い
く
た
め
に
労

働
す
る
し
か
な
い
労
働
者
は
、
資
本
家
に
労

働
力
を
売
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

「
自
由
」
に
は
二
重
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
一
つ
は
、
奴
隷
や
農
奴
の
よ
う
に
直
接

支
配
下
に
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
自
身
で
働
く

先
（
資
本
家
）
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
、
働
く

の
も
働
か
な
い
の
も
自
由
（
自
分
の
労
働
力

を
自
由
に
処
分
で
き
る
）
と
い
う
意
味
で
の

自
由
。
も
う
一
つ
は
、
自
分
の
労
働
力
し
か

商
品
と
し
て
売
る
も
の
を
も
っ
て
お
ら
ず
、

生
産
手
段
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う

意
味
で
の
自
由
。
こ
の
二
つ
で
す
。 

結
局
の
と
こ
ろ
、「
労
働
力
」
は
そ
う
呼

ば
れ
て
い
な
く
て
も
、
本
来
人
間
に
備
わ
っ

て
い
る
も
の
で
当
然
に
過
去
か
ら
あ
る
も
の

で
す
が
、
資
本
主
義
社
会
に
な
っ
て
初
め
て

資
本
家
と
労
働
者
と
い
う
二
大
階
級
が
生
ま

れ
、
賃
労
働
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

「
労
働
力
」
は
商
品
と
な
っ
た
の
で
す
。 

司
会
＝
Ｋ
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
１
章
に
つ
い
て
、
レ
ポ
ー
タ
ー
や
参
加

者
の
皆
さ
ん
が
分
か
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
や
、

議
論
を
深
め
た
い
と
こ
ろ
は
、
次
回
と
し
ま

す
。 

労働者が自身のために生産するのは『労賃』 


