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・
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二
二
五

は
じ
め
に

一　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
貧
困
観

二　

政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学

三　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
論

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
顕
在
化
し
始
め
た
貧
困
（paupérism

e

）
を
は
じ
め
と
す
る
「
社
会
問
題
」（question 

sociale

）
に
対
す
る
、
思
想
家
・
政
治
家
と
し
て
の
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル A

lexis de T
ocqueville 

（
一
八
〇
五
―
一
八
五
九
）

の
見
解
と
そ
れ
へ
の
対
応
に
つ
い
て
考
え
、
そ
の
上
で
彼
の
社
会
・
政
治
思
想
の
本
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て

い
る
。

　

ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
と
そ
の
限
界

杉
　
　
本
　
　
竜
　
　
也



二
二
六

　

こ
の
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
最
大
の
難
問
は
貧
困
で
あ
っ
た
。

　

ロ
ベ
ー
ル
・
カ
ス
テ
ル
は
、
こ
の
頃
社
会
問
題
と
い
う
も
の
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
、「
社
会
的
凝
集
性
」（cohésion 

d’unesocieté
）
の
維
持
が
不
可
能
に
な
る
の
で
は
と
い
う
不
安
の
存
在
を
挙
げ
て
い
る

（
１
）。

そ
し
て
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
不
安
が
拡
大
し
て
い
っ

た
遠
因
と
し
て
賃
金
労
働
の
拡
大
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
十
八
世
紀
末
以
降
、“
自
由
な
”
賃
金
労
働
が
拡
大
し
て
い
っ
た
が
、
肉

体
労
働
者
の
労
働
環
境
や
境
遇
は
十
分
に
保
護
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
市
場
モ
デ
ル
で
は
労
働
を
適
切
に
調
整
で
き
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ス
テ
ル
は
、
こ
の
状
態
を
「
大
衆
的
脆
弱
性
」（vulnérabilité de m

asse

）
と
呼
ん
で
い
る

（
２
）。

彼
の
見

解
に
基
づ
け
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
十
八
世
紀
後
半
に
起
こ
っ
た
経
済
と
政
治
の
二
重
革
命
に
よ
っ
て
、
市
場
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
双
方
に

基
盤
を
持
つ
代
表
制
を
前
提
と
し
た
「
社
会
的
な
」（sociales

）
概
念
と
い
う
も
の
が
理
屈
の
上
で
は
登
場
し
て
い
た
が
、
現
実
は
異
な
っ

て
い
た
。
カ
ス
テ
ル
は
そ
の
“
ね
じ
れ
”
を
政
治
的
秩
序
と
経
済
的
秩
序
の
「
裂
け
目
」（hiatus

）
と
表
現
し
て
い
る
と
お
り
、
社
会
問

題
す
な
わ
ち
貧
困
は
そ
の
表
象
だ
と
当
時
理
解
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る

（
３
）。

貧
困
と
い
う
現
象
自
体
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
し
か

し
、
十
九
世
紀
に
入
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
目
に
し
て
い
た
貧
困
は
、
そ
れ
ま
で
の
貧
困
と
は
性
格
を
大
い
に
異
に
す
る
、「
社
会
」
と
い

う
新
た
な
概
念
が
登
場
す
る
中
で
論
じ
ら
れ
る
貧
困
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
時
代
に
入
っ
て
初
め
て
、
貧
困
は
社
会
問
題

と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
現
象
と
し
て
本
格
的
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

社
会
問
題
に
対
処
す
る
際
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
最
大
の
課
題
と
な
っ
た
の
は
、
個
人
の
自
由
の
擁
護
と
公
的
扶
助
の
正
当
性
を
い

か
に
両
立
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
に
お
い
て
、
公
的
扶
助
は
政
策
面
の
み
な
ら
ず
、
規
範
的
に
も

忌
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
は
最
も
重
視
す
べ
き
規
範
と
し
て
個
人
の
自
由
を
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ

ル
の
思
索
に
お
い
て
、
個
人
の
自
由
と
公
的
扶
助
と
の
関
係
は
、
単
な
る
政
策
論
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
自
身
の
根
本
的
な
自
由
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二
二
七

観
や
政
治
理
論
の
中
核
に
大
き
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
貧
困
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
、
彼
の
『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
と
い
う
論

文
を
材
料
に
考
え
る
。
次
い
で
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
経
済
理
論
で
あ
る
「
政
治
経
済
学
」
や
「
社

会
経
済
学
」
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
た
上
で
、
こ
れ
ら
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に

よ
っ
て
検
討
さ
れ
た
社
会
問
題
対
策
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
意
味
と
限
界
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社

会
政
策
構
想
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
結
論
と
し
て
は
、
社
会
問
題
に
対
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
取
り
組
み
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
た
、

彼
の
思
想
的
特
質
に
つ
い
て
の
考
察
を
提
示
し
た
い
。

一　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
貧
困
観

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
第
一
巻
）
を
発
表
し
た
一
八
三
五
年
、
シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
学
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
雑
誌

に
『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』 M
ém

oiresur le paupérism
e  

（1835

）
を
投
稿
す
る

（
４
）。

こ
の
論
文
の
第
一
部
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
則
し
て

貧
困
の
特
質
、
と
り
わ
け
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
時
代
に
現
れ
た
新
た
な
貧
困
に
関
す
る
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
第
二
部
で
は
、
貧
困
に
対

応
す
る
た
め
の
「
慈
善
」（bienfaisance

）
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
様
々
な
国
々
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
私
た
ち
は
と
て
も
奇
妙
で
、
そ
し
て
一
見
不
可
解
な
光
景
に

驚
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
５
）」

と
い
う
文
章
で
こ
の
論
文
を
始
め
て
い
る
。
彼
が
違
和
感
を
覚
え
た
の
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
豊
か

さ
を
謳
歌
し
て
い
る
は
ず
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
施
し
で
生
き
て
い
る
人
々
が
人
口
の
六
分
の
一
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

国
家
全
体
の
経
済
水
準
で
は
る
か
に
劣
っ
て
い
る
ス
ペ
イ
ン
な
ど
の
方
が
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
極
貧
層
の
率
が
著
し
く
低
い
こ
と
を
合
わ
せ



二
二
八

て
考
え
れ
ば
、
そ
の
不
可
思
議
さ
は
よ
り
大
き
く
な
る

（
６
）。

つ
ま
り
、「
一
方
で
は
快
適
な
環
境
で
暮
ら
す
人
の
数
が
、
他
方
で
公
的
な
慈

善
に
頼
っ
て
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
人
の
数
が
比
例
的
に
増
加
し
て
い
る

（
７
）」

の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
に
お
け
る
ト
ク
ヴ
ィ

ル
の
課
題
は
、
豊
か
な
国
ほ
ど
公
的
福
祉
に
頼
る
人
が
多
い
と
い
う
矛
盾
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
流
れ
の
中
で
貧
困
を
考
え
て
い
く
。
原
始
の
人
々
は
「
人
生
を
楽
し
む
た
め
で
は
な
く
、
生
き

る
た
め
の
術
を
見
つ
け
る
」
こ
と
を
生
存
の
目
的
と
し
て
い
た
た
め
、
彼
ら
は
生
き
る
糧
を
獲
得
す
る
と
、
そ
れ
に
満
足
し
て
「
無
為
な

安
逸
」（oisiveaisance
）
の
中
で
惰
眠
を
む
さ
ぼ
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う

（
８
）。

要
す
る
に
、
こ
の
時
点
で
の
人
間
は
生
存
さ
え
可
能
で
あ
れ

ば
満
足
で
あ
っ
た
。
集
団
生
活
を
始
め
た
当
初
の
彼
ら
の
欲
求
（désirs

）
は
単
純
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
農
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
り
、

土
地
所
有
（propriétéfonciè

）
が
始
ま
る
と
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

（
９
）。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
土
地
所
有
が
社
会
や
人
間
の
心
理
に
与
え
る
影
響
を
重
視
し
た
。
彼
の
考
え
で
は
、
人
間
の
心
理
を
通
し
て
社
会
を

規
定
す
る
の
は
究
極
的
に
は
土
地
所
有
の
形
態
で
あ
る
。
狩
猟
中
心
だ
っ
た
た
め
に
土
地
財
産
が
顧
み
ら
れ
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
一
定

の
財
産
的
平
等
が
実
現
さ
れ
て
い
た
原
始
社
会
は
、
就
農
と
土
地
所
有
を
契
機
に
変
化
を
始
め
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
ル
ソ
ー
を
想

起
さ
せ
る）

（1
（

。
土
地
所
有
の
拡
大
に
伴
っ
て
次
第
に
不
平
等
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
人
間
は
徐
々
に
「
暮
ら
し
の
喜
び
に
対
す
る
嗜

好
」（goût des j

）
（（
（

ouissances

）
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。

　

中
世
に
入
る
と
、
土
地
所
有
者
と
小
作
人
と
の
階
級
分
化
が
進
み
、
不
平
等
な
貴
族
社
会
が
確
立
さ
れ
る
。
だ
が
、
農
業
生
産
に
依
拠

し
た
当
時
の
社
会
構
造
で
は
一
定
の
生
活
の
糧
は
確
保
で
き
る
た
め
、
階
級
分
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
存
欲
求
の
充
足
は
ど
の
階
級
で

も
可
能
と
な
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
貴
族
階
級
の
生
活
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、

特
権
階
級
の
暮
ら
し
が
「
豪
奢
」（luxe

）
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、「
快
適
さ
」（aisance

）
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る）

（1
（

。
そ



ア
レ
ク
シ
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二
二
九

し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
今
の
人
間
は
確
か
に
中
世
貴
族
の
よ
う
な
豪
奢
な
暮
ら
し
は
送
っ
て
い
な
い
が
、
彼
ら
よ
り
快
適
に
生
活
し
て
い

る
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
生
存
が
容
易
に
な
っ
た
中
世
以
降
、
人
々
の
間
に
嗜
好
性
の
追
求
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
彼
は

指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
近
代
（
現
代
）
人
の
欲
求
に
つ
い
て
語
る
。
近
代
人
の
欲
求
は
よ
り
複
雑
で
多
様
化
し
て
お
り
、
そ
れ
は
も
は

や
農
業
や
そ
の
収
穫
だ
け
で
は
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
金
を
支
払
う
（p

）
（1
（

ayer

）」
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、

充
足
さ
せ
ら
れ
な
い
欲
求
が
人
々
の
中
に
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
金
を
支
払
う
た
め
に
は
現
金
収
入
が
必
要
で
あ
る

た
め
、
欲
求
の
変
化
に
よ
っ
て
賃
金
労
働
が
拡
大
す
る
こ
と
を
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
指
摘
す
る
。

ど
の
時
代
も
、
神
の
手
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
精
神
を
成
長
さ
せ
、
思
想
の
幅
を
拡
げ
、
願
望
を
大
き
く
し
て
、
人
間
の
力

を
増
大
さ
せ
て
き
た
。
貧
者
と
富
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
で
新
た
な
喜
び
（jouissance

）
の
概
念
を
創
り
出
し
て
い
る
。

そ
れ
は
先
人
た
ち
に
は
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
よ
う
な
喜
び
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
欲
求
は
も
は
や
耕
作
に
よ
っ
て
は
十
分
に

満
足
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
そ
れ
を
満
た
す
た
め
に
離
農
し
て
工
場
労
働
（industrie

）
に
専
念
す
る
人
た
ち
が
毎
年
現

れ
て
い
る）

（1
（

。

　

こ
こ
で
も
彼
の
関
心
は
人
間
の
欲
求
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
多
様
化
し
複
雑
化
し
た
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
は
手
近
な
と
こ
ろ
に
あ
る

手
段
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
外
部
的
条
件
に
よ
っ
て
そ
の
充
足
を
図
る
こ
と
が
不
可
欠
に
な
る
こ
と
か
ら
、
交
換
媒
介
と
し
て
の
貨

幣
が
必
要
と
な
る
。
人
間
が
金
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
が
最
も
容
易
で
あ
る
。
こ
う
し
て
多
く
の
人
間
が



二
三
〇

離
農
し
、
工
場
労
働
を
は
じ
め
と
す
る
賃
金
労
働
へ
と
転
向
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
人
間
の
欲
求
の
多
様
化
と
複
雑
化
が
人
々

の
労
働
形
態
の
み
な
ら
ず
、
社
会
形
態
ま
で
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
必
要
以
上
の
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
賃
金
労
働
者
に
な
っ
た
こ
と
で
、
人
々
は
か
え
っ
て
貧
困
の
危
険
に
直
面
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
農
業
に
従
事
し
て
い
れ
ば
、
最
低
限
の
食
糧
を
確
保
す
る
の
は
可
能
で
あ
っ
た）

（1
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
労
働
者
た
ち
は
賃

金
の
み
に
依
存
し
て
お
り
、
不
況
等
に
突
入
す
れ
ば
賃
金
の
削
減
は
避
け
ら
れ
な
い
た
め
、
最
低
限
の
食
糧
す
ら
入
手
困
難
と
な
り
、
一

気
に
生
存
の
危
機
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、「
農
業
に
従
事
し
続
け
る
こ
と
な
く
、
増
大
し
、
多
様
化
し
た
こ
れ
ら
の
新

た
な
欲
求
の
た
め
に
働
き
、
よ
り
多
く
の
喜
び
を
得
よ
う
と
望
ん
で
い
る
人
が
年
々
増
加
し
て
い
る
と
い
う
重
大
な
問
題
に
つ
い
て
、
今

日
の
政
治
家
は
深
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（1
（

」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
貧
困
階
級
が
貧
困
の
た
め
に
「
危
険
な
階
級
」
へ
と
転

化
し
て
い
く
こ
と
へ
の
危
惧
が
う
か
が
え
る）

（1
（

。

　

そ
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
最
も
豊
か
な
国
ほ
ど
貧
困
者
が
多
い
と
い
う
最
初
に
示
し
た
矛
盾
に
関
し
て
、
次
の
よ

う
な
考
え
を
提
示
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
人
々
が
期
待
し
て
い
る
生
活
水
準
の
平
均
は
、
世
界
の
ど
の
国
よ
り
も
高
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
王
国
で
は
貧
困

は
容
易
に
拡
大
し
て
し
ま
う
。

も
し
こ
れ
ら
の
見
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
国
家
が
豊
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
公
的
な
慈
善
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
人
が
増
え
る

に
違
い
な
い
こ
と
は
容
易
に
察
し
が
つ
く
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
結
果
に
到
達
す
る
二
つ
の
強
力
な
理
由
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
こ
の
国
民
の
中
で
、
自
ず
と
欲
求
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
う
階
級
が
絶
え
ず
増
大
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。



ア
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）

二
三
一

も
う
ひ
と
つ
は
、
欲
求
も
ま
た
無
限
に
増
大
し
、
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
欲
求
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
場

面
は
、
日
々
増
加
し
て
い
る）

（1
（

。

『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
は
貧
困
問
題
に
関
す
る
論
文
で
あ
る
以
上
に
、
そ
の
内
容
は
人
間
の
欲
求
に
関
す
る
考
察
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

つ
ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
貧
困
の
根
本
原
因
と
し
て
人
間
の
欲
求
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
の
貧
困
観
で
特
徴
的
な
こ
と

は
、
農
業
労
働
と
工
場
労
働
を
対
立
的
に
捉
え
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
労
働
力
の
移
動
が
発
生
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
工
場
労
働
を
は
じ

め
と
す
る
賃
金
労
働
を
安
定
性
の
面
か
ら
批
判
し
、
そ
こ
に
経
済
先
進
国
に
お
け
る
貧
困
の
原
因
を
見
出
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
マ
ル
サ
ス
の
『
人
口
論
』 A

n E
ssay on the Principle of 

Population 

（1798

）
を
熱
心
に
研
究
し
て
い
た）

（1
（

。
し
か
し
、
マ
ル
サ
ス
の
貧
困
論
が
純
粋
に
経
済
学
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
そ
れ
は
既
述
の
通
り
文
明
史
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

　

ま
た
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
同
時
代
に
労
働
者
の
状
況
を
分
析
し
て
い
た
マ
ル
ク
ス
は
、
賃
金
は
労
働
力
の
再
生
産
に
必
要
な
時
間
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
、
労
働
者
の
生
存
に
必
要
な
生
活
手
段
の
価
値
に
等
し
く
な
る
と
考
え
た）

11
（

。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
生
き
る
か
死
ぬ
か
と

い
う
程
度
の
賃
金
し
か
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
マ
ル
ク
ス
は
賃
金
の
決
定
要
因
を
労
働
者
の
外
部
に
求
め
た
が
、
賃
金
が
労
働

力
の
価
格
で
あ
り
、
労
働
力
を
再
生
産
さ
せ
る
た
め
の
費
用
で
あ
る
以
上
、
貧
困
も
外
部
的
原
因
か
ら
生
じ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
貧
困
の
原
因
を
人
間
の
心
理
に
求
め
て
い
る
た
め
、
貧
困
の
責
任
を
そ
の
個
人
に
負
わ
せ
て
い
る
か

の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
彼
が
貧
困
発
生
を
文
明
史
的
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
社
会
現

象
の
根
底
に
「
神
意
」（providence

）
と
い
う
も
の
の
作
用
を
考
え
る
。
彼
は
必
然
論
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
自
由
意
思
を
最
大



二
三
二

限
尊
重
し
た
人
間
で
は
あ
っ
た
が
、《providence

》
を
中
核
に
据
え
た
文
明
史
と
い
う
視
点
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
事
象

が
人
間
の
力
だ
け
で
は
完
全
に
統
御
し
え
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
人
間
は
歴
史
の
流
れ
を
免
れ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
自
由
意
志
に
基

づ
い
て
積
極
的
に
時
代
に
参
与
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
自
由
で
自
立
的
な
営
為
と
巨
大
な
不
可
避
的
趨

勢
と
し
て
の
歴
史
の
流
れ
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
人
間
の
存
在
を
位
置
づ
け
よ
う
と
企
図
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
貧
困
観
を
考
え
る
場
合
に
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
が
、
こ
の
頃
個
人
の
貧
困
の
原
因
と
さ
れ
て
い
た
貧
困

者
の
怠
惰
の
問
題
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
「
人
間
は
、
あ
ら
ゆ
る
有
機
体
と
同
様
、
生
来
的
に
怠
惰
（oisivite

）
を
熱
烈
に
求
め
て
し

ま
う
の
で
あ
る）

1（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
怠
惰
を
人
間
の
本
性
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

少
な
く
と
も
怠
惰
を
犯
罪
視
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
仮
に
怠
惰
の
結
果
と
し
て
貧
困
に
陥
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
に
は
一
定
の
慈
善
は

施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
本
能
的
に
怠
け
て
し
ま
う
心
性
を
矯
正
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を

導
き
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
ア
メ
リ
カ
旅
行
の
名
目
は
刑
罰
制
度
の
視
察
に
あ
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
共
著
者
の
ボ
ー

モ
ン
が
帰
国
後
に
発
表
し
た
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
刑
務
所
制
度
と
フ
ラ
ン
ス
へ
の
適
用
に
関
す
る
報
告
』
の
中
に
は
、「
ア
メ
リ
カ
の

貧
困
」（Paupérism

e en A
m

érique

）
と
い
う
章
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
の
救
貧
院
（poor house

）
に
つ

い
て
、「
救
貧
院
は
監
獄
で
は
な
い
し
、
監
獄
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
記
し
て
い
る）

11
（

。
貧
困
は
罪
で
は
な
く
、
そ
し
て
貧
困
者
に
対

し
て
施
さ
れ
る
の
は
懲
罰
で
は
な
く
、
矯
正
で
あ
り
、
教
化
と
い
う
こ
と
に
な
る）

11
（

。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
後
程
詳
述
す
る
ア
ル
バ
ン
・
ド
・
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ
モ

ン A
lban de V

illeneuve-Bargem
ont 

（
一
七
八
四
―
一
八
五
〇
）
の
『
キ
リ
ス
ト
教
経
済
綱
要
』 É

conom
ie politique chrétienne 

を

参
照
し
て
い
る）

11
（

。
こ
の
中
で
、
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ
モ
ン
は
、
産
業
社
会
に
「
新
た
な
封
建
制
」（féodalité nouvelle

）
が
誕
生
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二
三
三

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
そ
れ
は
中
世
の
封
建
制
よ
り
も
は
る
か
に
専
制
的
で
抑
圧
的
な
「
金
と
産
業
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
」

（aristocratie de l’argent et de l’industrie

）
で
あ
る
。
汲
々
と
日
々
の
暮
ら
し
を
生
き
る
貧
困
階
級
と
「
金
と
産
業
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ

シ
ー
」
と
の
間
の
歴
然
と
し
た
格
差
は
、
社
会
を
解
体
す
る
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た）

11
（

。
だ
か
ら
こ
そ
、
貧
困
問
題
は
「
社
会

問
題
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
を
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
憂
慮
し
て
い
た
が
、
彼
に
よ
る
、
貧
困
の
根
本
原
因
は
欲
求
だ
と
す
る
見
解
は
正
確
な
も
の
と
い

え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
当
時
の
貧
困
の
主
因
は
、
や
は
り
急
速
な
産
業
化
と
そ
れ
に
伴
う
都
市
部
へ
の
人
口
流
入
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

状
況
下
で
労
働
者
は
不
当
な
ま
で
に
低
い
価
値
で
自
身
の
労
働
力
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
経
済
構
造
に
求
め
ら
れ
る
べ
き

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
欲
求
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
人
々
で
は
な
く
、
何
と
か
生
存
を
維
持
し
よ
う
と
格
闘
し
て
い
た
貧
し
き
人
（々les 

m
isérables

）
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
よ
り
も
マ
ル
ク
ス
の
分
析
の
方
が
よ
り
正
確
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
元
々
、

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
問
題
意
識
も
社
会
の
解
体
に
対
す
る
懸
念
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
彼
の
関
心
は
生
存
も
ま
ま
な
ら
な
い
最

下
層
に
向
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る）

11
（

。
だ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
考
え
る
貧
困
者
像
は
そ
れ
と
相
違
し
て
い
る
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
こ
の
論
文
と
同
時
期
に
行
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
視
察
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
理
論
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
時
系
列
を
確
認
し
て
み
る
と
、
一
八
三
一
年
五
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
ア
メ
リ
カ
視
察
を
行
っ

た
後
、
同
九
月
ま
で
に
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
刑
務
所
制
度
と
フ
ラ
ン
ス
へ
の
適
用
に
関
す
る
報
告
』
を
完
成
さ
せ
、
一
八
三
三
年
一
月

に
そ
れ
を
出
版
し
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
同
年
八
月
か
ら
九
月
ま
で
イ
ギ
リ
ス
視
察
に
出
か
け
、
ラ
ド
ナ
ー
卿
を
訪
ね
て
い
る）

11
（

。
ケ
ラ

シ
ー
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
社
会
問
題
と
し
て
の
貧
困
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
こ
の
時
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る）

11
（

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
イ
ギ
リ
ス

か
ら
帰
国
す
る
と
、
そ
の
直
後
の
一
八
三
三
年
一
〇
月
か
ら
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
第
一
巻
を
集
中
的
に
執
筆
し
、
一
八
三



二
三
四

四
年
八
月
に
完
成
さ
せ
、
翌
年
一
月
に
発
表
す
る
。
そ
し
て
、『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
は
そ
の
直
後
か
ら
四
月
の
間
に
執
筆
さ
れ
、
同

年
十
一
月
に
シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
と
『
貧
困
に

関
す
る
覚
書
』
は
、
ほ
ぼ
同
時
に
行
わ
れ
た
研
究
に
基
づ
き
、
構
想
さ
れ
、
執
筆
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ア

メ
リ
カ
社
会
の
印
象
に
引
き
ず
ら
れ
て
貧
困
を
論
じ
て
い
る
可
能
性
が
推
量
さ
れ
る
。

『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
題
材
は
平
等
社
会
の
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
貧
困
は
相
対
的
な
貧
困
に
過
ぎ
な
か
っ
た）

11
（

。
こ

れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
貧
困
者
は
絶
対
的
な
貧
困
状
態
に
あ
っ
た
。
印
象
深
い
ア
メ
リ
カ
視
察
と
そ
れ
に
基
づ
く
大
著

執
筆
の
後
に
書
か
れ
た
『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
が
、
そ
れ
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
時
代
の
進
展
に
伴
っ
て
、
人
々
の
意
識
は
変
化
し
て
い
く
。『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
も
『
貧
困
に

関
す
る
覚
書
』
も
一
八
三
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
書
か
れ
た
著
作
で
あ
る
。
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
産
業
化
・
市
場
経
済
化
は
一
層

進
展
し
、
下
層
階
級
の
中
に
ま
で
物
質
的
欲
求
の
充
足
を
求
め
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
考
え
に
則
れ
ば
、
こ

れ
は
平
等
意
識
の
浸
透
す
な
わ
ち
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
化
の
進
行
で
あ
る
。
貧
困
者
の
間
に
す
ら
、
す
べ
て
の
人
間
に
は
一
定
の
物
質
的
安
寧

を
享
受
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
意
識
が
拡
が
り
、
そ
れ
が
「
嫉
妬
」（jalousie

）
と
な
っ
て
二
月
革
命
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
理
論
に
お
け
る
貧
困
の
問
題
を
総
合
的
に
考
え
る
に
は
二
月
革
命
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
貧
困
を
個
人
の
問
題
に
帰
着
さ
せ
る
「
個
人
的
貧
困
」（pauvreté individuelle

）
と
い
う
従
来
か
ら
の

考
え
方
と
は
別
に
、
貧
困
は
社
会
的
・
構
造
的
に
惹
起
さ
れ
る
と
す
る
「
社
会
的
貧
困
」（paupérism

e

）
と
い
う
理
解
が
新
た
に
浸
透
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
最
大
の
意
義
は
、
貧
困
問
題
が
政
治
の
文
脈
で
議
論
さ
れ
る
環
境
を
整
備
し
た
点
に
あ
る）

1（
（

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の

貧
困
論
も
、
そ
の
流
れ
の
中
で
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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た
だ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
自
身
の
貧
困
観
を
考
え
た
場
合
、
そ
れ
は
個
人
的
貧
困
と
社
会
的
貧
困
が
複
雑
に
混
交
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

彼
は
貧
困
の
原
因
と
し
て
欲
求
と
怠
惰
と
い
う
個
人
的
要
因
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
特
に
欲
求
に
関
し
て
は
社
会
的
影
響
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
、
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
欲
求
に
駆
ら
れ
て
、
人
々
が
賃
金
労
働
へ
と
移
行
し
た
結
果
、
彼
ら
は
貧
困
に
陥

る
。
よ
っ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
検
討
を
迫
ら
れ
た
貧
困
対
策
は
、
個
人
的
貧
困
と
社
会
的
貧
困
の
双
方
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
必
要
が

あ
っ
た
。

二　

政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学

　

十
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
は
、「
政
治
経
済
学
」（économ

ie politique

）
と
「
社
会
経
済
学
」（économ

ie sociale

）
と
い
う
二
つ

の
経
済
学
説
が
存
在
し
て
い
た）

11
（

。

　

政
治
経
済
学
は
十
八
世
紀
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
流
古
典
派
経
済
学
の
強
い
影
響
の
下
、
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
セ
イ Jean Baptiste 

Say 

（
一
七
六
七
―
一
八
三
二
）
や
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ Charles D

unoyer 

（
一
七
八
六
―
一
八
六
二
）
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
考
え

方
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
を
構
成
す
る
道
徳
・
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（A

cadém
ie des sciences m

orales et politiques

）
等
に
関

係
す
る
経
済
学
者
を
中
心
に
主
張
さ
れ
た
。
田
中
拓
道
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
考
え
は
国
家
介
入
を
排
除
し
な
が
ら
も
秩
序
の
維
持
を
図
る

た
め
に
、
家
父
長
的
家
族
や
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ（patronage

）
等
の
伝
統
を
重
視
し
て
貧
困
者
の
道
徳
（m

oral

）
化
を
図
っ
た
思
想
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
社
会
経
済
学
は
七
月
王
政
期
の
指
導
層
に
該
当
す
る
新
旧
キ
リ
ス
ト
教
関
係
者
や
保
守
主
義
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た

思
想
で
あ
り
、
自
由
主
義
経
済
の
負
の
側
面
、
特
に
伝
統
的
な
社
会
的
紐
帯
の
解
体
を
批
判
し
た
。
ま
た
、
社
会
経
済
学
は
階
層
的
社
会

観
を
前
提
と
し
て
お
り
、
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
や
家
父
長
的
家
族
、
宗
教
組
織
、
共
済
組
合
等
の
中
間
集
団
の
役
割
を
強
調
す
る
と
同
時
に
、
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そ
れ
ら
を
統
合
し
て
「
新
し
い
慈
善
」（charité nouvelle

）
を
組
織
化
す
る
た
め
の
「
科
学
」
を
重
視
し
た
。
ち
な
み
に
、
社
会
経
済
学

が
主
張
さ
れ
た
の
も
道
徳
・
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

ま
ず
、
政
治
経
済
学
に
つ
い
て
取
り
上
げ
れ
ば
、
そ
の
学
説
形
成
の
中
核
と
な
っ
た
の
は
セ
イ
の
考
え
で
あ
る
。
セ
イ
は
古
典
派
経
済

学
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
彼
の
学
説
に
は
典
型
的
な
古
典
派
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
が
あ
る
。
セ
イ
は
ス
ミ
ス
に
お
け
る

労
働
概
念
に
該
当
す
る
も
の
に
「
産
業
」（industirie

）
と
い
う
語
を
充
当
す
る
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
ス
ミ
ス
の
い
う

労
働
以
上
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る）

11
（

。
セ
イ
の
い
う
産
業
に
含
ま
れ
る
も
の
は
知
識
の
探
求
、
そ
の
知
識
の
応
用
、
そ
し
て
労
働
の
三
要

素
で
あ
り）

11
（

、
そ
こ
に
は
啓
蒙
思
想
と
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
思
想
と
ス
ミ
ス
を
中
心
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
と

の
融
合
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
知
的
探
求
を
中
心
と
し
た
人
間
の
行
動
と
し
て
産
業
を
理
解
し
、
そ
れ
を
中
核
と
し
た
社
会
構
築
を
試

み
た
点
な
ど
は
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
と
の
類
似
も
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
の
後
、
古
典
派
理
論
の
関
心
が
市
場
と
交
換
へ
と
集
中
し
て
い
く
中

で
、
そ
の
代
表
的
理
論
家
と
さ
れ
て
い
る
セ
イ
が
産
業
を
中
心
と
し
た
理
論
の
構
築
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る）

11
（

。

　

セ
イ
に
関
し
て
次
に
目
を
向
け
る
べ
き
点
は
、
道
徳
性
に
関
す
る
高
い
関
心
と
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
『
オ
ル
ビ
ー
』 O

lbie 

（1800

）

と
い
う
著
作
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
は
セ
イ
の
経
済
理
論
を
規
範
的
に
方
向
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
元
々
は
民
衆
の
中
に
道

徳
（m

orale

）
を
確
立
す
る
方
法
を
問
う
た
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
の
公
募
に
応
じ
た
論
文
で
あ
っ
た
。
こ
の
著
作
の
内
容
は
「
国
民
の
習
俗

（m
œ

urs

）
を
改
善
す
る
方
法
に
関
す
る
考
察
」
と
い
う
副
題
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
セ
イ
は
道
徳
を
「
習
俗
の
科
学
」、
道
徳
性

（m
oralité

）
を
「
あ
ら
ゆ
る
行
動
に
お
い
て
道
徳
上
の
規
範
を
考
慮
す
る
姿
勢
」
と
定
義
す
る）

11
（

。
彼
は
、
国
民
の
道
徳
涵
養
の
た
め
に
は
、

美
術
等
の
情
操
教
育
を
成
人
や
子
ど
も
の
区
別
な
く
国
民
全
体
を
対
象
に
施
す
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
た
だ
、
セ
イ
の
道

徳
論
に
お
い
て
「
道
徳
に
関
す
る
第
一
の
本
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
経
済
学
」（économ

ie politique

）
で
あ
る）

11
（

。
彼
は
道
徳
教
育
の
た
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め
に
は
適
切
な
経
済
運
営
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
現
実
的
視
点
を
有
し
て
お
り
、
経
済
学
は
道
徳
の
基
礎
と
な
る
労
働
倫
理
の
育
成
機
能

を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た）

11
（

。
適
切
に
経
済
を
運
営
し
て
い
く
た
め
に
は
道
徳
が
不
可
欠
で
あ
り
、
情
操
教
育
に
は
経
済
的
な
裏
付
け

が
必
要
で
あ
る
。
セ
イ
の
中
で
道
徳
と
経
済
は
相
互
補
完
的
な
存
在
で
あ
っ
た

　

田
中
拓
道
は
政
治
経
済
学
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
四
点
を
挙
げ
て
い
る）

11
（

。
第
一
に
、
政
治
経
済
学
者
に
と
っ
て
、
当
時
の
社
会
は
産
業

の
自
由
に
よ
る
「
進
歩
」「
文
明
化
」
が
実
現
し
つ
つ
あ
る
状
況
と
認
識
さ
れ
る
。
第
二
に
、
不
平
等
と
階
層
化
の
進
展
は
産
業
の
進
歩

を
阻
害
せ
ず
、
む
し
ろ
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
産
業
化
に
伴
う
貧
困
は
普
遍
的
権
利
に
関
す
る
問
題
で
は
な
く
、
道
徳
と
い

う
貧
民
の
個
人
的
問
題
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
政
治
経
済
学
で
は
、
国
家
に
よ
る
全
体
的
な
福
祉
政
策
は
否
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
四
に
、

彼
ら
の
考
え
る
社
会
問
題
へ
の
対
策
は
、
個
々
人
の
道
徳
に
働
き
か
け
、
彼
ら
の
中
に
自
己
規
律
や
自
己
責
任
感
を
内
面
化
さ
せ
る
こ
と

を
眼
目
と
す
る
。
要
す
る
に
、
政
治
経
済
学
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
大
の
病
弊
と
さ
れ
て
い
た
社
会
問
題
を
問
題
視
せ
ず
に
、

進
歩
の
動
因
と
し
て
不
平
等
を
前
向
き
に
評
価
し
た
。
彼
ら
も
現
実
に
社
会
問
題
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
が
、
不
平
等

に
肯
定
的
評
価
を
与
え
た
彼
ら
に
と
っ
て
社
会
問
題
は
本
質
的
に
は
構
造
的
問
題
と
は
な
り
得
ず
、
そ
れ
へ
の
対
応
は
部
分
的
な
い
し
個

別
的
な
も
の
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
政
治
経
済
学
は
人
間
が
本
質
的
に
は
平
等
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
学
説
で
も
あ
っ
た
。
個
々
人
の
道
徳
に
よ
っ
て
社
会

の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
発
想
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
は
一
定
の
精
神
的
・
肉
体
的
・
能
力
的
資
質
を
有
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
初

め
て
成
立
す
る
。
貧
困
下
の
人
々
は
劣
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
行
う
べ
き
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
た
め
に
貧
困
状
態
に
陥
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
道
徳
の
涵
養
や
情
操
教
育
が
求
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
健
全
な
精
神
と
適
切
な
労
働
意
欲
が
育
ま
れ
た
な
ら
ば
、
彼
ら

が
貧
困
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
点
で
、
政
治
経
済
学
の
人
間
観
は
楽
天
的
で
あ
る
。
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た
だ
、
あ
く
ま
で
も
、
政
治
経
済
学
に
お
い
て
第
一
に
重
視
さ
れ
る
の
は
経
済
お
よ
び
経
済
学
で
あ
る
。
道
徳
は
重
視
さ
れ
て
は
い
る

が
、
経
済
に
対
し
て
従
属
的
な
位
置
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ
モ
ン
ら
は
、
ス
ミ
ス
の
経
済
理
論
や
セ
イ
に
よ

る
政
治
経
済
学
を
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
で
個
人
主
義
的
、
自
由
主
義
的
、
そ
し
て
貪
欲
な
理
論
」
と
批
判
し
、
こ
れ
が
貧
困
の
原
因
で

あ
る
と
考
え
た）

1（
（

。

　

政
治
経
済
学
に
対
し
て
批
判
的
な
目
を
向
け
た
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ
モ
ン
は
、
自
身
の
立
場
と
し
て
の
社
会
経
済
学
を
次
の
よ

う
に
定
義
し
て
い
る
。

真
の
社
会
経
済
学
は
、
労
働
と
慈
善
（charité

）
を
同
時
に
喚
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
富
の
生
産
よ
り
も
安
寧
な
暮
ら
し
（bien-être

）

を
全
体
に
も
た
ら
し
、
広
め
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
欲
求
を
際
限
な
く
増
大
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
制
限
す
る
よ
う
に
対

処
す
る
。
産
業
の
拡
大
を
適
正
な
程
度
に
調
整
し
、
最
終
的
に
は
主
と
し
て
国
民
の
産
業
の
発
展
に
取
り
組
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
は
国
家
の
収
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
は
富
の
生
産
は
二
次
的
な
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。
社
会
経
済
学
に
お
い
て
第
一
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
安
寧
で
あ
り
、
労
働
と

い
う
経
済
的
要
素
と
慈
善
と
い
う
道
徳
的
要
素
は
共
に
重
視
さ
れ
る
。
政
治
経
済
学
が
目
指
し
た
富
の
拡
大
も
、
ま
た
サ
ン
＝
シ
モ
ン
ら

の
社
会
主
義
者
た
ち
が
求
め
た
よ
う
な
社
会
に
対
す
る
産
業
理
論
の
適
用
も
、
こ
こ
で
は
目
指
さ
れ
な
い）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
認
識
が
成
り
立
っ

た
背
景
に
は
富
と
「
幸
福
」（bonheur

）
の
区
別
が
あ
る
。
社
会
経
済
学
は
、
国
家
や
社
会
が
目
指
す
べ
き
目
標
と
し
て
国
民
の
幸
福
の

実
現
を
考
え
た
。
そ
の
た
め
、
社
会
経
済
学
に
お
い
て
は
、
政
治
経
済
学
以
上
に
道
徳
が
重
い
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
政
治
経
済
学
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二
三
九

に
お
い
て
道
徳
は
経
済
学
を
支
持
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
社
会
経
済
学
で
は
道
徳
は
直
接
的
な
目
標
と
な
り
、

経
済
や
経
済
学
は
道
徳
的
充
足
を
獲
得
す
る
た
め
手
段
に
ま
で
そ
の
立
場
を
低
下
さ
せ
る
。
要
す
る
に
、
社
会
経
済
学
に
お
い
て
は
、
経

済
や
経
済
学
は
道
徳
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
社
会
経
済
学
は
当
時
の
支
配
層
の
支
持
を
集
め
て
い
た
と
述
べ
た
が
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
こ
の
学
説
が
階
級
や
階
層
の
存
在

を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
階
級
関
係
は
対
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
道
徳
を
媒
介
と
し
た
共
同
性

が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
が
幸
福
だ
と
理
解
さ
れ
た）

11
（

。
そ
し
て
社
会
経
済
学
は
、
社
会
問
題
対
策
と
し
て
「
新
し
い
慈

善
」（charité nouvelle

）
を
提
唱
す
る）

11
（

。
そ
こ
で
中
心
的
な
役
割
を
求
め
ら
れ
た
の
が
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
に
期
待
さ
れ
た

の
は
実
際
の
活
動
以
上
に
そ
れ
を
通
し
て
育
ま
れ
る
階
級
間
の
一
体
感
や
相
互
扶
助
精
神
と
い
っ
た
道
徳
的
効
果
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

か
つ
て
の
フ
ラ
ン
ス
に
は
「
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
」（corporation

）
と
呼
ば
れ
る
同
業
組
合
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
親
方
（m

aître

）

を
頂
点
と
し
た
階
層
的
組
織
で
あ
り
、
一
般
に
国
王
に
よ
る
公
認
を
成
立
根
拠
と
し
て
、
特
定
地
域
に
お
け
る
同
業
職
人
を
統
括
し
て
い

た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
発
生
す
る
と
、
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
は
共
和
国
の
一
体
性
に
反
す
る
存
在
と
見
な
さ
れ
、
一
七
九
一
年
の
ル
＝
シ
ャ

プ
リ
エ
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
。
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
も
、
広
い
意
味
で
は
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
分
類
さ
れ
る
。
だ
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ル
・
ド
・
ラ
ボ
ル
ド A

lexandre de La Borde 

（
一
七
七
三
―
一
八
四
二
）
は
、
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
が
個
人
主
義
的
で
排
他
的
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
が
自
由
の
精
神
に
基
づ
い
た
組
織
で
あ
り
、「
公
共
精
神
」（esprit publique

）
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
区
別
し
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
は
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
が
自
団
体
の
み
な
ら
ず
、
国
家
や
社
会
全
体
の
利
益
を
考

慮
し
た
、
成
員
の
自
発
性
を
動
因
と
し
た
自
由
な
団
体
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
が
理
由
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ア
ソ
シ
ア

シ
オ
ン
が
慈
善
の
担
い
手
と
さ
れ
た
の
は
、
個
人
の
自
由
と
全
体
と
し
て
の
公
共
性
に
対
す
る
配
慮
の
両
立
が
そ
れ
に
期
待
さ
れ
て
い
た



二
四
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た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
お
い
て
私
的
要
素
と
公
的
要
素
は
一
体
化
し
、
慈
善
と
い
う
具
体
的
作
用
と
し
て

社
会
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

　

政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学
の
関
係
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
経
済
を
第
一
に
考
え
て
富
の
拡
大
を
目
標
と
し
た
政
治
経
済
学
に
対
し
て
、

精
神
的
充
足
（bien-être

）
を
目
指
し
た
の
が
社
会
経
済
学
で
あ
り
、
こ
の
点
が
最
大
の
相
違
点
と
な
っ
て
い
る
。

　

他
方
、
こ
れ
ら
の
第
一
の
共
通
点
は
、
双
方
と
も
が
単
純
な
古
典
派
経
済
理
論
に
基
づ
く
経
済
政
策
に
よ
る
社
会
の
解
体
に
危
機
感
を

抱
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
政
治
経
済
学
も
市
場
の
秩
序
と
同
様
に
有
機
的
人
間
関
係
と
し
て
の
社
会
を
重
視
し
て
お
り
、
社
会
の
危
機

を
認
識
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、
政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学
は
、
経
済
を
社
会
に
組
み
込
む
形
に
関
し
て
違
い
は
見
ら
れ
た
が
、
そ
の

出
発
点
と
到
達
点
は
一
致
し
て
い
た
。

　

第
二
の
共
通
点
と
し
て
、
経
済
が
も
た
ら
す
危
険
に
対
し
て
、
人
々
や
社
会
の
人
々
の
道
徳
性
の
涵
養
に
よ
っ
て
そ
の
克
服
を
試
み
た

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学
が
共
に
社
会
的
紐
帯
と
し
て
期
待
し
た
の
が
道
徳
で
あ
る）

11
（

。
セ
イ
は
情
操
教
育
等
を
通

し
て
、
社
会
経
済
学
は
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
を
通
し
て
、
道
徳
の
涵
養
を
図
っ
た
。
社
会
の
解
体
が
進
み
、
人
間
関
係
が
希
薄
化
す
る
と
、

益
々
社
会
の
解
体
が
進
む
と
い
う
負
の
螺
旋
運
動
が
発
生
す
る
。
道
徳
が
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
社
会
の
解
体
が
進
み
、
社
会
が

解
体
さ
れ
て
い
く
か
ら
こ
そ
、
道
徳
も
失
わ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
道
徳
の
欠
落
と
貧
困
が
遭
遇
し
た
時
、
人
は
犯
罪
に
手
を
染
め
る
の
で

あ
り
、
民
衆
の
道
徳
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
き
れ
ば
貧
困
者
た
ち
の
「
危
険
な
階
級
」
化
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

　

政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学
の
間
に
は
表
面
的
な
違
い
に
反
し
て
、
そ
の
根
幹
に
は
共
通
し
た
問
題
意
識
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
社
会

や
経
済
に
対
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
見
解
も
、
両
学
説
の
研
究
を
通
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
自
身
に
は
経
済
学
的
な
知
識
が
不
足
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
は
政
治



ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
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ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
と
そ
の
限
界
（
杉
本
）

二
四
一

経
済
学
・
古
典
派
経
済
学
と
社
会
経
済
学
と
い
う
当
時
の
二
大
経
済
理
論
を
共
に
研
究
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
経
済

の
関
係
に
つ
い
て
も
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
を
通
し
て
考
え
を
深
め
て
い
た
。
よ
っ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
当
時
の
主
要
経
済
学

に
関
す
る
一
定
以
上
の
知
識
は
有
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

問
題
と
な
る
の
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
立
っ
て
い
た
経
済
理
論
が
何
か
、
と
り
わ
け
彼
が
政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学
の
ど
ち
ら
を
支
持

し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
両
方
の
理
論
が
共
に
提
起
し
た
問
題
点
や
共
通
す
る
見
解
を

摂
取
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
自
身
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
中
で
消
化
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

平
等
化
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
産
業
化
・
市
場
経
済
化
と
い
う
二
つ
の
潮
流
の
中
で
、
市
場
経
済
の
弊
害
の
克
服
と
経
済
に
お
け
る

道
徳
性
の
回
復
を
、
市
民
的
実
践
を
通
し
て
実
現
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て

は
、
い
か
に
甚
大
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
経
済
の
問
題
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
と
い
う
社
会
理
論
の
枠
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。

三　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
論

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
自
身
の
社
会
政
策
論
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
で
展
開
さ
れ
て
い
る
彼
の
慈
善
（bienfaisance 

ま
た
は charité

）
に
関
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
貧
困
者
の
扶
助
に
は
、「
私
的
慈
善
」（charité

）
と
「
公
的
慈
善
」（charité publique

）
の
二
種
類
が
あ
る
と
考
え
る）

11
（

。

前
者
に
は
有
史
以
来
の
歴
史
が
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
（christianism

e

）
に
よ
っ
て
徳
と
し
て
措
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
身
近
な
人
々
の
不

幸
な
状
況
の
緩
和
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
私
的
慈
善
と
比
べ
て
情
熱
で
は
劣
る
が
、
よ
り
理
性
的
で
有
効
性
が



二
四
二

高
い
。
そ
の
対
象
は
社
会
の
構
成
員
全
体
で
あ
り
、
彼
ら
を
組
織
的
に
扶
助
す
る
。
こ
の
種
類
の
慈
善
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム

（protestantism
e

）
か
ら
生
ま
れ
、
近
代
社
会
で
の
み
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
実
例
を
参
考
と

し
て
公
的
慈
善
を
批
判
し
、
私
的
慈
善
の
有
効
性
を
主
張
す
る）

11
（

。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
同
程
度
の
文
明
段
階
に
あ
る
国
と
比
較
し
て
イ
ギ
リ
ス
で
社
会
的
貧
困
（paupérism

e

）
の
拡
大
が
著
し
い
こ
と
の

理
由
を
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
以
来
の
救
貧
制
度
に
求
め
て
い
る）

1（
（

。
彼
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
過
去
二
世
紀
以
上
に
わ
た
り
、

エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
の
原
理
に
基
づ
い
て
公
的
慈
善
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
は
惨
憺
た
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル

は
『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
の
中
で
、
一
八
三
三
年
の
イ
ギ
リ
ス
視
察
の
際
に
目
に
し
た
、
公
的
扶
助
を
得
る
た
め
に
我
欲
を
あ
ら
わ
に

し
て
い
る
人
々
の
様
子
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
公
的
慈
善
制
度
が
道
徳
的
退
廃
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し

て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
主
張
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
人
々
の
自
由
と
自
主
性
に
対
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
で
あ
る
。
彼
は
、「
実

際
の
と
こ
ろ
、
自
由
と
は
『
聖
な
る
』
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
徳
』
と
い
う
名
の
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
得
な
い
。
さ
ら
に
、

善
な
る
も
の
の
『
自
由
な
』
選
択
以
外
、
徳
と
呼
べ
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
不
平
不
満
と
要
求
の
み
を
口
に
す
る

人
々
の
姿
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
目
に
道
徳
の
危
機
と
映
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
道
徳
を
社
会
の
紐
帯
と
考
え
て
い
た
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
光
景

は
社
会
解
体
の
危
機
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
体
制
を
政
治
・
経
済
制
度
と
し
て
で

は
な
く
、
社
会
的
・
道
徳
的
危
機
と
い
う
現
象
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

各
慈
善
に
対
す
る
評
価
も
、
そ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
私
的
慈
善
は
、
援
助
を
す
る
富
者
と
そ
れ
を
受
け
る
貧

困
者
の
間
に
有
機
的
人
間
関
係
を
構
築
す
る
。
こ
れ
ら
の
階
級
の
間
に
は
利
害
と
感
情
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
た
め
、
彼
ら
は
本
性
的
に

離
反
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
階
級
間
に
私
的
慈
善
は
「
道
徳
的
紐
帯
」（lien m

oral

）
を
形
成
す
る
効
果
を
有
す
る）

11
（

。
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こ
れ
に
対
し
て
、
公
的
慈
善
は
「
道
徳
性
」（m

oralité

）
を
取
り
去
っ
て
し
ま
う
。
富
者
に
と
っ
て
、
公
的
慈
善
と
は
自
分
に
断
り
も
な

く
富
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
貧
困
者
は
貪
欲
な
他
人
に
し
か
見
え
な
い
。
一
方
、
貧
困
者
の
側
も
自
動
的
に
与
え
ら
れ
る
扶
助

に
対
し
て
感
謝
も
満
足
も
し
な
い
。
よ
っ
て
、
富
者
は
憎
悪
と
不
安
を
も
っ
て
、
貧
困
者
も
嫉
妬
と
羨
望
を
も
っ
て
世
界
を
眺
め
る
よ
う

に
な
り
、
多
く
の
貧
困
者
が
怠
惰
な
状
態
に
留
め
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
公
的
慈
善
を
道
徳
性
喪
失
の
要
因
と
考
え
た
が
、
そ
こ
に
社
会
経
済
学
と
の
共
通
性
を
看
取
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
社
会
経
済
学
は
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
理
念
に
基
づ
く
階
級
間
の
統
合
の
実
現
を
目
指
し
た
。
他
方
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
私

的
慈
善
の
持
つ
有
機
性
を
通
し
て
培
わ
れ
た
道
徳
性
が
階
級
の
融
和
を
実
現
す
る
と
い
う
見
込
み
を
示
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
ト
ク
ヴ
ィ

ル
の
中
で
私
的
慈
善
は
一
種
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

公
的
慈
善
の
行
き
着
く
先
に
つ
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

だ
が
、
私
は
こ
の
よ
う
に
確
信
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
合
法
的
で
恒
常
的
な
あ
ら
ゆ
る
行
政
制
度
は
、
貧
困
者
の
欲
求
を
充
足
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
癒
や
す
こ
と
が
可
能
な
程
度
を
超
え
た
貧
困
を
生
み
出
し
、
助
け
慰
め
よ
う

と
思
う
人
々
を
堕
落
さ
せ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
時
間
が
経
過
す
る
に
つ
れ
て
、
富
者
を
貧
し
い
農
民
へ
と
貶
め
、
蓄
え
を
尽
き
さ
せ

る
こ
と
だ
ろ
う
。
資
本
の
蓄
積
を
妨
げ
、
商
業
の
発
展
を
阻
み
、
人
間
の
行
動
と
産
業
活
動
を
鈍
化
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
最
終

的
に
暴
力
革
命
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
だ
ろ
う）

11
（

。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
平
等
化
の
中
に
生
じ
る
貧
困
の
主
因
は
人
々
の
欲
求
で
あ
る
。
公
的
慈
善
は
物
質
的
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支
援
を
行
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
道
徳
性
や
階
級
融
和
は
配
慮
し
な
い
た
め
、
い
く
ら
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
公
的
慈
善
に

よ
っ
て
階
級
対
立
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
自
身
の
理
論
に
お
い
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
人
々
の
内
面
に
「
物
質

主
義
」（m

atérialism
e

）
と
い
う
心
性
を
醸
成
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
彼
の
い
う
物
質
主
義
は
強
烈
な
物
欲
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
く
、
物
質
的
な
安
寧
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
人
々
の
執
着
は
強
い
。
だ
が
、
平
等
化
に
よ
る
社
会
の
不
安
定
化

で
平
穏
な
生
活
が
困
難
に
な
り
、
そ
れ
に
加
え
て
階
級
対
立
が
重
な
れ
ば
、
革
命
が
発
生
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
元
々
、
ト

ク
ヴ
ィ
ル
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
進
展
す
る
と
革
命
発
生
の
危
険
性
は
減
少
す
る
と
考
え
て
い
た）

11
（

。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

と
革
命
を
一
体
的
に
理
解
し
て
い
た
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
人
々
に
対
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
忌
避
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
中
で
の
自
由

の
維
持
を
模
索
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
社
会
問
題
の
発
生
が
そ
の
理
論
の
妥
当
性
に
疑
義
を
生
じ
さ
せ
た
。
さ
ら
に
社
会
問

題
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
公
的
慈
善
も
革
命
の
誘
因
に
な
り
得
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
公
的
慈
善
が
「
個

人
の
苦
難
に
対
し
て
偽
り
の
一
時
的
な
救
済
を
も
た
ら
す
も
の
」
で
し
か
な
く
、「
い
か
に
そ
の
手
段
を
行
使
し
て
も
、
社
会
の
災
厄
を

悪
化
さ
せ
る
も
の
」
に
過
ぎ
な
い
と
結
論
す
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
公
的
慈
善
を
す
べ
て
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
虚
弱
児
童
や
精
神
疾
患
を
含
む
様
々
な
疾
病
を
抱
え
た
人
々
、

ま
た
国
家
規
模
の
災
害
被
害
に
対
し
て
は
公
的
な
支
援
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
最
も
重
要
な
公
的
慈
善
と
し
て
、

彼
は
貧
し
い
児
童
に
対
す
る
無
償
の
学
校
教
育
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、「
労
働
に
よ
っ
て
必
需
品
を
獲
得
す
る
手
段
を
、
無
償

で
そ
の
頭
脳
に
提
供
す
る）

11
（

」
こ
と
に
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
は
怠
惰
を
罪
と
は
考
え
な
か
っ
た
が
、
労
働
が
不
可
能
な
人
間
に
施
さ
れ
る

支
援
と
同
等
の
援
助
を
怠
惰
な
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
は
認
め
て
い
な
か
っ
た）

11
（

。
慈
善
の
対
象
は
あ
く
ま
で
も
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
仕
方

な
く
貧
困
状
態
に
あ
る
者
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
対
象
者
拡
大
は
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
を
ひ
き
起
こ
す
。
道
徳
性
を
重
視
す
る
ト
ク
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ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
に
対
す
る
無
償
教
育
も
、
同
情
心
に
起
因
す
る

と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
の
延
長
線
上
で
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

公
的
慈
善
を
基
本
的
に
否
定
し
た
の
に
対
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
私
的
慈
善
に
は
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
私

的
慈
善
は
「
問
題
を
解
決
す
る
に
は
脆
弱
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
自
身
が
有
す
る
危
険
性
に
対
す
る
防
護
と
な
る）

11
（

」。
イ
ギ
リ
ス
の

公
的
慈
善
が
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ば
か
り
に
、
か
え
っ
て
社
会
問
題
の
深
刻
化
を
招
い
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
私
的
慈
善
の
効

果
は
強
く
は
な
い
が
、
副
作
用
も
小
さ
い
。
こ
こ
に
社
会
問
題
と
慈
善
に
対
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
本
当
の
意
識
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
つ
ま
り
、
社
会
問
題
は
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
一
定
の
公
的
介
入
は
必
要
だ
が
、
そ
の
解
決
は
第
一
の
目
標
に

置
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
慈
善
は
次
善
の
も
の
に
過
ぎ
ず
、
彼
は
慈
善
の
み
に
よ
る
社
会
問
題
の
解
決
を
否
定

し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
社
会
問
題
対
策
と
し
て
有
効
だ
と
考
え
た
も
の
が
、
労
働
者
に
よ
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
と
貯
蓄
金
庫
（caisse 

d’épargne

）
で
あ
っ
た
。

　

か
ね
て
よ
り
労
働
者
た
ち
の
間
に
は
、
資
本
家
に
よ
る
支
配
を
受
け
な
い
で
互
い
に
協
力
し
合
っ
て
、
資
金
を
持
ち
寄
り
、
組
合
を
通

し
て
産
業
活
動
を
行
う
こ
と
、
要
す
る
に
「
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」（associations industrielles

）
の
構
想
が
存
在
し
た）

1（
（

。
ト
ク
ヴ
ィ

ル
は
政
治
的
領
域
に
お
け
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
従
前
よ
り
主
張
し
て
き
た
が）

11
（

、
こ
れ
は
経
済
・
社
会
的
範
疇
に
属

す
る
事
柄
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
。
公
的
慈
善
が
人
々
の
受
動
性
を
強
め
て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
労
働
者
の

自
発
性
を
刺
激
す
る
。
社
会
問
題
を
打
開
す
る
方
策
と
し
て
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
を
考
え
た
時
、
そ
れ
は
労
働
者
の
境
遇
改
善
を
可
能

に
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
公
的
慈
善
が
内
包
し
て
い
る
危
険
性
を
抑
制
す
る
効
果
も
そ
こ
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
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の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
対
し
て
肯
定
的
で
あ
り
、「
多
く
の
産
業
が
こ
の
よ
う
な
方
法
で
運
営
さ
れ
て
い
く

時
代
が
近
づ
い
て
い
る
と
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
期
待
を
隠
さ
な
い）

11
（

。
そ
し
て
政
府
に
対
し
て
、
こ
の
動
き
を
適
切
に
支
援
す
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
。
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
構
想
は
そ
の
多
く
が
労
働
者
の
資
質
や
資
力
の
不
足
等
か

ら
破
綻
を
迎
え
た
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
別
の
手
段
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
次
い
で
提
示
し
た
の
が
、
貯
蓄
の
推
奨
と
貯
蓄
金
庫
の
設
立
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
あ
ら
ゆ
る

問
題
は
、
貧
困
者
が
貯
蓄
し
、
そ
の
貯
蓄
か
ら
収
益
を
上
げ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
手
段
を
模
索
す
る
こ
と
に
行
き
着
く
」
の
で
あ
り
、
よ
っ

て
「
賃
金
の
う
ち
か
ら
、
貯
蓄
す
る
こ
と
を
推
奨
し
よ
う
。
そ
し
て
、
貯
蓄
し
、
そ
こ
か
ら
収
益
を
生
み
出
す
容
易
で
確
実
な
方
法
を
労

働
者
に
提
示
し
よ
う
」
と
呼
び
か
け
る）

11
（

。
当
時
の
労
働
者
に
は
基
本
的
に
貯
蓄
の
習
慣
が
な
か
っ
た
た
め
、
何
の
貯
え
も
な
い
賃
金
労
働

者
は
不
況
や
失
業
に
よ
っ
て
容
易
に
貧
困
状
態
に
転
落
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
経
済
変
動
に
対
す
る
労
働
者
の
耐
力
を
増
す
た
め
に
は
、

ま
ず
は
彼
ら
に
貯
蓄
の
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
貯
蓄
の
習
慣
を

通
し
て
、
労
働
者
に
「
所
有
の
観
念
と
習
慣
」（l’esprit et les habitudes de la propriété

）
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た）

11
（

。
彼
は
、

財
産
所
有
が
人
々
の
精
神
に
与
え
る
影
響
を
重
く
見
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
無
産
者
（prolétaires

）
の
特
徴
と
し
て
、
過
度
の
放
縦
や
先

見
性
の
欠
如
、
結
婚
等
の
人
生
設
計
に
お
け
る
無
計
画
等
を
挙
げ
て
い
る）

11
（

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
は
、
財
産
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
や
所
有
に

関
す
る
観
念
の
欠
如
が
道
徳
の
涵
養
を
阻
害
し
、
そ
れ
が
社
会
解
体
の
誘
因
に
な
る
と
い
う
認
識
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
貯
蓄

の
習
慣
は
貧
困
対
策
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
社
会
を
維
持
す
る
機
能
と
意
義
の
点
か
ら
も
重
視
さ
れ
た
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
考
え
る
と
こ
ろ
、
貯
蓄
金
庫
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
貯
蓄
を
促
進
す
る
第
一
か
つ
唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た）

11
（

。
預
金
者
の

四
分
の
三
は
労
働
者
や
職
人
等
で
、
一
八
三
七
年
に
は
八
十
五
県
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る）

11
（

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
預
金
額
は
わ
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ず
か
な
期
間
で
一
億
フ
ラ
ン
に
ま
で
達
し
て
い
た）

11
（

。
一
八
三
七
年
三
月
三
十
一
日
法
に
よ
っ
て
貯
蓄
金
庫
は
預
金
者
に
四
％
の
利
子
を
支

払
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
預
金
の
大
半
は
国
債
の
購
入
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
た）

11
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
以
前
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
中
で
、
中
央
集
権
に
絡
め
て
貯
蓄
金
庫
を
批
判
し
て
い
た
。

国
家
は
、
国
債
に
よ
っ
て
豊
か
な
人
々
の
金
を
引
き
寄
せ
、
貯
蓄
金
庫
に
よ
っ
て
貧
し
い
者
の
金
を
思
い
の
ま
ま
に
す
る
。
そ
の
す

ぐ
間
近
の
場
所
で
、
そ
し
て
そ
の
中
で
、
国
家
の
富
は
絶
え
間
な
く
増
大
し
て
い
く
。
境
遇
の
平
等
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ

は
さ
ら
に
蓄
積
し
て
い
く
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
国
家
に
あ
っ
て
は
、
個
人
が
信
頼
を
喚
起
さ
れ
る
の
は
、
国
家
し
か
存
在
し
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
な
り
に
力
が
あ
り
、
そ
れ
な
り
に
維
持
さ
れ
そ
う
に
見
え
る
存
在
は
国
家
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る）

1（
（

。

　

個
々
人
の
少
額
の
貯
金
は
貯
蓄
金
庫
で
集
約
さ
れ
、
さ
ら
に
貯
蓄
金
庫
が
国
債
を
購
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
資
金
は
最
終
的

に
国
庫
に
流
入
す
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
産
業
化
・
市
場
経
済
化
に
お
け
る
国
家
の
性
格
を
「
事
業
者
」（entrepreneur

）
や
「
消
費
者
」

（consom
m

ateur

）
と
形
容
し
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
、
国
家
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
国
民
の
資
金
を
集
中
的
に
掌
握
す
る
こ
と
を
通
し
て
、「
指

導
者
」（chef

）
に
な
る
だ
け
で
な
く
「
主
人
」（m

aître

）
に
も
な
り
、
ま
た
「
執
事
」（intendant

）
に
も
「
会
計
係
」（caissier

）
に
も

な
っ
て
公
共
の
財
産
だ
け
で
な
く
私
有
財
産
に
も
介
入
す
る）

11
（

。
貯
蓄
金
庫
は
国
庫
と
個
人
の
財
産
の
結
節
点
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
貯
蓄
金

庫
は
様
々
な
方
向
か
ら
中
央
集
権
化
を
促
進
す
る
制
度
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
に
則
し
て
考
え
た
場
合
、
貯
蓄
金
庫
は
決
し
て
最
善
の
解
決
策
で
は
な
く
、
彼
自
身
も
そ
の
点
は

認
め
て
い
る）

11
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
貯
蓄
金
庫
を
推
奨
し
た
理
由
は
、
ま
ず
民
衆
に
適
切
な
貯
蓄
の
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
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せ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
貯
蓄
金
庫
と
い
う
制
度
が
内
在
し
て
い
る
弊
害
以
上
に
懸
念
さ
れ
る
べ
き
現
実
、
つ
ま
り
貧
困
と

い
う
社
会
問
題
に
対
し
て
彼
が
敏
感
に
な
っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
を
執
筆
し
た
一
八

三
〇
年
代
後
半
に
は
す
で
に
、
イ
ギ
リ
ス
観
察
等
を
通
し
て
社
会
問
題
の
危
険
性
を
見
通
し
て
い
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は

こ
の
後
し
ば
ら
く
、
明
確
に
は
社
会
政
策
案
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
彼
が
再
び
そ
れ
に
対
し
て
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
二
月
革
命
を
目
前
に
し
た
時
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

一
八
四
七
年
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ジ
ュ
ー
ル
・
デ
ュ
フ
ォ
ー
ル
や
ア
ド
ル
フ
・
ビ
ヨ
ー
ら
と
共
に
、
政
治
改
革
を
進
め
る
た
め
に
「
新
左

派
」（Jeune Gauche

）
と
い
う
政
治
グ
ル
ー
プ
の
結
成
を
構
想
す
る
。
デ
ュ
フ
ォ
ー
ル
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
対
し
て
政
策
構
想
の
立
案
を
依

頼
し
、
彼
は
一
八
四
七
年
十
月
に
そ
れ
を
示
し
て
い
る）

11
（

。
こ
の
政
策
案
に
は
、
最
貧
困
層
に
対
す
る
所
得
税
の
免
除
や
生
活
必
需
品
へ
の

非
課
税
、
裕
福
な
人
と
貧
し
い
人
の
負
担
の
均
等
化
の
た
め
の
生
活
必
需
品
等
へ
の
課
税
の
配
慮
、
納
税
者
の
財
産
に
比
例
し
た
税
制
と

い
っ
た
税
制
上
の
配
慮
の
他
、
貯
蓄
金
庫
や
相
互
救
護
金
庫
（caisses de secours m

utuels

）、
信
用
保
証
協
会
の
設
立
、
無
償
の
学
校

教
育
の
提
供
、
労
働
時
間
の
法
的
制
限
等
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
彼
は
病
院
や
慈
善
事
務
所
（bureau de bienfais-

ance

）
の
設
立
、
さ
ら
に
は
救
貧
税
の
導
入
や
食
料
・
労
働
・
金
銭
の
支
給
・
分
配
ま
で
求
め
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
こ
れ
ら
の
政
策

案
を
起
草
し
た
際
の
方
針
は
、
第
一
に
公
的
負
担
を
部
分
的
に
軽
減
す
る
か
、
所
得
等
の
多
寡
に
応
じ
た
負
担
に
す
る
こ
と
、
第
二
に
人
々

が
経
済
的
苦
境
か
ら
脱
す
る
支
援
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
人
々
を
救
済
し
、
彼
ら
の
欲
求
を
直
接
的
に
充
足
さ
せ
る
こ

と
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

こ
こ
か
ら
判
断
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
社
会
問
題
や
社
会
政
策
に
関
す
る
そ
れ
ま
で
の
持
論
を
、
一
時
的
に
し
ろ
改
め
た
と
結
論
す
る

以
外
に
な
い
だ
ろ
う
。
結
果
的
に
こ
の
政
策
グ
ル
ー
プ
は
目
立
っ
た
活
動
を
す
る
こ
と
も
な
く
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
策
構
想
も
特
に
公
に
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な
る
こ
と
も
な
く
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
政
策
案
に
関
し
て
、
か
つ
て
救
貧
法
に
関
し
て
指
導
を
仰
い
だ
シ
ニ
ア
と
直
接
的
に
議
論
し
た

様
子
は
な
い
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
一
八
四
七
年
八
月
二
十
五
日
に
彼
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
々
の
間
に
「
不
安
」

（inquiète
）
と
「
動
揺
」（instabilité

）
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
革
命
を
予
見
す
る
内
容
と
な
っ
た
、
一
八
四
八
年
一

月
二
十
七
日
の
議
会
演
説
の
内
容
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
不
安
や
動
揺
に
支
配
さ
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
、
所
有
を
巡
る
革
命
闘
争
が
惹

起
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
に
対
す
る
危
惧
が
、
一
八
四
〇
年
代
後
半
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

革
命
に
対
す
る
恐
れ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
観
の
転
換
を
促
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
一
貫
し
た
理
論
体
系
を
持
っ
た
思
想
の
構
想
を
試
み
た
人
物
で
は
な
い
。
彼
は
、
現
実
の
分
析
を
通
し
て
、
そ
れ
ら

の
本
質
を
見
抜
く
こ
と
に
努
め
た
上
で
自
身
の
思
想
を
形
づ
く
る
こ
と
に
努
め
た
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
分
析

し
た
時
も
、
そ
し
て
社
会
問
題
の
対
応
策
を
検
討
し
た
時
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
案
は
、
特
定
の
政
治
的
立
場
や
経
済
理
論
に
立
っ
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
理
論
や
当
時
の

時
代
状
況
、
そ
し
て
彼
が
置
か
れ
て
い
た
立
場
と
い
っ
た
複
合
的
要
素
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
特
定
の
経
済
理
論
に
立
っ
て
自
身
の
社
会
政
策
案
を
構
想
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
政
治
経
済
学
や
社
会
経
済

学
と
い
っ
た
、
こ
の
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
注
目
さ
れ
て
い
た
経
済
理
論
の
他
、
シ
ニ
ア
の
よ
う
な
古
典
派
経
済
学
者
の
考
え
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
経
済
の
問
題
を
広
く
分
析
し
た
ミ
ル
の
理
論
等
を
総
合
的
に
摂
取
し
て
自
ら
の
経
済
思
想
を
形
づ
く
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
、
政
治
経
済
学
や
社
会
経
済
学
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
経
済
論
と
の
関
係
性
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
政
治
経
済
学
も
社
会
経
済
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学
も
市
場
の
万
能
性
に
対
す
る
悲
観
的
見
方
を
共
有
し
て
お
り
、
産
業
化
に
よ
る
経
済
の
急
速
な
拡
大
を
原
因
と
す
る
社
会
の
解
体
に
対

し
て
共
に
危
惧
を
抱
い
て
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
道
徳
性
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
れ
を
通
し
て
社
会
問
題
の
克
服
を
企
図
し

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
道
徳
性
に
対
す
る
思
い
入
れ
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
全
体
的
に
規
範
や
道
徳
性
に
対
す
る
意
識
の
高
い
人
物
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
彼
は
自
身
の
婚
約
者
に
対
し
て
、

自
分
の
人
生
の
指
針
は
「
高
貴
さ
」（nobles

）
と
「
気
高
さ
」（élevés

）
で
あ
り
、
金
や
権
力
と
い
っ
た
も
の
に
は
重
き
を
置
い
て
い
な

い
と
手
紙
を
認し

た
た

め
て
い
る）
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。
道
徳
性
重
視
の
姿
勢
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
い
う
人
間
の
性
格
的
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
政
治
や
経
済
、
社
会
の
分
析
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
た
社
会
政
策
案
に
も
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
を
規
定
す
る
の
は
、
人
々
と
社
会
の
道
徳
性
を
い
か
に
維
持
す
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。
ま

ず
、
彼
は
公
的
慈
善
を
人
々
の
精
神
的
な
堕
落
を
誘
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
退
け
、
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
よ
る
労
働
者
の
自
主
管
理

を
考
え
た
が
、
現
実
的
に
そ
れ
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
貯
蓄
の
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
労
働

者
の
貧
困
化
防
止
を
目
論
ん
だ
。
そ
の
具
体
的
な
方
法
が
貯
蓄
金
庫
で
あ
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
財
産
の
所
有
が
人
間
の
精
神
に
与
え

る
影
響
を
重
視
し
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
貯
蓄
習
慣
を
身
に
つ
け
て
実
際
に
財
産
を
形
成
す
る
こ
と
は
貧
困
対
策
と
し
て
有
効
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
人
々
の
道
徳
を
涵
養
す
る
点
で
も
肯
定
的
に
働
く
。
そ
の
一
方
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
中
央
集
権
化
を
加
速
さ
せ
る
も
の

だ
と
し
て
、
貯
蓄
金
庫
制
度
を
批
判
し
て
い
た
。
周
知
の
と
お
り
、
彼
の
中
央
集
権
批
判
の
中
心
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
の
間
に
醸
成

さ
れ
る
従
属
的
精
神
へ
の
批
判
に
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
貯
蓄
金
庫
を
肯
定
し
た
理
由
も
、
否
定
し
た
理
由
も
、
そ
の
根

本
的
原
因
は
道
徳
性
に
求
め
ら
れ
た
。
い
わ
ば
、
理
論
的
な
議
題
に
お
い
て
も
、
ま
た
実
際
の
政
策
に
関
す
る
話
題
に
お
い
て
も
、
ト
ク

ヴ
ィ
ル
の
判
断
基
準
が
道
徳
性
と
い
う
観
点
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
社
会
問
題
す
な
わ
ち
貧
困
を
論
じ
る
中
で
検
討
さ
れ
て
い
る
の

は
民
衆
や
労
働
者
の
道
徳
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
七
月
王
政
の
支
配
階
級
で
あ
っ
た
中
産
階
級
の
個
人
主
義
と
物

質
主
義
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た）

11
（

。
け
れ
ど
も
、
社
会
問
題
を
論
じ
る
際
の
彼
の
批
判
は
、
社
会
問
題
の
当
事
者
で
あ
り
、
被
害
者
で
も
あ

る
、
労
働
者
を
は
じ
め
と
す
る
一
般
民
衆
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
二
月
革
命
の
遠
因
は
、
急
速
な
産
業
化
に
よ
っ

て
パ
リ
に
流
入
し
て
き
た
農
民
た
ち
が
賃
金
労
働
者
へ
と
変
わ
り
、
そ
し
て
「
物
質
的
享
楽
へ
の
情
熱
」（ardeur des jouissances 

m
atérielles

）
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
が
そ
れ
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
欲
求
不
満
を
募
ら
せ
た
こ
と
に
あ
る）

1（
（

。
要
す
る
に
、
ト
ク
ヴ
ィ

ル
は
、
貧
困
や
そ
れ
に
由
来
す
る
社
会
動
乱
の
原
因
と
し
て
、
産
業
化
や
市
場
経
済
化
だ
け
で
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
平
等
化
現

象
に
よ
っ
て
過
度
に
物
質
的
価
値
の
追
求
す
る
と
い
う
道
徳
的
堕
落
を
考
え
て
い
た
。

　

だ
が
、
こ
こ
に
難
し
い
問
題
が
生
じ
る
。

　

本
稿
の
冒
頭
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
課
題
は
、
従
来
は
個
人
的
な
問
題
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
た
貧
困
（
個
人
的
貧
困
）
か
ら
社
会
的
・
構
造
的
な
要
因
に
よ
る
貧
困
（
社
会
的
貧
困
）
へ
の
変
化
に
対
応
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
そ
の
解
決
を
個
人
の
道
徳
性
に
求
め
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
、
社
会
政
策
を
講
じ

る
人
間
と
し
て
の
彼
の
限
界
が
あ
っ
た
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
社
会
問
題
と
し
て
の
貧
困
の
深
刻
さ
を
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
認
識
し
な
が
ら
も
、
彼
自
身
も
後
に
は
そ
の
対
応
策
と

し
て
の
有
効
性
を
評
価
し
た
公
的
慈
善
の
採
用
に
躊
躇
し
た
最
大
の
理
由
は
、
そ
れ
が
彼
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
と
衝
突
す
る
理
由
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
根
幹
は
、
公
的
領
域
に
お
け
る
市
民
の
主
体
的
実
践
の
意
義
を
主
張
す
る
こ
と

に
あ
る
。「
単
独
で
行
動
す
る
自
由
に
次
い
で
、
人
間
に
と
っ
て
も
最
も
自
然
な
自
由
は
、
同
胞
の
努
力
と
自
分
の
努
力
を
結
び
付
け
、
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共
に
活
動
す
る
自
由
で
あ
る）

11
（

」
と
い
う
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
理
論
展
開
に
お
け
る
基
本
単
位
は
個
人
で
あ
り
、

そ
の
理
論
の
第
一
の
目
的
は
個
人
の
自
由
に
あ
る
。
彼
の
中
で
協
働
す
る
こ
と
や
共
同
体
が
評
価
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
ら
が
個
人
の

意
思
と
主
体
性
に
基
づ
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、「
与
え
る
」
こ
と
を
特
質
と
す
る

公
的
慈
善
は
到
底
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
は
自
身
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
呪
縛

を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
時
的
に
し
ろ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
公
的
慈
善
に
対
し
て
積
極
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
の
は
、
革
命
の
危
険
が
目

前
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
家
族
が
迫
害
を
受
け
た
彼
に
と
っ
て
、
革
命
は

決
し
て
許
容
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
本
来
で
あ
れ
ば
躊
躇
す
べ
き
公
的
慈
善
を
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
採
用
さ
せ
た
の
は
、
革
命
に
対
す
る

危
機
感
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
貧
困
観
の
中
に
は
個
人
的
貧
困
と
社
会
的
貧
困
の
両
方
が
混
在
し
て

い
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
第
一
に
希
求
し
た
自
由
と
は
、「
自
立
・
独
立
」（independence

）
や
「
自
律
」（autonom

y

）、「
自
治
」

（self-governance

）、
そ
し
て
「
協
働
」（association
）
と
い
う
語
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、

彼
が
人
間
の
尊
厳
に
直
結
す
る
最
も
枢
要
な
規
範
概
念
と
し
て
自
由
を
考
え
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
立
っ
た
場
合
、

そ
れ
に
基
づ
く
貧
困
観
は
個
人
的
貧
困
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
革
命
を
目
前
と
し
た
時
期
に
よ
う
や
く
公
的
慈
善
を
肯
定

す
る
考
え
に
転
向
す
る
が
、
革
命
後
の
第
二
共
和
制
憲
法
制
定
時
に
は
労
働
権
を
否
定
す
る
な
ど
、
再
び
社
会
政
策
に
消
極
的
な
立
場
に

回
帰
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
彼
の
積
極
的
社
会
政
策
論
は
革
命
対
策
の
た
め
の
一
時
的
な
も
の
だ
っ
た
と
理
解
す

る
の
が
自
然
だ
と
思
わ
れ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
指
導
的
政
治
家
の
中
で
は
社
会
問
題
を
重
視
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。



ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
と
そ
の
限
界
（
杉
本
）

二
五
三

だ
が
、
彼
は
自
ら
が
取
り
組
ん
で
き
た
思
想
的
・
政
治
的
営
為
、
つ
ま
り
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
平
等
化
現
象
の
中
で
自
由
を
擁
護
す
る

た
め
の
取
り
組
み
に
あ
ま
り
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
的
態
度
の
美
点
で
も
あ
っ

た
が
、
同
時
に
彼
を
縛
る
も
の
に
も
な
っ
た
。

※
本
稿
は
、
著
者
の
博
士
論
文
「
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
・
経
済
論　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
産
業
化
社
会
に
お
け
る
道
徳
性
の
考
察
」

（
日
本
大
学
、
二
〇
一
五
年
）
の
一
部
、
お
よ
び
日
本
政
治
学
会
二
〇
一
五
年
研
究
大
会
発
表
「
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
社
会

問
題　
「
政
治
」「
経
済
」「
社
会
」
を
め
ぐ
る
考
察
」（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
〇
日
、
千
葉
大
学
）
を
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
凡
例
等
〕

・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
を
参
考
・
引
用
す
る
場
合
は
、
基
本
的
にA

lexis de T
ocqueville, Œ

uvres, Bibliothèque de la Pléiade, t. 1-3 

（Paris, 
Gallim

ard, 1991-2003

） 

を
用
い
る
。

　

上
記
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
文
献
に
つ
い
て
は
、A

lexis de T
ocqueville, Œ

uvrescom
plètes 

（Paris, Galli-
m

ard, 1951-

）
を
用
い
る
。

・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
の
う
ち
、『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
第
一
巻
・
第
二
巻
） D

e la dém
ocratie en A

m
érique, t. 1-2 

（
一
八
三
五
年

お
よ
び
一
八
四
〇
年
）、『
回
想
録
』 Souvenirs

（
一
八
九
三
年
）、『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
大
革
命
』 L’A

ncien R
égim

e et la R
évolution 

（
一
八
五
六
年
）、『
一
七
八
九
年
以
前
と
以
後
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
・
政
治
状
況
』 É

tat social et politique de la France avant et 
depuis 1789 

（
一
八
三
六
年
）、『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』（
第
一
論
文
） M

ém
oiresur le paupérism

e 

（
一
八
三
五
年
）
お
よ
び
第
二
論
文 

D
euxièm

e article sur le paupérism
e 

（
未
刊
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ D

A
 I / D

A
 II

、S

、A
R

、E
S

、P1 / P2 

と
い
う
略
記
号
を
用

い
て
出
典
元
を
表
記
す
る
。
そ
れ
ら
以
外
の
文
献
を
引
用
す
る
場
合
、
基
本
的
に
は
上
記
の
ガ
リ
マ
ー
ル
版
全
集
を
使
用
し
、O

C 

と
い
う
略
記
号



二
五
四

を
用
い
て
示
す
。

・
本
研
究
で
は
英
語
文
献
と
フ
ラ
ン
ス
語
文
献
を
併
用
し
て
い
る
が
、
引
用
等
の
際
は
す
べ
て
英
語
式
の
引
用
表
記
方
式
に
則
っ
て
記
載
す
る
。

・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
の
う
ち
、『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』、『
回
想
録
』、『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
大
革
命
』
お
よ
び
『
一
七
八
九
年
以

前
と
以
後
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
・
政
治
状
況
』
に
つ
い
て
は
、
下
記
日
本
語
訳
の
ペ
ー
ジ
数
も
併
記
す
る
。

　
　
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』　

：

　
　
　

松
本
礼
二
訳
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
第
一
巻
（
上
・
下
）・
第
二
巻
（
上
・
下
）（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
―
二
〇
〇
八
年
）。

　
　
『
回
想
録
』　

：

　
　
　

喜
安
朗
訳
『
フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命
の
日
　々

ト
ク
ヴ
ィ
ル
回
想
録
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
）。

　
　
『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
大
革
命
』　

：

　
　
　

小
山
勉
訳
『
旧
体
制
と
大
革
命
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
）。

　
　
『
一
七
八
九
年
以
前
と
以
後
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
・
政
治
状
況
』　

：

　
　
　

小
山
勉
訳
上
記
邦
訳
収
録
論
文
。

・
本
研
究
に
お
け
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
や
論
文
の
日
本
語
訳
は
、
基
本
的
に
本
稿
著
者
に
よ
る
訳
で
あ
る
。

　

な
お
、
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
上
記
邦
訳
の
他
、
文
献
表
に
記
載
し
た
他
の
訳
等
を
参
考
と
し
て
い
る
。

（
１
）　Robert Castel, Les m

etam
orphoses de la question sociale, U

ne chronique du salariat 

（Paris, Gallim
ard, 1995

）, p. 39. 

〔
ロ

ベ
ー
ル
・
カ
ス
テ
ル
『
社
会
問
題
の
変
容　

賃
金
労
働
の
年
代
記
』
前
川
真
行
訳
（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
五
頁
〕。

（
２
）　Castel, p. 43. 

〔
邦
訳
七
―
八
頁
〕。

（
３
）　Castel, p. 170. 

〔
邦
訳
一
〇
〇
頁
〕。

（
４
）　

ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
こ
の
論
文
が
一
八
三
五
年
の
一
月
か
ら
四
月
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
だ
と
推
測
し
て
い
る
［A

ndré Jardin, 
A

lexis de T
ocqueville, 1805-1859 

（Paris, H
achette, 1984

）, p. 232. 

〔
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
伝
』
大
津
真
作
訳
（
晶
文
社
、



ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
と
そ
の
限
界
（
杉
本
）

二
五
五

一
九
九
四
年
）
二
七
〇
―
二
七
一
頁
〕］。

（
５
）　P1, p. 1155.

（
６
）　P1, p. 1156. 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
お
け
る
貧
困
層
の
割
合
を
住
民
二
十
五
名
あ
た
り
一
名
と
す
る
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ

モ
ン
の
見
積
も
り
を
引
用
し
て
い
る
。

（
７
）　P1, p. 1156.

（
８
）　P1, pp. 1156-1157.

（
９
）　P1, p. 1157.

（
10
）　

ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
『
人
間
不
平
等
起
原
論
』
本
田
喜
代
治
／
平
岡
昇
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
二
年
）
八
五
頁
。A

ndré Jardin, 
A

lexis de T
ocqueville, 1805-1859 

（Paris, H
achette, 1984

）, p. 233. 

〔
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
伝
』
大
津
真
作
訳
（
晶
文
社
、

一
九
九
四
年
）
二
七
二
頁
〕。
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
思
想
内
容
だ
け
で
な
く
、
文
体
に
お
い
て
も
、
ル
ソ
ー
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
類
似
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
11
）　P1, p. 1157.

（
12
）　P1, p. 1160.

（
13
）　P1, p. 1161.

（
14
）　P1, p. 1161.

（
15
）　P1, pp. 1161-1162. 

こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
飢
饉
な
ど
は
考
慮
に
い
れ
て
い
な
い
。「
必
要
な
物
を
大
地
が
提
供
し
て
く
れ
な
か
っ
た
な
ど
、

ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
工
場
労
働
と
比
較
し
た
場
合
の
農
業
労
働
の
安
定
性
を
の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）　P1, pp. 1162-1163.

（
17
）　

エ
リ
ッ
ク
・
ケ
ラ
シ
ー
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
貧
困
問
題
に
取
り
組
ん
だ
理
由
と
し
て
、
労
働
者
に
対
す
る
同
情
心
と
彼
ら
が
革
命
や
暴
動
が
起

こ
す
こ
と
に
対
す
る
懸
念
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
［Eric K

eslassy, Le liberalism
 de T

ocqueville à l’épreuve du paupérism
e 

（Paris, 
L’H

arm
attan, 2000

）, p. 160

］。



二
五
六

（
18
）　P1, p. 1164.

（
19
）　M

ichael D
rolet, T

ocqueville, D
em

ocracy and Social R
eform

 

（Basingstoke, Palgrave M
acm

illan, 2003

）, pp. 49-50. 

ド
ゥ
ロ

レ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
読
ん
だ
『
人
口
論
』
は
一
八
〇
三
年
版
を
ピ
エ
ー
ル
・
プ
レ
ヴ
ォ
ー Pierre Prevost

（
一
七
五
一
―
一
八
三

九
）
が
フ
ラ
ン
ス
語
訳
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
20
）　

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』（
一
）
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
編
／
向
坂
逸
郎
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
九
年
）
二
九
七
―
二
九
八
頁
。

（
21
）　P1, p. 1168.

（
22
）　O

C, IV
-2

［Écrits sur le systèm
e pénitentiaire en France et à l’étranger

］, p. 320.

（
23
）　Richard Sw

edberg, T
ocqueville’s Political E

conom
y 

（Princeton, Princeton U
niversity Press, 2009

）, p. 37. 

こ
れ
に
対
し
て
、

ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
ボ
ー
モ
ン
が
刑
務
所
の
本
来
の
目
的
は
矯
正
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
罰
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
た

と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
そ
の
他
に
も
、
彼
ら
は
一
度
で
も
法
を
破
る
こ
と
が
あ
れ
ば
「
永
久
に
」（in aeternum

）

犯
罪
者
と
し
て
の
刻
印
が
消
え
な
い
と
い
う
思
想
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
的
な
悲
観
主
義
の
反
映
で
あ
る
と
も

い
っ
て
い
る
［Jardin, p. 176. 

〔
邦
訳
二
〇
六
頁
〕］。
ち
な
み
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
ア
メ
リ
カ
視
察
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
ユ
ー
ゴ
ー
の
『
死

刑
囚
最
後
の
日
』 Le dernier jour d’un condam

né 

（1829

）
に
お
い
て
、
彼
は
犯
罪
、
と
り
わ
け
貧
困
者
の
犯
罪
が
社
会
的
条
件
に
よ
っ
て
ひ

き
起
こ
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
、
学
校
教
育
と
仕
事
が
あ
れ
ば
犯
罪
に
手
を
染
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
性
善
説
と
矯
正
可
能
性
を
訴
え
て

い
る
［
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
『
死
刑
囚
最
後
の
日
』
豊
島
与
志
雄
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
二
年
）
一
四
六
頁
］。

（
24
）　

ヒ
ュ
ー
・
ブ
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
れ
ば
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』
を
書
く
際
に
参
考
と
し
た
の
は
、
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ

モ
ン
の
『
キ
リ
ス
ト
教
経
済
綱
要
』
と
一
八
三
三
年
の
イ
ギ
リ
ス
視
察
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
た
め
、

救
貧
法
改
正
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
ナ
ッ
ソ
ー
・
シ
ニ
ア N

assau W
illiam

 Senior 

（1790-1864

）
に
助
力
を
求
め
、
そ

れ
に
応
じ
た
シ
ニ
ア
は
救
貧
法
改
正
に
関
す
る
一
八
三
三
年
の
報
告
書
や
一
八
三
四
年
の
改
正
法
案
等
を
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
提
供
し
て
い
る
［H

ugh 
Brogan, A

lexis de T
ocqueville, A

 Life 

（N
ew

 H
aven, Y

ale U
niversity Press, 2006

）, pp. 301-302

］。

（
25
）　A

lban de V
illeneuve-Bargem

ont, É
conom

ie politique chrétienne, ou recherches sur la nature et les causes du paupérism
e, 



ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
と
そ
の
限
界
（
杉
本
）

二
五
七

en France et en E
urope, et sur les m

oyens de la soulager et de le prévenir 

（Paris, Paulin, 1834

）, p. 389.
（
26
）　

エ
リ
ッ
ク
・
ケ
ラ
シ
ー
は
、
こ
の
現
象
を
《désocialisation

》
と
い
う
語
で
表
現
し
て
い
る
［K

eslassy, p. 158

］。

（
27
）　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
視
察
を
前
に
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
セ
イ Jean-Baptiste Say 

（
一
七
六
七
―
一
八
三
二
）
の
『
政
治
経
済

学
講
義
』 Cours com

plet d’économ
ie politique 

（1829

）
を
学
ん
で
い
た
が
、
古
典
派
を
代
表
す
る
経
済
学
者
で
あ
っ
た
セ
イ
に
お
い
て
は
、

貧
困
は
経
済
進
歩
に
不
可
欠
な
副
産
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
［Seym

our D
rescher, D

ilem
m

a of D
em

ocracy, T
ocqueville and M

od-
ernization 

（U
niversity of Pittsburgh Press, 1968

）, p. 104. 

〔
ド
レ
ッ
シ
ャ
ー
、
シ
ー
モ
ア
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
デ
ィ
レ
ン
マ
』
桜
井
陽
二

訳
（
荒
地
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
）
九
三
頁
〕］。

（
28
）　P1, p. 1636 n.

（
29
）　K

eslassy, p. 118.

（
30
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
ド
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
第
一
巻
）
に
お
い
て
貧
困
者
は
無
視
さ
れ
て
い

る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
存
在
す
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
［D

rescher, p. 75 

〔
邦
訳
六
六
―
六
七
頁
〕］。

（
31
）　K

eslassy, p. 57.

（
32
）　

本
節
の
内
容
に
関
し
て
は
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
政
策
や
福
祉
国
家
形
成
に
関
す
る
き
わ
め
て
精
緻
な
分
析
と
考
察
の
成
果
で

あ
る
田
中
拓
道
『
貧
困
と
共
和
国　

社
会
的
連
帯
の
誕
生
』（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

（
33
）　

田
中
、
前
掲
書
、
一
五
―
一
六
頁
。

（
34
）　Jean Baptiste Say, T

raité d’économ
ie politique, ou sim

ple exposition de la m
anière dont se form

ent, se distribuent et se 
consom

m
ent les richesses 

（O
snabrück, O

tto Zeller, 1966
）, p. 28.

（
35
）　

御
崎
加
代
子
『
フ
ラ
ン
ス
経
済
学
史　

ケ
ネ
ー
か
ら
ワ
ル
ラ
ス
へ
』（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
七
二
―
七
四
頁
。

（
36
）　

ス
ミ
ス
の
経
済
理
論
は
『
道
徳
感
情
論
』
に
お
け
る
人
間
観
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
他
人
の
感
情
や
考
え
を
慮
る
「
共
感
」（sym

-
pathy

）
の
他
、
さ
ら
に
「
公
平
な
観
察
者
」（im

partial spectator

）
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
共
感
を
適
正
な
も
の
と
す
る
こ
と
の

必
要
が
説
か
れ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
の
い
う
共
感
は
自
己
犠
牲
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
「
同
情
」（com

passion

）
と
は
区
別
さ
れ
る
が
、
彼
は
交
換
の



二
五
八

場
で
あ
る
市
場
と
は
異
な
る
有
機
的
人
間
関
係
の
紐
帯
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
ス
ミ
ス
の
考
え
は
そ
の
後
の
多
く
の
古
典

派
経
済
学
者
よ
り
も
、
そ
の
中
で
異
質
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
は
ず
の
セ
イ
と
む
し
ろ
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

（
37
）　Jean Baptist Say, O

lbie, ou essai sur les m
oyens de réform

er les m
oeurs d’une nation 

（Paris, 1800

）, p. 1.

（
38
）　Say, O

lbie, p. 25.

（
39
）　Evelyn L. Forget, T

he Social E
conom

ics of Jean Baptiste Say, M
arkets and V

irtue 

（London and N
ew

 Y
ork, Routledge, 

1999

）, p. 119.

（
40
）　

田
中
、
前
掲
書
、
一
〇
五
―
一
〇
九
頁
。

（
41
）　Seym

our D
rescher, D

ilem
m

as of D
em

ocracy, T
ocqueville and M

odernization 

（Pittsburgh, U
niversity of Pittsburgh 

Press, 1968

）, p. 104. 

〔
シ
ー
モ
ア
・
ド
レ
ッ
シ
ャ
ー
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
デ
ィ
レ
ン
マ
』
桜
井
陽
二
訳
（
荒
地
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
）
九
三
頁
〕。

な
お
、
当
初
、
政
治
経
済
学
と
社
会
経
済
学
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
セ
イ
も
、
自
身
の
経
済
学
を
社
会
経
済
学
と
い
う
名
前
で
呼
ば

れ
る
こ
と
を
好
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
、
彼
が
経
済
は
社
会
の
一
部
で
あ
り
、
そ
し
て
経
済
学
は
社
会
科
学
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
っ

た
［Richard Sw

edberg, T
ocqueville’s Political Econom

y 

（Princeton, Princeton U
niversity Press, 2009

）, p. 82

］。
政
治
経
済
学

と
社
会
経
済
学
と
の
区
別
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
八
二
〇
年
代
か
ら
一
八
三
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
違
い
は
社
会
問
題
へ
の
対

応
に
現
れ
て
い
た
［Giovanna Procacci, G

ouverner la m
isère, La question Sociale en France, 1789-1848 

（Pairs, Seuil, 1993

）, 
pp. 163-164

］。

（
42
）　A

lban de V
illeneuve-Bargem

ont, É
conom

ie politique chrétienne, ou recherches sur la nature et les causes du paupérism
e 

en France et en E
urope et sur les m

oyens de le soulager et de le prévenir （Bruxelles, M
eline, Cans et Com

pagnie, 1837

）, p. 410.

（
43
）　

プ
ロ
カ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
が
進
歩
と
産
業
化
の
恩
恵
に
関
し
て
楽
観
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
社
会
経
済
学
者

た
ち
は
そ
も
そ
も
そ
れ
に
疑
問
的
で
あ
っ
た
［Procacci, p. 168

］。

（
44
）　

田
中
、
前
掲
書
、
一
一
四
頁
。
社
会
経
済
学
で
は
、
階
級
の
存
在
自
体
が
問
題
で
は
な
く
、
支
配
階
級
が
そ
の
責
務
を
果
た
さ
ず
に
い
る
状
態

を
問
題
視
す
る
。
先
述
の
通
り
、
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝
バ
ル
ジ
ュ
モ
ン
は
彼
ら
が
主
導
す
る
新
た
な
階
級
社
会
を
「
新
た
な
封
建
制
」（féodalité 



ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
政
策
構
想
と
そ
の
限
界
（
杉
本
）

二
五
九

nouvelle

）
と
呼
ん
で
批
判
し
た
［V

illeneuve-Bargem
ont, pp. 151-155

］。

（
45
）　V

illeneuve-Bargem
ont, p. 271.

（
46
）　

田
中
、
前
掲
書
、
一
二
六
頁
。

（
47
）　A

lexandre de La Borde, D
e l’esprit d’association dans tous les intérêts de la com

m
unauté （Paris, Librairie Gide, 1834

）, p. 26.

（
48
）　

田
中
は
、
日
常
の
生
活
規
範
を
意
味
す
る
「
道
徳
」
よ
り
も
対
象
の
広
い
、
人
々
の
振
る
舞
い
や
生
活
態
度
を
規
定
す
る
集
合
的
な
精
神
の
あ

り
方
と
し
て
「
モ
ラ
ル
」
を
定
義
し
て
い
る
が
、
本
研
究
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
を
同
じ
意
味
の
語
と
し
て
考
え
る
［
田
中
、
前
掲
書
、
八
〇
―
八
一

頁
］。

（
49
）　P1, p. 1165.

（
50
）　

こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
を
分
け
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
一
八
二
一
年
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
ー
＝
リ
ア
ン
ク
ー
ル François La Rochefoucauld-Liancourt 

（
一
七
四
七
―
一
八
二
七
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
協
会

（Société de la m
orale chrétienne

）
を
設
立
し
た
。
こ
の
主
た
る
メ
ン
バ
ー
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
、
コ
ン
ス
タ
ン
や
テ
ィ
エ
ー
ル
、
ギ
ゾ
ー

ら
も
関
係
し
て
い
た
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
私
的
な
慈
善
活
動
の
主
体
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
会
で
あ
っ
た
た
め
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
体

の
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
協
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
会
は
対
立
的
な
関
係
に
あ
っ
た
。
ド
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
こ
の
団
体
に
つ
い
て
、
立
憲
君
主
制
と
い

う
制
限
的
な
政
治
制
度
に
対
応
し
て
現
れ
た
運
動
で
あ
り
、
ご
く
一
部
の
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
非
公
式
的
な
組
織
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
［D

rescher, 
pp. 101-102

〔
邦
訳
九
一
―
九
三
頁
〕］。

（
51
）　P1, p. 1167.

（
52
）　A

lexis de T
ocqueville, 

“Voyage en A
ngleterre et en Irlande de 1835,

” Œ
uvres, Bibliothèque de la Pléiade, t. 1 

（Paris, 
Gallim

ard, 1992

）, p. 514.

（
53
）　P1, p. 1171.

（
54
）　P1, pp. 1178-1179.

（
55
）　D

A
II, 2:11, pp. 645-646. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
二
七
―
二
二
九
頁
〕。



二
六
〇

（
56
）　D

A
II, 3:21, p. 770. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
下
）
一
五
八
頁
〕。

（
57
）　P1, p. 1179.

（
58
）　P1, p. 1178.

（
59
）　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
慈
善
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
多
く
の
材
料
を
提
供
し
、
助
言
も
与
え
た
シ
ニ
ア
は
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
改
正
に
関
す
る
一
八
三

四
年
報
告
の
作
成
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
の
中
で
は
救
済
対
象
者
を
規
定
す
る
た
め
に
、「
貧
困
」（poverty

）
と
「
困
窮
」

（indigence

）
の
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
貧
困
は
「
労
働
し
な
け
れ
ば
か
つ
が
つ
の
最
低
生
活
資
料
す
ら
え
ら
れ
な

い
者
の
状
態
」、
困
窮
は
「
労
働
し
え
な
い
か
、
な
い
し
は
労
働
の
報
酬
と
し
て
最
低
生
活
資
料
を
う
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
の
状
態
」
と
定
義
さ
れ
、

支
援
の
対
象
は
困
窮
で
あ
り
、
貧
困
ま
で
拡
大
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
［
大
沢
真
理
『
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史　

救
貧
法
と
福
祉

国
家
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）
七
七
頁
］。

（
60
）　P1, p. 1179.

（
61
）　P2, p. 1187. 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
全
集
に
付
記
さ
れ
て
い
る
解
説
に
よ
れ
ば
、
産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
提
唱
者
は
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
影
響

を
受
け
、
自
由
主
義
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
（
社
会
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
）
に
も
支
持
を
表
明
し
て
い
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ブ
ー
シ
ェPhilippe Buchez

（
一

七
九
六
―
一
八
六
五
）
で
あ
っ
た
［O

C, X
V

I 
［M

élanges

］, p. 146

］。

（
62
）　D

A
I, 2:4, pp. 216-217. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
四
四
―
四
六
頁
〕。

（
63
）　P2, p. 1187.

（
64
）　P2, p. 1188.

（
65
）　P2, p. 1187.

（
66
）　P2, p. 1183.

（
67
）　P2, p. 1188.

（
68
）　O

C, X
V

I

［M
élanges littéraires et économ

iques

］, p. 147 n.

（
69
）　P2, p. 1189.
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レ
ク
シ
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ト
ク
ヴ
ィ
ル
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社
会
政
策
構
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と
そ
の
限
界
（
杉
本
）

二
六
一

（
70
）　O

C, X
V

I, p. 149 n.
（
71
）　D

A
II, 4:5, pp. 825-826. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
下
）
二
四
〇
―
二
四
一
頁
〕。

（
72
）　A

R
, 3:4, p. 204. 

〔
邦
訳
三
六
五
頁
〕。

（
73
）　D

A
II, 4:5, p. 826. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
下
）〕
二
四
一
頁
〕。

（
74
）　

マ
ル
ク
ス
は
、
貯
蓄
金
庫
は
政
府
が
労
働
者
を
縛
る
「
金
の
鎖
」
で
あ
り
、
貯
蓄
可
能
な
労
働
者
と
貯
蓄
が
難
し
い
労
働
者
の
分
裂
を
ひ
き
起

こ
し
、
国
庫
に
資
金
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
抑
圧
的
な
現
状
の
体
制
を
維
持
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
［
カ
ー
ル
・
マ

ル
ク
ス
『
賃
労
働
と
資
本
』
長
谷
川
文
雄
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
一
年
）
八
七
―
八
八
頁
］。
貯
蓄
金
庫
の
機
能
に
よ
っ
て
、
国
家
が
資
金
を
集

中
的
に
集
め
る
こ
と
、
ま
た
国
家
支
配
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
マ
ル
ク
ス
は
奇
し
く
も
共
通
し
た
懸
念
を
抱
い
て
い
た
。

（
75
）　P2, p. 1194.

（
76
）　Brogan, p. 416

（
77
）　O

C, III-2

［Écrits et discours politiques

］, pp. 742-744.

（
78
）　O

C, V
I-2, p. 99.

（
79
）　O

C, X
IV

［Correspondance fam
iliale

］, pp. 387-388.

（
80
）　S, 1:1, p. 729. 

〔
邦
訳
一
八
頁
〕。

（
81
）　S, 2:1, p. 777. 

〔
邦
訳
一
一
〇
頁
〕。

（
82
）　D

A
I, 2:4, p. 217. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
四
五
―
四
六
頁
〕。

（
83
）　

フ
ラ
ン
ス
革
命
時
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
両
親
夫
妻
と
共
に
投
獄
さ
れ
て
い
た
。
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
こ
の
件
に
つ
い
て
、
獄
中
に
お
い
て
父
エ
ル
ヴ
ェ

の
頭
髪
は
白
髪
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
母
ル
イ
ー
ズ
は
解
放
後
も
偏
頭
痛
や
抑
鬱
症
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
記
し
、
そ
の
た
め
ト
ク
ヴ
ィ

ル
の
家
庭
の
雰
囲
気
は
陰
鬱
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
［Jardin, p. 14

〔
邦
訳
一
九
―
二
〇
頁
〕］。
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