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商
品
流
源
が
支
配
を
確
立
し
た
の
は
、
資
本
主
義
的
生
産
方
法
が
成
立
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
い
ぜ
ん
の
、
社
会
は
家
父
長

的
な
農
民
家
族
や
、
そ
れ
ら
の
共
同
体
的
な
集
合
体
の
農
民
部
落
や
、
領
主
的
支
配
の
構
造
と
し
て
の
封
建
的
領
地
な
ど
の
よ
う
な
、
そ
の
お

の
お
の
に
お
い
て
、
原
料
の
獲
得
か
ら
そ
れ
を
消
費
に
む
く
よ
う
に
す
る
た
め
の
さ
い
ご
の
仕
上
げ
に
い
た
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
経
済
的
労
働

を
遂
行
す
る
経
済
単
位
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。

そ
の
典
型
は
三
圃
制
農
業
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
圃
制
農
業
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
が
定
住
ま
た
支
配
す
る
に
い
た
っ
た
と
こ
ろ
で
は

ど
こ
で
で
も
行
わ
れ
た
農
業
制
度
で
あ
る
。
ゲ
ル
マ
ン
民
族
は
他
民
族
に
先
ん
じ
て
大
土
地
所
有
制
度
と
封
建
制
度
を
創
設
し
た
。
ア
グ
ム
・

こ
の
一
大
変
革
に
つ
い
で
起
っ
た
混
乱
は
数
世
紀
に
亘
っ
た
。
こ
れ
ら
の
野
蛮
人
は
古
来
の
住
民
に
対
し
て
掠
奪
暴
行
を
行
っ
た
の
で
都
会
田

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
場
舞
論

ス
ミ
ス
は
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。

（一）

ア

ダ

ム
． 
ス
ミ
ス

の
市
場
理
論

「
ゲ
ル
マ
ン
民
族
と
ス
キ
タ
イ
民
族
と
が
ロ
ー
マ
帝
国
の
酉
部
諸
領
を
蹂
躙
し
た
と
き
、
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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
場
理
論

舎
間
の
商
業
が
中
絶
し
た
。
都
会
に
行
く
人
な
く
、
田
舎
は
荒
廃
し
、
か
つ
て
ロ
ー
マ
帝
国
の
下
に
あ
る
租
度
富
裕
を
誇
っ
た
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の

は
こ
れ
ら
の
匿
々
の
土
池
の
大
部
分
を
獲
得
又
は
横
領
し
た
。
そ
し
て
そ
の
大
部
分
は
未
耕
作
の
ま
＼
に
放
置
さ
れ
た
が
、

―
つ
の
例
を
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
に
と
つ
て
み
る
。

第
二
十
一

1

一巻

第
三
•
四
号

こ
れ
ら
の
国
々
の
首
長
巨
魁

民
家
族
に
割
当
て
ら
れ
る
。
耕
圃
の
外
囲
に
は
森
林
と
牧
場
と
が
あ
り
、
分
割
さ
れ
な
い
で
共
同
で
用
益
さ
れ
る
。

未
耕
岨
と
既
耕

地
と
の
別
な
く
、
尺
寸
の
土
池
と
い
え
ど
も
所
有
者
の
定
ま
ら
な
い
も
の
は
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
全
部
ろ
う
断
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
大
部
分

は
少
数
の
豪
族
に
よ
っ
て
ろ
う
断
さ
れ
た
。
」

1
0六
六
年
＝
ド
ワ
ー
ド
王
が
歿
し
た
後
、
ノ
ル
マ
ン
人
の
ウ
イ
リ
ア
ム
が
イ
ギ
リ
ス
を

征
服
し
て
王
位
に
つ
い
た
。
征
服
後
さ
い
し
ょ
に
彼
が
な
し
た
こ
と
は
全
国
土
の
没
収
と
そ
れ
を
自
己
の
所
有
と
す
る
こ
と
の
宣
言
で
あ
っ

た
。
か
れ
は
こ
れ
を
ノ
ル
マ
ン
の
従
者
や
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
大
小
名
や
、
王
お
よ
び
従
者
の
帰
依
す
る
僧
院
長
に
授
与
し
て
封
建
制
度

を
確
立
し
た
。
こ
れ
ら
大
小
の
封
建
的
領
主
の
領
池
に
は
そ
の
単
位
と
し
て
村
落
が
あ
り
、
更
に
ま
た
家
父
長
的
農
民
家
族
が
あ
る
。
村
落
は

す
で
に
個
別
所
有
に
移
さ
れ
て
い
た
屋
敷
池
と
、
三
圃
制
度
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
耕
圃
と
、
総
有
池
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
森
林
と
牧

場
と
か
ら
成
る
。
屋
敷
地
は
住
家
と
農
場
附
属
建
物
の
敷
池
、
蕊
菜
、
麻
、
果
物
な
ど
を
栽
培
す
る
た
め
の
池
面
で
あ
る
。
屋
敷
地
の
集
合
体

で
あ
る
部
落
を
と
り
ま
い
て
耕
圃
が
拡
が
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
三
つ
に
分
割
さ
れ
、
ま
た
そ
の
お
の
お
の
は
耕
作
分
に
分
割
さ
れ
、
個
々
の
農

三
圃
制
度
の
中
心
は
耕
圃
に
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
は
そ
れ
ぞ
れ
の
耕
作
分
を
耕
作
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
こ
に
穀
物
が
植
え
ら
れ

る
場
合
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
収
穫
が
終
つ
て
、
そ
こ
に
放
牧
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
共
同
で
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
放
牧
経

西
部
諸
領
は
貧
窮
と
野
蛮
の
ド
ン
底
に
陥
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
混
乱
が
収
ま
ら
な
い
と
き
に
あ
た
っ
て
、



営
が
農
業
経
営
の
決
定
的
な
一
部
門
を
な
し
た
こ
れ
ら
の
民
族
の
場
合
、
そ
れ
が
一
般
の
栽
培
農
業
を
害
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
放
牧
用

の
ま
と
ま
っ
た
地
面
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
た
め
に
、
同
一
の
分
割
池
内
に
あ
る
個
別
の
耕
作
分
を
同
一
の
方
法
で
耕

作
さ
せ
、
一
二
つ
の
分
割
地
を
そ
の
―
つ
に
は
冬
作
物
を
植
え
、
第
二
に
は
夏
作
物
を
植
え
、
第
三
は
休
耕
地
と
す
る
こ
と
と
し
、
順
次
に
毎
年

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
く
制
度
が
樹
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
い
ち
ば
ん
の
眼
目
は
第
二
の
夏
作
物
の
収
穫
が
一
斉
に
す
ま
さ
れ
、

そ
の
あ
と
を
柵
で
め
ぐ
ら
し
て
放
牧
地
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
夏
作
物
の
植
え
つ
け
を
一
斉
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
た
め
に
は
冬
作
物
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
一
二
圃
制
度
特
有
の
強
制
耕
作
制
度
が

生
ま
れ
た
。
村
落
に
見
ら
れ
た
共
同
体
的
な
濃
厚
な
色
彩
は
農
業
が
こ
の
よ
う
に
共
同
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
圃
制
度
の
農
業
が
、
げ
ん
と
し
て
保
持
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
家
畜
は
人
間
に
対
し
て
労
力
と
乳
と
肉
と
衣
服
の
原
料
を
供
給
し
て
く
れ
る
の

み
で
な
く
、
耕
圃
の
肥
度
も
ほ
と
ん
ど
恒
久
的
に
維
持
し
て
く
れ
、
穀
類
の
供
給
を
保
障
し
、
そ
の
他
必
要
な
厨
房
用
材
料
、
衣
料
材
料
は
屋

敷
池
が
供
給
し
て
く
れ
、
森
林
と
固
定
放
牧
地
と
は
建
築
用
材
と
薪
炭
と
家
畜
飼
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
等
の
原
料
は
家
内
的
手
工
業

に
よ
っ
て
消
費
に
道
す
る
様
に
村
落
の
内
部
で
加
工
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
農
民
的
生
存
の
裕
富
と
安
定
は
三
圃
制
度
と
農
民
的
家
内
手
工
業

の
上
に
そ
の
基
礎
を
置
い
て
い
た
。
森
林
と
放
牧
地
と
を
有
す
る
三
圃
式
は
農
民
的
家
内
手
工
業
に
伴
わ
れ
る
事
に
よ
り
、
外
部
か
ら
の
輸
入

や
移
入
を
少
し
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
農
民
生
活
の
為
の
必
需
品
の
総
て
は
村
落
の
内
部
で
自
ら
供
給
す
る
事
が
で
き
た
。

な
く
、
ま
た
精
巧
な
る
製
造
業
も
な
い
国
に
お
い
て
は
、
大
資
産
家
は
、
彼
の
土
地
の
生
産
物
の
う
ち
耕
作
者
の
生
活
を
維
持
し
て
な
お
余
つ

た
大
部
分
と
交
換
し
う
べ
き
伺
物
も
も
た
な
い
か
ら
、
そ
の
全
部
を
そ
の
家
庭
に
お
け
る
田
舎
凰
の
歓
待
に
消
費
す
る
。
も
し
も
こ
の
剰
余
生

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
場
碑
論

第
二
十
三
巻

第
三
•
四
号

「
外
国
貿
易
も



を
基
礎
と
し
て
特
有
の
封
建
的
な
身
分
関
係
が
確
立
さ
れ
る
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
場
嘩
論

ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
商
業
及
び
製
造
業
が
発
展
を
遂

第
二
十

1

1

一巻

第
三
•
四
＂
方

産
物
が
一
百
人
ま
た
は
一
千
人
を
維
持
す
る
に
足
る
な
ら
ば
、
彼
は
こ
れ
を
も
つ
て
一
百
人
ま
た
は
一
千
人
を
維
持
す
る
以
外
に
は
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
常
に
多
数
の
従
者
お
よ
び
家
の
子
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
そ
の
扶
持
に
酬
い
る
べ
き

何
等
の
対
価
を
払
わ
な
い
で
専
ら
彼
の
恩
恵
に
浴
し
て
生
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
が
彼
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
な
お
兵

士
が
そ
の
傭
わ
れ
て
い
る
君
主
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
じ
訳
で
あ
る
。

げ
る
以
前
、
上
は
国
王
よ
り
下
は
男
爵
に
い
た
る
ま
で
富
貴
の
人
々
が
や
っ
た
歓
待
振
り
は
、
今
日
の
吾
々
の
想
像
も
及
ば
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
ウ
＝
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
ホ
ー
ル
は
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ル
ー
フ
ア
ス
の
饗
宴
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
あ
れ
で
も
彼
の
お
客
の
割
に
は
決
し

て
広
過
ぎ
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ト
マ
ス
・
ケ
ベ
ッ
ク
の
華
美
の
一
例
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
即
ち
、
彼
は
席
を
得
な

い
騎
士
や
従
者
や
ら
が
床
に
脆
い
て
御
馳
走
を
た
べ
る
と
き
そ
の
美
し
い
着
物
が
汚
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
と
い
う
の
で
、
彼
の
客
間
の
床
の

上
に
そ
の
季
節
の
き
れ
い
な
乾
草
や
燈
心
草
を
敷
き
つ
め
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ウ
オ
リ
ッ
グ
の
大
伯
爵
は
彼
の
各
地
の
荘
園
に
お
い

て
毎
日
一
二
万
人
を
歓
待
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
数
は
誇
張
で
あ
る
と
し
て
も
、

と
も
か
く
そ
う
い
う
誇
張
を
許
す
ほ
ど
に
そ
れ
は
大

袈
裟
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
現
に
割
合
に
最
近
ま
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
高
地
々
方
の
多
く
の
部
分
に
お
い
て
は
こ
れ
に
近
い
歓
待

が
行
わ
れ
て
い
た
。
商
業
や
製
造
業
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
国
民
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
こ
れ
が
普
通
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
]

大
土
地
所
有
制
度
が
諸
豪
族
間
に
お
け
る
武
力
的
1
1
暴
力
的
抗
争
の
中
に
成
立
し
た
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
農
民
や
農
民
村
落
は
そ
れ
ら
の

暴
力
の
い
ず
れ
か
に
庇
護
を
も
と
め
、
依
存
迂
し
め
ら
れ
る
。
大
土
雄
所
有
制
度
が
成
立
す
る
や
い
な
や
、
こ
の
制
度
の
自
然
経
済
的
な
構
成

「
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
い
状
態
に
お
い
て
は
、
土
地
の
占
有
者
は
み
な
テ
ナ
ン
ト

四



3
 

2
 

ー •
ア
ト
・
ウ
イ
ル
（
地
主
の
自
由
に
解
約
し
う
る
小
作
人
）
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
殆
ん
ど
又
は
全
く
奴
陳
で
あ
っ
て
、
た
ゞ
古
来
ギ
リ
ジ
ヤ
人

や
ロ
ー
マ
人
や
の
間
で
、
乃
至
は
ゎ
誓
ィ
ン
ド
誓
の
植
民
地
に
お
い
て
す
ら
知
ら
れ
て
い
る
奴
隷
に
比
し
て
や
＼
緩
か
な
種
類
だ
と
い
う

の
に
過
ぎ
な
い
。
彼
等
は
主
人
に
属
す
る
と
い
う
よ
り
は
そ
の
土
地
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
そ
の
土
地
と
一
緒
な
ら
ば

売
ら
れ
た
が
、
切
り
離
し
て
売
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
等
は
主
人
の
同
意
さ
え
あ
れ
ば
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

上
は
、
主
人
と
い
え
ど
も
夫
婦
を
別
々
の
人
に
売
つ
て
そ
れ
を
離
別
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
主
人
が
彼
等
を
不
具
に
し
た
よ
う

な
場
合
に
は
普
遥
僅
か
な
り
と
は
い
え
、
刑
罰
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
彼
等
は
財
産
を
も
つ
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
彼
等

の
も
つ
も
の
は
直
ち
に
主
人
の
も
の
で
あ
っ
て
、
主
人
は
任
意
に
こ
れ
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
奴
隷
を
用
い
て

や
る
耕
作
や
改
良
が
、
主
人
の
も
の
で
あ
る
の
は
当
然
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
費
用
も
主
人
の
も
の
で
あ
っ
た
。
種
子
や
家
畜
や
耕
作
器
具
の
す

べ
て
は
主
人
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
は
彼
の
利
益
の
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
奴
隷
が
う
る
と
こ
ろ
は
そ
の
日
そ
の
日
の
生
活
だ
け
で
あ

っ
た
。
こ
う
い
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
土
地
を
占
有
し
そ
れ
を
彼
自
身
の
奴
隷
を
使
っ
て
改
良
し
た
も
の
は
も
と
よ
り
土
地
の
所
有
者
そ

の
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
奴
隷
制
度
は
今
も
な
お
ロ
シ
ア
、
ボ
ー
ラ
ン
ド
、

部
に
存
す
る
。
こ
れ
が
全
然
そ
の
跡
を
絶
つ
に
至
っ
て
い
る
の
は
、

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
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国
富
論
」
第
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第
二
十
三
巻

こ
の
よ
う
に
三
圃
制
度
の
農
業
と
家
内
手
工
業
と
に
よ
っ
て
自
然
経
済
の
基
礎
が
与
え
ら
れ
、
厳
重
な
身
分
制
度
が
う
ち
た
て
ら
れ
て
い
た

こ
う
し
た
き
ょ
う
こ
な
封
建
的
な
社
会
檻
造
が
よ
う
や
く
動
拇
し
は
じ
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
国
貿
易
が
発
達
し
、
ま
た
製
造

「
外
国
貿
易
と
製
造
業
と
は
、
漸
次
に
大
土
池
所
有
者
に
彼
等
が
そ
の
土
池
の
全
剰
余

生
産
物
と
交
換
し
得
る
よ
う
な
、
そ
し
て
ま
た
小
作
人
や
従
者
に
わ
け
て
や
ら
な
い
で
自
分
だ
け
で
消
費
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、
あ
る

物
を
供
給
す
る
に
至
っ
た
。
何
で
も
み
な
自
分
の
も
の
だ
。
人
に
は
一
切
や
ら
な
い
。
と
い
う
の
が
、
批
昇
の
い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
、

人
間
の
支
配
者
の
卑
し
む
べ
き
金
言
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
等
が
彼
等
の
地
代
の
全
価
値
を
自
ら
消
費
す
る
方
法
が
み
つ
か

れ
ば
、
彼
等
は
も
う
そ
れ
を
他
人
に
分
け
よ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
は
一
対
の
グ
イ
ヤ
モ
ン
ド
入
り
の
バ
ッ
ク
ル
ま
た
は
こ
れ
に
類

す
る
埒
も
な
い
無
用
の
も
の
を
得
ん
が
た
め
に
、
そ
の
代
り
と
し
て
彼
等
は
一
年
間
に
亘
る
数
千
の
人
々
の
生
活
資
料
を
、
或
は
そ
れ
と
同
一

物
で
あ
る
生
活
資
料
の
価
格
を
与
え
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
一
緒
に
こ
の
生
活
資
料
が
彼
等
に
与
え
る
こ
と
の
出
来
た
す
べ
て
の
貫
禄
と
権
力

と
を
も
与
え
た
。
と
い
う
の
は
、
バ
ッ
グ
ル
は
完
全
に
彼
等
自
身
の
も
の
と
な
り
他
の
人
間
は
一
人
と
し
て
そ
の
分
前
に
与
る
こ
と
は
で
き
な

い
も
の
で
あ
っ
た
の
に
、
昔
流
の
消
費
な
ら
ば
、
彼
等
は
そ
れ
を
少
く
と
も
一
千
人
に
分
け
て
い
た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
う

ち
ど
ち
ら
か
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
判
断
者
に
と
つ
て
こ
の
差
異
は
全
く
決
定
的
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
あ
ら
ゆ
る
虚
栄
心
の
中
で
最
も

工
業
が
勃
興
す
る
に
お
よ
ん
で
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

（二）

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
場
舞
論

第
三
•
四
号

六



子
供
ら
し
い
最
も
劣
等
に
し
で
最
も
け
が
ら
わ
し
い
も
の
を
満
足
す
る
こ
と
の
た
め
に
、
彼
等
は
彼
等
の
一
切
の
施
力
と
椛
威
と
を
次
第
に
引

き
渡
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
」

こ
＼
に
外
毘
貿
易
と
い
つ
て
い
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
地
中
海
貿
易
時
代
の
貿
易
の
こ
と
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宮
廷
財
政
の
も
よ
う
が
変
え
ら

れ
、
延
い
て
は
ま
た
封
建
的
な
梱
力
機
構
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
こ

4
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

地
中
海
を
中
心
と
し
た
当
時
の
貿
易
は
東
洋
の
珍
奇
品
を
主
と
し
、
権
勢
者
の
虚
栄
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
の
虚
栄
は
、

の
離
禄
を
ひ
き
お
こ
し
、
そ
し
て
他
方
で
は
ま
た
貢
租
の
誅
求
を
ひ
き
お
こ
し
た
。

七

厳
重
に
す
る
と
い
う
矛
盾
し
た
や
り
方
が
は
た
ら
い
た
。
し
か
し
、
最
後
に
上
部
か
ら
の
そ
う
し
た
動
き
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
下
部
か
ら
の

動
き
に
よ
っ
て
封
建
社
会
の
全
体
は
根
底
か
ら
崩
壊
せ
し
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
製
造
業
が
勃
興
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

製
造
業
は
、
ざ
い
ら
い
農
民
家
族
の
家
内
手
工
業
と
し
て
い
と
な
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
自
然
経
済
が
、
そ
う
し
て
封
建
制
度
が
そ
れ
を
土

台
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
製
造
業
が
農
民
家
族
の
家
内
手
工
業
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
か
ら

分
離
し
て
専
門
的
な
職
業
と
し
て
営
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
事
情
は
全
く
変
つ
て
し
ま
う
。
ま
た
こ
の
よ
う

に
し
て
原
料
産
業
か
ら
加
工
々
業
が
分
離
す
る
の
み
で
は
な
く
、
原
料
産
業
お
よ
び
加
工
々
業
の
お
の
お
の
に
お
い
て
種
々
様
々
な
特
殊
部
門

が
分
離
し
、
そ
れ
ら
の
各
々
に
お
い
て
特
殊
な
生
産
物
が
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
更
に
一
段
と
著
し
い
変
化
が
起
つ
て
く
る
こ
と
に
も

な
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
物
が
す
べ
て
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
る
こ
と
ド
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
然
に
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
、
貨
幣
と
ま
た

ほ
商
品
と
交
換
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
4
な
る
。
人
々
の
全
生
活
が
こ
の
交
換
を
通
じ
て
は
じ
め
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
4
な
る
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
場
珪
諭

第
二
十
三
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三
•
四
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し
、
他
方
で
は
制
度
を
ま
す
ま
す

一
方
で
は
家
臣
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こ
の
よ
う
な
変
化
が
社
会
構
成
上
の
変
化
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ア
グ
ム
・
ス
ミ
ス
は
国
富
論
第
一
篇
を
分
業
論

に
か
き
お
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
分
業
の
発
達
の
結
果
と
し
て
こ

4
に
新
た
に
誕
生
し
た
商
品
生
産
社
会
の
理
解
の
た
め
に
彼
は
「
人
々

が
商
品
を
貨
幣
と
、
或
は
商
品
を
商
品
と
交
換
す
る
に
当
つ
て
自
然
的
に
守
ら
ざ
る
を
得
な
い
法
則
は
何
で
あ
る
か
、
こ
れ
が
私
が
吟
味
し
よ

こ
の
法
則
は
商
品
の
相
対
価
値
、
或
は
交
換
価
値
と
よ
ば
る
ト
も
の
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
、

経
済
学
を
う
ち
た
て
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
原
料
産
業
と
加
工
々
業
と
は
家
父
長
的
農
民
家
族
の
中
に
相
住
い
し
て
い
た
。
そ
の

結
果
と
し
て
の
い
ろ
い
ろ
な
制
約
が
お
か
れ
て
い
た
。
い
ま
加
工
々
業
は
原
料
産
業
か
ら
独
立
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
約
か
ら
解
放

さ
れ
、
そ
の
生
産
性
に
は
新
し
い
段
階
が
現
わ
れ
、
支
配
者
の
上
層
を
一
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
農
民
階
紋
の
す
べ
て
を
も
含
め
て
商
品
流
通

の
相
手
と
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
商
品
流
通
が
支
配
を
確
立
し
て
い
く
に
し
た
が
つ
て
必
然
的
に
そ
こ
に
は
経
済
的
な
諸

関
係
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
4
な
る
。

ス
ミ
ス
は
そ
れ
ゆ
え
に
経
済
学
の
建
設
に
す
4
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
の
加
工
々
業
が
そ
の
内
部
で
さ
ま
ざ
ま
な
部
門
を
相
互
に
分
離
し
、
造
り

出
す
と
同
じ
ょ
う
に
、
そ
れ
自
身
の
内
部
に
或
は
地
方
別
に
或
は
経
営
組
織
別
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
で
の
専
門
化
を
と
げ
る
こ
と
＼
な
る
。
こ

の
よ
う
な
商
業
的
農
業
は
加
工
々
業
の
分
離
と
独
立
、
つ
ま
り
社
会
的
分
業
の
必
然
の
結
果
と
し
て
発
生
す
る
。
す
な
わ
ち
、
加
工
々
業
の
原

料
に
対
す
る
需
要
の
増
大
、
な
ら
び
に
都
市
人
口
の
生
活
資
料
に
対
す
る
需
要
の
増
大
に
伴
つ
て
発
展
す
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
需
要
は
、
前
者

は
増
大
し
た
全
部
が
有
効
に
働
く
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
生
活
水
準
を
低
く
す
れ
ば
そ
の
ま
4

の
大
き
さ
の
需
要
が
生
ず
る
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
前
者
の
影
響
は
後
者
の
そ
れ
よ
り
は
よ
り
直
接
的
な
も
の
で
あ
り
、
よ
り
強
く
現
わ
れ
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
料
産
業
の
首
位
に
立
つ
農
業
は
、

う
と
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
。

八



九

さ
て
商
品
経
済
は
資
本
主
義
へ
と
発
展
す
る
。
商
品
流
通
の
最
高
の
形
態
は
資
本
家
的
生
産
を
基
礎
と
し
て
う
ち
た
て
ら
れ
る
。
こ
＼
に
は

単
な
る
商
品
生
産
者
の
か
わ
り
に
一
方
の
が
わ
に
は
生
産
手
段
の
所
有
者
が
、
他
の
一
方
の
が
わ
に
は
賃
金
労
働
者
が
現
わ
れ
る
。
か
つ
て
の

独
立
小
生
産
者
は
か
れ
ら
自
身
の
生
韮
手
段
、
す
な
わ
ち
土
地
、
労
働
用
具
、
作
業
場
な
ど
を
失
う
。
そ
れ
は
他
人
の
手
に
移
り
資
本
へ
と
転

化
さ
れ
、
工
場
制
手
工
業
の
段
階
を
経
て
、
機
械
制
近
代
工
業
へ
と
発
展
す
る
。
人
間
労
働
の
生
産
力
は
こ
う
し
た
資
本
主
義
の
成
立
と
発
展

を
つ
う
じ
て
飛
躍
的
な
増
大
を
と
げ
る
。
と
同
時
に
独
立
小
生
産
者
が
自
己
の
消
費
に
あ
て
た
生
産
物
は
新
し
い
資
本
制
商
品
と
し
て
生
産
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
商
品
流
通
は
増
大
す
る
の
み
な
ら
ず
、
生
産
が
拡
大
す
る
に
応
じ
て
新
し
い
道
具
や
機
械
、
原
料
、

補
助
原
料
、
連
搬
手
段
、
等
々
に
対
す
る
生
産
力
の
増
大
そ
の
も
の
か
ら
す
る
新
し
い
需
要
が
作
り
出
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
商
品
流

通
は
ま
た
著
し
く
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
商
品
流
通
の
流
れ
の
中
に
、
こ
の
生
産
手
段
が
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
資
本
主
義
的
生
産
方
法

と
直
接
に
関
連
し
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
商
品
流
源
は
そ
の
た
め
に
質
的
な
拡
大
を
と
げ
る
に
至
る
。

資
本
家
の
致
富
が
滸
費
手
段
に
対
し
て
市
場
の
増
大
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
小
生
産
者
が
自
己
の
生
産
手

段
を
う
し
な
い
、
貧
困
化
す
る
こ
と
す
ら
も
消
費
手
段
に
市
場
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
家
父
長
的
農
民
の
安
楽
が
消
え
て
な
く
な
る
こ
と

＼
か
れ
の
手
に
貨
幣
手
段
の
量
が
増
加
す
る
こ
と
は
両
立
す
る
。
か
れ
の
破
滅
が
進
め
ば
、
進
む
程
、
か
れ
は
ま
す
ま
す
労
働
力
の
販
売
に

た
よ
る
以
外
に
は
な
く
な
り
、
生
活
手
段
の
ま
す
ま
す
大
き
な
量
を
市
場
に
お
い
て
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

遊
離
さ
れ
た
部
分
と
共
に
彼
等
の
栄
養
手
段
も
ま
た
遊
離
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
可
変
資
本
の
、
す
な
わ
ち
労
働
力
の
購
買
に
向
け
ら
れ
る
資

本
の
素
材
的
要
素
に
転
ず
る
。
農
村
民
の
収
奪
と
配
置
と
は
、
労
働
者
と
共
に
単
に
彼
等
の
生
活
手
段
お
よ
び
彼
等
の
労
働
素
材
を
涯
業
資
本

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
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市
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坦
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民
の
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（三）

資
本
主
義
は
か
よ
う
に
商
品
流
通
を
ま
す
ま
す
支
配
的
な
も
の
た
ら
し
め
る
。

よ
っ
て
、
市
場
は
事
実
上
社
会
の
経
済
的
諸
行
程
を
統
御
し
規
制
す
る
に
い
た
る
。
か
4

る
関
係
は
、
社
会
的
分
業
の
発
展
の
結
果
と
し
て
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
社
会
的
分
業
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
職
分
を
分
化
せ
し
め
る
過
程
で
あ
る
が
、
分
化
し
た
あ
と
あ
ら
ゆ
る
職
業
を

市
場
と
い
う
媒
介
物
を
造
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
全
一
的
な
統
一
の
中
に
編
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
「
国
富
論
」
第
三
篇

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
「
国
富
論
」
第
一
篇

そ
こ
で
市
場
の
理
論
に
つ
い
て
直
ち
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
市
場
の
内
部
法
則
は
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
市
場
と
は
生
産
物

が
相
互
に
等
価
と
し
て
醤
か
れ
る
関
係
を
い
う
。
絢
価
と
し
て
置
か
れ
る
商
品
は
そ
の
各
々
が
価
値
を
有
す
る
。
ア
グ
ム
・
ス
ミ
ス
は
そ
の
商

品
の
価
値
は
生
産
の
た
め
に
投
下
さ
れ
た
人
間
労
働
の
量
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
し
た
。
商
品
の
価
値
は
資
本
家
階
級
と
労
働
者
階
級
と
地

主
楷
級
と
が
社
会
の
三
大
階
級
と
し
て
存
在
す
る
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
三
大
偕
級
の
所
得
、
す
わ
ち
莉
潤
と
労
賃
と
坦
代
の
元

本
を
な
す
。
ア
グ
ム
・
ス
ミ
ス
は
各
階
級
の
こ
れ
ら
の
所
得
は
商
品
価
値
の
構
成
部
分
と
し
て
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
彼

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
場
理
論

第
四
章
。
大
内
兵
衛
訳

第
四
章
。
大
内
兵
衛
訳

（一）

六
四
頁
。

（二）

の
た
め
に
遊
離
す
る
に
と
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
国
内
市
場
を
造
出
す
る
。

第
二
十
三
巻

二
三
九
頁
。
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一
ニ
・
四
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と
こ
ろ
で
市
場
が
増
大
し
、
ま
た
市
場
が
拡
大
す
る
こ
と
に

1
0
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ダ
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し
か
る
に
彼
は
投
下
労
働
量
説
を
す
て
＼
支
配
労
働
説
を
と
り
あ
げ
、

は
い
う
ー
「
例
え
ば
穀
物
の
価
格
に
お
い
て
は
一
部
分
は
土
地
所
有
者
の
地
代
を
支
払
い
、
他
の
部
分
は
そ
の
生
産
に
お
い
て
使
用
せ
ら
れ
た

こ
れ
ら
一
二
つ
の
構
成
部
分

は
、
直
接
に
あ
る
い
は
究
柩
に
お
い
て
、
穀
物
の
全
価
格
を
な
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
借
地
農
業
者
の
資
本
又
は
家
畜
お
よ
び
他
の
農
業
の
補

助
手
段
の
損
耗
を
補
償
す
る
た
め
に
、
第
四
の
部
分
が
必
要
で
あ
る
と
想
定
す
る
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
人
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
農

業
上
の
用
具
や
補
助
手
段
の
価
格
は
例
え
ば
役
馬
の
価
格
の
ご
と
き
も
、
そ
れ
自
身
こ
れ
ら
三
つ
の
価
格
構
成
部
分
か
ら
復
合
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
し
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

「
故
に
穀
物
の
価
格
は
馬
の
価
格
も
含
ん
で
い
る
に
せ
よ
、
総
価
格
は
直
接
に
か
又
は
結
局
に
お
い
て
か
一
二
つ
の
部
分
に
分
解
す
る
。
」

ス
ミ
ス
の
未
熟
な
理
論
を
い
ち
い
ち
批
判
し
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ー
ト
の
純
生
産
の
理
論
に
た
い
し
て
労
働
価

値
説
を
う
ち
た
て
た
か
れ
が
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
品
価
値
の
不
変
資
本
、
可
変
資
本
お
よ
び
剰
余
価
値
の
三
部
分
へ
の
分
解
を
見
究
め

え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
最
も
大
き
な
弱
点
と
し
て
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
独
立
生
産
者
が
資
本
家
と
労
働
者
と
に
分
化
す
る

結
果
、
か
＼
る
分
化
が
行
わ
る
以
前
に
お
い
て
は
量
的
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
投
下
労
働
量
と
支
配
労
働
量
と
の
間
に
、
前
者
よ
り
は
後
者

が
量
的
に
大
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
事
態
が
発
生
す
る
。
こ
の
こ
と
は
ス
ミ
ス
自
身
が
ぶ
ち
あ
た
っ
た
問
題
で
あ
る
。
彼
は
そ
こ
か
ら
出
発
し

て
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
生
産
物
の
一
部
は
資
本
家
の
た
め
に
留
保
さ
れ
る
に
い
た
る
こ
と
を
、
そ
し
て
こ
の
留
保
は
、
労
働
者
の
雇
入

れ
の
た
め
に
前
貸
し
さ
れ
た
資
本
部
分
、
す
な
わ
ち
労
賃
は
、
労
働
者
の
維
持
に
必
要
と
さ
れ
る
以
上
に
剰
余
を
生
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
こ
と
を
展
開
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

第
二
十
三
巻
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労
働
者
と
役
畜
の
賃
金
と
維
持
費
を
支
払
い
、

そ
し
て
第
―
―
一
の
部
分
は
借
地
農
業
者
の
利
潤
を
支
払
つ
て
い
る
。

そ
れ
と
同
時
に
労
働
価
値
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説
か
ら
生
産
費
説
へ
と
俗
悪
化
の
み
ち
を
た
ど
っ
た
。
資
本
主
義
社
会
の
根
底
に
横
た
わ
る
剰
余
価
値
の
問
題
か
ら
は
そ
れ
て
し
ま
っ
た
。

か
れ
の
い
う
資
本
家
の
利
潤
、
お
よ
び
土
地
所
有
者
の
地
代
は
、
生
韮
費
の
項
目
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
商
品
価
格
の
構
成
部
分
で
は
あ
る
が
、

商
品
価
値
は
そ
れ
ら
を
も
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
説
明
さ
れ
な
い
。
商
品
価
値
は
商
品
価
格
の
前
提
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
ず

そ
れ
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
資
本
家
の
利
潤
、
及
び
土
地
所
有
者
の
地
代
を
も
ち
出
す
前
に
、
ま
ず
剰
余
価
値
の
成
立

る
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
し
て
問
題
の
解
決
を
無
限
の
か
な
た
に
押
し
や
り
、
結
局
に
お
い
て
何
物
も
説
明
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
を
こ
の

よ
う
な
誤
り
に
み
ち
び
い
た
原
因
は
不
変
資
本
と
可
変
資
本
と
の
根
本
的
な
区
別
、
す
な
わ
ち
、
前
者
は
す
で
に
体
化
さ
れ
た
労
働
で
あ
る
の

に
対
し
て
後
者
は
そ
れ
以
前
の
生
き
た
労
働
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
剰
余
価
値
を
新
た
に
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

商
品
の
価
値
は
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
次
の
三
つ
の
部
分
か
ら
成
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日

地
代
と
し
た
。
も
し
ア
グ
ム
・
ス
ミ
ス
の
い
う
が
ご
と
く
、
商
品

の
価
値
を
労
貨
、
利
調
、
地
代
と
し
て
労
働
者
、
資
本
家
、
土
地
所
有
者
に
割
当
て
4
し
ま
い
、
そ
れ
ぞ
れ
所
得
と
し
て
個
人
的
に
消
費
し
て

し
ま
う
も
の
と
す
れ
ば
ど
う
い
う
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
個
人
的
な
消
費
が
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
成
立
つ
て
い
る
年
々
の
生
産
的

な
消
費
の
全
部
を
喰
い
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
別
の
箇
所
で
ア
グ
ム
・
ス
ミ
ス
自
身
問
題
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

剰
余
価
値

3

ア

グ

ム

・

ス

ミ

ス

は

こ

れ

を

日

労

賃

⇔

利

潤

同

な
か
っ
た
こ
と
に
存
す
る
。

も
う
―
つ
の
問
題
は
、

か
れ
が
不
変
資
本
は
結
局
に
お
い
て
、

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
先
決
の
問
題
で
あ
る
。

労
賃
、

利
潤
、

不

変

資

本

目

可

変

資

本

国

地
代
に
分
解
す
る
と
い
う
見
解
を
と
つ
て
い
る
こ
と
で
あ



で
あ
る
。

「
一
大
国
の
す
べ
て
の
住
民
の
総
所
得
は
、
そ
の
土
地
と
労
働
の
全
年
生
韮
物
を
包
括
す
る
。
鈍
所
得
は
第
一
に
彼
ら
の
固
定
資
本
お

よ
び
第
二
に
彼
ら
の
流
動
資
本
の
維
持
に
対
す
る
支
出
を
控
除
し
た
の
ち
に
彼
等
の
手
許
に
の
こ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
部
分
、
す
な
わ
ち
彼
等

が
そ
の
資
本
を
侵
蝕
す
る
こ
と
な
く
し
て
彼
等
の
直
接
の
消
費
に
当
ら
れ
る
元
本
に
附
け
加
え
う
る
、

益
品
、
お
よ
び
娯
楽
品
の
た
め
に
支
出
し
う
る
と
こ
ろ
の
部
分
を
包
括
す
る
。
」

若
し
く
は
彼
等
の
生
活
必
需
品
、
便

国
の
総
生
産
物
の
う
ち
か
ら
不
変
資
本
を
除
外
し
て
、
残
余
の
可
変
資
本
部
分
お
よ
び
剌
余
価
値
部
分
と
は
個
人
的
消
費
の
な
か
に
入
る
。

不
変
資
本
は
個
人
的
泊
費
の
な
か
に
は
入
ら
な
い
。
彼
は
こ
＼
で
は
こ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
社
会
的
総
資
本
の
再
生
産
と
流
逓
の
過
租

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
個
人
的
消
費
の
対
象
と
な
る
生
産
物
部
分
と
、
生
産
的
消
費
の
対
象
と
な
る
生
産
物
部
分
、
い

4
か
え
れ
ば
消

費
手
段
と
生
産
手
段
と
へ
の
総
生
蘇
物
の
二
大
分
割
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ア
グ
ム
・
ス
ミ
ス
が
こ
＼
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
こ
と
の
認
識

に
接
近
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
如
く
社
会
的
分
業
に
よ
っ
て
個
別
の
生
産
に
移
さ
れ
た
各
種
各
様
の
専
門
的
な
産
業
は
、
相
互
に
市
場
と

な
り
合
い
、
個
別
の
生
産
物
の
価
値
を
実
璃
す
る
。
個
別
の
生
産
物
が
個
々
の
交
換
を
通
じ
て
結
ば
り
合
う
価
値
論
的
な
観
点
と
は
別
に
、
も

ぅ
―
つ
の
あ
ら
た
な
る
観
点
、
す
な
わ
ち
産
業
の
全
体
を
通
じ
て
の
生
産
物
の
自
然
形
態
に
お
け
る
代
償
の
饒
点
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
し
な
く
て
は
社
会
全
体
と
し
て
の
商
品
価
値
の
存
在
を
と
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
社
会
の
全
体
と
し
て
の
生
産
物
は
、
個
別
の
生
蘇

物
と
同
様
、
不
変
資
本
、
可
変
資
本
、
お
よ
び
剰
余
価
値
か
ら
成
立
つ
と
共
に
、
そ
れ
ら
は
ま
た
生
産
的
消
費
に
あ
て
ら
れ
る
部
分
と
個
人
的

消
費
に
あ
て
ら
れ
る
部
分
と
に
二
大
分
割
さ
れ
る
。
商
品
価
値
の
三
部
分
分
解
と
社
会
的
産
業
の
二
部
門
分
割
と
は
実
躙
理
諭
の
基
本
的
命
題

あ
る
。
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ダ
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