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巻

(箋

號

三

こ

入
四
Q

.

ビ

ユ
ツ

ヘ
ル

の

維

濟

階

段

説

・
.
に

就

て

本

庄

榮

治

邸

内
p
ユ

霧
島
o「
は

そ
の

著

U
富

国
算
ω邑
μ呂
σq

α
O
「

<
o
宗
旨
ヰ
冨
o
富
津

話
O
ω
に
於
て
論

じ
て
曰
く
『
國
民
脛

濟
は
過
去
敷
千
年
来
獲
達

の
結
果

に
し
て
近
世
的
国
家

の
起

る
に
及
ん
で
始
め
て
成
立
し
だ
る
も
の
な
り
。
そ

の
以
前
に
あ
り
て
は
人
類
は
長
時
期

の
間
全
く
交
換
を

重
要
視
せ
す
域
は
生
産
者

ご
消
費
者

こ
の
直
接
交
換
に

よ
ヶ
て
そ
の
纒
濟
を
瞥

み
し
も

の
也
。
今
か
く
の
如
き

歴
史
的
獲
展
.の
跡
を
究

め
ん
ε
す
る
に
當
紅
て
は
、
そ

の
一観
察
黙
は
宜
し
く
之
を
過
去
現
在

の
郷
一濟
現
象

の
本

質

を
捕
捉
し
得

へ
き
所

に
求

め
ざ
る
べ
か
ら
争
。
而
し

て
之
演
爲
に
は
財

の
生
産
清
費

の
關
係
、
.換
言
す
れ
ば

貨
物

が
生
産
者
よ
り
消
費
者

に
至
る
ま
て
に
脛
過
す

へ

き
道
程

の
長
短
に
よ
り
て
観
察
す
る
こ
ε
を
最
も
滴
當

ε
す

へ
し
。
こ
の
観
察
黙
に
基
き
て
論
ず
る
と
き
は

一

般
経
済

の
獲
蓮
、
殊

に
中
駄
面
鰍
の
國
茂
に
於
け

る
経

済

の
獲
達
は
、
封
鎖
的
家
内
脛
濟
、
都
市
経
済
及

び
國

,

『
フaufl.〔1910)S.9`)N.11

㌧

」

...
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「

■

民

紹
一濟

の
一二
階
段

に
分

つ
こ
ご
を
得
円
へ
き
も

の
也
」
ε
o

.

⇔d
骨
冨
「
は
右

三
時
代

の
跡

荷
経

濟
装

蓬

以
前

の
欺

.

態

ご
し

て
個

人
的
食

料

探

索

時

代

(
∪
δ

ω
さ
融

亀
聖

跡

ぎ
畠
⊆
α
二
告
o
ロ

Z
聾
口
口
σq
。。σ己o
ゴ
o
)

な
る
も

の
を
説

け

力

こ
は
現
今
知

り
得

へ
き
自

然
人
民

の
最

も
幼

稚
な

る
生

活

状
態

を
意
味

す
る
も

の
に
あ
ら

す
し
て
、
そ

の
生

活

擬
態

の
中
、
最
も
原

始
的

生
活

方

法
に
よ
り
て
生
し

た

る
も

の
ε
考

へ
ら

る
Σ
諸

般

の
特

徴

を
蒐
集

し
、

こ
れ

ら

の
特
徴

よ
り
推
究

し
て
今
日

の
自
然

人
よ
り
も
更

に

}
屠
溯

れ

る
原

始
人
類

の
生
活

歌
態

を
思
想

上
構
成

せ

る
も

の
に
外

な
ら
ざ

る
也
。

而
し
て

bd
宮
び
興

の
説

く

所

に
よ
れ

は
、
こ

の
時

代

に
於

て
は
各
人

は
自
己

の
肉

騰

以
外

に
何
等

の
武
器

道
具
を
宿

せ
す
、
或

種

の
獣

類

ご
同
じ
く
同
類

ご
共

に

…
定

の
地

域
内

を
彷

徨
し
、

手

&
共

に
足

を
心

巧
妙

匹
使

用
し
て

.
物

を
捕

へ
樹

木

に

.

登
攀

し
、
男

子
も
女
子

も
絡

て
手

を
以

て
捕

へ
、
又

は

爪

を
以

て
地

中
よ

り
掘
出

し
得

る
も

の
、
即

ち
小
動

物

、

草
根
…樹
實

等
を
其
儘

に
食
料

ご
せ

る
も

の
に
し
て
、

彼

等

は
食
料
獲

得

の
な

め
に

或
は
大
小

の
群

を
な
し
或

は

分
散

せ

る
こ

ご
あ

る
も
、
出小
た

一
の
雌

曾
[を
作

る
に

は

難

路
即

ビ
ユ
ツ

ヘ
ル
の
偲
脂
揖
階
…段
甜
酬に
戯
罪
㌧

至
ら
す
、
唯
個
人
的

に
食
料
を
探
索
せ
る
生
活

の
み
を

な
せ
る
に
過
ぎ
さ
る
也
。
而
し
て
此

の
如
き
は
原
始
穐

濟
状
態
泣
い
は
ん
よ
り
は
、
寧
ろ
原
始
非
経
濟
歌
態

と
、

巻

も

い
ふ

τ

、
未
だ
経
濟

な
る
も

の
姦

生
せ
さ
り
し

梱

時
代
な
り
。
蚤
こ
の
聴
代
に
於
て
人
類

は
も
こ
よ
り
個

飆

々
の
経
濟
醜
行
爲
を
警
め
り
と
雄
馬
そ

の
行
爲
な
る
や

灘

未
生

定
の
秩
序
計
識
に
ぢ

て
支
配
せ
ら
れ
た
る
も

鰹

の
に
非

る
か
故
に
、
未
だ

「
経
済
』
を
形
成
ず
る
に
至

圃

・
言

・
を
以
て
也
・
・
れ
・
次
・
て
震

・
碁

最

購

初

の
纏
濟
階
警

、
即
ち
封
鎖
的
家
内
経
済
な
り
。
散

.

撫

に

窪
星

羅

濟
獲
達

の
階
級

こ
し

て
通
常
考

へ
ら

獺

る

＼
所

の
も

の
は

、
こ

の
家

内
経
済
以
下

の
三
階
段

な

泌

り
。
倉

の
三
階
段
の
特
徴
喬

毘

説
明
す
れ
は
左

脚

の
欝

　

　

　

　

　

.り巨
㌦

購

皆

の
　

碁

　

島

　

・
…・・…
『
登

こ
の
時
代
に
於

認

て
は
、
自

家

に
於

て
需
要

す

る
所

の
も
め
は
圭

達
し
て

.
愚

之
を
自
家
に
就
て
生
肇

・
も
の
に
し
て
、
.護

岳
.

罐

費
ε
は
殆
ん
ε

一
家
内
に
於
て
行

は
れ
、
敢
て
他
家
他

5
米

門
の
脛

濟

ご
接

濁
す

る
所
な
き
を
常

と
す
。
さ
れ
は

助
句

.

第
八
巻

(第
六
號

=

三

)
.
入
四

一

.

●

卜



辱

雑

録

ビ

ユ
ツ

(
ル
の
纒
濟
階
段
珊
晒
に
就

て

.

ゆ
蓉
7
㊤

は

こ
の
時
.代

を
以
て
純

自
給

生

産

若

く
は
交

換

な
き
脛
濟

(邑
器

田
αq
。
ぞ
「。
山
⊆
ξ
【。
p

計
器
n三
。
u・。

≦

同「匿
鼻
㊤
津
)
と

い

へ
る
が

そ

の

意

は

交
換
絶
無

の
時

代

な
る
こ
と
を
示
す
も

の
に
あ

ら
す
し
て

、
な
ま
一

交

換

の
現
象
存

す

る
も
未
投
継
濟
生
活

上

の

一
要
素

π

る
重
要

な
る
地

位
を
占

る
に
至

ら
す
、
僅

か
に
偶
然

的

附

加
的

現
象

た

る
に
過

ぎ
さ
る
こ
&
を

い
ふ
も

の
也

。

第

二
期

。
都

市

輕

濟

の
階

段

(
O
δ

6り
ε
冊

匹o
憎

ω
[巴
ヨ

葺
・・o
}函
3

こ

の
帖府
代

に
於

て
は
財
は
生
産
純

濟

よ
り
直
接

に
消
費

纏
濟

に
移

る
も

の
に
し

て
詳
言
す

れ

は
自

己

の
需
要

せ
ん

ヒ
す

る
所

の
も

の
を
他

人

に
生

産

せ
し

め
、
生
産

者
消

費
者

の
闘

に
直
接

交
換
を

な
す

も

の
也
。
故

に
慮
需

生
産

に
し
て
直

接
交

換
時

代

な

り

(困
・口
牙
口
蔑
巳
島
二
。9

ユ
一「oζ
①
}
臣
冨
⊆ω警

)

之
を

都

市
経

済

ε
い
ふ
は
、
中

世

の
後
半

、
都

市
獲
達

す

る

に

及

ん
で

こ

の
現
象
盛

に
行
は
れ

穴

る
を
以

て
也
。

.

第

三
期
。

國

民

脛

濟

の

階

段

(O
【○

ω
且
ず

α
興

く
o
回認
三
蕾

6
罫
δ

こ

の
時
代

に

於

て
は

貨
物

か

生
産

せ
ら
れ

て
消
費

せ
ら

る
る
迄

に
は

多

く

の
経
済

主
驚
を

.

道

過

せ
さ
る
可

ら
さ

る
を
常

&
す
。
帥

ち
財

の
生
産

は

第
入
谷

(第
六
號

一
二
四
)

入
四
二

消
費
者

の
往
交
に
基
く
も

の
に
あ
ら
す
、
二

股
市
場
に

油
け
.る
需
要
を
見
込
み
商
品
&
し
て
生
.座
す
る
も

の
に

し
て
、
消
費
者
も
生
産
者

よ
り
直
接
に
そ
の
所
要
品

を

●

求

め
す

し
て
.

市
場

に

提
供

せ
ら
れ

だ
る

貨
物
を

ε

り
て
之
を
消
費

す
る
也
。
故

に
貨
物

か
生
産
者

よ

り
清

費
者

の

手

に

移

る
迄

に
は

幾
多

の

仲
介
者

を
経

る
も

の
に
し

て

所

謂
財

の
循

環
な

る

現
象

を
生

す
。

故

に
.

こ

の
時
代
は
商
品
生
産

に
し
て
叉
貨
物
循

環

の
時
代
也

つ
ぐ
㌍
①
ぞ
δ
α
⊆
写
凶o
P

Qq
ε
諭

自
窃

Ω
5,冨
≡
巳

碧
捨
苗
)
而
し

て
こ
れ
を
国
民
経
済

こ

い
ふ
所
以

は
、
近

世
的

國
家
成

立

の
後

に

お
い
て
こ

の
現
象

か
士
⊥
こ
し

て
行
は
、る

、
に

至
り
し
を
以

て
也
Q

以

上
述
ふ

る
所

の
家
内

輕
濟

、
都
市
経
済

、
國
民
脛

濟

の
三
階
段

説

は

一
般

に

認

め
ら

る
＼
所

に
し

て
(註
V

叉

ビ

ユ
ソ

ヘ
ル
の
説

こ
し
て

承
認

せ
ら

る

Σ
所

の

も

の
な

る
が
近
時

プ

レ
ソ
ゲ
激
授

の
研
究

に
よ
れ

は
既

に

シ
エ
ソ

ペ
ル
ヒ
は

一
八
六
七
年

五
月

N
5

三
「けω。雷
干

野
『
聾

bd
a
象

5
㎝
.畠
8

腎
弓

筈
8

N
5
穿

印
ω①
蕊

言

言
葺
色
些
負

ざ
題

す

る
論

文
を
草
し
之

を

冒
耳
げ
口
o冨
「

象
「
Z
騨
賦
8
巴
無

8
0
邑
o
話
位
曽
鉾
一答
ぎ

切
P

℃
■
に
掲



「

聖

け
た

る
が
、

そ

の
所

説
中

ビ

ユ
ツ

ヘ
ル
の
三
階

段
説

ご

全

く
相
同

し
き
も

の
あ

り
、
故

に
右

の
三
階

段

説
は

ビ

ユ
ツ

ヘ
ル
の
濁
創

に
出

つ
る
も

の
に
あ

ら
す
し

て
、

シ

エ
y
ペ
ル
ヒ
の
謂

ふ

る
所

な
り
建
主

張

せ
ら

る

、
に

至

の

れ

り

。

、

(註

)

じd
臨
o
ゴ
Φ
「

の
説

区
劃
し

て

に

園
山
轟
凌

冒
①
}・o」

○
口
6パ
o
目

しご
巴
o
毛
、

勺
o
。・∩戸

ω
oプ
ヨ
o
=
①
「

諸

氏

の
論
難

あ
り

ミ
雌

、

そ

の
多
く

に
経
済

獲
達

階
段

設

の
性

質

な
理

會
せ

さ

る

に

因

る

か

如

く

未

だ

切
口
nプ
o
「
の
説

た
覆

す

ろ
ド
足
ら

す
。

文

園
屯

に

切
口
∩プ
臼

の
標

準

に
錬
り
な
が
ら
圃
四民
讐

の
次

に
世
界
経
済

を
加

へ
た
う
か
加
害
に
、

全
く
誤
謬
の
修
正
言
い
ふ
の
外
な
し
。
こ
れ
等
の
反
封
説
乃
至
修
正
誠

の
詳
細
に
他
日
稿
な
改
め
て
説
く
所
あ
ら
ん
ε
す
。

今

}、宇
目
⑳
o

鰍
授

の
示

す
.所

に
よ
れ

は

『
シ
エ
ン

ベ

ル
ヒ
は
国
民
経
済

が
全
然
文
化
頚

達

の
結
果

な

る
こ

ε

を
認

め
、
且
歴
史
的
歌
態

の
比
較

を
以

て

一
の
重
要

な

る
観
察
方

法
な
り

ご
し
、

か
く

の
如
き
状
態
即

ち
純

濟

事
情

の
各
時
代

に

お
け

る
全

贈
…の
關

係

(N
焉
猛
昌
α
亀
""

.

」
.
ゴ
・

島
ゆ

唯
皿
島
N①
三
σq
o

N
房
口
日
日
。8

乙
謹

西

山
巽

≦
三
胃
訂
翻
話
害
弩
三
㎝器
)
を
、
先

つ

一
方

に
於

て
は

一

の
統

一
あ

る
全
腔

ご
し
て
観
察

し
、
他

方

に
於

て
は
か

か

る
歌
態

は
絶
え
ず
攣
遷

し
獲
達

す

る
も

の
ご
し
て
観

雄

鎮

ビ

ユ
ッ

ヘ
ル
の
縄
濟
階
段
説

に
就

て

察

せ

る
の
み
な
ら
す
、

か
く

の
如

き
状
態
を
.以

て

一
の

[
模

型
的

の
も

の
、
即

ち
場
合

に
よ

り
て
は
千
差
萬

別

の

形

を
有

す
る
も
、
荷

根
本

の
黙

に
於

て
は
共

蓮

の
關
係

の
存

す

る
こ
ビ
を
認

め
投
り
。
即
「ち

シ
エ
ソ

ベ
〃
ヒ
の

説

に
於

て
は
所
謂
階
段

説
或
は
状
態
説

の
研
究

方
法
上

の
す

へ
て
の
特
徴

を
説

き
、
而
も
.ピ

ユ
ッ

ヘ
ル
よ

り
も

一
思
一明
{瞭
に
論
述

し
た
り
、
な

～
研
究
方

法
」⊥
ビ

ユ
ツ

ヘ
ル
に
存

し
て

シ
エ
ソ

ベ
ル
ヒ
に

鉄

く

る
所

の

も

の

は

、
唯

外

形

的

標

準
即

ち

「販

路

の
長

さ
」

〔目
ぎ
ぴq
Φ

匹
窃

〉
『
ω緯
N毛
Φσq
巴

を
以

て
匠

別

の
標

準

ご
な
す

の
黙

に

あ
り
。
撚

れ

ε
も

シ
エ
ン

ベ
ル
ヒ
も
亦

「
消
費
者

叉

は
商
人

に
封

ず

る
生
産
物

の
販
路
は
、
.同
時

に
完
結

せ

る
生
産

の
目
的

に
し

て
、
叉
新
生
産

の
起
因

な
り
。

こ

・
の
販
路

は
生
産

の
循

環

を
生

せ
し
む

る
動
因
を

な
す
も

の
な
り
」

ご

い

へ
る
を
.以

て
見

れ
ば

ビ

ユ
ッ

ヘ
ル
に

よ

り

て
大
成

せ
ら
れ
た

る
思
想

の
萌
芽

の
存

す

る
所
を

知

る
に
足

る
べ
し
」

ご
o

プ

レ

ン
グ
激
授

は

こ
れ

よ
り
進

み
で

シ

エ
ソ

ベ
ル
ヒ

の
論
文

に

つ
き
家
内

縄
濟

.
都
市
脛
濟

、
国
民
経
済
…の
.

各

項
目

を
分
ち
、
之

を
説

明
す

へ
き
文
章

を
随
所
よ

り

第
八
巻

〔第
六
號

一
二
五
〉

八
四
三

Ylenge,Wirtschaftstufen、 ・.andWirし5chaf[entwicklu唱(Annalenfursocial
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,

雑

錬

ビ

ユ
ツ
ヘ
ル
の
維
濟
階
段
説
.に
就
て

辱

抽

出
排

列
し
、
且
最
後

に
二
三

の
現
象

に

つ
き
各

経

済

状
態

の
比
較
を
も
行

ひ
、
全
く

シ

エ
ソ

ベ
ル
ヒ
の
論

文

の
原
形

を
憂

し
、
殊
更

に

ピ

ユ
ツ

ヘ
ル
の
階
段
説

左
同

様

の
形

式

ε
な
し
以

て
両

説

の
類

似

を
明

か
に

せ
ん

こ

ε
を
努

め
た

り
。

今
直
接

に

シ
エ
ソ

ベ
ル
・
氏
.の
論

文

に
就
き
真
説

を

述

へ
.ん

に
彼

は
ビ

ユ
ツ

ヘ
ル
ご
回

し

く

出
雲
m貧
「7
0
訂
津
.

Q∩
田
田
鼠
「7
∩
プ
p
F

ぐ
o
茅
ω毒
茸
し。o
罫
評

な
る
言
葉

を

用

ひ

且
こ
れ

等

の

脛
濟

歌
態

が

漸
次

に

獲
達

す

る
も

の
な

る
こ
と
を
.認

め
古
代

に
於

て
は
家

内

纒

濟
中

世

に
於

て
は
都
市

経
濟
行

は
れ
近
時
国
民
経

済

の
時
代

ご
な
り
し
こ

ご
を
説
き
た

り
。

把

、
そ
の
湘
晒察

の
標
準

は
圭

こ
し
て
生
産
勢
力
若

く
は
生
産

的
職
業

の

上

に
存

す
る
も

の
」
如

し
。
即
ち

あ
ら
ゆ

る
経
済
的

勢

の

力
は
そ
の
最
も

}
般
的
な
る
分
皿類
に
於
…て
は
、
生
産

の

三
様
.式
に
分
つ
こ
ご
を
得
る
も

の
に
し
て
、
原
料
品
を

獲
得
す
る
こ
ご
、
原
料
粗
製
口m
に
加
工
し
精
製
品
ご
な

す
こ
と
、
及

ひ
原
料
品
精
製
品
を
生
産
者
よ
り
消
費
者

の
手
に
移
す
こ
ご
こ
れ
也
。

こ
の
三
者
は
や
か
て

一
団

民

の
主
要
な
る
職
業
起
る
原
始
産
業
、
工
業
、
商
業

の

三
者
を
あ
ら
は
す
も
の
ご
い
ふ
へ
く
決

し
て
何
れ

の
落

第

入
谷

(鮒
大
勝

=

[六

冒

入
四
四

、代
に
も
存
す
る
も

の
に
あ
ら
す
し
て
、
国
民
輕
濟
の
獲

達
す
る
に
及
ん
で
最
も
明
か
に
行
は

る
、
に
至
り
し
も

の
也
。
.古
代

に
於
て
は
家
計
の
外
に
か
く
の
如
き
脛
濟

組
織
な
く
、
職
業

の
分
立
な
く
、
セ
ゴ
尿
内
経
済

の
存

す

る
あ
り
て
あ
ら
ゆ
る
脛
濟
關
係

の
基
礎
を
形
威
せ

し

も
の
な
り
。
故
に
當
聴
に
於
て
は
こ
.れ
等
三
者

の
生
産
.

的
行
爲
は
何
れ
も

一
の
包
容
的
な
る
家
内
経
済
の
内
部

に
於
て
行
は
れ
た
る
に
過

さ
す
、
か
の
中
世

の
勧
期
濁

逸

に
お
け
る
荘
園

の
如
き
も
亦
種
々
の
關
係
に
於
て
、

こ
の
家
内
輕
濟

に
類
し
、
こ
れ
ら
の
行
爲
は
何
れ
も
・そ

の
荘
園
経
済

の
内
部

に
於
て
行
は
れ
し
も
の
な
り
。
然

る
に
都
市

の
獲
達
ε
共

に
こ
の
家
内
脛
濟

の
如
き
生
産

ロ

共
同
形
式
は
次
第
に
解
消
し
て
、
商
業
先
つ
分
離
濁
立

し
、
原
始
産
業

と
工
業
ご
は
そ
の
始
め
に
は
地
方
的
に

分
立
し
て
、
前
者
は
田
舎
に
、
後
者
は
都
會

に
行
は
る

る
に
至
り
し
も

の
な
る
が
、
後
に
は
更

に

一
層

の
獲
達

を
遂

げ
職
業
上
工
業
と
原
始
産
業
及
土
地
所
有
ε
の
関

係
は
次
第
に
分
離
猫
立
し
、
手
工
業
老
中
此

は
組
合
を
「

組
織
す

る
も

の
あ

る
に
至
れ
り
.
中
世
.都
市
経
済
の
時

代

に
於
て
は

一
の
統

一
あ

る
綜
合
纒
濟

の
左
脚せ
し
も

の

轟



r
.

」

,

に

あ
ら
す
し
で
、
旨沓
地
方
に
個

々
の
麗
濟
.か
存
立
し
、・

各
・々
濁
立
せ
る
」組
織
團
膿
を
加
せ
し
も

の
な
り
。
面
し
.

て
常
時

の
酪
市
は
寧

ろ
道
義
的
團
禮
ε
し
で
住
民

全
膿

の
結
…神
的
物
質
的
率
幅
を
増
潅
}す
る
こ
と
に
努
む

へ
き

も

の
と
考

へ
rら
れ
写
ジか
.の
市
一場
警
察
、
組
A
ロ制
度
風守
に

か
け
る
各
種
、の
政
策
は
、
・そ
の
生
産
者
.に
封
ず
る
ε
消

費
者
に
封
ず
る
ご
叉
.都
市
住
艮

に
封
ず
る
ヒ
外
楽
人

に

封
ず
る
ε
に
か
＼
わ
・ら
す
、
そ

の
精
、紳
は
.何
れ
も
如
上
」

の
趣
意
よ
り
し
て
財

の
生
産
分
配
消
費
に
干
渉
.し
π
る

む

の
に
外
な
ら
す
。
當
時

に
於
て
は
未
旋
十
分
に
経
済
「

上
の
自
由
を
認
め
す
、
.各
個
人
は
全
艘
の
幸
⊥嘱
の
な
め
h

に
は
そ

の
欲
ず

る
所
を
犠
牲

に
供
せ
さ
る
可
ら
す
ご
の

思
想
.　
.般
に
行
は
れ
急
生
産
消
費

の
あ
ら
ゆ
る
關
係
も

亦
全
般

の
利
益
、
帥
萬
人

の
幸
幅
を
増
進
せ
ん
と
ず
る

道
義
的
努
力
に
よ
り
て
律

せ
ら
れ
拠
り
。
而
し
て
己
れ

等
経
済
上

の
關
係

に
法
規
的
に
定
め
ら
れ
、
現
今

の
如

.

き
個
人

の
自

由

自

制

の
範

園
に
騙
せ
し
も

の
に
あ
ら

す
。
簡
古
す
れ
は
右
の
道
義
的
精
神
に
よ
ヴ
、
.法
規
に

よ
り
.て
嚴
足
せ
ら
れ
陀
る
制
限
は
、
個
人

の
縄
濟
上

の

慾
望
満
足
を
左
右
す
る
に
足
り
し
也
o
国
民
経
済
聴
代

雑

鋤

ビ
ユ
.之

ル
の
舞

階
段
説
に
就
て

・
に
及

ん
で
完
全

な
る
職

業

の
自

由

せ
自

由
競
孚

ご
は
確

乎
だ

る
基
礎

を
得

、
上
述

せ
る
各

種
職
業

の
分
立
は
甚

起
顯
著

ε
な
勾
、
次
第

に
細
密

な

る
分
派
を
見

る
に
至

匂
、
生
産
は

分
業

の
獲

達

と
勢
力
及

ひ
資
本

の
結
合

ご

に
よ

り
て
、
大
且里
生
産

の
實
を

暴
け
し

か
、
他

面

に
於

て
は
之

に
.悉

す

る
か
な

め
そ

の
企
業

脅
大
規
模

の
も
.の

ε
し

、・
或
は

企
業

者
聯

合
に
よ

り
て
人

な

る
組
織

ε
資

・本

ご
を
擁

し
、
時

代

の
趨
向

に
鷹
せ
ん

ご
し
、
個
人
的

小
企
業

は
之

れ
ご
樹
立

競
争

す

る
こ
と
頗

る
困
難

な
る

状
態

に
.達

す

る
に
至

れ
り
』
.云

々
。

か
く
観
察

し
來

る
ご
き
は
、

一
.國

の
縄
濟

歌
態

か
家

.

内
経
済

よ
り
都
市
経
済

に
進

み
更

に
国

民
経

済

に
至

る

こ
ε
を
{説
け

る
黙

に
於

て
は
、

シ
エ
ソ

ベ
ル
ヒ
も

ビ

ユ

ッ

ヘ
ル
も
大
差

な
く

、
殊

に

そ

の
重
{
.
要
な

る
諸
黙

に
至

り

て
は

ビ

ユ
ッ

ヘ
ル
は

シ
.エ
ン

ベ
ル
ヒ
に
何

等

加
ふ

る

所

な
き
も

の
な

る
を
以
て
、

ブ
レ

ソ
ゲ
氏
は

こ
の
三
階

舳段
説

の
創
脚説

者
　た

る
榮

患
側
は
出貫
に

シ
エ
ソ
ベ

ル
.ヒ
.に
瞬
岬

ナ

へ
き
も

の
な
り

ε
論
…せ

り
。
撚

れ

ε
も
醗

て
考

ふ
.る

に
両

者

は
同

一
の
三
階

段
読

を
説
.け
る
に
も

か

、
わ
ら

す
、

そ
の
三
階
段
匪

別

の
標

準

に
至

り
て
は
必

ず
し
も

第
.入
巻

(第
六
號

=

モ

)

入
四
五
-

●



■

「

,

雑

録

ビ
ユ
ツ

〔
ル
の
縄
濟
階
…段
説

F
就
て

相

同

し
か
ら
†

ゼ

ユ
ツ

ヘ
ル
が
匠

別

の
標
準

ご
な
せ

る

「
生
産
者

よ
り
消
費

者

に
至

る
道
程

の
長
短
」

に
付

て
は
、

ブ

レ
ソ
ゲ
氏
は
軍

に
外

形
的
特
徴

に

し
て
必

ず

し
も
重
要

な
る
も

の
に
あ

ら
す

ε

い

へ
る
も

、
余

の
見

る
所

を
以

て
す
れ

は
、

ビ

ユ
ゾ

ヘ
ル
は
之
を
以

て
三
階

段
を
併
区
別

す

へ
き
根
本

的
標
噛準
ε
な
し
、

こ
れ
に
よ

り

て
三
階

段
相

互

の
獲
展

關
係

を
示

せ
.る
志

の
な
る
か
故

に
、頗

る
重
要

な

る
黙

な
り

ぜ
い
は

さ
る
可
ら
す
。
若

し

.

こ

の
標
準

を
無

税
せ
ん
か

、
ピ

ユ
ッ

ヘ
ル
の
説

は
全

く

そ
の
生
命

を
失

ふ
に
至

る

へ
き
也
。.、
こ
の
黙

に
つ
き
て

は

シ

ェ
ソ
ベ

ル
ビ
は
生
産
物

の
販
路
を

以

て
可
輩

に
生

産

の
動
機
及
目
的

ご
考

ふ
る
の
み
に
し
て
駅
夫
な

ビ

ユ

ツ

ヘ
ル
の
如

く
之
を
重
要
視

し
、
之

を
以
て
経
済

の
獲

蓮

を
匠

別
す
る
に
足

る

へ
ぎ
標

準

ε
は
思
惟

せ
ざ

り
し

也
。
伺

ブ

レ

ン
ゲ
氏

の
指
摘
せ

る
如

ぎ
経
済

事
い情

2
愛

遷
的

状
態

と
模
型

的
状

態

と
.を
認

む

る
こ
ε

は
、
経
済

頚
蓮
階

段
説
を
説

く
者

の
齋

し
く
前
提
.と
す

る
所

な

る

を
以

て
、
こ

れ
を

以

て
ビ

ユ
・ッ

ヘ
ル
ご

シ
エ
ソ

ベ
ル
ヒ

ε
の
類

似
を
説
↑

は
、
必
ず
し
も
必
要

な

る
こ
巴

に
は

非

る
也
。

叉

シ
エ
ソ

ベ
ル
ビ
の
論
文

は
中

世
組
合
制
度

第

八
巻

(第

⊥ハ
號

「
一
「八
)

八
四

占
ハ

の
説

明

を
旨
.ご
し
、

ビ

ユ
ッ

ヘ
ル
の
説

は
專

ら
経
済

の

獲
達

そ

の
も

の
を
解
明

せ
ん

こ
せ

る
黙

に
於

て
、
両
者

の
間

に
は
人

な
る
差
異

あ

る
こ
ε
を
認

む

へ
く
、

シ

ェ

ソ

ベ
ル
ヒ
の
説

を
以

て
纒
濟
獲
達
階

段
説

ご
し
て
取
扱

ふ
か
た
め

に
は

、
ブ

レ
ソ
ゲ
教

授

の
試

み
し
が
如

き
論

説
結
構

の
改
造

を
要
す

る
所

以

な
ら
す
ん

は
非

る
也
。

加
之

ビ

ユ
ッ

ヘ
ル
か

多

く

の

脛
濟

上

の

事
實

を

蒐
集

し

、
三
階

段
獲

達

の
縄
路

を
明
に
し

、
之

れ
に
十

分
な

る
説

明
を
加

へ
た

る
の
黙
は

、
何
人
も
否

認
す

る
能

ば

さ

る
所

ご

す
一り
要

ず
る
に
而
…者
　の
説

は
か

の
リ

ス
ト
の

■説
が

ア
リ

ス
ト
ー
ト

レ
ス
に
紺朋
　牙
を
摸

す

る
か
加
㎜き
程

ゆ

度

の
も

の
に
あ
ら

さ

る
こ
と

は
明

か
な
り

と
蹉

、
-而
も

ビ

ユ
ソ

へ
〃
を
以

て

シ
エ
ソ

ベ
ル
ヒ
の
説

に
何
等

加
ふ

一る
所

な
き
も

の
ε
し
.
殊
更

に
そ

の
名

を
葬

ら
ん

`
す

る
か
如

き
は
、
當
を
得

な

る
も

の
に
あ
ら
す
。

シ

ニ
ソ

ベ
ル

ヒ
の
説
を
修
請

し
、
之

を
敷

衍

レ
、
之

を
大
成
し

な

る
の
功
は
、
正

に
ビ

ユ
ッ

ヘ
ル
に
蹄
す

へ
き
も

の
な

、る
を
以

て
、
余

に
寧
ろ

こ

の
誘

を

以

て

9。
n
ま
口
げ
q
騨

ごd
宮
藷
「.し・
日
冨
o
ユ
o

ご
し
て
併
稻

す

る

の
適

當

な
る
を

信

ず
る
も

の
也
。
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