
犬
市
円
皐
六
旭
=
↓
一
河
輝
雪
陣
画
期
情
位
向

S
d
〔
崎
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一
同
一
日
島
問
包

帯十五議第.. 町、.競

辛子電車聖日-月ー&ド"tt..ヨ印仔召

ヌP

新

年

特

別

競

純
神
間
弔
博
士

純
静
岡
明
怖
士

近
著
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題

禁

韓

載

米紳

EH !~ 
B:: 
コbzB2
耳目 古住

保

馬

入
ホ
芳
之
助

橋

本

文

雄

柴

敬

谷

口

所
得
税
に
於
け
る
累
準
率
・
・
法
事
博
士

限

界

経

済

串

一

:

・

・

-

-

文

革

博

士

マ
ル
ク
ス
債
植
論
の
債
値
論
・
文
血
中
博
士
高
田

農
家
経
済
の
本
質
に
闘
す
る
一
考
察
知
桝

Z了士

我
園
の
救
護
制
度
・
・
・
・
・
・
・
紐
済
事
士

資
本
主
義
品
川
.
曾
白
機
構
弘
貨
幣
山
地
位
経
済
事
士

商
業
の
本
質
及
商
業
経
済
畢
に
就
て
ま
山
事
士

徳
川
幕
府
ご
紙
幣
の
賛
行
・
・
・
需
殿
博
士

六
大
都
市
特
に
大
阪
市
の
租
椅
貫
携

経
常
撃
の
本
質

田

吉

彦

本

庄

栄

治

郎

汐

見

三

郎

小

島

昌

太

郎



経

書き

亭

の

本

質

小

島

日
Eヨ

太

.H~ 

縄
経
準
(
回
目
豆
島
田
]
町
宮
町
)
の
本
質
に
つ
き
、
先
づ
問
題
ご
な
る
は
、
ぞ
れ
が
一
つ
の
科
皐
で
あ
る
か
、
若
し
〈

は
.
質
事
で
あ
る
か
、

ど
い
ふ
貼
で
ゅ
の
る
。

-
』
、
、
に
群
島
T

d
」
レ
ふ
は
、

割
問
逸
討
に
て
い
I

へ
は
丘
ロ
何
者
庶
民
口
同
口

E
持

の
こ
さ
で
ゐ
h
、
英
語
に
て
い
へ
ば
句
己
『

mmn一
g
s
の
こ
ど
で
ゐ
る
が
、
質
事
ご
い
ふ
の
は
、
濁
泡
語
に
て
い
は

る
、
所

ω
g
m
m
g
E
Z
ヨ
白
山
町
田
師
会
鳥
ま
た
、
英
語
に
て
い
は
る
、
所
凶
昌
司

-
E
g
g
s
ご
は
、

必
守
し

も
同
意
味
り
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
濁
逸
語
に
て
は
関
口
口
伝
若
し
く
は
内
g
u
H
F
F
3
.
英
語
に
て
は
宮
R民
S-

ω円
山
内
ロ
円
。

ご
い
は
る
、
も
の
が
、

こ
れ
に
該
賞
す
る
の
で
は
な
い
か
さ
思
ふ
。

私
の
解
す
る
所
に
よ
る
ご
、
康
〈
皐
問
ご
い
は
る
、
も
の
に
は
、
哲
串
を
別
ご
し
て
、
ぞ
の
他
の
も
の
は
、

』

の
科
事
さ
質
事
ご
に
大
別
し
得
る
ご
忠
ふ
。

こ
の
二
つ
は
、

い
づ
れ
も
相
官
識
の
瞳
系
で
ゐ
る
。
的
ち
、
整
理
せ
ら

れ
系
統
付
り
ら
れ
て
、

一
つ
の
組
織
に
編
成
せ
ら
れ
た
る
智
識
で
あ
る
。
併
し
・
科
事

ω方
は
、
人
聞
が
、
事
象

の
本
質
hv-
、
邸
ち
事
象
の
異
質
を
、
如
、
り
た
い
ご
い
ふ
欲
求
か
ら
呼
ぴ
起
き
れ
て
出
来
上
っ
た
も
の
で
ゐ
h
、
質

経
間
有
事
白
木
監

第
三
十
を

四

第

競

四



程
持
品
a

の
本
質

第
三
十
巻

四
四

第
一
貌

四
四

盟
干
の
方
は
、
人
聞
が
河
等
か
の
こ
ご
を
な
さ
ん
ご
す
る
に
つ
き
・

そ

ω
目
的
を
注
成
す
る
に
必
要
で
ゐ
り
役
立
つ

所
の
智
識
を
持
ち
た
h
v
f
」
い
ふ
欲
求
か
ら
呼
ぴ
起
さ
れ
て
出
来
上
っ
た
も
の
で
あ
る
ο

故
に
、

こ
の
二
つ
は
、
智

識
的
盟
系
ご
い
ふ
馳
に
於
て
は
同
じ
で
は
あ
る
が
、

科
事
の
方
は
、

事
象
的
其
賀
市
ぞ
如
り
た
い
ご
い
ふ
立
て
前
か

ら
、
組
織
付
け
ら
れ
た
鴨
系
で
あ
与
、
質
事
の
方
は
、
具
煙
的
な
或

H
的
に
役
立
た

L
め
る
ご
い
ふ
立
て
前
か

ら
、
組
械
付
げ
ら
れ
た
盟
系
で
ゐ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
こ
つ
の
串
間
以
会
〈
面
白
を
異
に
す
る
も
の
で
ゐ
る
。

事
象
内
田
県
・
賀
川
県
し
て
現
必
の
人
聞
に
分
る
が
芯
い
ふ
こ
ど
は
、
或
は
問
題
「
ゐ
ゐ

h
r
h知
仙
な
い
。
併
し
、

理
性
の
許
す
範
凶
内
に
於
て
一
品
象
的
異
質
ど
認
ひ
ぺ
き
所

ωも
の
を
、
如
り
得
る
方
法
は
、
人
閉
じ
奥
へ
ら
れ
て

あ
る
o

そ
れ
は
知
識
相
互
の
比
戟
で
あ
る
。
槍
討
で
ゐ
る
。
そ
し
て
、
異
質
さ
認
め
得
る
も
の
を
知
る
の
方
法
以
、

買
は
こ
れ
よ
り
外
に
は
な
い
。
槍
討
を
せ
歩
(
τ

、
た
い
見
た
ま
、
、
聞
い
た
ま
、
、
思
ひ
付
い
た
ま
、
の
印
象

だ
け
か
ら
成
る
知
識
で
は
、
ま
に
そ
の
も
の
、
異
質
ご
認
め
得
る
も
の
を
知
っ
て
居
る
ご
い
ふ
ζ

ご
は
出
来
な

い
o

異
・
貨
を
知
る
に
は
、
ど
-
フ
し
て
も
、
既
に
獲
得
し
て
居
る
知
識
ぜ
¥
新
ら
た
に
取
り
入
れ
ん
ご
す
る
知
識
ご

の
相
互
比
較
に
よ
る
の
外
は
な
い
。
こ
の
比
較
に
於
て
安
賞
せ
5
る
も
の
は
異
質

ω知
識
ご
認
め
ら
れ
す
、
多
{

の
比
較
に
於
て
、
盆
I
多
〈
目
安
賞
す
る
も
の
ほ
ど
、
愈
I
確
か
に
異
質
の
知
識
ぜ
」
認
め
ら
れ
る
。
故
に
、
事
象

ω

異
質
J

」
認
ひ
ぺ
き
も
の
を
人
聞
が
知
る
場
合
に
は
、
必
A
V
そ
こ
に
一
一
つ
若
し
〈
は
ニ
つ
以
上
の
知
識
が
比
較
せ
ら

れ
た
開
係
に
於
て
、
卸
も
検
討
せ
ら
れ
た
関
係
に
於
て
存
在
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ニ
つ
若
し
く
は
ニ
つ
以
上
り



知
識
が
相
克
闘
聯
の
批
態
い
い
於
て
存
在
す
る
。
こ
の
間
聯
朕
態
に
め
る
知
識
が
多
〈
あ
る
ご
き
は
も
そ
の
相
互
が

比
較
せ
ら
れ
て
居
る
ご
い
ふ
ニ
ご
に
よ
b
、
自
ら
一
つ
の
樫
系
を
成
す
こ
ど
、
な
る
。
科
準
は
、

か
〈
の
如
〈
、

検
討
的
手
続
を
極
て
獲
得
せ
ら
れ
た
る
、
事
象
的
異
質
は
こ
う
で
あ
る
ご
い
ふ
如
識

ω
瞳
系
で
あ
る
。

二
つ
、
若
し
〈
は
、

こ
っ
以
上
の
知
識
が
検
討
せ
ら
れ
る
が
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
は
同
じ
積
額
川
り
も
の
で
な
り

れ
ば
な
ら
向
。
事
象
仁
は
、
和
々
な
る
部
面
が
あ
る
。
例
へ
ば
、
有
形
り
も
の
を
、
何
物
か
一
つ
取

h
出
し
て
見

る
に
し
♂
し
も
、

L
1
1

こ
+
」
司
直
J

・、B
f
か
り
日
、

y
、t
l
i
Jし
ノ
r
p

硯
引
け
が
-
の
hJ
、
長
ち
が
あ

h
、
重
さ
が
あ
b
J
m

告
が
め
る
。
従
っ
て
市

吾
々
人
間
山
り
如
識
に
も
、
例
へ
ば
色
合
じ
閲
す
る
如
識
も
ゐ
'p
、
硬
さ
に
闘
す
る
知
識
も
ゐ
り
、
長
さ
に
闘
す
る

知
識
も
あ
b
、
ま
ち
音
に
闘
す
る
如
識
も
ゐ
る
こ
ご
、
な
る
c

即
丸
吾
々
は
、
事
象
の
ど

ω
部
面
に
器
目
す
る
か

に
よ
っ
て
、

吾
々
の
知
識
に
和
制
付
げ
を
す
る
こ
ど
也
、
な
る
。
そ
し
て
、
今
、
吾
々
が
、
武
事
象
に
つ

hIτ
何
等

か
の
こ
ご
佐
知
ら
ん
ご
す
る
の
は
、
そ
の
一
事
象
の
ど
れ
か
の
一
つ
の
部
商
に
着
目
す
る
の
で
あ
る
か
ら
‘
こ
れ
に

よ
・
り
て
獲
得
す
る
如
識
は
、
何
等
か
の
種
融
に
属
す
る
も
の
で
ゐ
る
。
五
口
々
は
、

こ
の
如
識
が
正
確
な
ら
ん
・
』
ぜ
」

を
期
す
る
た
め
仁
、

l
lこ
の
如
識
が
事
象
の
異
貨
を
把
握
し
た
る
も
の
た
ら
し
め
ん
が
た
め
に
|
|
、

-
』
れ
を

他
の
知
識
ご
比
較
し
検
討
せ
ん
ご
す
る
の
で
ゐ
る
。
併
し
こ
の
比
較
、
検
討
に
ご

h
来
る
知
識
は
、
比
較
せ
ら
れ

検
討
せ
ら
る
、
如
誠
ご
岡
じ
和
弧
ん
り
も
の
で
な
り
れ
ば
な
ら
ね
。
剖
も
事
象

ω
同
一
部
商
に
闘
す
る
知
識
で
な
り

経
管
皿
干
の
本
質

第
三
+
巻

一
四
五

第

股

四
五



混
血
官
撃
の
本
質

第
三
十
巻

二
四
~
、

1$ 

挽

四

'、

れ
ば
な
ら
ぬ
。

色
合
は
色
合
さ
比
較
す
る
ニ
ど
が
出
来
る
。
硬
さ
は
硬
さ
ご
比
較
す
る
ニ
ど
が
出
来
る
。
併
し
、
色
合
ど
硬
3

ご
は
比
鞍
す
る
こ
ご
は
出
来
な
い
。
こ
の
二
つ
を
掛
照
し
て
見
て
も
・
何
等
の
意
味
を
な
ち
な
い
。
そ
れ
さ
同
様

に
、
極
隣
率
的
の
知
識
は
経
済
事
的
知
識
金
以
て
検
討
す
る
こ
涯
が
出
来
る
け
れ
H
c
h
、
司
』
れ
を
数
率
的
知
識
を

以
て
検
討
す
る
こ
ご
は
出
来
な
い
。
数
率
的
知
識
を
以
て
経
済
率
的
知
識
を
検
討
す
る
ご
い
ふ
こ
さ
は
、
意
味
な

話
事
例
で
の
あ
。
従
っ
て
、
相
庄
じ
比
映
せ
ら
れ
.
検
討
ぜ
ら
れ
内
関
係
仁
よ
っ
て
成

b
t・
川
所
の
知
識
の
睡

系
.
即
ち
一
つ
の
科
皐
に
ゐ
つ
て
は
、

こ
れ
を
構
成
す
る
知
識
は
、
こ
の
検
討
ご
い
ふ
聞
係
に
よ
っ
て
、
自
ら
、

同
一
斑
州
知

ω
知
識
が
集
ま
る
こ
ご
、
な
る
。

一
つ
の
科
挙
り
う
ち
に
、
斑
制
闘
を
異
に
す
る
知
誠
が
混
在
す
る
ご
い

ふ
こ
ど
は
、
そ
れ
故
に
.

あ
り
得
な
い
ニ
ご
で
あ
る
。
科
事
が
純
正
科
挙
ご
も
い
は
る
、
、
理
由
は
こ
、
に
ゐ
る
。

若
し
一
つ
の
皐
問
の

F

フ
ち
に
、
樟
類
を
異
に
す
る
知
識
が
混
在
す
る
ざ
す
れ
ば
、
そ
の
穂
類
を
具
に
す
る
も
の

相
互
の
聞
に
は
、
比
較
ご
か
検
討
ご
か
い
ふ
関
係
が
ゐ
る
芝
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
ど
ち
ら
か

ら
ど
ち
ら
へ
も
、
比
較
す
る
こ
ご
も
.
ま
た
検
討
す
る
こ
さ
も
出
来
な
い
も
の
だ
か
ら
|
|
。
比
較
検
討
せ
ら
れ

た
如
識
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
が
い
〈
つ
集
ま
う
て
居
っ
て
も
、
事
象
的
異
質
を
把
握
す
る
ご
い
ふ
ご
ざ
、
は
無

聞
係
に
存
在
す
る
も
の
で
ゐ
る
。
従
っ
て
‘
若
し
、
科
挙
ご
い
ふ
も
の
を
以
て
、
事
象
の
異
貨
を
問
明
す
る
所
の



も
の
で
あ
る
、

さ
い
ふ
こ
ご
が
認
め
ら
る
べ
き
も
の
ご
す
れ
ば
、

か
、
る
椛
類
を
異
に
す
る
知
識
が
混
在
す
る
拳

聞
は
、
科
聞
宇
ご
は
い
ふ
こ
日
」
が
出
燕
な
い
も
の
で
ゐ
る
。

知
識
相
互
の
比
較
、
検
討
、

l
lそ
れ
の
み
が
人
間
に
奥
へ
ら
れ
た
所
の
、
事
象
の
奥
貨
を
認
識
す
る
方
法
で

か
〈
て
構
成
せ
ら
る
、
知
識
的
一
倍
系
が
一
つ
の
科
亭
ご
い
は
る
、
も
の
で
あ
る
か
ら
、
事
象
の

あ
る
。
そ
し
て
、

異
質
を
問
明
せ
ん
が
た
め
に
ご
る
所
白
、
知
識
相
互
の
比
肢
を
な
し
検
討
を
な
す
ご
い
ふ
方
法
を
、
科
準
的
方
法

ご
い
ふ
の
で
ゐ
る
。
こ
の
科
問
中
的
方
法
な
る
も
の
が
、
入
閣
が
こ
れ
に
よ
っ
て
、
事
象
の
異
買
を
把
握
す
る
手
段

ご
し
て
も
つ
所
の
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ニ
の
料
亭
的
方
法
じ
よ
っ
て
獲
得
し
わ
ん
知
識
が
、
科
率
的
知

議
ご
い
は
る
、
も
の
で
ゐ
っ
て
、

こ
れ
の
み
が
事
象
り
異
質
を
容
れ
て
居
る
さ
認
め
ら
る
、
、
知
識
で
あ
る
。

科
率
的
方
法
に
よ
っ

τ獲
得
し
た
知
識
が
、
そ
の
科
墜
的
方
法
を
経
て
居
る
ご
い
ふ
関
係
に
於

τ、
換
言
す
れ

ば
相
互
に
検
討
せ
ら
れ

τ居
る
ご
い
ム
関
係
に
於
て
、
何
等
か
の
事
象
に
闘
し
、

一
つ
の
纏
り
た
る
閥
系
ご
し
て

存
在
す
る
ご
き
は
、
ぞ
れ
が
一
つ
の
科
撃
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
於

τは
、
調
象
ご
な
る
も

ωを
要
す
る
は
、
言

ふ
ま
で
も
な
き
所
で
ゐ
る
が
、
併
し
そ
の
劃
象
は
知
何
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
構
は
な
い
、
如
何
な
る
も
の
で
あ

つ
で
も
、
科
島
一
・
り
針
象
ご
な
り
得
る
。
ま
た
、
そ
の
一
つ
の
縄
り
に
る
知
識
の
惜
系
が
大
な
る
ご
小
な
る
ご
は
問
'

題
で
は
な
い
。
た
ャ
必
要
な
る
こ
ご
は
、
異
質
令
知
ら
ん
ご
す
る
目
的
を
以
て
検
討
せ
ら
れ
た
も
の
た
る
こ
さ
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
異
質
の
知
識
を
獲
得
せ
ん
ご
す
る
こ
ご
の
外
に
、

こ
の
場
合
に
は
目
的
の
な
い
-
』
ご
で
あ

幌
管
島
ゐ
本
質

第
一
一
一
+
舎

一
四
七

第
一
一
都

ニ
四
七



健
替
血
中
。
本
質

第
一
ニ
十
容

三
四
八

第一一扱

二
四
八

る
。
知
識
そ
れ
白
鵠
を
目
的
ご
す
る
-
エ
』
で
あ
る
。
他
の
何
等
か
の
具
瞳
的
の
目
的
に
役
立
つ
や
否
や
は
、

金

然
、
問
題
で
な
い
こ
ど
で
あ
一
る
。

ー
ー

管
一
皐
は
‘
右
に
遁
ぺ
た
る
科
事
ご
は
、
全
(
そ
の
越
さ
を
具
に
す
る
問
中
間
で
ゐ
る
。
人
聞
は
、
何
等
か
兵
間
的

な
目
的
を
ι
速
成
す
る
に
は
、
こ
れ
に
聞
係
の
あ
る
純
々
な
る
知
識
を
必
一
安
ど
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
或
目
的
を

達
成
す
る
に
必
要
な
、

そ
れ
に
役
立
つ
所
り
知
識
的
閥
系
が
、
問
も
質
事
で
ゐ
る
。
ニ
の
場
合
に
あ
っ
℃
味
、
q 
r 、

の
目
的
に
役
立
つ
ご
い
ふ
ニ
ご
が
必
要
保
件
で
ゐ
り
、
ぞ
れ
が
ニ
の
愚
問
り
存
在
理
由
で
あ
る
。
ぞ
れ
故
に
、
賃

皐
・
じ
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
構
成
し
て
居
る
如
識
は
、
相
互
に
検
討
せ
ら
れ
て
居
る
ご
い
1

ふ
闘
聯
版
態
に
於
て
、
瞳

系
を
な
す
の
で
は
な
〈
.

-』

ω撃
問
が
呼
ぴ
起
さ
れ
た
所
り
兵
憧
的

H
的
に
、

役
立
っ
か
役
立
た
な
い
か
に
よ
っ

て
選
別
さ
れ
て
、
こ
れ
に
役
立
つ
や
う
な
即
刻
に
於
す
一
冊
系
付
り
ら
れ
て
居
る
の
で
ゐ
る
。

殊
に
、
質
事
が
科
白
阜
両
』
一
員
る
主
要
な
る
一
つ
の
貼
は
、
こ
れ
に
ゐ
b
て
は
柿
却
金
異
に
す
る
符
純
の
知
識
が
配

列
せ
ら
れ
て
居
る
も
の
た
る
こ
ま
で
あ
る
。
吾
々
の
知
識
は
、
異
貨
を
閑
明
せ
ん
ご
す
る
立
て
前
に
あ
っ
て
は
、

一
つ
の
報
知
り
も
の
た
ら

g
る
を
得
な
い
。
併
し
、
吾
々
が
何
等
か
具
躍
的
。
目
的
を
逗

前
越
の
如
く
、
自
ら
、

せ
ん
ご
す
る
が
た
め
に
は
、

一
つ
の
穂
蛸
に
属
す
る
知
識
に
り
で
は
、
如
何
に
そ
れ
が
秩
序
的
に
多
〈
呼
ぴ
集
め

ら
れ
て
居
て
も
、
役
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
如
何
に
そ
の
日
的
が
些
々
た
る
こ
ど
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
貫
現



す
る
に
は
、
諸
般
的
高
象
に
閉
す
る
各
相

ω
知
識
を
必
要
ご
す
る
。
例
へ
ば
、

一
つ
の
書
籍
を
出
版
す
る
に
し
て

も
、
そ
の
内
容
に
闘
す
る
知
識
は
別
ご
し
て
、
用
紙
に
闘
す
る
知
識
、
製
版
印
刷
に
闘
す
る
知
識
‘
柴
臨
に
閉
す

る
知
識
、
著
作
機
及
山
版
法
に
閲
す
る
如
誠
、
脱
税
行
書
・
川
に
附
す
る
如
誠
、
北
一
他
色
々
な
事
柄
に
閲
す
る
知
識
が

h
t
o
b
ゾ

1
P
A
-

1
-
E
t
 
そ

ω
日
的
を
質
現
す
る
こ
ど
は
由
来
な
い
。
故
仁
、
或

H
的
に
役
立
つ
こ
ど
を
円
標
ご
し
て
成
立
。

所
の
貧
血
中
に
ゐ
つ
て
は
、
そ
の
円
的
ご
す
る
所
り
も
の
、
如
何
に
よ
h
、
各
稲
山
知
識
が
呼
び
集
め
ら
る
、
、
こ
さ

を
要
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
整
理
配
列
せ
ら
れ
て
、

こ
の
皐
問
が
構
成
せ
ら
る
、
、
の
で
め
る
。

賀
直
平
は
z
f
加
の
知
識
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
る
、
も

ω
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
構
成
す
る
所

ω如
識
は
科
準
的
な
る

知
識
も
あ
b
、
ま
た
未
だ
検
討
-T
鰹
て
居
な
い
が
た
め
に
、
科
撃
的
知
識
ご
い
ひ
得
な
い
も
の
も
あ

h
、
更
に
科

事
以
外

ω知
識
も
ゐ
る
。
尤
も
、

本
嘗
に
或
目
的
に
役
立
つ
が
た
め
に
は
、

そ
れ
は
異
質
の
知
識
で
な
り
れ
ば
な

ら
向
。
問
惑
っ
た
知
識
で
は
役
に
立
に
な
い
か
ら
で
め
る
。
本
宮
に
役
立
つ
知
識
ご
い
ふ
も
の
は
、
買
は
料
率
的

知
識
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
官
該
目
的
の
達
成
に
関
聯
し
て
、

こ
れ
に
役
立
つ
所
の
知
識
ご
し

て
、
阪
に
科
率
的
知
識
ご
な
っ
て
居
る
も
の
が
め
れ
ば
、
勿
論
こ
れ
を
ご
b
来
る
。
故
に
、
貨
準
に
は
、
各
種
的

科
事
よ
h
、
そ
の
具
時
的
目
的

ω遼
成
に
役
立
つ
範
園
内
に
於
て
.
科
率
的
知
識
が
呼
ぴ
集
め
ら
れ
る
。

そ

L 

て
、
そ
の
質
事
的
内
部
に
於
て
、
舟
慌
た
る
各
科
率
的
稲
舶
に
従
っ
て
、
自
ら
ぞ
れ
ぞ
れ
の
配
列
を
な
す
こ
ど
、

程
普
且
F
D
・
本
質

第
三
十
倉

ニ
囲
え

第

銃

四
え



縄
車
内
事
の
本
質

第
三
十
巻

五
C 

第
一
一
貌

五
O 

な
る
。
こ
の
呼
ぴ
集
め
ら
れ
て
、

一
つ
の
配
列
に
あ
る
科
率
的
知
識
は
、
そ
の
母
糟
た
る
各
科
事
よ
り
見
れ
ば
、

い
づ
れ
も
そ
れ
の
康
則
嵐
一
1

即
ち
吉
宮

E
E
R
g
-
Z
S
R
E
-寸
ま
た
は
白
宅
一
一
丘
∞
門
町
内
口
口
巾
で
あ
る
。
貨
準
は
、

こ
の
範
囲
に
て
い
へ
ば
、
具
鵠
的
内
目
的
に
閲
し
て
、
名
激
的
臆
川
率
的
集
会
で
あ
る
ご
も
い
へ
る
。

ま
た
、
賞
撃
を
構
成
す
る
に
嘗
つ

τ、
そ
れ
が
円
的
ご
す
る
所
に
役
立
つ
知
識
が
、
未
だ
科
率
的
知
識
ご
し
て

存
在
し
て
居
な
い
場
合
に
は
.
本
営
一
い
役
立
つ
所
の
知
識
を
得
る
一
か
た
め
に
、
事
象

ω真
討
を
知
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。
そ
れ
が
化
め
に
は
科
事
的
方
法
を
ご
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
貼
に
於
て
は
、
質
問
時
半
ご
科
事
ど
は
同
一
の
肝
究

方
法
を
ご
る
ニ
ご
、
な
る
。
併
し
、

こ
の
場
合
に
於
で
も
正
維
に
言
へ
ば
、
こ
れ
は
科
準
的
研
究
方
法
で
ゐ
る
。

質
事
を
構
成
せ
ん
が
た
め
に
、
先
づ
そ
の
基
礎
た
る
所

ω科
撃
的
知
識
を
獲
得
せ
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ

の
成
栄
は
第
一
次
に
科
事
に
射
出
す
る
貢
献
ご
な
与
、
第
二
次
に
そ
れ
が
質
事
に
臆
崩
せ
ら
る
、
に
過
rA切
な
い
。

併
し
、
各
楠

ω科
撃
は
、
今
日
.
未
だ
い
づ
れ
も
完
成
り
途
中
に
ゐ
る
。
完
全
に
出
来
上
っ
て
居
る
も
の
は
一

つ
も
な
い
。
ま
た
、
今
、

目
前
に
或
目
的
を
控
え
て
、
そ
れ
に
開
聯
す
る
知
識
を
科
事
的
知
識
ご
し
て
打
ち
立
て

る
こ

J

こ
は
、

さ
ほ
ど
一
朝
一
夕
の
容
易
な
業
で
は
な
い
。
然
る
に
吾
々
は
今
日
に
生
活
し
て
居
る
。
生
活
し
て
居

る
限
h
，
、
必
千
何
等
か
の
こ
ど
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
凶
。
郎
ち
、
何
等
か
の
目
的
を
も
ち
・
何
等
か
の
計
量
を
立

て、

こ
れ
が
達
成
金
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
五
ロ
冷
の
生
活
は
現
貫
り
目
的
の
蓬
成
'f
要
求
L
、
そ
れ
は
決
し
て

科
拳
の
完
成
を
待
っ
て
居
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
待
っ
て
居
つ
て
は
、
吾
々
は
何
事
も
出
来
な
い
。
、p
』ー



も
が
〈
も
、
生
活
を
進
行
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
、
呼
ぴ
集
め
ら
る
べ
き
科
拳
的
知
識
り
な
い
場
合
、
ま

た
は
、
置
も
に
そ
れ
が
出
来
上
ら
な
い
場
合
に
は
、
完
全
な
る
出
来
栄
え
は
期

L
得
な
い
が
、

ど
も
が
(
も
を
の

目
的
の
達
成
に
向
つ

τ日
々
の
事
務
を
進
渉
さ
せ
る
た
め
仁
、
科
事
的
知
識
ご
い
ひ
得
な
い
も
の
も
多
分
に
呼
ぴ

集
め
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
苦
々
は
そ
う
し
て
居
る
。
例
へ
ば
、
混
凝
土
建
築
に
於

τ
は
、
洋
双
ご
、
細
砂

ご
、
鴫
砂
ご
の
、
最
も
通
営
な
る
混
令
割
合
ざ
し
て
は
、
必
A
V
何
等
か
の
も
の
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
れ
は

未
に
五
百
々
に
知
ら
れ
亡
庖
な
い
が
ら
、
今
日
に
於

τは可
ぜ
」
虫

U
A
M
F、
ゑ
U
.

こ
れ
ら
を
、

ー-.、
一.
ー.、

問
、
の
割
合
で

混
合
す
る
を
普
通
の
慣
行
ざ
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
混
疑
土
建
築
ご
い
ム
目
的
を
遣
す
る
に
役
立
つ
所

の
知
識
を
呼
ぴ
集
め
だ
昼
・
問
に
ゐ
つ
て
は
、

こ
の
こ
ご
も
、
こ
の
皐
問
を
構
成
す
る
知
識
ざ
し
て
そ
の
揮
系
の
，
フ

も
に
ゐ
る
。

か
く
の
如
く
、
質
事
を
構
成
す
る
知
識
ご
し
て
は
、
科
感
的
知
識
も
あ
り
、
科
率
的
知
識
ご
未

r
い
ム
'
』
ご
が

出
来
な
い
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
ら
の
も
の
も
一
つ
の
積
類
り
も
の
で
は
な
〈
、
多
〈
の
積
組
の
も
の
が
呼

び
集
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
が
、
こ
、
に
呼
び
集
め
ら
れ
て
居
る
標
準
は
、
を
の
血
中
間
が

自
ら
を
役
立
た
し
め
ん
ご
す
る
所

ω円
的
に
適
合
す
る
や
脊
ゃ
に
あ
る
。
決
し
て
、
事
象
り
異
質
を
知
ら
ん
が
た

め
の
も
の
で
は
な
い
。
ニ
れ
が
、
貸
率
が
科
事
と
同
じ
〈
率
問
さ
呼
ば
れ
な
が
ら
、
そ
の
趣
き
を
異
に
す
る
所
で

あ
る
。

経
腎
姐
阜
の
本
質

第
三
十
巻

一一五

第
一
一
概

五



経
阻
官
事
の
本
質

第
三
十
巻

主

第
一
貌

二
五
二

ー一一

経
管
事
な
る
も
の
は
、
右
に
述
べ
た
る
意
味
に
於
じ
る
科
卒
で
あ
る
が
、
費
皐
で
あ
る
か
。
こ
れ
は
都
且
何
事

ω

本
質
に
閲
す
る
第
一
の
問
題
で
ゐ
る
が
、
併
し
、
こ
の
問
題
は
、
宮
は
、
親
持
率
一
山
本
質
に
閉
す
る
第
二

ω
問
題

で
あ
る
所
山
、

そ
れ
は
純
情
事

ω
一
部
門
で
ゐ
る
か
、
ま
た
は
鰹
掛
皐
ご
は
別
な
、

一
伺
の
皐
問
で
あ
る
か
、
匂戸

‘司'

い
ふ
こ
ど
に
関
聯
す
る
も
の
で
め
る
。

私
は
、
抑
制
替
皐
な
る
も
の
、
意
味

ω
如
何
に
よ
っ
て
、
こ
れ
は
純
情
感

ω
一
部
門
で
ゐ
る
ご

ν
ム
見
解
も
成
b

立
ち
、
ま
わ
仏
、

V

」
れ
を
絡
隣
組
十
ど
は
別
な
‘

一
例

ω
皐
問
で
め
る
.

どい
l

ふ
見
解
も
戚
ム
リ
立
つ
ど
思
ふ
ο

併
し
、

そ
れ
に
は
ま
た
、
純
梼
串
な
る
も
の
は
.
科
事
で
ゐ
る
か
質
事
で
ゐ
る
か
、

ご
い
ふ
こ
ど
の
見
解

4

ぜ
定
め
て
置
か

ね
ば
な
ら
ぬ
。

悲
の
解
す
る
所
に
よ
れ
ば
、
経
済
皐
な
る
も
り
は
、
苔
々
人
聞
の
生
活
り
う
ち
で
‘
純
済
生
活
な
る
部
耐
を
他

の
部
面
ご
匝
別
し
て
認
め
、
こ
の
頼
掛
生
活
り
ゐ
ら
ゆ
る
事
象
山
静
的
u
A
ぴ
動
的
本
質
を
問
明
す
る
こ
ご
を
職
能

芯
す
る
所
の
串
間
で
ゐ
る
。
故
に
、

こ
れ
は
一
つ
の
科
撃
で
ゐ
る
。
そ
れ
は
純
慣
一
品
象
そ
の
も
の
を
悶
明
す
る
こ

ご
を
目
的
乏
し
、
ぞ
れ
が
兵
檀
的
の
他
の
何
等
か
の
事
柄
に
役
立
つ
や
奇
ゃ
を
円
的
ご
し
て
居
る
の
で
は
な
い
。

も
ご
よ
・
9
、
従
来
の
撃
者
が
諒
解
す
る
所
の
腕
積
率
な
る
も
の
は
、
必
宇
し
も
私
が
ニ
、
に
通
ぶ
る
が
遁
h'
の
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Schon seit langer Zeil besteht die Ubllng， den gro55en Sto百 dcrnationalakonomischen Wissenschaft in drei 

Teildisziplinen zu trennen und zwar; 

L in die theorelische Nalionaliil、onomle;

2. in die praktische N元tlOi1λl(jkonumie

3・ indie Finanzwissenschaft 

In der lheoretischen Nat旧 naiokonomie5011en diejenigen Erscheinungen des ¥Virtschaftslebens erklart werden. die 

gam allgemein， d. h. in allen Zweigen des ¥Virtscbafts:ebens sich vorfinden. Es sind die wichtigsten und typischen， 

die generellen Erscheinungen des wirtschaftlichen Lebens. 

¥Vas ist demgegenuber die Aufgabe der praktischen Nationalokonomie， oder. wIe WiT sie besser nennen kennenJ 

der speziellen Nationalokonomie? Sie handelt可onden besondercn Erscheinungen innerhc1.1b der wichtigsten mater-

iellen Erwerbszweige. Der wirtschafrliche Tatigkeitsp:ozess vollzieht sich in der Form， dass die verschiedenen， 

dem Wirtschaftsleben dienenden Tatigkeiten in grosscn arbeitsteiligen Berufs-und Er、，¥'erbsgruppenerledigt、.'erden.

Es haben sich gro5se Erwerbszweige herallsgebildet， die mheinander und fureinander den ganzen ¥Virtschaftsprozess 

durchfuhren. Diese Erwerbsgruppen sind: 

1. die Zweige der Urproduktion (Landwirtschaft， Viehzucht， Bergbau， Fischerei uswよ

2. die Gewerbe (Handwerk， Fabrik， Hausindustrie usw.) und 
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Nationalakonomie in drei Entsprechend diesen eben genannten drei Haupterwerbsgruppen zerfallt die praKtische 

Teile: 

Agrarpolitik， ¥Vobei als wichtigster Zweig rler Urproduktion die Landwirtschaft in den Vordergrund gestellt 1. 

wird; 

Gewerbepolitik und Z. 

Handels-und Verkeh.rspoIHik. 究

Die Finanzwissenschaft ist die Lehre von der Einn~hme- und i~...usgabe "，Yirtschaft des Staates und der ubrigen ii汀eni

1n dei Fin江口Z¥yisscnsch江丘 wirdnicI1t die Lchre vQm Geld， Kredit oder Bankwesen behandelt. ichen Körpersch~rtc立

、、elcheGegenstande vielmehr zur theoretischen orler praktischen Nationillokonomie gehoren; sie hat die enge把 Auf-

Mittel-1m Finanzwirtschaft der grossen o町entlichcnKorperscharten darzuleg巴n，wobei die Steuerlehre 
り

punkte steht. 
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Z
丘町
Oロ
hH5roロ
D
S
W
ご

宅内
N
E
-
g
Z丘一
o
E
-
u
r
o
=
D
g
r
ご
eT
殆
ど
同
一
一
服
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
誤
り

で
ゐ
る
。
そ
の
、

い
は
ゆ
る
省
内
N一色
2

2
白2
0
2
5
r
S
O
Bぽ
な
る
も
の
は
、
彼
も
い
ふ
如
〈
、

ω目
印
町
山
田
色
町
]
円

4
0
ロ

品目ロ

σ目白
Oロ仏日『町ロ

HWB口
vaロ
ロ
ロ
同
町
ロ
山
口
口
町
『
]
邑
σ
品目円耳目口
zrHM仲

2

5
臼
丹
市
『
庄
一
円
戸
開
「
巧
刊
号
MN者
向
目
的
刊
で
ゐ
る
か
ら
、

こ
れ
は
や
は
り
科
卒
た
る
性
質
を
も
つ
も

ωで
ゐ
っ
て
.
経
掛
事
そ
り
も

ω、
一
部
分
、
或
は
そ
の
特
殊
の
部
分

を
な
す
所

ω各
論
中
」
見
る
べ
き
も
の
で
ゐ
る
o

併
し
、

い
は
ゆ
る

ロ『白
r巴
Mnro
Z
白
HUE-即日向。戸
C
S
F
な
る
も
の

を
以
て
、
彼

ω解
す
る
所

ω如
〈
に
、

〉

m
百円旬。一町民
F
の
2
5
5
4
0一
一
門
出
内
及
び
出
向
日
〕
今
日
中
口
口
仏
〈
巾
叫
rmraHUDロ円ロハ

よ
h
成
る
も
の
ご
す
れ
ば
、

そ
れ
は
.
或
る
具
棺
的
の
円
的
を
達
成
す
る
に
役
立
つ
所

ω知
識

ω
健
系
た
る
も
の

で
ゐ
る
か
ら
、

こ
れ
は
科
皐
で
は
な
く
賞
睡
で
ゐ
る
。
従
っ
て
、

そ

ωな
か
に
は
経
済
串

ω知
識
も
合
ま
れ

τ居

る
り
れ
ど
も
、

そ

ωも
の
会
睡
ご
し
て
は
、
将
積
率
の
一
部
分
た
る
も
の
で
は
な
い
。

世
間
に
は
、
経
済
事

ω
各
論
な
る
も
の
さ
経
済
政
策
論
な
る
も
の
ぎ
を
混
同
す
る
も
の
が
ゐ
る
o
併
し
、
各
論

な
る
も
の
は
、
嘗
該
科
撃
の
一
部
円
で
あ
る
が
、
政
策
論
は
ぞ
う
で
は
な
い
。
政
策
論
な
る
も
の
は
、

一
つ
の
政

策
に
役
立
つ
所
の
各
稀
如
識
り
鱒
系
で
あ
る
。
政
策
は
、

い
ふ
ま
で
も
な
〈
、
武
る
具
鯉
的
の
日
的
を
賞
現
す
る

タ
』
切
よ
リ
-
-
、

j
t
t
 
ご
る
所
的
手
段
方
法
で
ゐ
h
、
政
策
論
は
、
或
る
具
標
的
目
的
的
安
現
に
は
如
何
な
る
手
段
方
法
が
最

善
最
過
な
る
か
の
研
究
で
あ
る
。
即
ち
、
具
鯉
的
目
的

ω達
成
に
役
立
つ
所
の
知
識
営
選
定
し
呼
び
集
め
る
こ
ご

で
ゐ
る
。
故
に
、

こ
れ
は
明
か
に
私
が
前
に
越
べ
た
る
所
の
賞
撃
で
あ
る
。
経
務
政
策
ご
い
は
る
、
も
の
に
ゐ
つ

相
臨
瞥
阜
の
本
質

第
三
+
容

二
五
五

第一一統

ニ
E
E



組
替
凪
干
の
本
質

第
三
十
巻

五
占ノ、

第

貌

二
五
六

て
も
.
ぞ
れ
に
必
要
な
る
も
の
は
車
に
縄
潜
血
中
だ
げ
の
知
識
を
以

τ足
る
も

ω
で
は
な
い
。
例
へ
ば
、

い
は
ゆ
る

〉

m
g守
o-一

門
戸
田
内

に
し
て
も
、
阜
に
農
業
に
関
す
る
純
傍
率
的
知
識

ω
み
を
以
て
足
る
も
の
で
は
な
く
、

作
物
、

土

壊
、
気
候
、
風
土
、
法
制
、
算
数
等
の
知
識
ど
必
要
ご
す
る
は
、
夏
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
き
所
で
あ
る
。
故

に
政
策
論
を
以
て
.
各
論
ご
同
一
蹴
す
る
が
如
、
き
は
、
全
然
、
車
純
な
る
誤
謬
で
ゐ
る
。

更
に
、
若
し
、
町
E
E
2
Z
Z白門一o=白
Z
T
2
0ヨ
一
目
な
る
も
の
を
以
て
、
政
策
論

ω如
き
も
の
よ
り
成
る
も
の
ご

せ
ば
、
草
に
そ
れ
は
岡
家
を
の
他
り
公
共
同
盟
り
立
場
よ
ち
す
る
所
的
政
策
論
な
る
も
の
ど
包
合
す
る
の
み
な
ら

今
、
谷
人
げ
か
例
へ
ば
商
業
は
如
何
に
賀
行
す
べ
b
d

か、

工
業
以
如
何
に
賀
行
す
べ
き
か
、

金
融
業
は
如
何
に
費
行

す
べ
き
か
ご
い
ふ
研
究
も
こ
れ
に
合
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
ら
は
、
政
策
論
な
る
も
の
ど
、

た
u
y
そ
的
暇

定
立
場
を
異
に
す
る
に
止
ま
ち
、
賞
質
的
に
は
異
る
所
が
な
い
か
ら
で
ゐ
る
。
そ
し
て
か
、
る
意
味
の
研
究
は
、

や
は
り
、
貧
血
干
に
麗
す
る
も

ω
で
、
柑
帆
梼
皐
-

J

」
い
ふ
科
晶
一
a

り
一
部
分
た
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
麗
す

る
所

ω質
事
が
如
何
な
る
も
の
か
と
い
は
い
v
、
ぞ
れ
は
、
後
に
越
ぷ
る
所
の
絹
終
準
に
外
な
ら
ね
も
の
で
あ
る
。

口一
m
E
が、

=
白
民
O
E
-
φ
r
o
口
。
ョ
宮
-5

ヨ
4
a
g
R
E
P
の
第
三
部
ご
し
て
準
内
、
る
所

ω
E
5
5
4
{
M
M
g
n
E
P
な

る
も
の
が
、
如
何
な
る
も
の
で
ゐ
る
か
は
、

彼
の
詑
明
の
範
凶
内
に
於
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
若
し
そ
れ
が

ι目。

何一

EMmHrg守
口
ロ
門
出
〉

g
q
μ
σ
2
4日『門凶円
-M同
日
仏
何
回

ω
Z白
門
円
切

=
=
L
F『

Eσ
ユ
ミ
巾
口
出
『
伊
ロ
F

口
n
F
2
H
同
町
「
古
内
「
印

n
F白
骨
巾
ロ

M

u

v

a

h

-

さ
い
w

ふ

組
済
一
事
象

ω本
質
を
周
朋
す
る
も
り
で
あ
る
な
ら
ば
、

や
は
り
こ
れ
は
科
皐
た
る
純
滞
皐

ω
一
部
門
で
ゐ
る
。
併



し
乍
ら
、
若
し
そ
れ
が
、
国
家
そ
の
他
の
公
共
闘
瞳
が
如
何
に
す
れ
ば
、
最
も
通
嘗
な
る
方
法
に
於
て
最
も
多
〈

の

出
口
口
白
7
2
刊
を
翠
や
る
こ
ど
が
出
来
る
か
、
ま
た
、
如
何
じ
す
れ
ば
、
最
も
少
き
〉
E
U
官
官
に
よ
り
て
、
最

も
適
嘗
に
悶
家
目
的
を
達
成
す
る
ζ

ご
が
出
来
る
が
、

ご
い
ふ
-
』
ご
を
研
究
す
る
の
で
ゐ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
要

す
る
知
識
は
、
経
済
率
上
の
知
識
に
り
で
は
到
底
不
十
分
で
ゐ
っ
て
、
各
般
の
知
識
を
必
要
ど
す
る
も
の
で
あ

り
、
然
る
ご
き
は
、

い
は
ゆ
る

E
EロN
豆
aER--山
町
円
は
、

'
』
れ
ら
の
各
種
の
知
識
の
構
成
よ
り
な
る
も
の
、
己
な

る
か
ら
、

一
つ
の
質
皐
ご
な

h
、
そ
し
ー
そ
の
質
問
学
は
・
』
の
場
合
に
ゐ
り
で
は
、

ロ
EH-が
い
は
ゆ
る
ヨ
・
白
r
z
R
}凶作

Z
R
Z
E
E
S
E
E
W
ご
同
じ
く
、
私
が
後
に
述
ふ
る
所
の
経
管
事
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

巴
一
向
円
m
r
B
4
0
8
の
町
一
色
、
同
日
仏
一
件
D
L
R

岡
山
口
「
唱

g
g
な
る
も
の
は
、

ロ一。

z
も
い
ふ
返
り
、

町
山
口
告
】
N

宅
配
目
。
ロ
，

ω
n
E
P

に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
若
し
そ
れ
が
、

のめ
-
P
F
E
X
E
2
H
U
E
r
Z
Rロ
な
る
経
穂
高
象
の
本
質
を

閤
明
す
る
こ
ご
を
以
て
職
能
ご
す
る
も
の
で
ゐ
る
な
ら
ば
、
科
撃
た
る
樫
梼
撃
の
一
一
分
科
で
あ
る
。
併
し
、

そ
れ

が
、
国
家
の
政
策
若
し
く
は
な
人
の
目
的
を
達
成
す
る
に
役
立
つ
知
識
、
若
し
く
は

出制

WDrmm川
町

nzmwp

の
質
行
に

必
要
な
る
知
識
ご
い
ふ
意
味
に
於

τ取
扱
は
る
、
な
ら
ば
、
そ
れ
は
質
事
を
成
す
所
の
も
の
さ
な
る
。
そ
し

τこ

の
場
合
に
於
て
も
、

ぞ
れ
は
経
管
事
に
麗
す
る
も
の
で
ゐ
る
。

四

鰹
務
与
は
、
右
に
通
ぶ
る
が
如
き
一
つ
の
科
撃
で
ゐ
る
ご
私
は
思
ム
。
故
に
、

そ
れ
は
研
究
の
封
象
舎
も
っ
。

加
融
替
畢
の
本
質

第
三
十
各

E 
七

第一一旗

二
五
七



料
管
撃
の
本
質

第
三
十
巻

五
八

まr;

焼

亙
八

そ
の
樹
象
は
い
ふ
ま
℃
も
な
〈
経
済
で
ゐ
る
。
併
し
、

見
解
正
、
多
少
具
る

--ω
経
済

ω何
で
あ
る
か
は
、
な
の
見
る
所
は
、
従
来
の

こ
り
黙
は
、
銑
に
簡
間
早
に
述
べ
た
る
こ
ご
も
あ
り
、
ま
た
他
日
詳
論
せ
ん
さ
欲
す
る
所
で

あ
る
が
、

こ
、
に
経
傍
ご
経
管
ざ
を
謝
昭
一

L
て
、
判
仙
の
見
る
所
を
極
め

τ略
説
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

経
憐
ご
い
ひ
締
管
ど

νひ
、
-
」
の
こ
り
は
、

レ
づ
れ
も
人
類
が
物
的
資
料
の
獲
得
使
用
を
な
し
て
行
ふ
所
の
生

活
川
町
部
面
相
で
あ
る
。
人
類
の
物
的
生
活
を
の
も
の
を
全
面
的
に
経
済
ご
い
γ

ふ
の
で
も
な
〈
、
経
且
百
J

」
レ
ふ
の
で

ち
な
い
。
人
類
の
物
的
生
活
は
鋤
物
の
そ
れ
ご
は
根
本
的
に
臭
る
も
の
炉
わ
る
。
動
物
の
う
φ

句
集
閤
生
活
を
な
す

も
り
に
ゐ
っ
て
も
、

そ
の
物
的
生
活
を
統
制
し
て
居
る
も
の
は
、
今
日
の
動
物
皐
の
致
ゆ
る
所
に
よ
れ
ば
、

1'-

彼
等
の
本
能
川
」
げ
で
ゐ
る
。
入
額
も
、
勿
論
一
つ
の
動
物
ご
し
て
、
そ
の
物
的
生
活
は
本
能
に
統
制
せ
ら
れ
て
居

る
。
併
し
人
類
の
場
合
に
ゐ
つ
て
は
‘
本
能
り
外
に
知
龍
も
亦
こ
れ
を
統
制
し
て
居
る
。
そ
し
て
そ
の
知
能
は
、

枇
曾
生
活
を
な
す
場
合
に
は
‘
夏
に
指
導
意
思
ご
交
換
原
則
ご
な
っ
て
見
は
れ
る
。

ニ
の
場
合
に
指
導
意
思
ご
い
ム
は
、
何
等
か
の
目
的
を
以
て
、

ニ
れ
に
遁
合
す
る
所
の
結
果
を
生
壱
し
な
る
方

向
に
、
物
的
資
料
の
獲
得
使
用
の
行
動
を
、
秩
序
づ
り
る
考
へ
で
ゐ
る
。
交
換
原
則
ご
い
ふ
は
、
人
々
が
、
そ
の

欲
求
す
る
所
の
も
の
を
、
他
人
よ
り
獲
る
が
た
め
に
は
、

そ
の
他
人
の
承
諾
金
必
要
ざ
す
る
ご
い
ふ
定
め
で
ゐ

る
。
放
に
、

こ
れ
は
本
来
、
承
諾
の
原
則
ご
い
ふ
庁
が
よ
い
ゃ
う
で
あ
る
が
、
併
し
、
各
人
が
物
的
費
料
を
以

τ

生
活
全
維
持
す
る
も

ωな
る
関
係
上
、

-
』
の
他
人
の
承
諾
を
得
る
が
た
め
に
は
、
原
則
ご

Lτ
、
欲
求
者
も
ま

保険本質論第二版銘・事ffh一節及保険事:史論:U~~章243一節星島照



花
、
そ
の
他
人
の
承
諾
す
る
所
的
も

ωを、
そ
の
承
諾
す
る
所
の
質
、
量
、
歓
に
於
て
提
供
す
る
を
要
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、

こ
の
意
味
に
於
て
、

こ
れ
を
交
換
の
原
則
ご
い
ふ
の
で
あ
る
。

経
済
ご
い
ふ
は
、

ニ
ω交
換
尿
則
に
統
制
せ
ら
れ

τ居
る
所
の
.
人
類
の
物
的
生
活

ω相
で
ゐ
る
。
詳
言
す
れ

ば
、
経
済
さ
は
、
交
換
原
則
の
下
に
於
て
も
人
類
が
、

そ
の
生
活
に
要
す
る
物
的
資
料
を
、
獲
得
使
用
す
る
長
ご

に
よ
っ
て
生

T
る
所
り
有
機
的
現
象
で
ゐ
る
。
併
し
、
人
類
の
物
的
生
活
に
は
、
前
遮
の
如
〈
、
指
導
意
思
に
よ

っ
て
統
制
せ
ら
れ
て
居
る
部
面
相
も
あ
る
。
そ
れ
が
即
も
経
営
ご
い
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ζ

の
意
味
に
於

て、

h
l

ふ
所

ω経
倍
は
康
義
の
も
の
で
め
勺
て
ト
帥
e
h
l
一

円

J

の
指
導
意
思
仁
よ
り

U

人
数
が

h

そ
の
律
、
活
仁
要

す
る
物
的
資
料
の
獲
得
使
用
を
な
す
所
的
計
輩
的
行
動
で
あ
る
。

経
済
も
経
替
も
.

か
〈
の
如
く
、
人
類
の
物
的
生
活
な
る
も
の
が
、
異
る
斯

ωも
の
仁
よ
h
て
統
制
せ
ら
る
、

に
よ
っ
て
生
ず
る
所
の
、
部
面
相
で
ゐ
る
o

併
し
、

こ
の
二
つ
の
部
面
相
は
、
相
離
れ
て
居
る
場
合
も
あ
り
、

コ与
d恥

た
相
重
っ
て
居
る
場
令
も
ゐ
る
。
卸
ち
経
済
の
場
合
に
ゐ
つ
て
は
、
常
に
必
す
、
交
換
原
則
の
統
制
の
下
に
ゐ
る

を
要
す
る
け
れ
ど
も
、
指
導
意
思
に
よ
b
統
制
せ
ら
れ
て
居
る
や
否
や
は
金
〈
問
ふ
所
で
は
な
い
。
ま
た
、
樫
傍

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
必
中
常
に
、

一
つ
の
指
導
意
思
の
下
に
統
制
せ
ら
る
、
こ
ご
を
要
件
ご
す
る
り
れ

ど
も
、
交
換
貝
原
則

ω下
に
あ
る
や
否
や
は
問
ふ
所
で
は
な
い
。
放
に
、
交
換
原
則
ご
指
導
意
思
ご
が
同
時
に
、

吾
々
の
物
的
生
活
を
統
制
し
て
居
る
ご
き
に
は
、
経
済
ご
純
替
ご
が
相
重
ス
て
存
在
し
、
そ
の
一
方
の
み
が
統
制

料
替
町
〔
ず
山
本
質

第
三
十
巻

二
五
九

第

競

五
フL



線
管
凪
干
の
本
質

第
三
十
答

ノ、

O 

，!<t:; 
由

競

ノ、

C 

L
て
、
他
方
が
統
制
せ

F
る
場
合
に
は
、
唖
掛
か
鰹
替
か
、

そ
の
い
づ
れ
か
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

却
ち
、
一
耽
曾
経
済
、
園
民
極
済
、
国
際
経
済
娃
ぴ
に
世
界
経
済
な
る
も
の
に
は
、
交
換
原
則
が
統
制
し
て
居
る

だ
げ
で
あ
っ
て
、
指
導
意
思
が
統
制

Lτ
居
る
の
で
は
な
い
。
故
に
.

ぞ
れ
ら
は
、
経
済

F
誌
な
べ
き
も
の
で
は

ゐ
る
が
、

経
営
」
は
な
い
。
併
し
、

こ
れ
ご
反
濁
に
、
原
始
人
類
の
生
活
が
血
縁
を
中
心
ご
す
る
閤
瞳
の
下
に
白

給
自
足
山
り
紋
怨
に
て
行
は
れ
、
物
的
資
料
り
獲
得
使
用
は
、

そ
の
周
鰻
り
首
長
た
る
も
の
、
指
導
意
思
に
よ
り
て

統
訓
せ
ら
れ
て
居
っ
た
場
合
に
は
、

た
H
J
J
:
、
に
椛
径
が
ゐ
る
だ
け
で
、

未

r
経
済
は
存
在
し
な
い
。

阿
川
口
口
口
市
『

は、

hr

、
る
物
的
生
活
ぞ
〔
同
町
内
命
ω
円三
O
臼
田
市
口
ロ
ロ

E
Z
E
5
r由
民
げ
す
」
名
づ
け
て
居
る
け
れ
ど
も
.

か
く
の
如
、
吉
〈
2
8

r
o
F『
印

}
O国

の
欣
態
を
経
済
ご
名
づ
く
れ
ば
.
経
済
ご
い
ふ
ニ
ご
、
、
物
的
生
活
ご
い
ふ
こ
ご
、
、
が
閉
じ
こ
芝
、
な

り
.
特
に
樫
済
な
る
名
稽
を
こ
れ
に
奥
ふ
る
の
意
味
を
失
ふ
。
故
に
か
く
の
如
き
紋
態
は
‘
経
済
未
生
の
紋
態
で

ゐ
る
さ
い
は
ね
ば
な
ら
向
。

今
日
に
ゐ
り
て
は
、
如
何
な
る
物
的
生
活
も
、

有
も
人
類
が
一
位
曾
を
な
し
て
こ
れ
を
行
ふ
限
り
は
、
皆
、
経
済

の
下
に
あ
る
。
吾
々
個
人
の
物
的
生
活
や
、
曾
枇
の
事
業
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
指
道
意
思
に
よ
り
て
統
制
せ
ら
る
、

そ
れ
は
ま
だ
、
交
換
原
則
に
よ
り
て
統
制
せ
ら
れ
て
居
る
所
の
、
枇
命
日
経
務
、
国
民
経
掛
.
圃
際
経

済
、
世
界
経
済
の
う
ち
に
包
被
せ
ら
れ
て
居
る
。
そ
れ
ご
同
様
に
、
園
家
の
政
務
に
関
す
る
物
的
生
活
、
卸
ち
財

ぜ』並(に、

政
ち
亦
.
園
家
嘗
局
の
指
導
意
思
に
よ
り
て
統
制
せ
ら
る
、
さ
共
に
、
一
吐
曾
経
済
.
圃
民
経
務
、
国
際
抑
制
棒
、
世



界
経
済
の
う
ち
に
包
被
せ
ら
れ
て
居
る
り
で
あ
る
。
故
に
今
日
に
あ
り
て
は
、
総
て
の
経
俸
は
経
済
の
う
も
に
包

被
せ
ら
れ
て
居
る
。
そ
し

J

然
る
限
り
に
於
て
、
人
類
の
物
的
生
活
は
指
導
意
思
ご
交
換
原
則
さ
に
よ
り
て
同
時

に
統
制
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

私
は
、
人
類
の
物
的
生
活
に
、
交
換
原
則
に
統
制
せ
ら
れ
て
居
る
部
面
相
ご
、
指
導
意
思
に
統
制
せ
ら
れ
て
居

る
部
面
相
ご
の
、

ニ
つ
を
分
析
的
に
観
察
し
、

そ
の
交
換
原
則
仁
統
制
せ
ら
る
、
に
よ
ち
て
生
中
る
所

ω
有
機
的

組
織
を
寵
糖
ご
名
門

J

く
べ
き
も
の
ご
忠
ふ
。
宅
[
司
、
、
そ
の
場
令
仁
、
交
換
原
則
の
統
制
仁
」
り
て
生
中
る
所
の

有
機
的
組
織
の
擦
が
り
を
、

地
域
よ
り
遊
離
し
て
抽
象
的
に
考
察
す
る
さ
き
は
、
枇
曾
経
済
な
る
概
念
を
得
る
ニ

ご
、
な
り
、
ま
た
、

こ
の
有
機
的
組
織

ω地
域
的
擦
が
り
に
着
目
す
れ
ば
、

地
方
経
済
、
国
民
経
済
、
闘
際
経

際
、
世
界
経
済
な
る
概
会
を
認
め
得
る
も
の
ご
思
ふ
。
そ
し
て
、
人
類
の
物
的
資
料
の
獲
得
使
用
が
、

一
つ
の
指

導
意
思
に
統
制
せ
ら
れ
て
、
計
霊
的
行
動
・
こ
な
れ
る
も
の
を
、
な
は
、
康
く
、

一
般
に
経
替
芭
名
イ
く
べ
き
も
の

三
思
ふ
の
で
ゐ
る
。

も
さ
よ
り
、
・
』
れ
は
命
名
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
元
に
障
れ
ば
、

い
づ
れ
を
い
¥
つ
れ
ど
名
づ
り
て
も
差
支
な
い

も
の
で
あ
ら
う
。
併
し
、
今
日
ま
で
の
事
者
が
、
言
ひ
表
は
さ
ん
さ
欲
し
て
十
分
明
瞭
に
表
明
し
得
な
か
っ
た
所

を
‘
表
明
す
れ
ば
、

か
く
の
如
〈
に
解
す
る
の
外
な
き
も
の
で
あ
る
ご
思
ふ
。
殊
仁
、
術
語
は
吾
々
の
皐
聞
に
於

経
費
聞
申
の
本
質

第
三
十
餐

ムノ、

第
一
蹴

ニムハ



誕睡眠佐官持出 総liIt恭} 111~ 11 議 1:露 1 1l~ 11 

い~'~訴時斗転士三時記~1í{斗 4古えい" ifV'程閉鎖!と~{ls!型~t-' .，c'喝。 ， ， :;二 ~tl司替り--l ¥-' 1耐ピ割4=榔蹟ヤ

(ifV ~Qや Q ・.Q~ú'l~~ ~掛対，(l~溢;-læ:~理 tlJ22a 与。J. S. Mill ~ “Di伶 rencesof language are 

by no means unimportant， even when n日tgraunded on di除 rencesof opinion ; for though either 

。ftwo expreSSlOns rnay be consistent with the whole truth. they generally tend to fix attention 

upon different parts of it" 1) りユベ。 思叫~6γ 王EJ〉主主主母i現p^"，時り与や ¥_1.，.s;" • j ~二~糧事

t--ゃ9窓S'-N'i S， ~j ~~じい時 u ~~・0' aii;守9嬰ふJ!l¥¥i炉、も(l~ :fffい笠戸 ~~時(Q明義ふJ~匹~， ~J ヤ品当検~S!~;..

令{lE;'隙とも市控室1'-'，Q u¥ .'" 0 

総司.J ' まぎ柊~時都立' 総..ø~J;主主~. E4:& 瞳号制 YJ~・や"v' '( ifV..o E;' 'u rr民心昔iS S，..ø Q~~い' 闘能

予J昭子士、とりい吋433ミ.，c'，(lo 軍当 P Sieg升iedLederer '!主魁箆日時_"l Q~穏~~'-""!.2総~~>(l。

Die ersle Regllng oq，c，wischen Seins， dcr Wille ZlII1l Leben，山田町tsich in dem Strebcn， Bedurfnisse Zll he仕iedi.

gen， Der Mensch hat円il'ec1日nassigeMethoden gefunden， d即 n;tdies ul1lfassend und planmiissig geschicht. 50llSt 

kenllen ill del1l weiten Reiche der Natul' bloss die Bienen und die Ameisen eine Vorsor!(e fur die Zukunft. Aber 

wahrend hier das Leben unabanderlich lInd instinktgemiiss ablallft，、crandertdCI孔fcnschnicht nur seinc Tatigkeit， 

sondern九uchdie Bedurfnisse alls del1l Natllrzustande ZUl' Zi、ilis凡tIon Die georclnele Tali!(lで itzur Befrieqigul1g der 

Bedul'fnisse bezeichnen wir als ¥Virtschaft.2) 

毒三....)~"v'E;'喜htJ~~ 1~ !.2おい笠' *~~ B語翻役時..øE;'~や:シド尽告まの心主主奇司令与J -NJ~や' 2軍特

『

まま
同

0. C 

ロニ4
0:.. .... 
.~ ~ 
，-;'、，
てコ
む』
印~

bつヨ
圭ι

'" -〈国
~ -回
目-E
8 ~ 
q ..c: 
巨t-<

出J
匂4

百五
Uυ  
'E l2 
ー』

門戸

ι5 
』占

。ち
:c> 
ー且 h

Eむ
c ~ 
，... v 
- ，てコ
~ v 
.....J -ー-
~ .~ 

凶幸氏
，-・

ドニ、ぴ3ぴ3

~~ 

ーイ合唱



に
於
て
は
、
人
類
の
物
的
生
活
に
於
て
統
制
す
る
所
の
も
の
ご
し
て
、
軍
に
指
，
導
意
思
あ
る
こ
ご
の
み
を
認
め
る

r
H
U
で
、
交
換
原
則
な
る
も
の
も
亦
均

L
く
統
制
を
行
ひ
っ
、
ゐ
る
に
気
付
か
や
し
て
、
単
純
な
る
物
的
生
活
よ

b
経
済
な
る
も
の
を
極
別
し
て
説
明
せ
ん
ご
し
た
る
よ
り
、
生
じ
た
る
見
解
で
ゐ
る
。

主

私
は
既
に
、
経
済
J

」
綿
密
£
の
一
陣
別
e
M
G

越
ぺ
、
且
つ
抑
制
務
串
ゆ
如
柄
な
る
も
の
な
る
か
を
略
説
し
た
。
よ
っ
て

愈
I
・
-
』
、
に
経
笹
島
ナ

ω如
何
な
る
も

ωな
る
か
e
T
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
m
H
。

経
糖
皐
な
る
も
の
を
以
て
、
私
以
、
科
臨
相
事
象
の
本
質
-T
問
明
す
る
所
の
車
問
で
め
る
ど
述
べ
化
。
経
倍
民
十

は
、
然
ら
ば
、

-
-
れ
ご
同
じ
ゃ
う
に
、
経
管
事
象
の
本
質
を
開
明
す
る
所
の
皐
問
で
あ
る
ご
見
倣
す
か
。
私
は
、

勿
論
、

か
、
る
見
解
も
成
り
立
つ
ご
思
ふ
。
併
し
、
然
る
場
合
に
は
、
経
笹
撃
は
一
つ
の
科
製
た
る
経
済
拳
の
一

部
門
た
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
ご
な
る
。
何
ご
な
れ
ば
、
前
に
遮
ぺ
た
る
が
如
〈
、
総
て
の
経
管
は
、
経
済
に
包
被

せ
ら
れ
て
居
る
。
綴
相
官
ご
し
て
行
ふ
所
の
、
物
的
資
料
の
獲
得
使
用
は
.
今
日
、

必
中
常
に
、
交
換
原
則
の
統
制

の
下
に
ゐ
る
。

二

ω交
換
原
則
の
統
制
の
下
に
あ
る
所
の
、
物
的
資
料
の
獲
得
使
用
に
闘
す
る
事
象
の
本
質
を
陶

明
す
る
は
、
即
も
経
済
問
宇
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

或
は
、
経
管
ご
し
て
行
は
る
、
所
の
物
的
資
料
の
獲
得
使
用
の
行
動
り
う
も
に
あ
っ
て
も
、
交
換
原
則

ω統
制

を
受
付

3
る
も
の
が
ゐ
る
が
故
に
、

こ

ω
部
分
の
経
管
事
象
の
本
質
を
闇
明
す
る
ニ
ご
は
、
経
瞬
間
事
に
属
す
る
職

経
瞥
撃
の
本
質

第
三
十
巻

一占，、

第

競

占，、
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併
し
、

そ
の
い
ふ
所
の
回
巾
豆
急
込
町
σ
2
ω

の
g
a
N
B
m
w
g
r叫}内向{庁ロセ

2
F
z
n
r
g
し
含
再
品
目
口
す
る
こ
ご
は
、

構
皐
そ
の
も
の
、
な
す
所
に
異
る
所
な
き
も
の
で
ゐ
り
、

樫
管
内
部
に
於
て
重
視
せ
ら
る
、
、
諸
聞
係
ご

企
業
相

互
間
の
交
通
に
於
て
重
頑
せ
ら
る
、
諸
閥
係
ご
を
分
別
融
察
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
も
、

ぞ
れ
が
た
め
何
等
-
』
の
皐
問

を
結
構
撃
よ
り
本
質
的
に
分
つ
こ
ご
、
は
な
ら
な
い
。
何
ご
な
れ
ば
.
企
業
相
互
間
の
交
通
に
於
て
童
相
肌
せ
ら
る

、
、
諸
関
係
は
、

要
す
る
に
交
換
原
則
に
統
制
せ
ら
る
、
所

ωも
の
で
あ
b
、
経
営
内
部
に
於
て
重
視
せ
ら
る
、
諸

関
係
ざ
い
ふ
も
の
も
、

1
1
1
恐
ら
〈
、

ぞ
れ
は
原
慎
計
算
ご
か
、

能
率
精
進
ご
か
、

生
産
柴
低

曾
計
整
備
ご
か
、

減
さ
か
の
事
象
を
指
稀
す
る
も
の
ご
思
は
れ
る
が
、

|
|
そ
れ
ら
が
重
要
視
せ
ら
る
、
所
以
は
、

外
部
に
於
け

る
交
換
原
則
の
統
制
に
関
聯
す
る
が
た
め
に
外
な
ら
向
。
故
に

経
且
宵
皐
が
経
済
鼠
干
の

Z
-
n
E
U
n
r
 
の
説
明
は
、

口
町
一
】
向
昌

込町
F
H

す
る
所
以
を
説
明
し
て
居
ら
な
い
ご
い
ふ
の
外
は
な
い
。

H
b
r
g
m
wロ
ロ
は
‘

経
答
率
を
以
て
明
か
に
、

経
糖
撃
の
一
部
門
ピ
認
め
る
皐
者
で
あ
る
。

zrzunF ご
異
ム
ッ
、

郎
+
h
J

次
の
如
〈
に
目
ふ
。

り
芯
ロ
巾
円
円
一
色
》

ω
5
2
m
岳山「
E
o
z
o
-
-
雪
』
5
m
m
Z
N
Z一四

ι耳

2
1
R
Z『
H
2
5
2
R
g
b
g
N
E
n
g
z
m一nF
含
含
R
E
E
F
F
母
国

EOω

一nr
ヨ
ロ
雪
印

m
H
E
P
-
ω
E
H
M
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E
-
m
m
F百
円
仏
内
円
『
包
ロ
巾
ヨ

J3ωωOHMωnrmSEO
〉
ロ
『
目
白
『
伺
旦
巳

-
7
ι
H
O
-
-。
ヴ
百
三
百
《
出
口
問
戸

EAαDEMMι
「
otm田
中

"
己
目
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2
5
m
g
d
内
円
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『
司

3
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何
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HEM-
。
r-EM
《】
O同
国

220Fω
巧

-Z切の
-
E
D
σ
P
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空
白
旦
己
目
ロ

Z
国
ι

N
E
E
-
r
E
R
O
D
-
E三
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Z
E
E
O
E
n
r
E
M
L
2
2
m
m
-
z
邑
m
穴
戸
阿
国
民

-
o
F
3
F命
者
ロ

ωω
門
戸
ロ

ι。
ロ
ロ
庁
ロ

E
Y
m
w
r
=
ω
n
F
q
N
=
2
r何
明
言
=
ケ
乙

蜘
腔
管
且
午
の
本
質

第
三
十
袋

一
一
六
五

二
六
五

第

按

艦
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纏
替
皐
由
本
質

第
三
十
巻

二
六
六

一
一
宍
六

第

挽

彼
が
、
第
一
段
に
於
て
経
替
問
時
半
を
以
て
経
替
の
生
活
保
件
ご
生
活
表
現
ご
を
悶
明
す
る
所
の
純
粋
科
事
で
あ
る

さ
な
す
範
囲
内
に
於
て
、
こ
れ
を
樫
漕
拳
の
一
部
門
で
ゐ
る
と
い
ふ
は
、
名
常
の
遁
不
遁
は
別
ご

L
、
そ
の
限
ち
に

於
て
は
論
理
を
一
貫
せ
る
見
解
で
ゐ
る
。
り
れ
Y
」も、

ニ
の
拳
問
を
以
て
、
現
貰
の
何
等

そ
の
第
二
段
に
於
て
、

か
の
目
的
に
役
立
つ
使
命
を
も
っ
所
の
宍

E
注
岳
3

4」
認
む
る
閉
山
り
は
、
そ
の
範
圏
内
に
於
て
、

ニ
れ
を
一
つ

の
却
材
曲
学
で
あ
る
所
の
経
済
争

ω
一
部
門
ご
認
む
る
は
、
前
に
詳
細
に
述
べ
た
る
が
如
〈
、
不
蛍
の
見
解
で
ゐ
る
。

ζ

の
黙
に
つ
い
て
は
、
同
L

ゆ
プ
当
面
コ
ロ
は
詳
し
い
説
明
を
加
へ
て
居
る
が
、
そ
の
設
明
ゐ
る
に
拘
は
ら

勿
言命

す
、
私
は
こ
の
見
解
を
不
蛍
ご
認
め
る
。
そ
の
理
由
以
前
に
官
皐
の
設
明
の
う
も
に
阪
に
簡
明
早
に
述
べ

て
あ
る

炉
、
他
日
ま
た
詳
し
く
遁
ぷ
る
機
曾
が
あ
ら
う
。

H
h一
宮
町
『
は
、
経
盟
百
拳
ざ
い
ふ
名
璃
を
用
b
な
い
で
、
企
業
私
経
済
事
、
卸
も

日

ι円
{
〈
白
門
戸
一
ユ
2
H
E
白
旦
町
田
一
己
目
『
巾
仏
町
一
『

C
E
2
z
m
y
E
z
z
m
 
ご
い
ふ
名
轄
を
用
ゐ
て
居
る
。
併
し
、
そ
の
名
務
の
如
何
に
拘
は
ら
守
、

こ
の
書
の
第
一
版
に

取
扱
ふ
所
の
も
の
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
他

ωい
は
ゆ
る
純
血
官
事
ご
大
差
め
る
を
認
む
る
こ
ご
が
出
来
な
い
。
か
、

る
企
業
私
経
潜
撃
な
る
も
の
を
以
て
、
彼
は
如
何
な
る
も
の
ご
認
め
、

そ
れ
ご
経
済
皐
さ
は
如
何
な
る
関
係
に
ゐ

る
ご
看
倣
す
か
。
彼
は
次
の
如
く
に
日
ふ
。

ロ
Z
H》
=
〈

a
s『
弓
宮
《
d
y
p
コ1
9
Z
軍
ユ
買
て
豆
空
コ
。
-w-szs同

M耳
旦

冒

4a-ι
雪

4

宅
M
M
A
m
n
r
s
P
3
2望
。
コ
再

-z「
戸
市

F

L
・

-
f
z
z
、H.1-

』

g
d
O
R
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J
4
5詰
ロ
月
『
戸
田

2
:
-
Z
F
o
r
-巳
MmN6rp
白
日
巴

nF
告
。
何

HaFznrz問
L
2
2
3
R
Z
E
w
g
g
E
R
Z
D
P
]

問。Fす
Z
N
Z
E
N目
]
時
四

NOD
乙

却
も
、
企
業
の
私
結
構
撃
な
る
も
の
は
、
人
類
の
経
済
ご
い
ふ
も
の
を
封
象
ご
し
て
研
究
す
る
を
目
的
ご
す
る

所
の
、
科
率
化
る
粧
積
率

ω
一
部
円
で
あ
る
ご
見
る
の
で
あ
る
。
従
勺
て
、
企
業
り
私
純
務
事
な
る
も
の
は
、
簡

軍
に
言
へ
ば
、
企
業
な
る
経
・
糖
事
象

ω動
的
技
ぴ
に
静
的

ω本
質
を
悶
明
す
る
金
円
。
て
そ
の
職
能
ご
す
る
も
の
ご

解
す
べ
き
で
ゐ
る
。
併
し
、
彼
が

そ
の
若
作
に
於
て
取
扱
ふ
所
は
、
企
業
的
経
済
事
象
な
る
も
の
が
如
何
な
る

も
の
で
め
る
か
を
、
平
純
な
立
場
か
ら
問
明
せ
八
ざ
し
て
居
る
の
で
は
な
〈
、
多
〈
の
場
合
に
於
て
.
私
服
務
の

立
場
か
ら
、
詳
言
せ
ば
私
純
済

ω
後
反
に
貢
献
し
役
立
つ
所

ω
串
間
を
構
成
し
ゃ
う
J

」
い
ム
立
場
か
ら
、
論
越
せ

ら
れ
た
跡
を
多
く
躍
し
て
居
る
。
故
仁
、
然
る
限
b
に
於
て
彼
が
構
成
せ
ん
ご
す
る
所
の
も
の
は
、
純
然
た
る
科

事
ご
し
て
の
純
情
事
で
は
な
く
し
て
、
他

ω
頼
持
事
者
ご
同
様
に
、
寧
ろ
一
つ
の
貨
準
で
あ
る
。

併
し
、

ピ
ロ
ロ
日
は
、
他

ω
終
帆
宮
削
申
者
三

次
第
に
そ
の
傾
向
を
異
に
す
る
:
芸
、
な
り
、
な
抑
制
務
若
し
く
は

企
来

ω
純
相
官
な
る
も
の
に
役
立
つ
所
の
知
識
を
蒐
集
整
理
す
る
ご
い
ふ
立
場
よ
h
脱
し
て
、
「
私
経
済

ω
立
場
よ

り
」
ご
い
ふ
態
度
を
拾
て
¥
卒
純
に
企
業
な
る
も
の
、
動
的
技
ぴ
に
静
的
ゆ
本
質
を
問
明

L
、
有
機
的
組
織
た

る
開
・
慌
の
う
ち
に
於
り
る
企
恭
な
る
も
の
を
見
ん
ざ
す
る
に
至
っ
た
。
彼
が
そ
の
著
書
の
第
五
版
に
於
て
は
、

z
J弓
t
g
n
r
r
r
r
B
ι
2
5戸門
町
円
↑

dmFBZ口
問
ョ

f
」
改
題
し
て
司
号
与
な
る
丈
字
を
取
去
っ
た
こ
ど
は
、

こ
の
間
に

於
げ
る
彼
の
研
究
的
立
川
倒
的
推
移
を
物
語
る
も
り
ご
見
る
ニ
ご
が
出
来
る
で
ゐ
ら
F7
、
そ
し
て
、

か
〈
の
如
く
に

経
静
皐
D
本
質

第
三
+
巻

ニ
穴
を

二
六
七

第
一
銭

Leitner Privatwirtschaftslehre der Unternehlτ11.mg， S. 【.1) 



終
替

adの
本
質

第
三
十
巻

-J、
λ 

第
一
観

二
大

λ

し
て
、
そ
の
研
究
は
初
め
て
経
掛
学
り
一
部
門
た
る
地
位
を
占
h
u

る
ニ
ご
、
な
る
の
で
あ
る
。

企
業
経
情
事
な
る
も
の
が
、
純
糖
息
一
ら
一
部
門
た
る
地
位
を
占
h
u

る
は
嘗
然
で
ゐ
る
。
そ
し
て
鰹
雌
官
接
a

な
る
も

の
を
以
工
、
純
掛
事
り
一
部
門
ご
認
む
る
見
解
を
ご
る
な
ら
ば
、

そ

ω名
稿
を
何
ご
名
づ
く
る
か
を
聞
は
示
、
. 
』

の

F
a
g
q
ご
同
様
り
立
場
を
ど
ら
な
り
れ
ば
な
る
ま
い
。

か
、
る
見
解
も
、
ま
た
か
、
、
る
意
味
に
於
り
る
粧
替

事
な
る
も
の
も
、
成
り
立
つ
'
』
ご
を
得
る
は
疑
が
な
い
。
併
し
、

そ
れ
は
、
今
日
、
新
ら
た
な
る
拳
問
ご
し
て
成

り
立
た
ん
ご
す
る
所
的
親
密
皐
ご
み
ム
〈
異
る
過
程
を
辿
る
も
の
ご
言
ふ
の
外
は
な
い
。

私
は
、
今
日
、
新
ら
だ
に
成
立
せ
ん
ご
す
る
機
運
に
ゐ
る
所
の
樫
祭
事
な
る
も
の
を
以
て
、
樫
潜
康
一
・
ご
は
別
な

摘
立
の
墜
問
ご
し
て
成
り
立
た
ん
さ
す
る
も
の
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
。
ニ
の
鰹
答
率
を
以
て
、
経
済
皐
ご
は
別
な
溺

立

ω
事
問
で
ゐ
る
ご
す
る
以
上
は
、
こ
れ
は
粧
品
百
事
象
の
本
質
を
闇
明
せ
ん
ご
す
る
も
の
で
は
な
〈
、

む
し
ろ
経

替
に
於
り
る
目
的

l
l指
議
意
思
の
目
F
す
所
ー
ー
を
寅
現
す
る
に
必
.
要
な
る
、
議
輔
の
知
識
の
鴨
系
よ
り
な
る

率
問
ご
、
解
す
る
の
外
な
き
も
の
さ
思
ふ
。
そ
し
て
、
こ
の
見
解
は
、
経
傍
亭

ω準
君
逗
が
、

そ
的
思
一
・
問
を
如
何

に
解
詑
し
居
る
か
に
拘
は
ら
十
、
彼
等
が
質
際
に
取
扱
っ
て
居
る
所
に
最
も
よ
く
適
合
す
る
も
の
ご
思
ム
。

ニ
の
意
味
に
解
せ
ら
れ
た
る
経
傍
撃
は
、
科
事
で
は
な
く
し
て
、
前
に
述
べ
た
る
質
問
中
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ

れ
は
掛
象
な
る
も

ωを
も
た
宇
し
て
、

た
い
Y

或
る
指
導
意
思
の
目
的
ご
す
る
所
を
、
賞
現
す
る
に
最
も
趨
蛍
な



る
、
そ
し
て
ま
た
最
も
役
立
つ
所
の
知
識
を
、
各
穏
的
科
事
そ
の
他
よ
か
呼
び
集
め
て
、
こ
れ
を
そ
の
目
的
に
従

っ
て
整
理
し
、
隈
系
に
構
成
す
る
に
あ
る
。
郎
も
、

こ
の
意
味
に
於
け
る
将
持
率
は
、

一
口
に
一
吉
田
へ
ば
、
解
替
に

役
立
つ
翠
問
で
あ
る
。
詳
細
に
言
へ
ば
、
人
類
が
、

一
つ
の
指
導
意
思

ω統
制
の
下
に
於
て
、
物
的
資
料
の
獲
得

使
用
を
な
す
所
の
計
量
的
行
動
を
な
す
に
蛍
b
、
こ
れ
に
役
立
つ
所
の
知
識
を
整
理
配
列
し
た
る
瞳
系
で
あ
る
。

故
に
、

こ
の
皐
問
は
、
知
識
そ
れ
自
ら
を
目
的
ご
し
た
る
も

ωで
は
な
〈
、

具
瞳
的
の
目
的
に
役
立
つ
こ
さ
を
目

的
・
と
す
る
も

ω
で
あ
る
リ
私
は
、
最
近
、
新
ら
た
仁
成
立
せ
ん
ご
す
る
軒
続
時
十
な
る
も
の
を
、

か
〈
の
如
き
も
の

で
ゐ
る
さ
解
し
て
初
め
て
意
義
ゐ
る
も
の
ご
思
ム
。

併
[
、
本
が
右
に
遇
べ
た
る
所
は
、
康
義

ω経
倍
率
で
ゐ
る
。
こ
の
意
味
に
於
げ
る
論
若
は
、
今
日
、
悲
の
如

る
限
h
に
於
て
は
一
つ
も
見
蛍
ら
な
い
。
今
日
、
世
に
行
は
る
、
経
倍
率
の
論
著
は
、
殆
ど
す
べ
て
が
企
業
ご
い

ふ
い
は
ゆ
る
私
経
済
の
立
場
か
ら
、
そ
の
経
営
に
必
要
な
.
若
し
〈
は
こ
れ
に
役
立
つ
所
の
知
識
が
、
整
理
配
列

せ
ら
れ
た
盟
系
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
論
著
は
.
艦
隣
接
的
知
識
を
主
要
部
分
ご
す
る
り
れ
ど
も
、
そ
の

外
に
、
法
仲
間
学

ω知
識
.
合
計
怠
干
の
知
識
、
算
数
の
知
識
、

事
務
取
扱
ひ
控
ぴ
に
事
蒋
整
理
の
知
識
な

EUF
配
列

せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
故
に
、
そ
れ
は
純
糖
拳
ご
は
別
な
猫
主
の
皐
問
モ
ゐ
っ
て
、
か
、
る
拳
問
が
成
立
し
て
初
め
て
、

経
済
事
・
法
律
皐
等
々
の
科
撃
知
識
が
企
業

ω
経
営
ご
い
ふ
現
貨
の
目
的
に
役
立
つ
こ
ど
、
な
る
の
で
ゐ
る
。
併

し
、
こ
の
意
珠
山
川
純
傍
撃
は
、
科
撃
で
は
な
〈
し
て
、
明
か
に
賓
皐
で
あ
る
。

終
此
円
撃
の
本
質

第
三
十
巻

プ〈

九

第

競

ニ
大
丸



親
密
山
中
の
本
質

第
二
十
容

七
O 

崎
市
一
焼

七
C 

市
山
ゃ
4

目、
1
t
 か
、
、
る
意
味
の
純
答
率
な
る
も
の
が
成
立
の
根
擦
を
も
っ
こ
ご
、
誼
び
に
か
、
る
皐
聞
が
吾
々
の
生
活

に
於
て
必
要
な
る
ニ
之
、

そ
し
て
他
方
に
於
て
は
、
科
血
中
た
る
経
横
島
一
・
も
、

か
、
る
程
持
率
り
発
達
に
刺
戟
せ
ら

れ
て
ま
た
よ
り
よ
き
後
達
を
遂
げ
る
も
の
な
る
こ
ご
を
信
じ
て
疑
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
経
倍
率
な

る
も
の
は
、
必
す
し
も
、
企
業

ω経
替
に
閲
し
て
の
み
成
立
す
べ
き
も
の
た
る
の
理
由
を
知
ら
な
い
。
車
に
企
業

ご
い
ふ
範
閣
内
の
指
導
意
思

ω
下
に
於
て
、
人
類
が
物
的
資
料
品
り
獲
得
使
用
を
な
す
に
役
立
つ
所
の
知
識
の
慢
系

の
外
に
、
康
く
、

加t

河沼，、
l
o
z
D
2
3
h
事
a
a
a
A
3
U
Z
ゆ

AU'dr
，司』子為、、

，
京
市
・

4
F・
判
別
法
三
五
臼
4
7
J
否
問
ド
ト
L
市

ι、
の
下
に
於
て
人
類
一
か
物
的
資
料
の
獲
得
使

用
を
な
?
に
役
立
つ
所
り
知
識
的
瞳
糸
た
る
血
中
間
が
成
立
し
得
ゃ
に
つ
い
て
何
等
の
疑
を
も
っ
-
-
ご
が
出
来
な

ぃ
。
故
に
、
企
業

ω
経
管
事
り
外
に
も
、
幾
多
の
目
的
に
つ
い
て
艦
替
事
が
成
h
立
も
得
る
ご
信
や
る
。

国
家
が
、

そ
の
会
困
民
の
物
的
資
料

ω
獲
得
使
用
的
総
て
の
行
動
を
、

一
つ
の
指
護
意
思
に
よ
h
て
統
制
す
る

こ
ご
が
あ
り
ご
す
れ
ば
、

そ
れ
は
一
つ
の
経
告
で
あ
り
、
そ
れ
に
役
立
つ
所
の
知
識
の
櫨
系
は
一
つ
の
経
替
撃
で

あ
る
。
ま
た
‘
国
家
が
、
そ
の
政
務
を
建
行
す
る
に
必
要
な
る
物
的
資
料
の
獲
特
使
用
を
、

一
つ
の
指
導
意
思
に

よ
り
工
行
ふ
所

ω
い
は
ゆ
る
財
政
は
一
つ
の
経
管
で
ゐ
る
。
故
に
、
財
政

ω
遂
行
に
役
立
つ
所
り
知
識
の
瞳
系

は
、
今
日
の
財
政
暴
の
一
部
門
で
ゐ
る
が
、
そ
れ
も
艦
倍
率
で
ゐ
る
。
夏
に
一
つ

ω曾
枇
が
、

ぞ
れ
自
ら
の
終
盤
百

に
役
立
つ
所
の
知
識
を
、
整
理
配
列
し
た
る
一
つ
の
瞳
系
に
構
成
す
れ
ば
‘

そ
れ
も
一
つ
の
純
倍
率
で
あ
る
。
ま

1~ 、

一
般
的
に
荷
業
の
経
営
に
必
要
な
る
知
識
、
工
業
的
経
笹
に
必
要
な
る
知
識
、
農
業
の
粧
管
に
必
要
な
る
知



識
を
、
そ
れ
ぞ
れ
整
理
配
列
し
た
る
鴨
系
を
つ
く
れ
ば
、
ぞ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
一
つ
の
粧
答
拳
で
ゐ
っ
て
、

こ
の

場
合
に
は
、
商
業
絞
替
事
、
工
業
経
倍
率
、
農
業
経
楼
皐
ご
名
づ
く
る
こ
ど
が
附
来
る
。
真
に
柄

一
つ
の
経
営
撃
で
ゐ
っ
て
、

一
般

ω
家
庭
に

於
り
る
家
事
の
経
笹
に
役
立
つ
知
識
を
整
理
配
列
l
た
る
惜
系
も
、

-
}
れ
は
家
事
鰹

笹
事
ご
い
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、

ニ
れ
ら
総
て
を
線
帯
す
る
ご
さ
』
は
、

ぞ
れ
が
康
義
の
結
晶
百
皐
で
ゐ
る
。

割
払
は
、
右
に
山
地
ぷ
る
所
に
よ
り
、
由
民
義
的
経
皆
拳
M
A

ぴ
各
倒
の
粧
倍
率
の
如
何
な
る
も

ω
で
ゐ
る
か
を
概
設
し

た
。
康
批
判
の
純
持
率
な
る
も
の
は
.
前
に
も
述
べ
た
る
が
如
く
、
人
類
が
.

一
つ
の
指
導
怠
思
の
下
に
於
主
、
物

的
資
料

ω獲
得
使
用
を
な
す
所

ω計
重
的
行
動
に
劃
し
て
、
役
立
つ
所
の
知
識
を
整
理
配
列
し
た
る
鰭
系
で
あ
る

ご
い
ふ
ニ
ご
が
出
来
る
。
併
し
、

こ
れ
は
、
経
倍
率
ご
い
ふ
も
の
は
、

一
般
的
に
言
へ
ば
、

か
〈
の
如
き
も
の
で

あ
る
ご
い
ふ
意
味
の
-
』
ご
だ
け
で
ゐ
っ
て
、

か
く
の
如
き
粧
品
百
準
な
る
も
の
が
、

一
定

ω内
容
を
も
っ
て
.
現
賞

に
成
立
し
得
る
も
り
な
る
を
い
ふ
の
で
は
な
い
。
何
ご
な
れ
ば
、
人
間
り
指
導
意
思
な
る
も
の
は
、
具
種
的
に
何

等
か
の
目
的
ご
関
聯
し
て
初
め

τ存
在
し
得
る

ωで
ゐ
っ
て
、
康
〈
一
般
に
指
導
意
思
ご
い
ふ

τも
、
そ
の
場
合

に
は
抽
象
的
名
僻
た
る
に
止
ま
り
、
従
っ
て
、
こ
れ
に
役
立
つ
も
り
ご
い
ふ
も
・
具
程
的
に
は
意
味
な
き
も

ωで

ゐ
る
か
ら
で
ゐ
る
。
故
に
純
替
惨
な
る
も
り
は
、
具
憧
的
に
は
、
必
?
、
各
佃
の
経
営
場
ご
し
て
の
み
成
h
立
つ

も
の
で
あ
る
。

-
』
れ
を
狭
義
の
鰹
管
事
ご
い
ふ
。

こ
の
狭
義
に
於
け
る
経
密
率
、
卸
も
各
個
の
経
替
曲
宇
な
る
も
の
は
、

そ
れ
が
自
ら
を
役
立
た
し
め
孔
ご
す
る
所

経
瞥
壌
の
本
質

第
三
十
答

七

第
一
一
都

七



経
管
壌
の
本
質

第
三
十
巻

七

第
一
一
貌

ニ
七
ニ

の
具
瞳
的
円
的

ω如
何
に
よ
り
、
貫
に
幾
多
の
形
態
を
以

τ成
立
し
得
る
も
の
で
ゐ
る
。
何
ご
な
れ
ば
‘
人
間
の

物
的
生
活
に
於
り
る
具
瞳
的
目
的
な
る
も
の
は
、
大
小
康
狭
、
質
に
千
接
高
化
限
り
な
き
も
の
で
ゐ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
各
佃
の
経
待
阜
の
如
何
な
る
も
の
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
前
に
一
言
ζ

れ
に
鯛
れ
た
る
所
が
あ
っ
た

が
、
ぞ
れ
が
設
明
は
夏
に
詳
細
の
論
を
要
す
る
所
で
ゐ
る
。
併
し
、
本
論
は
、
経
倍
率
の
本
質
を
明
か
に
す
る
を

目
的
ご
し
て
起
稿
し
た
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
こ
、
に
筆
を
止
め
、
虞
義

ω
寵
倍
率
ざ
狭
義
の
純
替
胤
一
a

ご
の
闘

係
、
殊
に
、
ぞ
れ
が
大
小
康
狭
‘
千
鑓
高
化

ω形
態
を
以
て
成
立
し
得
る
所
以
は
.
-
次
山
W

機
舎
に
於

こ
れ
を
詳

論
す
る
で
あ
一
ら
う
。
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