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所
謂
倫
理
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経
済
事
に
於
げ
る
人
間
事出

口

勇

蔵

ー.

新
歴
史
事
派
の
経
済
叩
晶
子
理
論
は
倫
理
的
経
済
閣
?
と
云
は
れ
る
。
此
の
撃
派
に
局
す
る
経
済
皐
者
が
何
れ
も
、

一
方
で
は
プ
リ
ン
ス

ス
ミ
λ

を
先
一
国
と
す
る
ド
イ
ツ
資
本
家
階
級

ω
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
ド
イ
ツ
マ
ン
チ
ェ
ス
タ

I
墜
浜
の
唯
物
論
的
経
済
理
論
を
排

戸
市
ず
る
I
E
共
に
、
他
方
?
は
そ
れ
と
並
ん
で
勃
興
し
た
持
働
者
運
動
、
枇
命
日
主
義
の
経
済
迎
論
在
同
様
に
唯
物
論
的
訟
り
と
し
て
之

北
抗
し
‘
川
崎
論
的
に
は
開
削
民
紋
桝
を
倫
却
化
す
る
と
と
を
以
て
較
桝
事
の
任
務
と
し
‘
賓
践
的
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
ド
イ
ツ
の
闘
家
統

一
に
参
劃
し
て
そ
の
政
策
を
指
導
せ
ん
事
を
意
闘
し
た
か
ら
で
る
る
。
図
民
経
済
を
倫
理
化
せ
ん
と
す
る
こ
ム
」
は
理
論
的
に
経
済
皐

の
中
に
如
何
に
取
扱
は
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
ら
う
か
、
而
し
て
新
歴
史
単
一
次
は
此
意
闘
を
如
何
に
し
て
果
し
た
の
で
る
る
か
、
又

彼
等
の
解
決
は
如
何
な
る
賓
践
的
意
義
を
持
っ
た
の
で
あ
る
か
、
之
本
稿
に
於
て
若
干
の
考
察
を
加
へ
ん
と
す
る
問
題
で
あ
る
。

経
済
事
は
古
来
、
倫
理
事
と
交
渉
を
持
ち
つ
L
務
展
し
た
と
云
ふ
歴
史
的
倖
統
を
持
っ
て
ゐ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
は
経

済
撃
が
「
ヱ
テ
イ
カ
L

「
ポ
リ
テ
イ
カ
」
の
一
部
分
に
於
て
展
開
せ
ら
れ
、
斯
壌
を
猫
立
の
科
息
?
と
し
て
樹
立
し
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に

於
て
は
経
済
壌
が
彼
の
道
徳
普
皐
の
一
部
分
と
し
て
韓
系
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
周
知
の
如
〈
で
あ
る
。
「
道
徳
情
操
論
」
の
讃
者
は

道
徳
#
白
血
一
ゐ
緯
系
に
倫
理
墜
と
経
済
事
と
が
如
何
な
る
地
位
を
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
、
ス
ミ
ス
自
身
か
ら
聞
き
、
「
富
岡
論
」
は
狭

所
謂
倫
理
的
経
済
同
事
に
於
け
る
人
間
車

第
四
十
五
巻

iI.. 

第

競

iI.. 



所
謂
倫
理
的
臨
済
事
に
於
け
る
人
間
皐

第
四
十
五
巻

i¥. 

四

i¥.. 

告事

銃

義
の
道
徳
理
論
、
「
道
徳
情
操
論
」
と
の
関
係
を
顧
み
守
し
て
は
基
本
的
に
理
解
さ
れ
な
い
所
以
の
も
の
空
知
る
で
る
ら
う
。
英
国
K

於
け
る
ス
ミ
ス
以
後
の
自
由
主
義
経
済
皐
は
ス
ミ
ス
の
人
間
性
の
理
論
す
友
は
ち
人
間
皐
に
於
て
哲
率
的
に
論
ぜ
ら
れ
た
利
己
心
の

人
間
接
的
背
景
を
捨
て
去
っ
て
、
経
済
行
潟
と
別
己
心
と
を
施
封
的
に
相
印
せ
る
も
の
と
考
へ
た
。
之
が
彼
等
の
経
済
と
倫
理
と
の

交
渉
の
解
決
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
7

ン
チ
ェ
ス
グ
l
忠
一
夜
は
こ
の
利
己
理
論
を
繕
承
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
議
歴
史
事

以
も
亦
絞
副
刑
事
を
附
m
m拙
的
陀
反
省
す
る
限
り
絞
消
冒
と
倫
川
町
E
f
…
の
十
引
火
山
附
に
は
無
関
心
マ
は
あ
り
え
た
か
っ
た
。
そ
の
理
論
的
H
M
庁
内
峰
カ

ー
ル
・
ク

=
1
ス
が
此
の
問
題
を
所
有
権
理
論
と
共
に
経
済
製
基
礎
論
の
一
つ
に
数
へ
、
利
己
理
論
を
批
判
し
つ
L
そ
の
解
決
を
求

め
た
こ
と
は
、
我
K

が
既
に
簡
草
な
る
紹
介
と
批
判
と
を
怒
し
た
と
と
ろ
で
あ
る
。
そ
の
際
彼
が
問
題
を
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
迄
還

。
て
解
決
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
と
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
此
庭
に
問
題
と
す
る
新
歴
史
撃
波
が
た
ほ
む
ね
鷲
歴
史
皐
振
の
理

論
を
継
承
し
て
ゐ
る
と
と
は
我
K

が
次
に
見
る
が
如
〈
で
あ
る
が
、
我
L
H

が
特
に
新
歴
史
墜
況
に
就
て
注
意
す
べ
き
瓢
は
、
そ
の
理

論
的
展
開
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
理
論
の
宵
践
的
穀
田
市
に
あ
る
。
彼
等
の
岡
氏
経
済
を
倫
理
化
ぜ
ん
と
す
る
意
闘
が
枇
合
政
策
接
合

と
な
り
、
講
檀
枇
舎
主
義
と
白
づ
か
ら
名
の
っ
て
街
頭
に
進
出
し
、
ド
イ
ツ
官
僚
図
家
の
政
策
を
指
導
し
た
と
云
ふ
賠
に
、
経
済
と

倫
理
、
経
済
皐
左
倫
理
息
?
と
の
交
渉
の
問
題
に
就
て
彼
等
が
た
し
た
解
決
が
特
殊
な
色
彩
と
意
義
と
を
獲
得
す
る
所
以
が
あ
る
。

粧
品
開
と
倫
理
、
経
済
島
?
と
倫
理
墜
と
の
交
渉
は
、
根
本
的
に
は
人
間
の
行
鋳
一
般
の
構
造
分
析
の
上
に
経
済
行
震
と
倫
理
行
潟
の

交
渉
の
仕
方
を
安
明
す
る
と
と
か
ら
初
め
ら
れ
て
の
み
論
ぜ
ら
れ
る
、
経
済
行
震
を
行
策
一
般
の
構
造
分
析
の
上
で
究
明
ず
る
と
と

は
、
経
済
忠
一
ゐ
基
礎
理
論
の
一
つ
と
し
て
の
人
間
接
に
於
て
遂
げ
ら
れ
る
。
故
に
人
間
拳
の
理
論
を
経
済
撃
に
求
め
る
と
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
経
済
事
に
於
け
る
我
k

の
課
題
の
解
決
の
姿
は
求
め
ら
れ
る
筈
で
る
る
。
我
L
R

が
如
何
た
る
立
揚
に
立
っ
て
此
課
題
の
解

拙稿i;iJール・タニースの園民経済事J(本誌第四十一審第三枕)参照。1) 



決
を
求
め
ん
と
す
る
か
は
後
述
す
る
が
如
く
?
る
る
が
、
先
づ
シ
士
一
三
7
1
及
び
ワ
グ
ナ
ー
を
し
て
新
歴
史
事
派
を
代
表
せ
し
め
、

彼
等
の
論
や
る
と
こ
ろ
を
譲
か
う
と
息
ふ
。

ーー

る
。
彼
に
依
れ
ば
経
済
四
四
千
は
経
済
行
矯
の
技
術
的
側
面
の
み
を
扱
ふ
「
技
術
撃
」
で
は
友
〈
、
経
済
行
潟
や
倫
理
的
側
面
と
共
に
考
察

G

・
シ
ユ
モ
ラ
l

シ
ユ
モ
ラ

1
は
先
づ
経
済
行
震
を
「
技
術
的
側
商
」
と
「
倫
理
的
側
面
」
と
の
こ
側
面
よ
り
把
握
せ
ん
と
ナ

ず
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
し
て
倫
理
的
側
面
と
は
風
潮
官
、
法
、

Z

ト
ス
、

一
言
で
云
へ
は
「
制
度
」
に
上
つ
で
~
初
め
て
一
定
の
色
合

ひ
、
形
式
、
方
向
を
獲
得
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
従
来
の
経
済
問
申
の
利
己
理
論
は
「
極
端
友
浅
部
さ
」
で
あ
っ
て
、
経
済
行
震
は
図

民
経
済
の
エ
ト
ス
に
関
係
せ
し
め
て
研
究
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
こ
と
は
利
己
心
が
全
然
抑
座
さ
る

J

べ
き
で
あ
る
と

と
を
窟
味
し
な
い

b

利
己
心
は
伐
る
制
限
内
に
於
て
は
「
柵
倒
閣
佐
動
か
ず
正
常
た
又
不
可
紋
た
燃
料
L
T
あ
り
、
「
蒸
気
機
関
ド
於
り

る
蒸
気
」
に
も
似
て
ゐ
る
。
我
K

が
利
己
心
を
認
識
す
る
の
は
そ
れ
が
そ
の
下
で
活
動
す
る
座
力
に
於
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
屡
力
と

は
利
己
心
の
み
友
ら
宇
、
他
の
多
く
の
力
の
合
成
で
あ
る
。
故
に
シ
ユ
モ
ラ
ー
に
於
て
は
マ
ン
チ
ヱ
ス
グ

1
皐
汲
の
立
揚
は
抽
象
的

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
而
も
利
己
心
が
経
済
行
爆
を
惹
起
す
る
部
分
力
で
あ
る
限
り
に
於
て
亦
是
認
さ
る
ぺ
き
も
の
で
る
る
。
経
済

行
震
が
こ
の
二
菌
性
を
有
し
た
如
〈
閥
民
経
済
の
組
織
は
一
一
つ
の
相
封
的
に
濁
立
友
原
因
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
。

一
は
「
自
然
的

技
術
的
原
因
し
で
る
り
、
他
は
「
民
族
の
心
理
的
倫
理
的
生
活
か
ら
生
や
る
原
因
」
で
あ
る
。
前
者
は
寸
図
民
経
済
の
自
然
的
下
部
構
法
」

を
友
し
、
後
者
は
「
そ
の
基
礎
の
上
の
遥
か
に
可
動
的
左
中
間
構
造
」
で
る
っ
て
、
雨
者
相
侠
っ
て
一
定
の
園
民
経
済
的
組
織
が
構
成

せ
ら
れ
る
。
故
に
闘
民
経
憐
の
組
織
に
於
け
る
問
題
は
失
の
如
〈
に
解
さ
れ
る
、
そ
の
自
然
的
技
術
的
原
因
は
自
然
的
諸
要
素
、
人

所
謂
倫
理
的
経
済
揮
で
に
於
け
る
人
間
事

第
四
十
五
巻

三
八
三

第

説

丹、

五
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=
一
八
四

口
数
、
技
術
及
び
分
業
の
指
令
に
よ
っ
て
奥
へ
ら
れ
る
、
し
か
し
乍
ら
か
h

る
も
の
は
決
し
て
結
針
的
の
も
の
で
は
た
〈
、
問
題
は

「
技
術
の
考
へ
ら
れ
る
最
高
の
立
揚
、
経
済
行
筋
の
所
興
の
自
然
事
買
に
針
す
る
最
高
可
能
な
遁
昨
憶
を
保
護
し
乍
ら
、
市
も
悪
し
き

結
旧
市
が
消
失
す
る
様
風
習
及
び
法
を
改
良
す
る
こ
と
」
に
存
ず
る
。
換
言
す
れ
ば
進
ん
だ
技
術
大
機
械
等
は
我
々
に
と
っ
て
不
可
歓

な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
婦
人
及
び
小
児
の
労
働
、
持
働
契
約
、
生
産
物
の
分
配
方
法
、
危
険
負
捨
の
方
法
は
「
民
族
の
心
理
的
倫
理

的
生
的
か
ら
生
や
る
限
悶
」
に
偶
有
す
る
も
の
だ
か
ら
、
制
践
に
よ
っ
て
縄
児
す
る
と
と
が
川
派
ソ
件
。
般
に
貨
怖
の
性
質
、
取
引
所
、

工
揚
華
同
等
に
関
す
る
感
傷
的
た
不
卒
は
止
め
る
が
ど
。
か
L

る
も
の
h

悪
し
き
結
果
は
不
完
全
友
経
済
制
度

の
結
呆
で
あ
っ
て
、
自
然
に
よ
っ
て
必
然
的
に
輿
へ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

大
都
市
、
機
械
、

制
度
を
鍵
更
し
て
悪
し
き
結
果
を
消
滅
せ
し
む
る
も
の
は
「
自
由
た
る
倫
理
性
」
で
あ
る
。
之
は
し
か
し
乍
ら
制
度
上
粧
品
円
行
震
に

向
け
ら
れ
て
ゐ
る
一
般
大
衆
の
奥
り
知
ら
ぬ
も
の
、
「
少
数
の
優
秀
怒
る
人
間
」
の
み
所
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
経
済
組
織
の
問

題
は
そ
の
少
数
の
優
秀
友
る
人
聞
が
自
由
友
る
倫
理
性
を
強
調
す
る
と
と
に
よ
っ
て
之
を
改
造
す
る
と
と
以
外
で
は
あ
り
え
泣
い
時

制
度
は
「
倫
理
的
共
同
惜
」
で
あ
る
。
之
に
働
き
か
け
之
を
改
治
し
て
「
分
配
の
正
義
」
が
行
は
れ
ん
こ
と
を
求
む
る
も
の
が
自
由
た
る

倫
理
性
で
あ
る
。
分
配
の
正
義
と
は
「
一
列
の
人
身
」
と
「
分
配
さ
る
べ
き
積
極
的
及
び
消
極
的
財
」
と
を
前
提
し
て
、
爾
者
の
聞
に
個

人
が
共
同
憶
に
還
す
業
績
に
膝
じ
て
均
衡
が
保
た
れ
ん
こ
と
を
要
求
す
る
。
之
は
ス
ミ
ス
の
経
済
撃
に
於
て
要
求
せ
ら
れ
る
「
交
換

の
正
義
」
よ
り
も
ヨ
リ
大
去
る
正
義
で
あ
る
と
シ
士
一

シ
ユ
モ
ラ

l
は
此
見
地
よ
り
従
来
の
経
済
関
宇
を
批
判
し
新
歴
史
皐
派
の
理
論
の
正
賞
性
を
強
調
す
る
。
日
く
、
古
い
英
関
風
の
経

済
曲
学
は
単
純
な
自
然
的
法
律
制
度
及
び
経
済
制
度
を
仮
定
し
た
が
、
之
程
誤
っ
た
狂
信
は
存
し
た
い
。
之
は
個
人
主
義
に
恥
劃
す
る
子

bid. S. 40. 
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art SS. '-2) 
Derselbe; Die Ge問 chtigkeitin d. Volkswirtschaft (ZU1" :soci~.l- tl. Gewerbepo 

2) 

3) 



供
じ
み
た
迷
信
の
産
物
で
あ
る
。
反
之
枇
舎
主
義
は
牧
人
の

E
し
い
分
配
を
要
求
し
た
が
、
之
は
何
ち
新
し
い
と
と
で
は
た
〈
、
啓

蒙
哲
撃
の
唯
物
論
的
追
随
者
に
抗
し
て
理
想
主
義
的
社
合
耕
門
事
の
大
い
た
る
傍
統
忙
還
っ
た
に
温
vd
ぬ
。
だ
が
そ
の
誤
謬
は
白
由
主

義
的
経
済
墜
と
は
皮
封
に
枇
舎
制
度
の
意
味
を
加
重
評
債
し
て
、
祉
合
制
度
の
蝿
変
革
は
直
ち
に
人
間
の
倫
理
性
を
も
蝿
変
革
高
上
せ
し

む
る
と
・
な
し
た
耕
に
る
る
。

と
の
雨
者
に
謝
し
て
制
度
に
正
し
て
位
置
を
指
定
し
た
も
の
は
シ
ユ
モ
ラ

1
の
歴
史
的
闘
民
経
済
閣
情
及

ぴ
近
代
的
法
律
哲
単
一
た
外
友
ら
ね
、
彼
等
は
「
図
民
経
済
の
進
歩
の
偉
大
友
る
時
代
は
何
よ
り
も
先
づ
一
枇
合
制
度
の
改
良
に
結
び
つ

け
ら
れ
て
ゐ
る
と
と
」
を
我
々
に
示
し
た
の
で
あ
る
。

E

一
中
基
本
的
な
章
一
要
性
に
於
て
取
扱
は
れ
て
ゐ
込
貼
が
先
づ
一
氏
意
さ
あ
べ
き
で
あ
る
。
経
済
風
一
ゐ
課
題
は
人
聞
の
作
潟
不
作
潟
と
、
従

引
で
そ
の
動
機
万
ぴ
術
動
1
c
k
不
可
分
離
に
結
合
し
て
ゐ
る
が
散
K
、
正
し
く
心
迎
撃
上
の
問
題
で
あ
り
、
経
済
事
は
或
黙
で
は
源

用
心
理
事
で
あ
る
。
枇
合
経
済
の
基
礎
付
け
の
第
一
の
根
本
問
題
は
、
問
題
を
心
理
的
問
題
と
経
済
的
技
術
的
問
題
と
に
分
っ
て
考

モ
テ
イ
ヴ
ア
テ

f
オ
ン

察
す
る
と
と
で
あ
る
。
問
題
を
心
理
的
問
題
と
す
る
時
、
人
間
の
衝
動
生
活
、
動
機
の
組
織
(
動
機
づ
け
)
が
詳
細
に
観
察
せ
ら
れ
基

礎
付
け
会
慢
の
出
愛
知
と
さ
れ
ね
ば
た
ち
た
い
を
ワ
グ
ナ

I
は
云
ム
。

A
-
ワ
ゲ
ナ
l

初
め
て
園
民
経
済
の
倫
理
化
を
提
唱
し
た
ワ
グ
ナ
l
に
於
て
我
々
の
云
ふ
人
間
接
が
経
済
曜
の
碁
礎
理
論

か
く
て
彼
は
初
め
に
「
人
間
の
経
済
的
性
質
」
を
設
き
、
進
ん

で
彼
の
動
機
づ
け
理
論
を
展
開
す
る
。
人
間
の
経
済
的
性
質
と
は
「
自
己
保
存
及
び
利
己
の
衝
動
と
し
て
の
人
間
的
欲
望
の
本
質
、

そ
の
満
足
、
欲
望
満
足
の
欲
望
か
ら
、
拙
労
働
及
び
経
済
の
欣
況
、
及
び
人
間
の
魂
に
於
け
る
之
等
総
て
の
契
機
の
評
債
か
ら
、
従
つ

で
経
済
原
則
の
支
配
の
下
に
於
け
る
熟
慮
比
較
及
び
判
断
を
媒
介
と
し
て
、
生
中
る
人
聞
の
性
質
」
で
あ
っ
て
、
階
級
、
民
族
、
時

代
に
よ
り
異
た
り
う
る
も
の
で
は
る
る
が
、
中
核
に
於
て
は
凡
ゆ
る
人
聞
に
一
致
し
て
表
は
れ
る
恒
常
性
を
持
ち
、
そ
の
限
旬
之
は

所
謂
倫
理
的
極
端
阿
皐
に
於
け
る
人
間
事

第
四
十
五
巻
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一
所
謂
倫
理
的
経
梼
皐
に
於
け
る
人
間
事

総
封
的
範
鳴
と
し
て
考
察
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
次
に
経
済
行
震
は
弐
の
如
く
に
分
類
せ
ら
れ
て
動
機
付
け
ら
れ
る
。

第
四
+
五
容

丹、
ムノ、

第
三
競

1¥.. 
1¥.. 

A 

利
己
的
動
機
向
自
己
白
経
済
的
利
益
の
遁
求
と
経
滞
的
困
難
に
封
す
る
恐
怖
ぬ
刑
罰
に
封
ナ
る
恐
怖
と
賃
設
に
封
ナ
る
希
望
例
名
春
心

名
望
欲
及
び
恥
辱
と
鱈
侮
と
に
封
ナ
る
恐
怖

ω仕
事
へ
の
渇
望
、
努
働
自
鐙
及
び
努
働
の
結
果
に
針
ナ
る
客
位
、
無
銭
白
結
果
に
封
寸
る
恐

n 
怖非

剥
己
的
動
機

向
倫
理
的
行
銭
へ
の
内
的
命
令
の
街
動
、
義
務
感
情
の
腫
辿
及
び
自
己
の
門
的
叱
責
(
良
心
の
苛
責
)
K
劃
す
る
訟
怖

か
く
の
如
く
経
憐
行
鴻
は
利
弓
的
及
び
非
利
弓
的
勤
機
よ
り
起
る
が
、

そ
の
利
己
的
動
機
と
構
ぜ
ら
札
る
も
の
色
慣
は

t
の
一
四
つ

の
動
機
の
非
常
に
複
雑
た
構
成
を
持
つ
も
の
で
る
る
か
ら
、
簡
単
に
そ
の
可
否
を
判
断
す
る
乙
と
は
出
来
む
。
而
し
て
と
の
事
は
枇

合
政
策
の
問
題
と
そ
の
正
し
い
方
法
に
針
し
て
重
要
た
意
味
を
持
つ
。
第
五
の
非
利
己
的
動
機
と
は
純
粋
左
形
に
於
て
は
カ
ジ
ト
の

定
命
的
命
法
で
あ
っ
て
、
之
は
他
の
動
機
よ
り
も
願
は
し
い
も
の
で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
倫
理
的
に
完
全
で
あ
る
故
に
正
に

そ
れ
散
に
経
済
行
銭
の
動
機
た
る
に
は
賓
現
困
難
な
も
の
で
る
る
。
と
の
動
機
の
幸
繭
友
護
展
と
ヨ
リ
強
き
活
動
の
た
め
の
僚
件
は

国
民
の
倫
理
的
概
念
で
あ
る
と
ワ
グ
ナ
l
は
一
式
ふ
。
之
が
宗
教
的
情
操
と
結
合
す
る
と
と
に
よ
っ
て
よ
り
有
数
に
愛
動
す
る
と
と
は

歴
史
の
示
す
と
と
ろ
で
あ
る
。
之
は
動
機
付
け
理
論
に
就
亡
注
目
す
る
に
債
し
、
経
済
生
活
の
理
論
と
賞
際
と
に
謝
し
て
有
意
義
で

あ
る
。
要
之
ワ
グ
ナ
l
の
人
間
壌
は
次
の
鮪
に
蓋
き
る
。

「
人
聞
は
ヨ
リ
け
高
い
ヨ

H
善
良
友
者
で
も
、
経
済
的
領
域
に
於
て
は
ヨ

p
高
命
友
ヨ

H
良
き
動
機
に
よ
っ
て
共
に
現
定
せ
ら
れ
る
と
は
云
へ
、
常
に
同
じ
く
|
|
『
人
間
」
だ
。
個
h
H

の
最
も
完
全
な
、
最
も

勝
れ
た
人
と
雑
も
さ
う
た
の
だ
。
|
|
況
ん
や
大
裁
に
於
て
を
や
」

0
4

か
E
A

る
人
間
接
を
取
る
時
経
済
撃
の
理
論
及
び
賃
践
に
は
以
下
の
如
き
結
呆
が
生
十
る
。
理
論
的
に
は
l
|
経
済
行
震
は
普
通
利

己
的
動
機
か
ら
起
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
四
つ
の
中
の
一
つ
よ
り
経
済
行
銭
を
演
縛
す
る
こ
と
は
そ
れ
が
第
五
の
動
機
に
よ
っ
て
制

ibid. SS. 8r-82. 
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限
さ
れ
る
程
、
制
限
さ
れ
た
理
論
的
債
値
を
し
か
持
た
ぬ
、
と
は
云
へ
経
験
的
に
利
己
的
動
機
が
支
配
的
で
る
る
友
ら
ば
そ
れ
だ
け

上
の
推
理
は
事
賓
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
左
ワ
グ
ナ

1
は
云
ふ
。
か
く
て
彼
の
方
法
論
は

J
-
s
・
ミ
ル
の
方
法
論
に
一
致
す
る
。
更

に
賓
践
的
に
は
|
|
第
五
の
動
機
の
活
動
が
、
生
産
及
び
分
配
範
固
に
於
け
る
多
く
の
問
題
を
解
く
を
容
易
に
す
る
だ
ら
う
と
云
ふ

乙
と
、
特
に
第
一
の
動
機
の
活
動
に
よ
っ
て
起
る
経
済
的
及
び
倫
理
的
罪
悪
は
減
少
ナ
る
か
叉
は
全
然
た
く
な
る
だ
ら
う
と
云
ふ
と

と
で
る
る

9

故
に
第
一
の
動
機
を
第
五
の
動
機
に
よ
っ
て
全
然
置
換
す
る
事
は
問
題
に
友
ら
ね
、
之
は
人
間
の
経
済
性
の
「
恒
常
性
」

か
ら
見
て
不
可
能
で
あ
り
又
願
は
し
い
事
で
も
な
い
。
さ
う
で
は
な
〈
し
て
第
一
の
動
機
を
第
五
の
動
機
に
よ
っ
て
必
要
注
る
限
り

に
於
て
制
限
し
費
容
し
、
そ
れ
が
金
槌
的
利
益
に
設
す
限
り
に
於
て
そ
の
活
動
を
保
持
す
る
こ
と
が
資
践
的
に
必
嬰
で
る
る
ρ

シ
エ
モ

7
1
と
同
じ
く
ワ
グ
ナ
ー
も
亦
と
の
虫
場
に
立
っ
て
他
の
経
済
阜
の
人
閥
単
を
批
判
す
る
。
従
来
の
経
済
製
の
日
間
陥
は
闘

民
経
済
の
問
題
を
困
難
複
雑
な
心
理
皐
上
の
問
題
と
し
て
寛
分
に
把
え
た
か
っ
た
黙
に
存
ず
る
。
英
園
経
済
事
は
人
間
の
経
済
的
性

質
を
人
間
の
普
遍
的
性
質
よ
り
遊
離
せ
し
め
、
経
済
行
居
摘
を
第
一
の
動
機
の
み
よ
り
考
察
し
た
鮪
に
誤
謬
を
持
つ
。
歴
史
嬰
派
経
済

撃
は
英
国
経
済
皐
の
方
法
が
「
孤
立
化
的
方
法
」
と
し
て
は

E
し
い
一
真
理
を
持
っ
て
ゐ
る
事
、
又
経
済
的
性
質
が
恒
常
性
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
事
を
観
過
し
た
黙
で
誤
っ
て
ゐ
る
ョ
(
こ
の
貼
に
於
て
は
ワ
グ
テ
ー
は
V

ユ
モ
ラ
I
と
異
な
る
見
界
に
立
つ
。
)
叉
祉
舎
主
義
の
誤

謬
は
逆
に
人
間
性
を
全
然
外
的
事
情
に
依
存
せ
し
め
、
人
間
性
は
経
済
組
織
と
共
に
全
然
崩
変
化
し
て
し
ま
ふ
と
た
し
た
賭
に
る
る
。

彼
等
も
経
済
的
性
質
の
恒
常
性
を
認
識
し
友
か
っ
た
の
で
る
る
。

以
上
要
之
シ
ユ
モ
ラ

1
及
び
ワ
グ
ナ

l
の
人
間
皐
は
そ
の
細
部
に
於
て
は
具
友
る
結
は
る
れ
、
突
の
三
黙
に
於
て
共
通
の
見
具
に

立
つ
。
〕
「
彼
等
は
共
に
経
済
行
儀
及
び
経
情
現
象
を
自
然
的
技
術
的
側
面
と
心
理
的
倫
理
的
側
面
と
に
分
ち
考
察
し
、
而
し
て
後
の

所
説
倫
理
的
組
済
事
に
於
け
る
人
間
皐

=
一
八
七

丹、

九

第
三
競

第
四
十
五
巻
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所
謂
倫
理
的
経
梼
皐
に
於
け
る
人
同
事

第
四
十
五
巻

三
八
八

第

披

九
O 

側
面
の
研
究
と
そ
経
済
撃
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
事
と
強
調
す
る
。
エ
彼
等
は
経
済
行
矯
の
動
機
な
利
己
的
動
機
と
非
利
己
的
動
機

と
に
分
け
前
者
の
み
に
注
意
し
た
自
由
主
義
経
済
撃
の
「
経
済
人
」
の
人
間
撃
を
排
斥
す
る
と
共
に
、
祉
舎
主
義
経
済
撃
は
逆
に
之
を

軽
一
服
す
る
も
の
と
し
て
批
判
し
、
利
己
的
動
機
に
制
限
さ
れ
た
雲
誌
は
を
承
認
す
る
。
∞
か
く
す
る
と
と
に
よ
っ
て
重
量
の
賓
臨

的
課
題
は
図
民
経
済
の
傑
答
申
佐
除
〈
ベ
〈
枇
曾
政
策
を
通
し
て
制
度
に
改
良
を
加
へ
る
と
と
の
み
で
る
る
。
そ
の
際
自
由
な
る
倫
理

位
、
園
民
の
倫
理
観
念
が
動
員
せ
ら
れ
て
、
分
配
の
正
義
が
政
策
の
楳
何
と
汝
る
。

..岡山ー.

...団即

上
に
概
説
す
る
と
と
ろ
の
シ
ユ
モ
ラ

l
及
び
ソ
グ
ナ
ー
に
よ
っ
て
代
表
さ
る
A
倫
理
的
経
済
撃
の
人
間
墜
に
若
干
の
批
判
を
加

へ
、
合
せ
て
と
の
経
済
皐
の
内
容
規
定
を
検
討
す
る
に
首
っ
て
、
先
づ
我
々
が
如
何
左
る
人
間
接
を
経
済
皐
の
基
礎
理
論
と
し
て
要

求
す
る
か
、
而
し
て
と
の
人
間
撃
に
於
て
は
経
済
と
倫
理
と
の
交
渉
と
一
云
ふ
事
史
的
侍
統
を
持
つ
問
題
が
如
何
友
る
腕
鮪
か
ら
解
決

さ
る
べ
き
で
あ
る
か

r
諌
め
示
め
さ
れ
-
な
け
れ
ば
左
ら
-
泣
い
で
あ
ら
う
。

人
間
撃
或
ひ
は
人
間
性
の
研
究
の
出
震
動
は
入
閣
の
寅
践
的
行
震
で
る
る
。
従
っ
て
経
済
皐
の
基
礎
理
論
と
し
て
の
人
間
療
の
出

費
鮪
は
経
済
行
震
回
ち
富
に
闘
す
る
人
間
の
行
震
で
る
る
。
経
済
行
鋳
の
構
諸
分
析
を
過
し
て
、
外
的
自
然
と
人
間
と
の
交
渉
の
仕

方
、
人
間
と
人
聞
と
の
祉
合
的
交
渉
の
仕
方
及
び
そ
と
に
於
け
る
人
間
性
の
在
り
方
が
理
解
せ
ら
れ
る
。
我
h

は
す
ぺ
て
人
聞
の
行

爆
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ
て
制
作
(
ポ
イ

Z
I
シ
ス
)

と
賓
践
(
プ
ラ
ク
シ
ス
)
と
の
統
一
と
し
て
理
解
し
た
い
と
思
ふ
。
制
作

と
は
何
物
か
を
治
る
行
潟
、
浩
ら
れ
る
も
の
を
目
的
と
す
る
行
震
で
る
り
・
治
る
能
力
の
扶
態
は
技
術
(
テ
ク
ネ
l
)
在
呼
ば
れ
る
。

反
之
賓
践
と
は
行
策
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
.
行
震
の
結
果
を
目
的
と
せ
ざ
る
行
潟
即
ち
行
篤
自
障
の
菩
惑
の
た
め
に
行
は
れ
る
行



潟
で
る
る
o
乙
の
一
行
震
を
左
ナ
能
力
の
般
態
は
賓
践
智
ベ
フ
ロ
ネ
1
ジ
ス
)
と
呼
ば
れ
る
。
凡
そ
行
震
は
と
の
二
重
性
を
持
っ
て
ゐ
る
。

賞
臨
か
ら
遊
離
し
た
制
作
と
云
ふ
も
の
は
存
し
泣
い
と
同
時
に
、
何
か
の
制
作
に
於
て
愛
現
し
な
い
賓
践
も
存
し
左
い
。
今
醤
者
の

治
療
行
潟
忙
於
て
一
式
ふ
な
ら
ば
、
患
者
に
如
何
た
る
庭
置
を
施
す
な
ら
ば
健
康
を
恢
復
す
る
か
邸
ち
健
康
を
目
的
と
す
る
た
ら
ば
如

何
な
る
手
段
が
採
ら
る
べ
き
か
ピ
問
題
で
あ
る
時
、
盟
四
者
の
行
筋
は
制
作
で
あ
る
。
し
か
し
棋
は
同
時
に
患
者
を
死
に
致
ら
し
む
る

た
め
の
手
段
即
ち
死
を
目
的
と
す
る
行
震
の
仕
方
を
知
っ
て
ゐ
る
。
之
亦
制
作
で
あ
る
。
而
し
て
健
康
を
目
的
と
す
る
行
震
と
死
を

目
的
と
す
る
行
筋
と
は
そ
れ
ら
が
夫
々
の
目
的
を
遼
ナ
る
に
遁
営
友
る
手
段
の
系
列
で
あ
る
な
ら
ば
、
制
作
と
し
て
は
等
し
い
債
値

を
持
ち
、

そ
と
に
倫
理
的
判
断
の
入
る
飴
地
た
く
、
そ
れ

A
¥
の
能
力
は
共
に
技
術
で
あ
る
。
蓋
し
目
的
を
前
提
す
る
制
作
及
び
技

術
に
於
て
問
題
に
た
る
の
は
そ
の
目
的
到
達
の
手
段
系
列
の
趨
不
適
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
れ
し
器
者
は
と

L
A
K
前
提
さ
れ
る
日

的
計
一
躍
探
し
決
寂
す
る
と
と
た
〈
し
て
は
治
療
h
t
行
ひ
件
況
か
っ
た
符
?
あ
街
。
目
的
の
烈
抑
決
意

κ於一
L
1

削
ゆ
り
制
作
・
・
と
し
て
む

行
震
の
意
岡
又
は
動
機
を
自
ら
決
す
る
に
首
っ
て
、
費
者
は
他
の
目
的
に
封
ず
る
遁
不
遁
の
判
断
で
は
友
〈
そ
の
目
的
自
身
の
善
悪

の
判
断
を
矯
し
た
せ
一
円
で
あ
る
。
治
療
行
震
の
此
部
聞
が
賓
践
で
あ
り
、
そ
の
能
力
の
欣
態
が
賓
践
智
で
る
り
、
と

E
A
K
於
て
彼
は
人

格
の
世
界
に
入
り
込
む
。
揮
者
は
常
に
制
作
と
賓
践
と
の
こ
重
性
に
於
て
治
療
を
行
ひ
、
技
術
と
賓
践
智
の
統
一
に
於
て
自
己
の
能

力
を
獲
得
す
る
。
経
済
行
震
に
就
て
も
同
様
の
こ
と
が
云
は
れ
る
。
経
済
行
震
は
宮
に
閲
す
る
郎
ち
富
の
生
産
上
り
消
費
に
至
る
各

段
階
の
諸
目
的
を
目
的
と
す
る
行
震
で
る
り
そ
れ
ら
の
目
的
が
前
提
せ
ら
る
h

た
ら
ぽ
、
経
済
行
銭
の
種
k

相
は
各
々
制
作
で
る
り

そ
の
能
力
は
生
産
技
術
、
消
費
技
術
等
K

で
あ
る
。
だ
が
と
主
に
於
て
も
目
的
を
前
提
す
る
に
営
っ
て
、
選
揮
と
決
意
と
が
あ
っ
た

筈
で
あ
り
.
夫
々
の
行
震
の
意
闘
又
は
動
機
が
聞
は
れ
る
時
経
済
行
震
の
賃
践
な
る
側
面
が
露
呈
さ
れ
、
倫
理
的
判
断
が
下
さ
れ
る

所
謂
倫
理
的
組
済
皐
に
於
け
る
人
間
事

第
四
十
五
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八
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所
以
が
あ
る
ο

か
く
て
我
k

は
粧
桝
行
銭
に
就
て
も
行
銭
の
二
重
性
を
認
識
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
け
る
と
の
行
筋
の
二
重

性
は
更
に
カ
ン
ト
に
於
て
明
瞭
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
行
震
の
営
震
を
命
法
と
呼
ぴ
之
を
恨
-
一
面
的
命
法

(-q』
】

C
F
2
5
n
F
2
p
z
m巾
E
C
4
)

と
定
言
的
命
法
パ
(
戸
内
三
『
£
2
町
内

}
E
H
E目】
OE--〈
)

と
に
分
け
る
o
前
者
は
何
か
の
目
的
の
た
め
に
は
人
聞
は
如
何
た
る
手
段
を
採
る
ぺ

き
か
即
ち
「
人
の
意
欲
す
る
所
の
他
の
何
物
か
に
建
す
る
手
段
止
し
て
可
能
的
行
筋
の
賓
践
的
必
然
位
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
行
震
を

他
の
目
的
陀
聞
係
芯
く
そ
れ
丈
け
む
容
削
倒
的
必
然
性
伝
来
は
す
命
払
」

で
め
リ
畑
。
前
北
刊
に
於
一
し
は
日
的
が
附
加
せ
ら
れ
町
校
品
目
寸
は

行
局
自
身
が
目
的
で
あ
っ
て
、

行
震
の
格
卒
、
意
欲
の
主
観
的
原
理
が
聞
は
れ
之
と
そ
道
徳
の
命
法
で
る
る
と
さ
れ
る
。

と
与
に
一
五

ふ
仮
言
的
命
法
は
先
の
制
作
に
、
定
言
的
命
訟
は
先
の
賓
践
に
照
隠
す
る
と
と
明
か
で
あ
ら
う
。

上
の
行
震
の
従
っ
て
経
済
行
震
の
二
重
性
は
経
済
と
倫
理
と
の
交
渉
の
仕
方
の
本
質
を
抽
象
的
た
姿
に
於
て
表
は
し
て
ゐ
る
。
而

し
て
弐
の
二
つ
が
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
一
は
制
作
と
貸
践
と
は
常
に
相
卸
し
て
の
み
存
し
、
他
方
を
件
は
ぬ
一
方
だ
け
の

行
震
は
あ
り
え
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
は
経
済
と
倫
理
と
の
交
渉
が
経
済
と
法
律
、
科
墜
事
術
等
々
と
の
交
渉
の
仕
方

と
は
異
っ
た
猪
特
の
様
相
を
皇
ず
る
こ
と
之
で
あ
る
。
何
と
左
れ
ば
後
者
の
交
渉
の
仕
方
は
、
制
作
の
目
的
の
差
異
に
よ
る
交
渉
f

る
る
に
封
し
て
、
前
者
は
制
作
と
そ
の
基
底
に
存
在
す
る
寅
践
と
の
交
渉
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
の
第
二
の
鼎
に
於
て
古
来
特
に
経
済

と
倫
迎
と
の
交
渉
が
経
済
皐
の
停
統
的
た
問
題
で
あ
っ
た
所
以
が
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

と
の
問
題
は
墜
に
経
桝
事
の
み
左
ら

十
絶
て
貫
践
科
事
に
固
有
な
基
本
問
題
の
一
つ
訟
の
で
る
る
。

抽
象
的
に
考
察
せ
ら
れ
た
経
済
行
潟
に
於
け
る
経
済
と
倫
理
と
の
上
越
の
交
捗
の
仕
方
が
枇
舎
の
具
槌
的
に
は
市
民
枇
舎
の
経
済

諸
闘
係
に
入
れ
る
経
済
行
潟
に
就
て
そ
の
鐙
で
営
て
は
ま
る
と
は
云
ひ
得
な
い
。
何
と
な
れ
ば
そ
の
経
済
行
震
に
於
て
は
、
之
迄
考

Vgl. Kant: Grundlegl1ng zur Metaphysik d. Sitten (VVerl日ーCassi:rerAusgabe 
Bd. IV SS. 271-274 
経済行~・法律行~・科接的行鍔・義術的行軍事は官・正義・J真理・美の債値を目的
とする行箆である。散に例へば粧済行鎚と法律行篤との交渉は、認に闘する
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察
さ
れ
友
か
っ
た
別
個
の
箭
噂
が
入
り
込
む
か
ら
で
あ
る
。
終
済
行
震
の
三
重
性
を
市
民
社
合
的
聞
係
に
於
て
芳
察
す
る
時
、
そ
の

雨
側
面
は
共
に
枇
曾
的
表
現
を
取
り
抽
象
的
な
共
等
よ
り
濁
立
な
様
相
を
呈
し
て
、
其
等
に
剖
立
す
る
。
と
の
社
合
的
表
現
は
制
作
の

側
面
で
は
経
済
制
度
と
そ
と
に
於
け
る
経
済
現
象
で
あ
り
、
費
践
の
側
面
で
は
個
人
の
道
徳
性
と
は
異
友
る
風
習
(
エ
ト
ス
)
で
あ

，v
y
テ

る
。
故
に
経
済
と
倫
理
と
の
交
渉
は
よ
り
複
雑
化
せ
ま
る
を
得
-
泣
い
、
即
ち
今
や
そ
れ
は
経
済
現
象
と
風
習
と
の
枇
曾
的
表
現
聞
の

交
渉
と
、
個
人
的
経
済
行
震
と
個
人
的
道
徳
性
と
の
交
渉
に
分
裂
し
、
そ
の
二
重
の
交
渉
開
係
と
友
り
、
而
も
個
人
的
経
済
行
矯
は

経
済
現
象
と
、
個
人
的
道
徳
性
は
風
習
と
、
互
に
劉
立
関
係
に
入
る
。
加
之
枇
曾
的
表
現
で
あ
る
経
済
制
度
と
風
習
の
本
質
は
、
個

人
的
経
済
行
矯
及
び
個
人
的
道
徳
性
と
は
別
個
友
秩
序
と
個
有
の
運
動
法
則
と
を
持
つ
。
故
に
制
作
と
し
て
の
経
済
行
矯
の
宮
の
獲

得
及
び
消
費
と
云
ふ
本
来
の
目
的
は
、
経
済
制
皮
を
通
過
す
る
そ
の
結
果
が
再
び
個
人
に
路
環
ず
る
時
に
は
官
接
的
に
到
達
さ
れ
え

F
し
で
、
只
間
接
的

k
mも
嵐
土
問
問
附
例
燃
に
裂
さ
れ
て
の
み
議
叱
ら
れ
る
υ

又
個
人
酌
議
徳
牲
に
裁
て
も
そ
れ
が
風
習
の
客
観

的
事
態
の
中
に
入
っ
て
、
そ
の
結
果
が
個
人
に
反
照
す
る
時
に
は
、
抽
象
的
直
接
的
意
闘
を
は
別
個
の
も
の
と
左
り
、
意
闘
は
偶
然

的
に
の
み
途
げ
ら
れ
る
。
と
L
に
道
徳
性
は
主
観
的
道
徳
意
識
に
時
化
し
、
貫
践
的
怒
る
全
人
間
性
は
分
裂
す
る
に
至
る
の
で
あ

る
。
か
〈
の
如
〈
経
済
行
篤
と
倫
理
行
震
と
の
直
接
的
統
一
は
破
壊
せ
ら
れ
、
個
人
的
経
済
行
震
と
個
人
的
道
徳
性
と
は
本
来
の
相

郎
関
係
と
失
っ
て
分
裂
す
る
。
経
済
現
象
と
風
習
と
に
就
て
も
同
様
で
あ
る
。
之
経
済
と
倫
理
と
の
交
渉
の
市
民
枇
合
的
様
相
で
あ

る
。
そ
の
際
経
済
嬰
の
針
象
は
経
済
制
度
及
び
経
済
現
象
と
そ
れ
に
針
立
す
る
個
人
的
経
済
行
潟
と
の
外
的
統
一
と
し
て
の
経
済
的

賞
在
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
貫
在
の
様
相
が
経
済
行
震
の
本
来
的
た
在
り
方
で
は
ゑ
く
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
上
辺

の
如
く
で
あ
る
。
故
に
費
時
四
嵐
?
と
し
て
の
経
済
事
の
課
題
は
、
乙
の
市
民
的
経
済
的
責
在
を
通
し
て
経
済
行
震
の
本
質
が
枇
曾
的
に

所
謂
倫
縄
的
経
済
事
に
於
け
る
人
間
事
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四
十
五
巻
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途
げ
ら
れ
、
従
っ
て
経
済
と
倫
理
と
の
交
渉
の
本
質
が
具
閥
的
に
賓
現
す
ぺ
く
、
此
市
民
的
経
済
開
係
、

ヨ
リ
明
確
に
は
市
民
的
生

産
関
係
が
如
何
に
帥
製
革
さ
れ
る
か
叉
さ
れ
ね
ば
な
ら
左
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
在
る
。
叉
市
民
的
経
済
関
係
に
於
け
る
経
済

摩
?
に
於
け
る
人
間
皐
の
封
象
は
上
の
経
済
的
責
在
の
基
底
に
あ
る
人
間
性
と
風
習
と
の
針
立
関
係
の
外
的
統
一
に
外
た
ら
や
、
と
の

ち
の
が
人
間
性
の
分
裂
を
も
た
ら
す
と
と
上
速
の
如
〈
で
あ
る
。
故
に
人
間
接
の
課
題
は
、
経
済
墜
に
於
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
経
済

関
係
の
銅
山
革
に
際
し
て
人
間
性
吋
如
何
に
作
刑
し
如
何
な
る
粧
過
殻
展
を
遂
げ
る
と
と
が
出
来
又
途
げ
ね
ば
怒
ら
む
い
か
を
渇
求

寸
る
艇
に
在
る
。
而
し
て
と
の
と
と
は
或
経
済
事
の
人
間
撃
に
於
け
る
此
課
題
解
決
の
仕
方
か
ら
、
設
に
そ
の
経
済
患
の
内
容
規
定

を
窺
ひ
そ
の
賓
践
的
意
義
を
理
解
し
ろ
る
と
共
に
、
そ
れ
へ
の
批
判
が
遂
げ
ら
れ
る
で
る
ら
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
円

四

上
に
概
論
し
た
経
済
皐
の
基
本
理
論
の
プ
と
し
て
の
人
間
接
の
課
題
に
新
歴
史
皐
派
の
人
間
皐
は
如
何
た
る
解
答
を
奥
へ
た
で
あ

t

ら
う
か
?
又
そ
れ
を
過
し
て
如
何
友
る
経
済
墜
の
内
容
規
定
が
見
ら
れ
る
で
る
ら
う
か
?
我
k

は
先
に
要
約
し
た
三
離
に
就
で
吟
味

ず
る
で
る
ら
う
。

の
理(ー)
論新
か歴
ら史
是準
認汲
せの
ら人
れ間
る皐
33 古宝

旬λ"''''
守高
二才子
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済左

官桶
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金と
zz心
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石的
kf命
寸理
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警説
もと
同

し
様

て
の
一理
一解
重官
性ょこ
を亡

霊 E
1iqu は
ど我
'E h 

そ
し
て
そ
の
風
習
の
側
面
を
ヱ
ト
ス
、
制
度
、
岡
家
等
々
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
、
こ
の
賠
も
亦
正
し
い
。
け
れ
ど
も
制
作
と
し
て

の
経
済
行
震
の
枇
曾
的
表
現
で
あ
る
経
済
制
度
及
び
経
済
現
象
を
そ
の
枇
舎
性
に
於
て
把
握
し
た
で
あ
ら
う
か
?
答
は
否
で
あ
る
。

既
漣
の
如
く
経
済
制
度
及
び
経
済
現
象
は
経
済
行
震
を
友
ナ
個
人
の
意
識
と
は
濁
立
の
様
相
を
呈
し
て
個
別
的
経
済
行
鋳
に
封
立
す

我々はここに技術と経済との交捗に就ては全然鯛れなかった。本稿の問題に闘
する限曹、その必要はない払らであz。



る
。
そ
の
封
立
聞
係
に
立
つ
二
つ
の
も
の
の
統
一
が
経
済
撃
の
針
象
た
る
こ
と
前
漣
の
如
く
で
あ
る
。
然
る
に
彼
等
は
こ
の
事
態
を

認
識
せ
や
、
個
別
的
経
済
行
筋
の
直
接
的
撰
大
に
ど
っ
て
経
済
現
象
を
理
解
せ
ん
と
す
る
。
例
へ
ぽ
シ
ュ
モ
ラ

1
は
云
ふ
、
経
済
行

矯
の
自
然
的
技
術
的
側
面
に
は
「
自
然
及
び
技
術
の
影
響
」
と
並
ん
で
「
需
要
供
給
の
運
動
」
が
あ
る
と
。
し
か
し
我
k

は
自
然
の
影
響

と
需
要
供
給
の
運
動
と
の
聞
に
は
重
大
な
差
異
の
る
る
と
と
を
注
意
し
た
い
。
前
者
は
外
的
自
然
と
人
間
一
般
と
の
交
沙
に
於
て
人

聞
が
作
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
後
者
は
乙
の
影
響
を
受
け
つ

L
管
む
個
人
の
経
済
行
矯
の
一
面
の
枇
舎
的
表
現
で
あ
り
、
個
人

の
意
識
と
は
濁
立
な
針
立
闘
係
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
之
と
そ
我
k

が
経
済
現
象
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。

シ
ュ
モ
ラ

1
は
此
の
匝
別

を
無
視
し
て
経
済
現
象
を
自
然
の
影
響
に
左
ぞ
ら
へ
て
そ
の
直
接
的
損
犬
に
よ
っ
て
現
解
せ
ん
と
す
る
。
故
に
経
済
現
象
が
そ
の
枇

合
性
に
於
て
把
握
さ
れ
や
、
従
っ
て
経
済
問
学
の
釘
梨
は
、

と
の
経
済
現
象
と
個
別
的
経
済
行
矯
と
の
対
立
す
る
二
つ
の
も
の
外
的
結

合
で
&
る
と
と
が
意
識
せ
ら
れ
十
、
只
個
別
的
絞
掛
行
錦
と
そ
れ
に
類
似
た
粧
桝
現
象
止
が
並
立
す
る

K
す
宮
政
い
叫
シ
1
J
2
7
l

は
自
由
主
義
経
済
壌
の
自
然
的
秩
序
を
否
定
せ
ん
左
し
て
エ
ト
ス
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
貨
は
自
由
主
義
経
済
撃
は
、
経
済
現

象
の
起
る
寅
在
を
彼
等
の
理
解
に
基
い
て
自
然
的
秩
序
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
勿
論
自
然
的
秩
序
は
批
判
さ
る
べ
き
で
る
る
が
、
そ

れ
が
抵
曾
性
に
於
て
理
解
さ
れ
て
ゐ
る
限
り
把
握
の
方
法
は
正
し
い
の
で
あ
っ
て
。
シ
ュ
モ
ラ

1
は
之
を
否
定
し
て
却
つ
で
経
済
撃

の
封
象
を
雲
煙
模
糊
の
中
に
置
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
之
を
経
済
壌
の
封
象
把
握
の
錯
誤
と
呼
ぶ
。
乙
の
錯
誤
は
ワ
グ

ナ
ー
に
於
て
更
に
著
し
い
。
彼
は
経
済
行
震
の
心
理
的
側
面
を
強
調
す
る
の
徐
り
経
済
墜
を
膝
用
心
理
事
と
し
、
心
理
撃
の
中
に
悶

題
を
抹
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
之
我
-R

の
批
判
の
第
一
の
要
結
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
経
済
墜
史
上
の
有
名
怒
る
論
争
と
無

関
係
で
は
友
い
。
新
歴
史
撃
汲
の
針
象
把
握
の
錯
誤
は
彼
等
の
理
論
内
容
を
蓋
し
く
貧
弱
左
る
も
の
た
ら
し
め
ね
ば
な
ら
左
か
っ

所
謂
倫
理
的
経
済
皐
に
於
け
る
人
間
皐

第
四
十
五
巻

九

第

銃

九
五
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所
謂
倫
理
的
経
済
皐
に
於
け
る
人
間
事

第
四
十
五
巻

三
九
四

第

動

九
六

た
、
同
時
に
撃
波
の
内
部
及
び
外
部
か
ら
意
見
の
相
違
及
び
批
判
が
喚
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

メ
シ
ガ
ー
と
シ
ュ
モ
ラ
ー
と
の
方
法

論
h
k

争
は
宛
も
そ
の
後
者
で

-
b
b
、
ワ
グ
ナ
ー
が
メ
ン
ガ
ー
に
組
し
た
と
と
は
前
者
の
例
で
あ
る
と
共
に
、
新
歴
史
朗
字
減
の
理
論
の

貧
弱
さ
を
暴
露
す
る
も
の
で
注
げ
れ
ば
注
ら
友
い
。

と
a
A

で
方
法
論
々
争
及
び
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
理
想
型
理
論
に
就
て
論
や
る
と

と
は
我
々
の
目
的
で
同
左
い
、
只
そ
の
論
争
の
起
る
所
以
が
新
歴
史
摩
抵
の
粧
消
息
の
剖
象
把
握
の
錯
誤
に
基
づ
〈
と
と
に
あ
る
と

(ニ) ~!i::: 
我指
k 11自
は-，r
入品
聞に
撃と
のど
内め
容 ;::5
の。

批
判
に
入
り

う

と
の
人
間
撃
が
自
由
主
義
経
済
鳳
一
氏
於
け
る
人
間
即
ち
「
経
済
人
」
及
び
「
経
済
人
」

に
闘
す
る
利
己
理
論
を
批
判
し
全
人
に
煽
り
人
間
性
の
会
樟
よ
り
経
済
行
鋳
を
設
か
ん
と
し
た
が
ら
、
市
も
既
に
見
た
が
如
く
に
利

己
心
に
制
限
さ
れ
た
受
賞
性
を
認
め
ん
と
し
た
と
と
は
人
間
性
の
如
何
友
る
理
解
に
基
づ
く
で
あ
ら
う
か
?
と
の
黙
は
我
々
が
先
に

ク
ニ

J

ス
に
於
て
検
討
し
た
と
同
様
に
市
民
社
舎
に
於
け
る
経
済
行
震
の
基
底
と
し
て
の
人
間
性
を
是
認
す
る
と
と
に
外
た
ら
た
い
。

シ
ュ
モ
ラ

l
の
「
皆
利
衝
動
山
は
乙
の
事
を
明
白
に
示
し
て
ゐ
る
。

と
の
貼
に
於
て
こ
の
人
間
事
は
す
べ
て
の
市
民
的
鰹
隣
接
の
人
間

簡
単
と
何
ら
異
な
る
と
と
た
く
、
利
己
心
の
人
間
性
よ
り
の
相
封
的
猪
立
化
と
云
ふ
近
代
人
の
人
間
性
の
歴
史
的
褒
展
を
全
然
無
視
し

之
を
歴
史
的
範
鴎
と
見
守
し
て
絶
封
化
し
て
ゐ
る
の
で
る
る
。
我
々
は
之
を
と
の
人
間
事
の
非
歴
史
性
と
呼
ぶ
リ
而
し
て
市
民
世
舎

を
非
歴
史
的
に
理
解
せ
ん
と
す
る
限
り
「
利
己
理
論
」
こ
そ
却
っ
て
そ
こ
で
の
人
間
性
の
理
論
と
し
て
は
正
し
い
の
で
あ
っ
て
、
之
を

批
判
せ
ん
と
す
る
た
ら
ば
、
市
民
的
経
済
関
係
を
歴
史
的
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
己
心
の
相
針
的
濁
立
の
跡
を
間
は
ね
ば
た
ら

ぬ
筈
で
あ
る
。
之
事
を
友
さ
や
し
て
市
民
一
枇
舎
の
人
間
性
に
就
て
制
限
さ
れ
た
受
賞
性
を
認
め
る
と
と
は
批
判
さ
る
べ
き
事
態
を
主

観
的
に
歪
曲
し
て
放
置
す
る
と
と
に
外
な
ら
た
い
。
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置
と
の
人
間
事
が
市
民
的
経
済
事
の
人
間
間
半
一
般
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
と
と
は
上
の
如
く
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
乙
の
人
間
皐

の
特
色
が
政
策
研
究
に
封
ず
る
人
間
事
的
基
礎
を
提
供
せ
ん
と
し
た
黙
に
あ
る
こ
と
‘
而
し
て
と
の
結
に
於
て
理
論
的
業
績
を
浅
し

た
と
云
ふ
こ
と
は
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
等
の
云
ふ
が
如
く
ん
ぽ
枇
合
政
策
の
人
間
接
的
基
礎
は
「
自
由
友
る
倫
理
性
」
「
岡
氏

の
倫
理
的
観
念
」
に
外
左
ら
ぬ
。
と
の
も
の
は
経
済
現
象
の
悪
し
き
結
間
前
に
向
っ
て
之
を
矯
正
せ
ん
と
す
る
。
蕊
に
注
意
ナ
ペ
き
は

経
済
現
象
を
生
ぜ
し
む
る
人
間
性
と
、
経
済
現
象
の
結
果
に
劃
す
る
人
間
性
と
が
分
裂
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
、
邸
ち
経
済
行
震
の
主

動
力
は
利
己
心
で
あ
h
、
経
済
現
象
の
結
果
に
劃
す
る
行
潟
邸
ち
分
配
行
震
の
主
動
力
は
非
利
己
的
た
倫
理
性
で
あ
る
、
経
済
行
潟

が
か
く
生
産
と
分
配
に
区
分
さ
れ
、
人
間
性
が
そ
れ
に
膝
じ
て
分
裂
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
と
の
人
間
性
の
分
裂
は
我
k

の
理
論
に
於
て
は
存
ず
ぺ
き
で
は
な
い
、
唯
一
止
し
、
人
間
性
の
様
相
は
経
済
行
活
の
全
部
同
に
於
て
常
に
悶
一
で
放
刊
れ
ば
な
ら
や
、

新
し
人
間
性
の
会
慨
が
絞
桝
行
協
の
本
械
に
中
山
什
す
べ
し
と
す
る
た
ら
ば
、
経
抑
制
桁
偽
む
各
部
商
代
於
て
常
K
阿
一
の
会
人
即
断
牲
が
脊

す
べ
き
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
間
性
の
分
裂
は
何
に
基
〈
で
あ
ら
う
か
?
外
で
ち
た
い
之
が
市
民
的
経
済
関
係
内
部
の
人
間
性

の
姿
た
の
で
あ
る
。
先
述
せ
し
如
く
市
民
枇
舎
に
於
て
は
経
済
行
震
と
個
人
的
倫
理
性
と
が
分
裂
す
る
。
而
し
て
後
者
は
経
済
行
震

の
結
呆
に
謝
し
て
主
観
的
道
徳
意
識
と
し
て
道
徳
的
判
断
を
下
ナ
に
過
ぎ
な
い
J

人
間
性
の
分
裂
は
同
時
は
人
格
的
分
裂
で
あ
る
。

営
利
衝
動
b
L
働
か
し
亡
経
済
行
局
を
皆
む
者
は
資
本
家
階
級
で
あ
り
、
経
済
現
象
の
悪
し
き
結
果
に
勤
し
て
道
徳
的
判
断
を
行
び
、

制
度
、
岡
家
の
枇
舎
政
策
に
参
劃
せ
ん
と
す
る
者
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
ド
イ
ツ
の
官
僚
及
び
中
産
階
級
に
外
た
ら
・
な
い
。
と

L
K
一
舵
曾

政
策
の
、
新
歴
史
皐
派
の
、
中
産
階
級
官
僚
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
る
所
以
が
あ
る
。

と
の
人
間
性
の
分
裂
と
人
格
の
分
裂
と
は
市
民

祉
合
個
有
一
左
姿
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

と
の
人
閥
単
一
・
は
理
論
的
に
は
次
の
問
題
を
含
む
。
印
ち
と

L
K
枇
合
政
策
の
、
否
一
般
に
経

所
謂
倫
理
的
経
済
皐
に
於
け
る
人
間
皐

第
四
十
五
巻

三
九
五

九
七

第

貌

シ且モヲー、ヲグナーが市民枇舎四純情行~<V動機を主観的に如何に考へやうと
も、客観的にはその主動力は利己， jl:~ と解さるべきでるる。
メシガーが倫理的済組事をか〈批評したのは正常である。(メ y ガー方法論附録

九参照)
2) 



所
謂
倫
理
的
経
済
壊
に
於
け
る
人
間
皐

第
四
十
五
巻

九
/、

i事

続

ェ'"J'¥. 

済
問
惜
の
政
策
的
研
究
の
基
底
に
存
す
ぺ
き
人
間
皐
に
於
て
は
人
間
性
が
経
済
主
慢
の
主
健
性
に
於
て
展
開
さ
る
べ
き
で
あ
る
に
係
は

ら
や
、
と
の
人
間
皐
に
於
て
は
人
間
性
が
経
済
主
憶
と
は
濁
立
友
主
観
的
道
徳
意
識
と
し
て
把
え
ら
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
た
い
と
云
ふ

と
と
、
倫
迎
的
判
断
を
下
し
岡
氏
経
済
を
倫
理
化
ぜ
ん
と
す
る
も
の
は
主
観
的
道
徳
意
識
で
お
っ
て
、
経
済
主
憾
の
会
人
間
性
で
は

一
一
百
で
云
へ
ば
政
策
研
究
の
立
場
の
自
己
省
察
が
快

m

jぬ
る
の
で
あ
る
。
人
間
性
の
会
館
を
一
貫
し

た
い
と
-X
ふ
と
と
で

b
る。

て
展
開
す
る
人
間
割
以

B

人
間
性
の
分
裂
を
帰
来
す
る
耐
品
閣
を
見
て
之
を
打
破
す
ベ
〈
賞
践
的
K
躍
動
す
る
入
閣
の
姿
を
主
韓
的
に

描
か
ね
ば
友
ら
や
，
、
か
く
し
て
こ
そ
政
策
の
主
穏
と
政
策
の
動
向
と
が
ヨ
リ
明
確
に
規
定
せ
ら
れ
る
で
る
ら
う
。
政
策
研
究
の
と
の

理
論
的
薄
弱
は
新
歴
史
筆
汲
に
致
命
的
打
撃
を
奥
へ
た
、
淡
債
値
性
理
論
即
ち
之
で
あ
る
。
渡
債
値
性
理
論
の
撞
頭
は
資
本
家
階
級

の
謹
頭
、
中
産
階
級
官
僚
の
波
落
及
び
彼
等
の
園
家
に
謝
す
る
褒
一
一
邑
穫
の
狭
少
化
を
意
味
し
、
枇
合
同
政
策
事
舎
は
政
策
の
枇
舎
的
地

盤
喪
失
を
し
て
無
力
と
な
っ
た
。
我
々
は
没
使
傭
性
理
論
と
共
に
政
策
的
研
究
が
経
済
撃
に
不
可
能
で
-
あ
る
と
た
す
も
の
で
は
な
い

が
、
と
の
人
間
撃
を
以
て
し
で
は
波
債
値
性
理
輸
に
抗
す
ぺ
〈
も
な
い
と
と
、
及
び
政
策
研
究
の
基
礎
に
は
経
済
主
酬
慌
に
相
卸
す
る

全
人
間
性
の
展
開
が
必
要
友
る
所
以
を
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
。

要
之
我
k

の
批
判
の
要
鮪
は
と
の
人
間
事
を
遇
し
て
経
済
皐
の
劉
象
把
握
に
錯
誤
が
認
識
せ
ら
れ
、
そ
の
内
容
に
は
凡
て
市
民
経

済
事
に
共
通
た
非
歴
史
性
が
存
し
、

及
び
そ
こ
に
主
槌
的
省
察
が
快
け
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
第
一
及
び
第
三
の
離
に
於
て

新
歴
史
事
汲
が
惹
起
し
又
賞
践
曲
学
と
し
て
の
経
済
事
の
構
成
上
重
要
注
る
二
問
題
|
|
i
一
は
理
論
と
歴
史
と
の
関
係
に
係
は
る
方
法

論
論
争
及
び
理
想
型
理
論
、
他
は
理
論
と
政
策
と
の
闘
係
に
係
は
る
淡
債
値
性
理
論
|
|
の
生
や
る
必
然
性
が
鏡
は
れ
る
の
で
あ
る
。


