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歪

塁

穿

二
二

鼠

三
躍

g

諏
司

毒

月
面

冒

鍵

巳

倉:學濟 糎學 【1國帝都 京

叢論漁
號 一 …罫 春 ・穴 詞ト麗

打 被 日 一 月 一一 年1… 三十 和 昭

戸禁

輸

載
)

絶

対

厨

家

-

・…
・
・…
…
…
…

.:
・

農

地

自

治

管

理

論

…
…

・…
・・…
…
・・…
・…

ナ

チ

ス
主

義

と

経

済

的

自

己
責

任

の
原

則

-

r

日
算
匁

L

叶

臨

肱
叉
こ

左

、
ご

.....
、.
…

(
一上
...一P

千

左

方

葉
隠
ひ

認隠小
」V

岡(

シ

ュ
モ

ラ

ー

の

國

民

纏

濟

學

方

法

論

-

重

農

派

租

税

論

の

基

礎

問

題

;
…
…

・・-

国

際

牧

支

均

衡

の

理

論

・…
…

…
…
…
…

近

代

地

代

理

論

に

つ

い

て

…
…
-
…

…

投

資

乗

数

の

理

論

…
-
・

国

際

牧

支

策

と

し

て

の

輸

入

統

制

・…
・

共

同

膿

の

人

間

學

的

考

察

…
…

・・…

新

着

外

國

経

済

雑

誌

主

要

論

題

・.経

済
學
博
士

作

田

荘

}

...細
濟
學
博
士

八

木

芳

之

助

:
・経

済

墨

士

'下

町

疽
ヘ
シ
7
均

一

り

」

'
・
西
1

・・室

町

黙

止

ヒ
.

「.択

一

羽

書

、8

霞

」
ノ
、'

渥

ン

一

「目
測

.

…
経
済
學
上

白

杉

庄

一
郎

...縄
流
離

士

島

恭

彦

・・経

済
學

士

松

井

清

...経
済
學

士

山

岡

亮

一

…
経
済
學
士

飯

田

藤

次

...馨

學
博
士

谷

口

吉

彦

.経
済
墨
博
士

石

川

興

二



シ
ユ
モ
ラ
ー
の
国
民
経
済
愚
7方

法
論

第
四
+
六
巻

シ
ュ
モ
ラ
ー

の
國

民

経
済

學

方

法

論

七
八

第

一
號

七
八

白

杉

庄

一

郎

四

グ

ス
タ

フ
・
シ

ユ
モ
ラ
ー
〔
…
八
三
八
1

…
九

　
七
年
)
が
、
国

民
経
済
學

方
法
論

を
初

め
て
最
も
砲
括

的
に
展
開
し
た

の
は

、

コ
ン
ラ

ッ
ト

の
『
國
家
學

僻
典
』
第

一
版
築

六
巻
『
国
民
経
済

・
国

民
経

済
學
並

に
そ
の
方
法
」
の
項

へ
の
寄
稿

(
一
八
九
三
年
)
に
於
て
ぼ
あ
る
。

こ
れ

は
後
『
社
倉

政
策
並

に
国
民
経
済
學

の
若

干

の
基

礎
問
題

に

つ
い
て
』
(
一
八
九
八
年
)
に
牧
め
ら
れ

た
。
で
こ

製
で
は

「
基
礎

問

題
』

に
於
け

る
國
民
経
済
學
方
法
論

を
中
心

と
し
、
そ

の
前
後

の
諸
論
文
・
『
一
般

図
民
維
濟
墨
綱
要
』

第

一
部

(
一
九
〇
〇
年
)
及

び

同

『
融

典
』
第

三
版
築
八
巻

に
於

け
る
同
項

へ
の
増
補

(
一
九

一
一
年
Y
I
一

こ
れ

は
彼

が
我

々
に
残
し
た
最
後

の
最
も
完
成

せ
る
国

民

経
済
學
方

法
論

で
あ

る

等

に
於
け

る
そ
れ

を
参

照
し

て
、
彼

の
所
説

を
概

説
す
る
。

ヘ

へ

先
ず

シ

ユ
モ
ラ

ー
の
国
民
経
済
概
念

の
規
定
を
み
や
う
。
彼

に
よ
れ

ば
、
経
済
と
は

、

一
人
又
は
多
籔

の
共
同
生

活
を

な
す
個
人

が
生
計

の
た
め

の
勢
働

・
物
質
的
外
界

へ
の
働

き
か
け
・
交
換

に
よ

っ
て
,第

一
に
且

つ
主
と
し
て
自
分
自
身

の
闇

で
、
次

い
で
は
第

わ

(註
)

三
者

に
射

し

て
、
創

出

し
た

所

の
施

設

並

に
關

係

の
総

艦

で

あ

る
。

(註
)
ト
ラ
イ
チ

ユ
ケ
に
謝
す

る
公
開
歌

に
ン
ユ
モ
ラ
ー
は
次

の
如
く
書

い
て
み
る
。

「
経
済
生
活
は
純
自
然
的
な
も

の
と
し
て
始

ま
る
。
・…
・・常

に

自
然
的
欲
望

の
充
足

・
高
級

な
欲
望

の
た
め
の
自
然
的
手
段
が
問
題

で
あ
る
。
然
し
何
塵

に
於

て
も
決
し
て
純
自
然
的
技
術
的
な
も

の
に
止
ま

っ
て

は
み
な

い
。
蓋

し
生
れ
な

が
ら

の
倫
理
的
感
情

・
美

的
欲
望
や
知
性

が
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
行
爲
を
捉

へ
且
つ
攣

へ
る
か
ら

で
あ
る
」

と
。
そ
し
て
こ

1)3,
.1.)ieVolkswirtschaf1,dieVolkswirtschaftslehreand.lhrcMe1.liode.``18y;.

UbereinigeGrundfragenderSocialpolitikandd.cTVolk5wirt5chaftsleh監 ・e,
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・
か
ら
舞

生
活
の
倫
理
性
轟

い
て
瓢

・
又
『
響

』
で
は
紹
窪

動

(量

乏
・壼

一基
8

と
舞

(ユ
・毫

・註

'き

毒

嘉

し
て
ゐ
翻
・

ヘ

へ

然

し
右

の
如
き
意
味

に
於
け

る
経
済

の
概
念

は
国
民
経
済

と

い
ふ
概
念

よ
り
も
古

い
。
困
民
経
済
な

る
も

の
は
近
世
國
民
國
家

と

共

に
そ
し

て
そ

の
内
に
蛮

生
し
た
も

の
で
あ

る
。
而

し

て
、

「
国

民
と
は
言
語
と
血
統

・慣
習

と
道

徳
・
多
く
は
ま
た
法
律

と
教
會

・

歴
史

と
国

民
組
織

に
よ

っ
て
統

一
さ
れ
た
多
数

の
個
人

で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら

の
個
人
は
自
己

の
内
に
他

の
諸

因
民

の
成
員

と
よ
り
も

千
種
万
様

に
緊
密
な
紐
帯

に
よ

っ
て
結
合

さ
れ

て
み

る
。
」
こ

の
紐
帯

は
以
前

に
は
家
族

・ゲ

マ
イ

ン
デ
・
種
族
等

の
成
員
闇

に

の
み
存

在

し
た

の
で
あ

る
が
、
今
日
で
は
國

異
な
る
も

の

ど
成
員
間

に
も
獲

生
し
、
而
も
極

め

て
客
種
多
様

と
な

っ
て
、
統

一
的
な
所
謂
国

民
精
神

な

る
も

の
が
生
成
す

る
に
至

っ
た
。
国
民
精
神

は
銃
二

的

な
慣
習

や
行
爲

に
自

己
を
表

現
し
、
萬
入

の
行
爲

を
支
配

す
る
。

勿
論
耐
會

の
心
的
生
活

の
統

一
的
側
面

は
必
ず

し
も
國
民

生
活

に
限
ら
な

い
。
そ
れ
と
並
ん

で
よ
り
小
範
團

の
も

の
が
あ

為
。
然

し

そ
れ

ら
は
國
民

の
内

へ
包
撒

さ
れ

る
も

の
で
あ
り

、
国
民
こ
そ
が
兼
営
り
標
準
的
な
も

の
で
あ

る
。
か
く
し

て

シ

ユ
モ
ラ
ー
は
國
民

を
精
神
的
統

一
膿

と
解

し
、
そ

こ
に
国
民
経

済

の
心
的
統

一
面
を

み
る
。
加
之

、

一
国

の
個
別
経
済
は
全

て
分
業

と
交
換

に
よ
っ
て

結
合
さ
れ

て
ゐ
華

更
に
・
の
畠

な
る
焚

。
の
外
に
塾

的
な
藩

法
及
び
舞

的
国
家
襲

に
よ
る
結
合
が
あ

る
・
こ
れ
ら
は

ま
た
個
別
経
済
を
し
て
國
民
経
濟

の
従
属
的
分
岐
た
ら
し
め
る
。
そ
こ
で
彼
は
國
民
経
済
を

コ

国
家

の
内

に
存
在
す
る

一
部
分
は

相
並
び

.
一
部
分
は
相
重
な
り
且
つ
絡
み
あ
っ
て
み
る
個
別
並
に
團
罷
経
済
I
l
国
家
財
政
を
も
含
め
て
一

の
総
膿
」
と
規
定
す

る
。
こ
の
練
艦

は
国
民
の
経
済
的
肚
會
的
制
度
並
に
施
設
の
統

一
的
艦
系
と
解
さ
れ
、
こ
の
禮
系
は
そ
の
部
分
が
濁
立
し
て
み
る
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

も
拘

ら
す

一
の
統

一
的
實
在
的
全
艦

と
み
ら
れ

る
。
帥

ち
そ
れ

は
統

一
的
な
心
的
並

に
物
的
原
因
に
よ

っ
て
支
配
さ
れ

、
そ

の
全
部

分

は
緊

密
な
相

互
作
用

の
關

係

に
あ

り
、
そ

の
中

心
機
關

は
網

て
の
部

分

に
樹
し
て
立
話

し
得

べ
き
作
用
を

及
ぼ
す
。
各

国
民
経
済

シ
ュ
モ
ラ
ー
の
國
民
経
済
學
方
法
論

第
四
十
六
奮

七
九

第

「
號

七
九

2)

3)

UbereinigeGrundfragendesRec】=JSandderVolkswirtschaft .Finoffenes

Sendsch・eib・n・nH・ ・raP・ ・燃 …D・ ・.H・.[n・i・hv・nT・.eitschke.・874-75.

a・a・0.S.46f董 「.

GrundrissderallgemeineaVolkswirischa「tslel] .re.ErsterTeil.Dreizehntes

.andVierzehntesTausend .1920.S.3.



シ
ユ
モ
ラ
ー
の
閾
[民
経
済
墨
'方
法
跳調

第
四
十
六
巻

八
○

第

一
號
…

八
○

の
総

燈
現
象

は
部
分

の
絶

え
ざ

る
塗
遽

に
も
拘
ら
す
我

々
の
表
敷

に
と

っ
て
は
本
質
的

に
不
墾

で
あ
り

、
我

々
は
同

一
國

民
経
済

の

一
切

の
墾
化
を
同

一
本
質

の
濃
展

と
概
念

し
得

る
.
又
彼

は
、
國
民
経
済

と

い
ふ
概
念

を
軍

な

る
集
合
概
念

・
個
別
経
済

の
縛
和

に

封
ず

る
略
語

に
過

ぎ
な

い
と
考

へ
、
国
民
経
済

に
統

一
的
中
央
集

樺
的
統
制

は
な
く

、
経
済
活
動
を
な
す

の
は
常

に
個
人
だ

と
考

へ

る

の
は
、
誤
り

で
あ
る
と
す

る
。

セ

　

　

め

(註
)
分
業
と
交
換
に
よ
っ
て
今
日
跡
}
に
国
家
を
超
え
た

}
の
世
界
細
驚
澱
が
形
　峡
さ
れ
て
る
る
。
然
し
そ
の
結
合
は
園
内
に
於
け
る
も
の
よ
り
も
濫

か
に
弱

い
。
今
口
な
ほ
女
.配
的
な
の
は
国
民
経
済
で
あ
る
、
蹴
世

紀
後
に
世
界
経
済
な
る
も
の
が
存
在
す
る
で
あ
ら
う
か
ど
う
か
は
未
定
で
あ
る
。

そ
の
場
合
に
は
恐
ら
く
用
語
も
攣
る
で
あ
ら
う
。
世
界
経
済
に
つ
い
て
『
某
礎
問
題
』
に
は
か
う
述
べ
て
ゐ
翫
が
、
『
綱
要
』
に
は
次
の
如
く
書

い
て
み

る
。
我
々
は
全
世
界

の
経
済
生
活
の
総
盟
を
地
理
的
に
相
並
び
歴
史
的
に
相
続
(
國
民
纏
濟
の
総
和
と
考

へ
、
今
口
重
に
接
鯛
し
依
存
し
合
っ
て
み

る
國
民
経
済
の
総
和
を
世
界
経
済
と
名
づ
け
る
と
。
そ
し
て
各
困
民
経
済
が
自
己
を
完
成
し
自
己
の
利
益
を
擁
護
す
る
と
同
時
に
国
民
経
済
相
互
間

の
世
界
紹
濟
的
接
鰐
の
高
ま
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
て
み
る
。

右

の
如
く

シ

ユ
モ
ラ
ー
は
国
民
経
濟

を

一
の
全
罷

と
し

て
国

民
生
活

か
ら
抽
出
し
た
後

、
之
と
他

の
國
民
生
活
域

と

の
聯
關

に
言

及
し

て
み

る
。
国

民
経
済

は
最
近

二
世
紀
間

に
相
鋤
的
猫
立

の
腿
系

と
し

て
磯
展

し
た
。
そ

の
故

に
そ
れ

は

一
の
猫
立
的
艦

系

と
し

て
他

の
膿
系

か
ら
分

離
し

て
概
念

さ
れ

る
に
至

っ
た
。
然
し

こ

の
分
離

は
現
實

に
於

て
よ
り

は
む

し
ろ
思
想

に
於

て
な
さ
れ

る
も

の

で
あ
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら

ぬ
。
国

民
経
済

に
働

く
諸
力

は
、
他

の
文
化
目
的
を
追
求

し
國
家

・敏
會
を
形
成
し
・道
徳

・慣
習

・
法

律

の
権
…當

者

と
し

て
現

は
れ

る
も

の
と
同

一
の
も

の
で
あ

る
。

「
国
民
経
濟

は
常

に
杜
會
生
活

を
構
成
す

る
部
分

内
容

で
あ

る
。
国

家

と
國
家
行
政

は
共

に
常

に
国
民
経
済

の
制
度

で
あ
る
。
近
代
的
国
家
施
設

な
く

し

ザ、
國
民
経
済
な

る
も

の
は
考

へ
得

ら
れ
な

い
。
」

殊

に
最
近
経
済
政
策
其
他

の
経
済
施
設

に
よ

っ
て
國
民
経
済

の
廣
範
な
統

一
的
統
制

が
行

は
れ

つ
瓦
あ

る
こ
と
を
も
看
過

し

て
は
な

ロ

ら
な
い
。
f

叉
国

民
経
済
を
有
機
髄

と
呼

ぶ
こ
と

の
可
否

に
關
嚇

し
て
言

ふ
。

さ
う
呼

ぶ
の
は
事
物
を
直
観
的
な
ら

し
め

る
た
め

4)
6)
8)

Grundfragen.S・21$一20.5)Grundriss・S.q・

Glundriss.S・4124.Grundfragen.s。219.7)

Grundfragen.S.22〔 ⊃一21.国 民 経 済 の 統 一 養 が 国 家 権 力 の み で な い こ と は 上 述
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の
類

比

に
過
ぎ
す

、
そ
れ

を
以
て
説
明

に
置
換

へ
る
こ
と
は
勿
論
出
來
な

い
。

こ
の
こ
と
を
理
解
す
れ

ば
問
題

は
従
属
的

な
も

の
で

あ

る
。
而

し
て
類

比
が
強
調
す
る

の
は
、
人
間

の
身
髄

に
於

て
も
國
民
経
濟

に
於

て
も
、
中

心
機
關

が
自
畳
す
る

こ
と
な
く
し

て
多

く

の
内
的
事
象

が
生
起
す

る
、
然

し
だ
か
ら
と

い
っ
て
統

一
が

、
必
要

な
場
合
に
は
中
心
か
ら
の
自
畳
的
統
制

が
な

い
諜

で
は

な
い

の

と
い
ふ
職

に
あ

る
と
。
要

す
る
に
彼
は
国

民
経
済

を
相
射
的

に
猫
立

し
た

一
合
髄

と
み
る

の
で
あ
る
。

ニ
ヘ

へ

も

も

層

次

に
シ
ユ
モ
ラ
ー
は
國
堤
経
濟
學
を
次

の
如
く
規
定
す
る
。

「
国
民
経
済
學
は
國
民
経
濟
現
象
を
記
述
し
定
義
し
且
つ
原
因

か
ら

働

説
明
し
併
せ
て
相
聯
聞
す
る

一
全
艘

と
し
て
概
念
す
る
科
墨
で
あ
る
、」
と
。
而
し
て
彼
は
國
民
経
濟
墨
は
理
想
や
當
爲
を
主
張
す
る

髪

諸

念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
毒

・
ふ
。
勿
論

練

て
の
認
識

の
究
瞥

的
は
實
跳
的
な
も
の
㍗
あ
る
。塾

し
て
從
來
の
国
民

経
濟
學
は
獲
生
當
初
よ
り
實
蹟
的
機
能
を
保
持
し
て
来
た
。
然

し
そ
の
こ
と
は
屡
々
科
學

の
客
観
性
を
掩
齪
し
た
。
そ
れ
故
に
、
實

践
的
開
心
は
放
棄
さ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
實
蔑

を
よ
り

一
般
的
に
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、
而
し
て
そ
の
基
礎
た
る
科
學

の
進
歩
の

の

た
め
に
、
理
想

や
當
爲

の
主
張
は
断
念

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言

ふ
∂
で
あ
る
。
こ
の
観
鮪
か
ら
『綱
要
』
に
は
よ
り
詳
し
く
規
定
し
て

曰
く
。

「
国
民
経
濟
學
は
國
民
繧
濟
に
つ
い
て
そ
の
完
全
な
る
形
象
、
時
間

と
塞
間

・
量
と
歴
史
的
結
果
に
從

つ
た
国
民
経
済
現
象

の
略
圖
、
を
描
か
ん
と
す
る
。
而
し
て
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
知
　党
を
比
較

し
嘔
別
す
る
思
惟
に
服
從
せ
し
め
、
卸
量
さ
れ
た
も
の

曳
確
實
性
を
吟
味
し
、
正
し
く
観
察
さ
れ
た
も

の
を
同
種
性
と
差
別
性
に
從

っ
て
概
念
鐙
糸

の
中

へ
整
理
し
、
最
後
に
か
ぐ
整
理
さ

れ
た
も
の
を
典
型
的
な
規
則
性
及
び

一
般
的
因
果
關
係

の
形
態
で
概
念
せ
ん
と
す
る
、
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
。
か
く
し
て
嚴
密

　

　

ラ

な
科
畢

の
主
要
課
題
は
↑
正
し
く
観
察
し
に
よ
く
定
義

し
分
類
し
伍

典
型
的
形
態
を
獲
見
し

且
つ
因
果
的
に

説
明
す

る
こ

と
で
あ

シ
昌
モ
ラ
ー
の
国
民
紹
濟
學
方
法
論

第
四
+
六
巻

八

一

笙

號

八

「

9)
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シ

ユ
モ
ラ
ー
の
國
民
経
済
學
方
法
論

第
四
十
六
巻

八
二

第

一
號

岬

八
二

切

る

」

と

。

へ

も

し

右
は
大
腿

所
謂

理
論
的
國
瓦
経
濟
學

の
規
定

に
當

る
。
然
ら

ば
彼

は
所
謂
理
論
経
済
學

と
経
済
史
並

に
経
済
政
策

の
臨
別
及
び
そ

の
關
係

を
如
何

に
考

へ
た
か
。
彼

は
原
則
と
し

て
か

」
る
匠
分

を
し
な

い
。

シ
.ユ
モ
ラ
ー
は
、
メ

ン
ガ

ー
と
異

っ
て
、
差

別

の
側
面

　
ま
り

よ
り

は
む
し

ろ
聯
關

の
側
面

に
注
目
す

る
。
然

し
勿
論
彼

は
こ
の
三
つ
を
登
く

幌
回

し

て
考

へ
て
る

る
の
で
は
な

い
。
.後

に
み
る
和

ぐ

、
彼
は

}
方

に
於

て
は
歴
史

從

っ
て
ま

た
経
済
史

に
猫
立

の
科
塑
性

を
認
め

、
他
方

に
於

て
は
そ
れ

を
国
民
経
済
學

の
補
助
科
學

と
し
て
、
決
し

て
理
論

を
歴
史

に
解
消

し
は
し
な

い
ゆ

又
大
膿
理
論

の
方

向

に

一
般
国

民
経
済
學

盤
面
穿
話
{】5

〆
、c
弾
。。訟
蔚
9
玖
早

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

犀
≒
色
を

、
政
策

の
方

向

に
特
殊
國
民
経
済
學

(巻
a

Φ
ま

く
o
詩
署

一算
8
冨
噛邑
。
冥
。
)
を
考

へ
て
る
る
。
1

即

ち

一
般
国

民
経
済
學

は
抽
象
的
李
均
的
な
困
民
経
済
を
問
題
に
し
、
我

々
の
国
民
経
済
的
知
識
を
綜
合
し
て
理
論
的
に
基
礎
づ
け
ん
と
す
る
も

の

で

あ

る
。
そ
れ
は
哲
躍
的
就
會
學
的
性
質
の
も

の
で
あ
っ
て
、
肚
會

の
本
質
及
び
経
済
生
活
並
に
経
潜
行
爲
の

一
般
的
原
理
か
ら
出
蛮
し

典
型
的
な
機
關
・施
設
並
に
運
動
を
静
態
的
並
に
動
態
的
に
寂
逃
す
る
。
そ
れ
は
我
々
の
認
識

の
不
完
全
な
断
片
か
ら
膿
系
的
原
理
的

に
.一
合
罷
を
構
成
す
る
。
そ
れ
は

一
般
者
か
ら
特
殊

へ
進
み
、
特
殊
を
む
し
ろ
た
f
眞
理
の
説
明

の
た
め
に
擧
げ
る
。
そ
れ
は
初
學

の

、

、

、

、

、

、

、

者
に
は
概
論
を
與

へ
、
學
者

に
は
特
殊
を

一
般
的
眞
理

へ
高
め
ん
と
す
る
試
み
と
な
る
。
反
之
、
特
殊
国
民
経
済
學
は

一
定
の
時
代

幽
.定

の
国
民
を
具
髄
的
個
別
的
に
寂
返
す
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
で
あ
り
、
實
践
的
行
政
法
的
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
般
国
民
経
済
學
並

に
倫
理
學
又
は
肚
魯
學
等

の

一
般
的
眞
理
を
参
照
し
て
、
個
別
者
を
そ
の
原
因
か
ら
説
明
し
、
又
過
去
か
ら
將
來
を
推
論
す
る
。
而

し
て
こ
の
推
論

に
は
常
に
指
導
的

モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
人
類

の
進
行

・
當
該
国
家
の
運
命
に
關
す
る
倫
理
的
債
値
概
念
及
び
目
的
論

の

へ

も

ユ

的
世
界
観

が
入
っ
て
み
る
。
-

而
し
て
彼
は
こ
の
匠
別
を
以
ザ、
普
通
ド
イ
ツ
に
行
は
れ
て
る
た
国
民
経
済
學
と
国
民
経
済
政
策
乏

12)
:j)

14)

Gmndriss.S.Io1.
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の
匠
別
に
代

へ
ん
、
す
る
.
乍
併
、
彼
の
厘
盆

霧

・
理
論

・
肇

・
慧

す
・
・
の
で
は
な
い
・
む
し
ろ
理
論
の
方
聖

旗
国
民
業

を
、
歴
史
と
政
策
の
方
向
に
特
殊
國
民
維
輩

・
考

へ
毒

・
れ
・
票

な
い
で
は
な
く
嘉

論
も
薔

策

を
顧
み

ぬ
、

の
で
は
な
い

日̀
を
も
述

べ
て
み

る
.
そ

し
て
方
法
論

・
詮
・
・
當

つ
・
は
・
そ

の
方
法

は
両
者

に
關
保

す
る

も

の
で
あ

り
、
窮

を
隔
馴
し
ザ、
各
の
方
法
を
詮
く

の
は
不
樋
物
日
た
・
し
}、
、
何
れ

の
嚢

・
・
多
≦

般
国
民
欝

又
は
特
殊
國
羅

蓼

。
附
す

・
か
を
馨

の
謝

・
奪

て
る
鳳

要
す
る
に
・
ユ
モ
7

は
理
論

と
雁
皮
と
政
策

の
匹
別
を
全
然
無
観
し
た

の
で

。
。

い
が
、
。
れ
ら
が
交
渉
す
る
面
に
よ
り
多
産

・
・
、
・
れ

・
・
綜
合
し
た

一
種

の
盟

馨

譜

系
を
蕩

し
た

も
D
　

1

亀
"

`

ー
チ

す

べ

き

で

あ

ら

う

。

ヘ

ト

に

ノ

コ

ノ

　

駿

留
鴛

貰

懸

盤

懲

q
鮪

縁

e
菊

鉾

シ
湛
・-
は
…

.
・
鄭

疑
　

嘉

　
驚

　
欝

醜
婦跡　　
　
　
篠

謎
瑚　
鎌

　
灘

伺
、
國
轟

濟
は
人
聞
に
よ
る
星

形
成
物
で
あ
る
・
同
鷺

肇

・
ち
思
惟
・
行
爲
す
る
霧

に
よ
る
文
化
髪

物
で
あ

る
.
從
っ
て
國
民
軽
輩

は
芳

に
於
て
は
讐

然
輩

即
・
工
輩

燈

學

農
學
・林
學
・人
聞
學

蚕

.氣
筆

動

鵜

分
馨

と
簿

な
謬

も
ち
、
地
方
・
於
て
無

輩

帥
・
豊

・倫
輩

・國
蚕

●葎

黒

肇

と
簿

な
關
係
を

も

っ
と
述

べ
て
み
る
国

三

シ
ユ
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シ
ユ
モ
ラ
ー
の
国
民
経
済
學
方
法
論

第
四
+
六
巷

八
四

第

「
號

八
四

さ

て
國
民
経
済
學

の
方
法

で
あ

る
が
、
そ
れ

は
國
民
経
済

の
認
識

に
役
立

つ
べ
き
科
學
的
な
手
綾

で
あ

る
。
か

エ
る
も
の
と

し
て

　

　

　

シ

ユ
モ
ラ
ー
が
擧

げ

る
の
は

一
困
民
経
済
現
象
を
正
し
く
観
察

し
記
述

し
、
二
そ
れ
を
定
義

し
分
類
し

、
三
原
因

か
ら
説
明
す

る
こ

(

(

(

　

ロ

エ

リ
コ

と
で
あ
る
。

そ
こ
で
彼

は
先
ず
観

察

と
記
述

一
般

に

つ
い
て
述

べ
て
み

る
。

こ

瓦
で
は
そ

の
詳
細

に
立
入

る
ま

い
。
而

し

て
親

祭

や

記
述

の
方

法
は
国

民
経
済

現
象

の
相
違
に
慮

じ

て
異

る
。

そ
れ
ら

の
方
法

は
或

は
他

の
科
學

か
ら
借

ら
れ

、
或

は
猫
立
に
獲
戻

せ
し

め
ら
れ

た
。
統
計
墨

の
如

遂
は
後
者

の
例

で
あ
る
。
彼
は

こ
れ

ら

の
方

法

の
詳
細

に
立
入

る
こ
と
を
止
め

て
、
国

民
経

済
墨

の
補
助

輩

・
し
て
の
統
計
讐

麗

と
に
つ
い
て
述
べ
}ゐ

㍉

季

統
計
的
方
斐

翼

羅

霜

學
に
腎

て
る
垂

験
に
代
る
も

の
と
し
て
重
税
し
記
述
的
国
民
経
済
學

の
重
要
な
道
具
だ
と
す

る
。
歴
史
に
つ
い
て
は
や
」
詳
し
く
み
や
う
。

歴
史
は
、
シ
ユ
モ
ラ
ー
の
解
す

る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
諸
.國
民
並
に
人
類

の
政
治
的
並
に
其
他
の
文
化
的
焚
展

の
全
傳
統
を
蒐
集

し
吟
味
し

一
杢
髄

に
結
合
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
哲
學

と
並
ん
で
総
ゆ

る
科
學

の
中
で
最
も
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
い
は
Ψ
精
瀞

科
學

の
中
心
で
あ
る
。
而
し
て
彼
は

一
般
史
と
そ
の
特
殊
部
分

と
し
て
の
経
済
史
・法
制
史
等

々
を
分
け
る
。
後
者
は
蛮
撰
す
る
に
つ

れ
て
歴
史
科
學
の
軍
な
る
部
分
か
ら
歴
史
と
當
該
科
學
と
の
猫
立
的
な
中
間
分
肢
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
歴
史

の
課
題
や
方
法
と

當
該
科
學
の
そ
れ
ら
と
を
結
合
す
る
と
さ
れ

る
。
こ
玉
に
問
題
と
な
る
の
は
経
稗
史
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

一
種
の
猫
立
的
地
位
を
與

へ
て
る
る
の
は
注
意
を
要
す
る
。
然
し
歴
史
は
國
民
経
濟
肇
に
射
し
て
は
補
助
科
學
で
あ
っ
て
、
確
實
な
吟
味
さ
れ
整
理
さ
れ
た
観

察
材
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史

の
與

へ
る
こ
の
材
料
は
理
論
的
命
題
を
説
明
し
槍
讃
し
そ
の
限
界
を
示
し
、
新
し
い
眞
理

を
蹄
納
的
に
獲
得
す
る
に
役
立
つ
。
特
に
国
民
経
濟
學

の
複
雑
な
部
分
は
歴
史
に
ま
つ
所
が
多

い
。
否
そ
れ
は
歴
史
的
研
究
の
地
盤

の
上
で
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
歴
史
を
顧

る
こ
と
な
き
抽
象
的
議
論
は
総
て
無
償
値

で
あ
る
,
尤
も
歴
史
が
常
に
真
髄
的
個

18)
=9)
21)

Grundfragen.S.224-25.
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別
的
。
、
の
叢

逃
し
、

「
般
的
な
・

の
が
そ
の
舞

・
あ
・
・
い
き

と
が
藩

だ
・
す
れ

ば
・
蟹

は
國
謹

輩

に
と
っ
て

鰐

畢

な
も
の
で
は
な
か
、b
う
.
然
し
歴
史

摘

別
的
・
・
の
・
問
題
・
す
・
・
同
時
綻

倫
叢

の

一
般
的
原
因
蕎

題
に
す

る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
原
因
。
驕

づ
け
る
こ
と
こ
そ
が
正
嫡

蚕

の
周
禦

の
で
あ
・
・
而
・
て
歴
謬

於
て
は
國
家
や
国
民

経
済
に
.　口
及
。
れ

る
こ
と
が
極
め
て
少
く
、
そ
の
斬
日
定
的
・
結
論
箆

そ
の
橿

判
断
籍

讐

鱒識
よ
馨

し
ろ
箪

的
轟

偏

し
、
從

っ
て
歴
史

に
傳

へ
、
れ

る
舞

的
資
料
の
毒

分
は
國
軽

輩

・
・
つ
て
埋
込剛
健

鶴

づ
け
ら
れ

る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
.
蓋

史

の
教

へ
る
所
は
我

々
が
今
日
自
ら
見
・
る
所
　

は
誉

多

い
.
加
之
・
我
嘉

言

直
遜

察
し
得

る
も
の
は

攣

婆

の
霧

で
あ
り
、
殊
に
.取
叢

萎

る
国
民
慧

襲

は
婆

過
去
に

そ
の
根
源
・
も
つ
・
從
っ
て
難

的
研
護

国
民

耀

鷲

鋳

轡

響

の
る
.
加.併
、
歴
昊
が
国
民
伊輯
濟
憩
な
、
使
用
妙・ら
れ
得
・
も
⑳
」
聖

・
　

そ
の
　

舞

魏
簿

藷

馨

陽動誕

難

戦覆
鐸

拷軽

羅

幕
熱

い

て

る

る

。

「國
。
馨

學
は
常
に
濤

な
場
所
に
於
・
自
然
科
嵩

並
籍

袈

的
方
法

姦

・
・
な
・
・
ぱ
・
・
な
い
所
の
科
學
で
あ
る翠

ミ、
く
の
如
,
彼
堰

史
の
國
羅

璽

に
塁

,
る
峯

性
・
鶉

し
、
歴
史
蘭

羅

輩

の
補
助
科
署

す
る
研
究
方
法
を
歴

史
的
方
法
と
解
す
る
.
而
し
て
慈

す
べ
・
は
、
経
登

普

國
暴

濟
的
…

の
・
物
語

・
限
・
に
於
茎

驚

の
難

は

國
経

済
理
論
で
は
な
く
て
、
・
の
磐

に
過
ぎ
な
い
ミ

・
・
.

・
の
見
地
か
・
彼
籍

歴
史
鑑

と
斬
髪

農

と
を
嘉

す
る
.

「
所
馨

難

的
國
量

輩

は
屡
々
性
急
に

盤

の
藁

・
理
論
的

・
利
用
せ
ん
・
し
た
・
含

我
々
は
季

骨
の
折

れ
る
経
蛮

的
舞

研
究
が
、
歴
・
を
国
民
馨

的
普

審

整

的
無

念
・
・
國
羅

濟
理

論
に
募

謡

薯

基
礎

工
事
を

シ
。
モ
..
-
の
國
轟

蒙

方
法
論

第
・
+
六
巻

金

篁

號

八
五
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シ
員
モ
ラ
ー
の
國
民
経
済
學
方
法
論

第
四
+
六
巻

八
六

第

一
號

八
六

施

す

べ
き
、
正

し

い
地
盤

を
與

へ
る
の
だ
と
考

へ
る
。
そ
し

て
正
に
そ
の
故

に
国

民
経
済
學

の
新

時
代

は
、
國

民
経
済
學

の
歴
史
的

取
扱
ひ
籍

す
・

・
ッ
・
T

や
・
ル
デ
ブ
・

ン
・
の

一
般
的
希
求

(癬

確

鶯

V
か
ら
よ
り
は
、
む
し
ろ
馨

兜
蟹

・
グ
・フ
フ

勤

イ

ー
の
時
代

か
ら
始

る
の
で
あ

る
。
」
と
。
一

経
済
史
的
研
究
は
な
ほ

一
般
的
な
作
用
を
も

つ
と
彼

は
考

へ
る
。
即

ち
そ
れ

は
人
聞

が
必
ず
し
も
相
等

し

い
も

の
で
な
く
、
常

に
相
等

し

い
典
型
的
な
経

済
形
態

や
肚
魯
制
度

の
内

に
運
動

す
る
も

の
で
な

い
と

い
ふ
こ

と
を
示
し
た
。
そ
れ
は
國

昆
経
濟
制
度

の
雁
皮

的
磯

展

に
關

す

る
思
想

を
齎

し
海
。

そ
れ

は
国
民
経
済
研
究
を
移

び
慣
習

・
法

、
國

家

・
一
般

に
文
化
後
展

の

一
般

的
原
因

と
聯
聞

せ
し
め
充
。
そ
れ
は
個
人
か
ら
出
撤
す

る
理
論
と
並

ん
で
集
團

現
象

の
研
究
が
、
分

析

と
並

ん
で
綜
合

が
必
要

で
あ

る
こ
と
を
教

へ
た
。
そ
れ

が
孤
立
化
的
抽

象

の
成
果

を

一
発
盟

の
部
分

内
容

と
し
取
扱

ふ

こ
と
を
教

へ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
以
前

に
は
空
虚

な
抽
象

で
あ
り
死
ん
だ
圃
式

で
あ

っ
た
も

の
が
再

び
血

と
生
命

を
獲
得

し
た
。

か
く

し
て
歴

史

的
研
究

は
国
民
経
濟
理
論
並

に
政
策

の

一
般

的
基
礎

を
攣
草

し
た
。
就

中

そ
れ

は
實
践

的
實
在
論

的
感
畳

.
現
實
的

な
も

の
及

び

可
能
な
も

の
に
封

ず

る
感
畳

を
喚
起

し
た
。

こ

の
感
畳

は

、
人
間
が
攣
化

し
な
か

っ
た
が
故

に
あ
ら
ゆ

る
大
膳
な
進

歩
を
不
可
能

と

考

へ
た
り

、
何

ら
か
の
肚
會
主
義
的
施
設

が
俄

に
全

く
有
徳

に
し
て
公
準
無
私
な
人
聞

を
創
造
す

る
な
ど

」
期
待

し
て
馬
鹿
ら
し

い

鋤
垂

將

來

の
計
豊
を
受

容
れ

た
り

は
決

し
て
し
な

い
も

の
な

の
で
あ
る
と
。

(註
)
こ
」
で
方
法
論
的
に
み
た
シ
高
モ
ラ
ー
の
學
史
観
に
つ
い
て

一
言
す
れ
ば
、
彼
は
+
七

・
八
世
紀
に
於
け
る
重
商
主
義
者
や
カ
メ
ラ
リ

λ
ト

に
實
護
主
義
的
研
究
の
端
緒
を
み
る
。

之
に
謝
し
て
重
農
主
義
者
や
ス
ミ
ス
・
リ
カ
ル
ド

等
は
合
理
主
義
的
方
法
に
よ
る

「
閻
民
経
済
の
自
然
論

(=
9。
言
ユ
窪
話

画
o
「
<
9
す
宅
【「『
。7
鑑
【)」
を
説

い
た
。
こ
の
合
理
主
義
的
方
法
を
縫
産
し
て
吐
會
主
義
が
登
生
し
た
。
「
個
人
・正
義
的
困
民
経
済
學
と

肚
會
主
義
的
國
民
経
済
學
、
そ
れ
ら
は
同
じ
母
の
二
人
の
子
供
で
あ
る
。
」
こ
れ
ら
の
合
理
主
義
的
方
法
に
反
謝
し
て
+
九
世
紀
に
實
誇
.正
義
的
研
究

更
に
は
心
理
的

・
倫
理
的
傾
向
が
擡
頭
し
た
。
然
し
+
九
世
紀
の
一
八
五
〇
年
頃
か
ら
七
Q
年
頃
ま
で
は
新
し
い
四
民
経
済
學
の
陣
痛
時
代
で
あ
っ

た
。
こ
の
時
代
を
経
て
、
特
に
}
八
七
三
年
に
成
立
し
た
『
吐
會
政
策
學
會
』
の
會
員
を
中
心
と
し
た
新
歴
史
學
汲
の
紹
濟
史
的
特
殊
研
究
を
某
礎
と

な い と す る(a.a・0・

25)Grundfragen.S.z67・

26)a.a・O.S'288e-69・

S.269)。



・
で
初
め
て
眞
の
國
暴

蒙

の
嚢

が
可
能
妄

つ
た
皇

張
芝

の
で
あ
謳

四

達

モ
・フ
直

黎

・
記
述
・
つ
い
て
葵

た
後
、
定
義
雰

翻

・
國
疑

璽

走

於
・
・
難

震

に
つ
い
て
論
じ
て
ゐ

　
る
。
こ

」
で
は
そ
れ

に
濁
れ
な

い
。
而

し
て
彼

に
よ
れ

ば
観
察

と
記
述

・
定
義

と
分
類

は
準
備

に
過
ぎ
な

い
。

そ
れ

に
よ

っ
て
我

々

が
到
奪

ん
と
す
る
の
は
國
羅

窺

象
の
聯
關
の
認
識
で
あ
・
。
而
し
て
・
の
認
識
の
理
想
は
惣

加
み

諌

で
あ
る
・
先
ず

国
民
経
済
現
象
の
原
因
と
は
何
か
。

ω
原
因
。
現
象
界
は
我

乏

と
つ
て
は
何
庭

に
も
偶
然
や
恣
意
を
示
さ
蘇

る
虎
雰

な
原
因
を
示
三

過
程
叢

っ
て
み
る
・

嚴
密

な
因
果
性
な
く

し
炉、
科
學

は
あ
り
得

な

い
。
國
民
経
済
學

に
し

て
も
同
様

で
あ

る
。
然
し
原
因
は

必
ず
し
も

一、
似
で
ぱ
な

の
。

多
く
の
叢

が
蔓

、
し
三

宝

の
彙

姦

し
、
そ
の

一
が
替

て
も
結
果

は
現
れ
な
い
。
室

モ
〒

は
無
條
件

に

歪

の
藁

を
生
起
せ
し
め
る
先
行
状
態
の
み
を
原
因
と
い
ふ
。
所
で
国
民
経
済
現
象

の
原
因
と
し
て
は
、
経
済
生
活
が
自
然

の
世
界
を
基
礎

と

し
て
そ
の
走

打
建
て
ら
れ
た
文
化
の
世
界
で
あ
る
が
故
に
、
自
然
的
な
・
も
の
と
心
的
な
る

も

の
と
の
二
つ
が
あ
る
・
そ
し
て
文

化
が
高
ま
る
程
心
的
原
因
が
重
要
と
な
る
。
自
然
的
原
因
は
燵

的

に
作
用
す
る
が
、
心
的
原
因
犠
..動
.
蟹

、け
の
喬

に
從

っ
て

作
用
す

る
。
両
者

は
作
用

の
仕
方

を
異

に
す

る
が
、
然

し
必
然

的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
に
攣
り

は
な

い
。
先
ず
自
然

的
原
因

に

つ
い

て
は
、
国

民
経
済
學

は
純
粋
並

に
慮

用
自
然

科
學
を
参

照
す

る
、
然

し
ま

た
猫
立

に
研
究
も

し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

こ
の
購

に
聞

し
て
國
民
経
蓼

自
然
的
諸
方
及
び
自
然
法
則
的
畢

性

の
膿
系
と
み
る
立
崇

あ
る
が
、
そ
れ
は
全

く
の
誤
り
と
い
ふ
吉

は
む

し
皐

ば
眞
理
を
も
つ
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
次
に
心
的
原
因
に
つ
い
て
は
、
国
民
経
璽

は
心
理
肇

倫
鐸

の

シ
ュ
モ
闇7
一
の
国
民
経

済
學
方
法
論

.

第
四
+
六
巻

八
七

第

一
號

八
七
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あ

國
羅

離

方
法
論

第
四
+
六
巻

八
八

笙

號

八
八

モ

あ

び

研
葦

滲
照
し
な
け
盤

な
ら
な
い
.
そ
の
故
に
國
鐘

董

は
心
叢

要

は
籔

爵

科
學
・
呼
ば
れ
で
來
た
煎

し
こ
繍

に
關
す
る
從
來
の
試
み
は
ま
茱

雰

だ
と
し
て
シ
ユ
モ
7

は
言
ふ
。

「
謬

は
孝

心
量

的

・
國
黒

輩

肋
鎖

研
究
を

行
ひ
、
次
経

済
的
動
機
論
を
、心
鐸

と
窺

學
の
上
に
新
し
く
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
奮

」
・
。
叉
国
民
藩

學
耗

會
曼

は

一
般
審

科
學
の
一
部
だ
妄

は
蔓

.
ゐ
・
が
、
託

ま
た
同
搭

國
掻

藪

を
心
輩

的

・
倫
輩

的

9
葎

哲
學
的
璽

の
上
薬

礎
つ
け
ん
穿

る
も
の
界

な

り
な
い
、
か
う
言

へ
ば
、
そ
れ
は
舞

諸
繋

農

棄
し
て
讐
遍
離

.
∴

切
仕
舞

墾

ラ

ト

ヒ

ド
も

ア

ぐ

コ

ト

う

ご

コ
　

　

¢
剰
ガ

を
竹

ぞ
も

の
た
と

の
非
難
が
起

る
で
も
あ
ら
う
。

こ
れ

に
射
し

て

シ

ユ
モ
ラ

ー
は
答

へ
る
。
科
學

は
素
材
と
方
法
と
に
從

っ

て
特
殊
領
域

へ
塚

・
れ
、
個
・
の
裂

は
孤
立
芒

盈

、
精
確
揖

警

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
・
各
鍍

は
・
個
別
茎

謄

構

ら　
ロ

成
分
と
し
て
概
念
し
得
・
歴
史
衝
撃
的
文
繞

血
.學
的
馨

に
・
つ
て
、
互
に
著

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
.
・
の
・

と
は
箆

國
羅

濟

層

於
て
必
要
で
あ
る
。
國
炭
経
済
現
象
の
心
的
原
因
は
相
互
不
可
分

に
絡
合
ひ
聯
關
を
な
し
統

一
的
原
因
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
、

㌔
葦

北
襟

開
囃
し
て
。
;

・.
ゐ

、
国
民
馨

研
究
摘

入
か
ら
出
撃

べ
き
か
、
そ
れ
と
も
英
國
馨

侵

封
・
て
霊

鑑

の
創
馨

達

よ
つ
て
磐

素

・
れ
た
聖

、
集
團
現
象
か
ら
塁

す
べ
き
か
、
と
い
ふ
問
題
に
難

て
る
・
・
二
毒

一
を
表

す
る
な
ら
ば
・
こ
の
問

題
は
誤
り
で
あ
・
。
研
黍

原
因
か
b
塁

す
べ
き
か
賛

か
ら
す
べ
き
か
に
騙
す
・

一
般
的
規
則
の
な

い
如
～

・
の
問
題
鋳

す
三

股
的
解

答
は
あ
,
禦

い
。

}
般
的
規
則
は
既
知
の
も
の
か
ら
未
知
の
も
の
へ
進
む
に
あ
・
。
磐

へ
常

に
先
ず
個
・
の
事
翼

翼

ミ

べ
き
で
あ

る
と
い

ふ
.』
、
を
承
認
す
・
に
。
て
も
、
纏

・
し
て
の
人
間
が
常
衙

聾

し
て
の
人
間
で
あ
・
か
は
問
題
で
あ
ら
・
・
人
間
な
・

も
の
語

々
の
人
間

の
組
織
あ
る
全
讐

あ
り
蕎

で
あ
る
。
謬

攣

の
個
裂

は
詳
・
盛

段

堀
限
に
組
成
さ
巽

も
の
で
脅

・
個
・
の
薔

は
我
々
の
分
析

　

的
観
察
が
我

々
の
思
惟
過
程
に
ま

っ
て
は

}
全
髄
と
親
る
所
の
も
の
な
の
で
あ
る
㎡

へ

も

も

へ

も

ヘ

ヘ

へ

②
演
繹
的
並
に
蹄
納
的
方
法
。
如
何
に
し
て
我

々
は
個

々
の
原
因
を
認
識
す
る
か
。
そ
れ
に
郎
納
的
方
法
と
演
繹
的
方
法
と
が
あ

29)Ubereinige.GrundfragendesReehtsu .derVo!kswirr50ha舟,に よ れ ば 倫 理
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る
コ
館
納
的
方
法
は
個

々
の
観
察
か
ら
出
捜
し
て
観
察
さ
れ
た
も

の
を
詑
明
し
、
更
に

一
群

の
現
象
に
つ
い
て
、
観
察
さ
れ
た
事
例

レ
　
ゲ

ル

に

つ
い
て
は
既

に
眞
實

で
あ

る
所

の
も

の
を
、
眞
實

だ
と
説
明
す

る
所

の
規
則

を
求

め

る
。
演
繹
的
方
法
は
締
綱
的
方
法

に
よ
っ
て

獲
得

さ
れ

た
因
果
關
係

に
關

す

る
規
則
を
使

用
し
、
そ

の
主
語
並

に
述
語
概
念

の
分
析
か
ら
、
何

が
常
談
規
則

に
含
ま
れ

て
み

る
か

何
虜

に
そ
れ

が
適
合
す

る
か
、
如
何
な

る
事
例

が
そ
れ

に
属
す

る
か
、
何
を
そ
れ
が
説

明
し
得

る
か
、
を
明
か

に
す

る
。

か
く

の
如

く
聾
納

と
演
繹

と
は
緊
密

に
結
合
し

て
み

る
。
両
者

の
根
抵

に
は
、
正

し
く
観

察
さ
れ

た
事
例

に

つ
い
て
眞
實

で
あ

っ
疫
も

の
は
全

く
同
じ
事
例

の
総

て
に

つ
い
て
眞
實

で
な
け
れ

ば
な
ら

ぬ

と
い
ふ
同
じ
信
仰

・
理
性

の
要
求

が
あ

る
。
又
麟
納

の
推
論
方
法

は
演
繹

に
於
け

る
三
段
論
法

の
逆

に
外
な
ら

ぬ
。

の
み
な
ら
す
蹄

納

の
進
歩

は
演
繹

に
利
用

さ
れ
得

る
命
題

を
齎
す
。
.両
者

は
雨
足

の
歩

行

に
封
ず

る
如
く

、
等

し
ぐ
耕
墾
的
思
惟

に
属
す

る
。
た

牌・
そ
の
時

瀞
の
認
識

の
状
態

に
慮
じ
岬
-二

方

が
前
面

に
出

る
に
過
響
な

い
諮

シ

ユ
モ
ラ
ー
は
抗
議
す

る
、

一
切

の
演
繹
を
排
除

す

る
と

の
非
難

は
論

理
學

に
通
す

る
者

に
は
誰

に
で
も
要
賞

し
な

い
と
。
続
け

て

言

ふ
。
我

々
が
飢

に

一
切

の
眞

理
を

も

つ
て
み
る
と
す
れ

ば
、
我

々
は
演
繹
的
方

法
の
み
を
用

ひ
る
で
あ
ら
う
。
最

も
完

成
し
た
科

學

は
最

も
演
繹
的

で
あ
る
。

國
民
経
済
墨

を
殆
ん
ど
完
成

し
た
も

の
と

考

へ
る
ス
ミ
ス
の

亜
流

は
そ
れ

を

演
繹
的
科
學

だ
と
考

へ

る
。
然

し
、
國

民
経
済
學

の
簡
軍
な
部
分

は
別

と
し

て
、
複
雑

な
部
分

例

へ
ば
吐
會
問
題

の
如
き

に
於

て
は
ま
だ
ま

だ
餅

納
が
必
要

鋤

(莚

で
あ

る
と
。
我

々
は

こ
㌧
に
露
納
的
方
法

を
強
調

し
た

シ

ユ
モ
ラ

ー
の
眞
意
を
知

る
の
で
あ

る
。

(註
)
彼
は
F
綱
要
』
に
於
て
、
最
近
の
ド
イ
ツ
国
民
鰹
濟
學
者
は
経
験
的
観
察
を
重
記
す
る
が
、
そ
れ
が
屡

々
露
納
法
と
呼
ば
れ
る
所
か
ら
、
彼
等

は
蹄
納
的
国
民
経
済
學
者
と
言
は
れ
る
、
然
し
彼
等
は
決
し
て
演
繹
を
輕
観
す
る
も
の
で
な
く
、
否
彼
等
に
於
て
も
蹄
納
よ
り
も
む
し
ろ
演
繹
が
多

鋤

く
認

め
ら
れ
さ

へ
す
る

の
で
あ

っ
て
、
彼
等

は
た

ビ
皮
相
な
演
繹
に
反
謝
す
る
に
過
ぎ
な

い
旨
を
強
調
し
て
み
る
σ

シ
昌
モ
ラ
ー
の
国
民
経
済
學
方
法
論

第
四
十
六
巻

八
九

第

一
號

八
九

33)a.a.O・S・291-94,
1三2一=2一 メ ン ガ ー と の 論 畢 に 於 て も 彼 は 大 盤 同 じ立 場 に 立 つ34)Grundrias・S.
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シ
ユ
モ
ラ
ー
の
困
民
経
済
學
方
法
弥調

笛
π
四
十
六
巻

九
〇

笛
二

號

九
〇

ヘ

へ

㈹
法
則
。
奮
い
國
民
経
濟
學
者
は
種
々
の
法
則
に
つ
い
て
語
っ
た
。
何
を
法
則
と
呼
ぶ
か
は
便
宜
の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し

あ

め

ル

ハ

ぬ

へ

て
も
彼
等

は
法
川
概

念
を
濫

用
し
た
。

シ

ユ
モ
ラ

ー
は
か
う
断
定
す

る
。
然

し
彼

は
決

し
て
國
畏
経
済
法
則
を
否
定

す
る
者

で
は
な

し

へ

も

も

る

へ

も

も

も

ヘ

ヘ

へ

も

も

い
。
困
民
経
済
學
に
射
し
て
彼
が
否
定
す
る
の
は
厳
密

な
意
味

に
於
け
る
現
賀
的
法
則
で
あ
る
,
帥
ち
そ
れ
は
数
量
的
に
精
密
に
確

定
さ
れ
た
因
果
関
係
で
、
自
然
科
塵
・者
の
所
謂
精
密
法
則
で
あ
る
。
か
」
る
法
則
は
最
も
完
成
し
た
自
然
科
學
に
於
て
も
極
め
て
少

く
、
そ
の
磯
兄
は
劃
期
的
の
も
の
で
あ
る
。
か
ぐ
の
如
き
自
然
法
則
の
意
味
に
於
け
る
国
民
経
済
法
則
は
勿
論
あ
り
得
な

い
。
然
し

歪

の
前
提
殊
に
毫

の
経
済
欺
熊
石

筈

れ
薩

。
、
國
謹

濟
に
盤

、
も
異

聞
係
の
1

測
寄

能
で
は
な
い
が
然
し
精

密
な
1

確
定
が
可
能
で
あ

る
と
考

へ
、
そ
れ
を
國
民
経
済
法
則
時
に
は
現
實
的
法
則
又
は
軍
に
法
則
と
呼

ぶ
。
そ
し
て
か
」
る
法

則
の
理
論
的
並
に
實
践
的
償
値
を
充
分
に
認
め
る
が
、
然
し
そ
れ
が
飽
く
ま
で
も
究
極
の
眞
埋
で
な
く
安
定
的
な
経
済
状
態
を
擬
制

レ
　
ゲ

ル
メ
　

シ

こ
カ
イ

じ

し
て
み
る
こ
と
を
警
告
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
こ
れ
に
射
し
て
彼
は

規

則

性

即
ち
規
則
的
典
型
的
に
繰
返
す
現
象
系
列
換
言
す

も

へ

も

も

も

へ

も

へ

れ
ば
そ
の
説
明
が
部
分
的
推
定
的
に
し
か
與

へ
ら
れ
得
な
い
因
果
關
係
を
経
験
的
法
則
と
呼

ぶ
、
経
験
的
と
は
原
因
研
究
の
不
完
全

へ

も

し

も

も

な
る
を
い
ふ
。
そ
れ

に
よ
っ
て
彼
が
考

へ
て
る
る
の
は
統
計
的
法
則
帥
ち
統
計
的
方
法
に
よ
っ
て
確
め
ら
れ
た
規
則
性
で
あ
る
。
而

し
て
現
實
的
法
則
・
叢

的
法
則
・
の
間
に
緩

密
な
雛

は
な
く
、
後
者
は
薯

へ
近
づ
穂

る
と
考

へ
て
る
鰯

纏

は
国
民

へ

も

も

へ

経
済
的
嚢
展

の
研
究
成
果
た
る
所
謂
磯
展
法
則
を
、
少
く
と
も
現
在
、
法
則
と
呼
ぶ
の
は
不
適
當
だ
と
し
、
経
験
的
法
則
と
呼
ぶ
こ

へ
ま
ロ

と
を
も
断
念
す
る
。
蓋
し
、

「
相
似
π
歴
史
的
系
動

の
法
則
的
稜
展
に
つ
い
て
語

る
こ
と
は
出
來
る
が
、
然
し
そ
れ
以
上
の
も
の
で

は
な
い
、」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
そ
れ
以
上
の
進
歩
を
將
來

に
期
待
す
る
。
同
じ
こ
と
は
所
謂
膳
弘
臨
洗
貼
即
ち
人
間
進
歩

の

絢

一
般
的
定
式

に

つ
い
て
も
言
は
れ

る
。

.

35)

36)Grandfragen.S・306-7.Handw6rterbuch.3.Aufl.

Grundfragen・S・2gl-305・HandwbrteTbuch・3・Aua,811Bd .S.484-86.

8. Lld...S..4818ff.



羅

シ
。
モ
..
あ

欝

概
念
に
は
季

の
懇

・
あ
・
。
『
蓋

問
題
』
・
於
・
は
所
・
震

法
則
・
あ
・
…

軽

的
法
則
に
入
れ
る
も
の

』
講

で
あ
る
。
『
綱
讐

於
て
は
国
民
馨

法
則
を
も
統
計
的
法
則
真

・
謡

胸
飾

・
し
垣

講

法
則
を
自
奴
輩

的
響

法
則
に
限
つ

。
み
る
。
欝

的
爵

夕
葬

的
法
則
に
限
・
た
・
は
『
麗

』
第
・叛

・
於
ξ

あ
・
.
・
…

で
彼
・
新
…

汲
の
蔀

科
讐

於
け
る
法

則
否
定

の
傾
面
を
行
過
ぎ
た
も
の
と
し
て
、

こ
れ
に
反
射
し
て
ゐ
臥
、Q

五

.

以
上
潔

湾

耀

し
ア.法
則
に
ま
で
到
達
す
・
盆

町
勢

の
外
・
、
・
ユ
モ
了

は
・
・
的
論
的
襲

や
倫
理
的
債
値
判
断

。
よ
る
綜
A
.的
研
究
も
ま
た
國
謹

輩

に
と
2

、
必
馨

…

考
へ
㌔

然
・
晶

論
的
観
察
や
倫
理
的
償
綿

暫

毒

的

な
側
面
筈

つ
。
雲

て
れ
ら
雰

析
的
要

に
よ
つ
ず
補

は
れ
ね
繁

…

.
分
析
的
擬

結

納
・
鰹

に
よ
っ
て
欝

を
認

識

一9
る
.

、」
の
認
馨

そ
の
護

舜C
へ
正
し
け
れ

ば
誰

・

で
・
璽

で
・

・
.

を

る
譲

・
基
礎

と
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
世
界
観

や
理
想
は
確
立
荒

行
爲
や
漿

の
禦

は
正
し
差

・
.
を

雰

析
・
馨

は
蓉

さ
れ
ね
ば
な
・
ぬ
・
そ
紮

國
轟

鍛

の
進
ん
で
來
た
導

あ
り
、
進
み
行
く
べ
き
導

あ
る
・
塙

垂

彼
は
『
蟹

』
第
三
版
に
は
勲

蹴

謙

嚢

無

駄
鋳

・
「
章

・
・
い
て
る
る
・
翼

に
於
百

的
論
的
槻
舞

け
ら
れ

羅

　羅

臨
　　難

羅
灘
　　へ難
　　　　　

る
。
か
う
　
、
つ
て
彼

は

マ
ッ
ク
・

・
ヴ

〒

.↑

等

の
洛

値

性
理
論

長

射
し
て
ゐ
匁

最
後
に
、
;

フ
モ
直

方
法
さ

へ
正
し
け
れ
ば
彙

は
讐

で
・
里

で
あ

る
旨
を
屡

・
述

べ
て
み
る
が
・
詫

に
つ
い
て
興

。
喜

7
1
。
國
民
馨

學
方
藷

欝

+
六
巻

空

第

一
號

九

}

37)
38)
39)
40)

Grundriss.S.110ff.
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シ
晶
モ
ラ
ー
の
國
民
紹
濟
學
方
法
論

第

四
十
六
巻

九
二

第

一
號

九

二

へ

あ

や

へ

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヤ

も

味

が
あ

る
の
は

ベ

ル
リ

ン
大

學
総
長
就
任
演
舌

で
あ
る
。
言

ふ
所

は
凡
そ
か
う
で
あ

る
。

一
切

の
研
究

は
、
少
く
と
も

一
定

の
限

界

内

に
於

て
、
研
究
者

が
完

全

な
眞

理
を
登

見
し
得

る
と

い
ふ
前
提

か
ら
出
登

す

る
。
完
全

な
眞
理

の
規
準

は
、
総

て
の
研
究
者
が
同

一
の
結
果

に
到
達
し

、
萬

人
が
そ
れ
を
眞

理
と
認

め

る
こ
と
で
あ
る
。

萬
人
に
眞

理
と
認
め
ら
れ

る
知
識

の
艦
系

の
み
が
完
全
な
科

學

(乏
霧
o
霧
o
罫

P)
で
あ
る
。

ヒ
れ

に
射
し

て

一
部

の
人

々
の
み
が
認
め

る
に
過
ぎ
ぬ
も
の
は
象
説

一.一
.蕃
o
器
)
と
呼
ば
れ

る
。
今

日
な

ほ
多
く

の
墨
科

に
於

て
肇
設

の
闇
争

が
続
け

ら
れ

て
る

る
が
、
そ
れ

は
完

全

な
耕
墾

の
生
成
過
程

で
あ
る
。
而
し
て
不
完

全

な

知
識

は
不
完

全
な
方

法

に
由
来

す

る
。
從

っ
て
そ
れ

は
正

し

い
方
法
が
と

ら
れ

る
に

つ
れ

て
完

登
に
な
る
。
事
實

最
近
著

し

い
勤
立

の
反
面

に
萬

人

に
承
認

さ
れ

る
知

識
は
増
大

し
た

。
然

し
事
象

は
複
雑

で
あ
り
、
経
験
的
知
識

の
缺
陥

は
主
観
的
な
推
測

に
よ

っ
て

補
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

そ

こ
に
ま
た
學
読
掛
立

の
根

豫
が
あ

る
。
総

じ
て
異

っ
た
艘
系

の
基
礎

に
は
異

っ
た
世
界
観

が
あ
る
。

而

し
て
各

ヒ
の
立
場

が
と
る
世
界
観

の
高
低
及
び
知
識

の
廣
狭
深
淺

に
よ

っ
て
學
設

に
は
高
低

の
嘔

別
が
あ

る
。

そ
れ
を
審
制
す

る

の
は
科
學

及
び
實
際

生
活

の
其
後

の
磯
展

で
あ
る
.
・從

っ
て
相
異

つ
た
立
場
が
並
存
し
事

ふ
限
り

、
そ
れ

ら

に
李
等
た
活
動

の
機
會

が
與

へ
ら
れ

ね
ば
な

ら
ぬ
。
但

し
そ
れ
は
彼
等

の
確
信
が
全
盟
利
益

に
封
ず

る
崇
高
な
見
解

に
基
き
、
階
級
利
益
や
野

心
に
基
づ

か

な
い
限
り
に
於
て
f
あ
る
。
1

こ
れ
を
規
準
と
し
て
彼
は
所
謂
大
學

に
於
け
る
學
問

の
自
由
に
關
す
る
主
張
を
判
定
し
て
み
る
、

一

死
滅
し
つ
」
あ
る
老
朽
し
た
傾
向
を
よ
り
高
く
よ
り
完
成
さ
れ
た
傾
向
と
同
列
に
置
く
こ
と
は
進
歩
と
蛮
民
の
阻
止
を
意
味
す

る
。
即

ち
厳

密
な
意
味

に
於
け

る

ス
、ミ
ス
主
義
者

も

マ
ル
ク

ス
主
義
者

も
今
日
充
分
債
値
あ

る
も

の
と
考

へ
ら
れ

る
こ
と
を
要
求
す

る
こ
と
は
出
來

な
い
。
今
日

の
研
究

・教
養

・方

法

の
地
磐

に
立

た
ぬ
者

は
有
用

な
教
師

で
は
な

い
。

ア
カ
デ

ミ
ー
の
教
師

は
全
艦
利

益
を
導

き

の
星

と
し
な
け
れ

ば
な
ら

ぬ
、
階
級
利

益

の
代
辨

者

で
あ

っ
て
は
な
ら
な

い
。

か
う

い

へ
ば
、
反
掛
者
は
、
そ
れ

は
絵
り



に
、
銘

者
階
級
に
友
好
的
で
あ
る
.
ま
さ
に
ξ

、
と
に
・
つ
て
講

利
益
で
は
奪

階
級

利
益
の
立
場
に
立
つ
も
の
だ
と
非

撃

。
で
、
あ
ら
う
.
勿
論
今
日
支
配
的
な
國
羅

璽

は
蕩

直

紙
萎

的
・
傾
向
・
示

・
て
る
る
・
然
・
詫

が
正
書

憲

利
釜
に
}
致
し
な
い
か
ど
う
か
は
奮

別
の
問
題
で
あ
る
.
か
鼻

讐

れ
る
ア

カ
デ
・
ゐ

教
師
は
総
て
有
産
に
し
て
馨

あ
る
階
級
に
屡
芝

.
然
し
被
管

彼
等
叢

撃

・
代
議
士
等
の
讐

塁

の
階
級
利
益
轟

讃
す
薯

で
は
な
い
・
法
制
上
保

誰
。
れ
義

姉
の
猫
立
的
地
位
は
彼
等
を
し
て
上
下
左
右
・
芒

て
猫
妾

感
芒

め
得
・
・
而
・
て
等
彼
の
謬

に
舞

働
塵

紙

に
掌

る
屠

の
禁

入
り
こ
ん
で
ゐ

・
か
も
知
れ
な
い
が
、
詫

は
常
代
の
政
治
的
答

的
傾

向
と

奉

る
も
の
な
の
で
あ

る
,
そ
綻

會
肇

の
立
場
竺

面
的
舞

働
薩

磐

利
益
の
立
場
で

差

　

桑

家
階
級
の
利
益
の
詫

で
凄

い
義

々

の
立
謹

、
親
字

・
も
の
～
反
動
的
保
葦

籟

的
薪

と
は
異
つ
三

婆

の
舞

曲
蕩

を
瞳

・
ギ

ツ
を
楚
奮

野

ド

　

そ

ス
ノ

リ

り

し

雛

芒

め
る
諸
肇

を
罪

し
基
礎
づ
け
を

す
・
・
の
で
あ
る
.'

こ
の
葉

的
傾
向
・
於
て
は
・
!

シ
ユ
モ
ラ
ー
は
結
論
す

る
1

個

々
の
黙
は
別
と
し
て
、
も
は
や
封
立
は
な
い
の
で
あ

る
、
妬
。

難
織
　継
難
購
灘

　

梛・難

講
縫

護

瑠
繰難
鷲

嚢

繕

鐸
脇期鰐

鶴
難

騎
緯

シ
.
モ
.ア
,
。
國
民
謡

學
方
法
論

.

第
四
+
奪

九
三

笙

號

九
三
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シ
ユ
モ
ラ
}
の
國
民
経
済
學
方
法
論

第
六
+
四
巷

九
四

第

】
號
.

九
四

れ
ら
の
聯
關

に
注
目
し
、
そ

の
綜
合
を
意
圖
し
た
か
に
み
え
る
が
、
そ
し
て
そ
れ
は
罫
債
さ
る
べ
き
も
の
を
も

つ
が
、
然
し
そ
れ
は
全
く
直
接
的
無
媒
介

的
な
も
の
で
あ

っ
た
。

一
般

国
民
紹
濟
學

と
特
殊
国

民
鰹
濟
墨

の
匪
別

の
如
き
も
概
念
的

に
整

っ
た
も

の
と
は
考

へ
ら
れ
な

い
。
多
く

の
黙
に
於
て
彼
は

綜
合
的
立
場

に
立
た
ん
と
し
て
み
る
。
然
し
そ
れ
は
封
立
す
る
諸
契
機
を
寄
集
め
た
に
過
ぎ
な

い
か
の
擬
が
あ
る
。
彼
は
論
理
學
に
通
ず
る
と
言

っ
た
が

辨
證
法
的
論

理
學

に
は
全
く

不
案
内

で
あ

っ
た
様

で
あ
る
。
日取
後

に
、
彼

の
方
法
論
を
彼

の
研
究
葱
度

に
即
し
て
み
れ
ば
、
理
論

の
麻
　史
的
基
礎
を
強
調

し
、
紹
濟
典

の
研
究

に
沈
清

し
た
の
は
彼

の
[取
大

の
墨
問
的
功
績

で
あ

っ
た
が
、
ル、
の
反
面
理
論
的

研
究
を
等
閑
に
し
た
こ
と
は
争
は
わ
な

い
。
威
稗
方

法
論

上
は
理
論
的

研
究
を
鰹

親
し
は
し
な

か
っ
た
。

熱
し
方
法
論
と
そ
の
連
用
と
は
別
で
あ
る
。
新

し
い
理
論

の
建
設

や
法
則
の
護
見

の
如

き
は
論
外
と

ず
、る
も
、
震

法
則
農

諾

法
則

の
否
定

の
如
.・.、
は
方
法
論
的
誰
誰
と
理
論
的
窮

性

の
端
的
裏

響

圭
…雇

ね

ば
な
ら
な

い
。
羅

禽

題

に
謝

し
て
多
大

の
懇

を
示
し
、
そ

の
解
決
に
努
力

し
た
黙

に
彼
は
玄
輩

、
の
眞
両
県

壼

挿
し
た

の
で
あ

っ
た
が
、
そ
し
て

…耽
含
政
策
を
茶
旋
づ
け
る
た
め

に
経
済
學
と
倫
理
學
等

々
と

の
結
A
口
を
意
圖
し
、
理

論
と
政
策

の
融
合
を
狙

ひ
さ

へ
し
た

の
で
あ

っ
た
が
、
そ

の
こ
と
は
ま
た
理
論
的
研
究

の
不
徹
底
を

誘
致
す
る
こ
と
エ
な

っ
た
。

こ
れ
ら
諸
周
囲

の
詳
細
な
吟
味

は
な
ほ

}
連

の
學

史
的
考
察
を
媒
介

に
し
て
行

は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
」
で
は
た

Ψ
次

の
こ

と
だ
け
を
言

っ
て

お
き
た

い
。
即

ち
以
上

の
難

尉
は
要
す
る
に
、
彼

の
市
民
的
立
場

.
即

ち
産
業
嬰
本

の
某
礎
を
確
立

し
た
ド
イ

ツ
資
本
主
義

が
そ

の
濁
占
段
階
に
到
達
す

る
過
程

に
於
け
る
市
民
的
民
族
国
家

の
立
場

の
抽
象

性
に
由
来
す
る
と
。
ド
イ
ツ
に
於
け
る
産
業
資
本
主
義
は
大
髄
並
円佛
職

翁
(
一
八
七
〇
一
七

一
年
)
の

頃
に
確
立
さ
れ
、
同
時

に
(
一
八
七

一
年
)
プ

ロ
シ
ャ
を
中
心
と
す

る
近
代
的
統

「
国
家

が
完
成
し
た
。

こ
わ
に
よ
っ
て
産
業

資
本

の
確

立
と
近
代
的
國
家

続

}
を
主
張

し
た
蕉
歴
史
學

派

の
使
命
は
蓮
成
さ
れ

た

の
で
あ
る
。
産
業
資
本
主
義
は
猫
占
段
階

に
向

っ
て
進
行
す
る
。
所

で
こ
の
進
行

は
、
既
に
産
業

資
本

の
確
立
過
程
に
於

て
激

威
せ
し
め
ら
れ
て
る
た

所

の
諸

々
の
肚
會
問
題
を
擢
大
再

生
産
す
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
勢
働
連
動
は
益

々
脅
威
的
と
な

っ
て

行

っ
た
。
そ
こ
で
、

一
方

に
於
て
は
産
業
資
本

の
猫

占
賓
本

へ
の
登
展
助
成

の
た
め
の
國
家
活
動

、
他
方

に
於

て
は
祀
會
問
題
を
出
来

る
だ
け
緩
和
し
て

資
本

の
璽

を
圓
滑

に
す
・

た
め

の
厨
家
活
動

の
基

嘩

つ
け
が
、
今
や
國
轟

輩

者

の
課
題
と
な

っ
た

の
で
あ
・
。

ζ

モ
・了

は

天

七
〇
年
以
降

を
以
て
新
歴
史
學
汲

の
時
代

と
し
た
が
、

そ
の
眞
實

の
意
味
は
こ
」
に
あ

っ
た
。
即

ち
蕉
歴
史
學
汲

の
新
歴
史
墨
派

へ
の
進
展
は
産
業
贅
本

の
濁

占
質
本

へ
の
震

過
程
に
照
癒

し
、
そ
れ
を
現
實
的
地
磐
と
す
る
と

い
へ
や
う
。
・
の
地
磐

に
立

っ
て
シ

ユ
芒
丁

纂

患

派

の
霧

を
攣

・
超
階
級
的
全

髄
利
益
を
強
調
し
て
、
講
壇

肚
會
主
義
等

々
の
名
に
吸

喫
個
人
.正
義
と
肚
會

主
義
と
に
抗
争
し
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
評
償
さ
る
べ
き
所
謂
全
艦
主
義

の

一
面
が
な

い
で
は
な

い
。

然
し
そ
れ
が
あ
く

ま
で
市
民
的
國
家

の
立
場

で
あ
っ
た
所

に
批
判
さ
る
べ
き
歴
史
的
限
界
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
限
界
こ
そ

が
彼

の
方
法
論

に
於
け
る
抽
象
性

の
基
根
を
な
す
も

の
な

の
で
あ
る
。


