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カ

ル
・
メ

ン
ガ
ー
の
一
砿
曾
政
策
皐
汲
批
剣

ー

ー

ー

ヵ

l
y
・
メ
ン
ガ
!
の
歴
史
撃
波
批
判

そ
の
二

l
l

白

杉

f主

郎

歴
史
準
汲
も
メ
ン
ガ
ー
も
古
典
型
一
次
に
封
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

而
も
隅
者
は
共
に
古
典
問
中
汲
と
向
ビ
市
民
的

な
い
札
場
に
立
っ
て
ゐ
た
。

そ
れd

f亡

つ
'，'、

jt; 

F 
i興

味
/，‘ 

iJ::' 
fコ

の
lま

牒
史
町
晶
子
汲
い
れ
ロ
マ
シ
テ
ィ
ッ
ク
を
思
想
的
、
岐
隙
と
し
友
が
ら
、

そ
れ
に
矛
盾
す
る
や
う
た
進
歩
的
な
立
場
を
と
っ
た
と
い
ふ
こ
と
に
針
ず
る
メ
ン
ガ

1
の
非
難
め
い
た
口
吻
で
あ
る
。
コ
コ
同
ふ
所
は
凡

そ
か
う
で
あ
る
。
ー
ー

歴
史
派
園
民
経
済
撃
者
逮
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
そ
の
一
汲
に
封
し
て
歴
史
的
観
黙
を
主
張
し
た
。
然
し
後
者
は
前
者
が
非
難
し

た
如
く
に
は
政
治
経
済
撃
に
勤
す
る
歴
史
研
究
の
重
要
性
及
び
枇
合
制
度
の
相
針
位
そ
無
鵡
し
は
し
た
か
勺
た
。
後
者
の
非
難
さ
る

べ
き
黙
は
寅
用
主
義
(
司
E四
Z
E
E
-乙
に
あ
る
。
印
ち
無
反
省
的
方
法
に
よ
っ
て
成
立
し
た
壮
命
日
制
度
及
び
か
L

る
制
度
の
園
民
経

済
に
針
す
る
意
義
に
閲
し
て
理
解
す
る
所
極
め
で
乏
し
く
、
図
民
経
済
制
度
が
全
く
枇
舎
の
共
同
意
志
の
庵
物
で
あ
り
杭
舎
成
員
の

合
意
又
は
賓
定
法
の
結
同
市
で
あ
る
と
解
し
た
離
に
あ
る
。
批
命
日
制
度
に
関
す
る
こ
の
一
而
的
な
賞
用
主
義
的
見
解
に
於
で
彼
等
は
7

ラ
ン
ス
の
啓J

案
一
期
一
般
特
に
重
農
主
義
者
逮
と
同
一
の
思
怨
圏
に
属
す
る
。

一
程
賞
用
主
義
は
公
樺
の
積
極
的
創
造
物
を
理
解
せ
し

カ
ー
ル
・
メ
シ
ガ
ー
の
祉
舎
政
策
皐
汲
批
剣

第
四
十
七
巻

五
四
一
一
-

第
四
競

九



カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ

I

D
祉
曾
政
策
畢
祇
批
判

第
四
十
七
巻

五
四
回

第
四
就

九
四

め
る
の
み
で
ハ
無
反
省
的
危
仕
方
で
成
立
し
た
所
詰
有
機
的
枇
台
形
象
に
闘
す
る
現
鮮
を
輿
へ
得
な
い
も
の
で
る
る
。
彼
等
は
所
謂

冶
機
的
一
位
命
日
形
象
の
枇
ム
耳
目
一
般
特
に
闘
民
経
済
に
謝
す
る
重
要
性
を
評
債
し
得
一
な
か
っ
た
が
散
に
、
こ
れ
ら
の
枇
曾
形
象
の
維
持
忙

つ
い
て
何
ら
顧
慮
す
る
所
が
た
か
っ
た
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
及
び
そ
の
一
一
次
の
撃
設
は
「
一
間
的
友
合
理
主
義
的
自
由
主
義
」
で
あ

る
。
そ
れ
は
現
存
す
る
も
の
を
屡
身
軽
卒
に
駿
除
せ
ん
と
し
、
十
分
の
認
識
と
経
験
を
紋
き
た
が
ら
軽
卒
に
も
新
し
い
園
家
制
度
を

創
浩
ぜ
ん
と
熱
望
し
た
。
十
何
械
的
に
生
成
し
た
国
民
粧
済
制
度
は
賢
明
に
も
生
け
る
も
の
L
た
め
に
既
存
の
も
の
そ
、
一
定
き
も
の
丸
、

7ι 
~Ö 

王1kl
有n

Jる

も

;土
防;
I告:
L 
'-/c: 

叫
め
る
に
賀
川
主
義
は
札
制
象
的
人
問
。
惑
い
も
の
"
未
だ
有
杭
吐
叫
一
-
る
も
の
と
臨
耐
を
恥
臆

し
、
展
A

現
在
の
生
き
た

E
山
口
同
友
利
錠
を
看
過
し
た
。
と
の
賞
用
主
義
に
針
す
る
反
割
者
は
先
や
闘
訟
の
領
域
に
現
は
れ
た
。
バ
ー

ク
が
イ
ギ
リ
ス
法
律
製
の
精
榊
に
於
て
枇
世
田
生
活
の
有
機
的
形
象
の
重
要
性
及
び
そ
の
無
反
省
的
起
原
を
強
調
し
、
未
熟
な
革
新
慾

に
叫
劃
し
て
現
存
す
る
も
の
歴
史
的
に
生
成
し
た
も
の
を
牟
敬
す
べ
き
こ
と
を
教
へ
、
幹
蒙
期
の
一
一
倒
的
左
合
理
主
義
並
に
賞
用
主

義
反
針
の
口
火
を
き
っ
た
。
パ
ー
ク
の
思
想
は
ド
イ
ツ
に
於
て
法
律
撃
に
於
け
る
費
用
主
義
克
服
の
動
機
と
た
っ
た
。
歴
史
法
畢
汲

の
本
質
は
パ
ー
ク
の
立
場
と
同
じ
く
法
律
墜
に
於
り
る
質
問
主
義
並
に
合
迎
主
義
反
到
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
法
の
相
謝
性
の
原
則

及
び
法
律
撃
に
於
け
る
歴
史
的
研
究
の
重
要
性
に
あ
る
の
で
は
た
い
。
所
で
ド
イ
ツ
歴
史
祇
園
民
経
済
撃
の
建
設
者
建
は
歴
史
法
皐

涯
の
根
本
思
想
b
L
政
治
経
済
皐
に
適
用
す
る
と
宣
言
し
た
。
さ
う
で
あ
る
以
上
、
彼
等
は
ス
ミ
ス
事
派
の
賞
用
主
義
的
解
燥
に
射
し

パ
ー
ク
や
ザ
ヴ
イ
ニ

1
の
傾
向
に
従
っ
て
現
存
枇
舎
施
設
特
に
有
機
的
に
成
立
し
た
諸
制
度
の
理
解
に
つ
と
め
、

一
面
的
な
合
理
主

義
的
革
新
慾
に
叫
制
し
て
そ
れ
を
闘
守
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

「
一
部
分
皮
相
在
質
問
主
義
、
町
ち
そ
の
代
田
耐
者
の
意
闘
に
反
し
不
可
避

的
に
枇
合
主
義
に
導
く
賓
用
主
義
に
よ
る
有
機
的
に
生
成
し
た
園
民
経
済
の
解
慌
を
防
止
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
」
さ
う
す
れ
ぽ
我
K

の



科
撃
に
封
し
て
パ

1
ク
・
ザ
ヴ
イ
ニ

l
的
方
向
の
意
味
に
於
て
実
り
豊
か
な
無
限
の
活
動
領
域
が
問
か
れ
た
で
あ
ら
う
。
然
る
に
歴

出
品
派
閥
民
経
済
皐
者
の
著
述
の
中
に
は
か
L

る
痕
跡
は
全
く
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
歴
史
、
次
図
民
経
済
撃
に
つ
い
て

歴
史
法
護
を
典
型
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
は
巨
し
く
ま

3

府
者
は
本
質
的
に
臭
っ
た
も
の
で
あ
る
。

l
lつ
ま
り
メ
ン
ガ

1
は

歴
史
的
園
民
経
済
事
者
が
保
守
的
で
な
か
っ
た
と
い
ふ
所
に
歴
史
法
接
者
と
の
相
違
を
み
る
の
で
あ
る
。
被
は
別
の
個
所
で
か
う
も

言
っ
て
ゐ
る
。
ー
ー
も
し
歴
史
法
皐
振
に
似
た
岡
民
経
済
事
者
の
歴
史
率
派
が
あ
っ
て
、
現
存
経
済
制
度
並
に
諸
利
益
を
園
民
経
済

の
領
域
に
於
け
る
温
度
の
革
新
川
山
湿
|
|
特
に
枕
命
日
主
義
に
叫
制
し
て
主
張
し
た
な
ら
ば
、

ド
イ
ツ
に
於
て
も
あ
る
種
の
使
命
を

来
し
、
後
に
凍
る
残
多
の
反
動
を
抽
出
防
す
る
と
と
が
出
来
た
で
あ
ら
う
ョ
然
し
同
四
民
経
日
併
の
領
域
に
於
け
る
か
、
る
保
守
的
傾
向
ほ

荏日

Z
Z
Z司叫
rurα
乙い十旦一

Ta
こ
ャ
ト
水
玉
、
う
〉
土
工
い
コ
=
。

つ
岡
田
掛
か
開
閉
r
E
0
4
4号
fhu
末
t
L
d

し

q
日
仁

1
1
J
7

む
し
ろ
反
封
に
そ
の
代
表
者
迷
は
つ
い
最
近
、
ま
で
白
山
主
義
的
議

歩
的
危
政
策
家
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
少
か
ら
ざ
る
部
分
は
最
近
歴
史
祇
園
民
経
消
撃
者
に
し
て
枇
命
日
主
義
的
努
力
を
す
る
と
い
ふ
奇

視
を
呈
し
さ
へ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る

g

惟
ふ
に
歴
史
事
派
の
進
歩
性
を
考
へ
る
場
合
議
歴
史
感
涙
と
新
歴
史
製
一
次
と
が
区
別
さ
れ
ね
ば
在
る
ま
い
。
前
者
は
F
イ
ツ
に
於

け
る
産
業
資
本
の
確
立
と
国
家
統
一
を
意
闘
し
た
限
り
に
於
て
、
後
者
は
ド
イ
ツ
産
業
資
本
と
ド
イ
ツ
帝
閣
の
後
展
を
そ
の
株
立
並

に
設
展
過
程
に
於
け
る
摩
擦
を
緩
和
し
つ
L
意
闘
し
た
限
り
に
於
て
進
歩
的
で
あ
っ
た
。
然
し
こ
の
進
歩
牲
は
飽
く
ま
で
も
ド
イ
ツ

的
現
寅
に
闘
る
こ
主
で
あ
っ
て
、
人
類
経
済
思
想
の
設
展
と
い
ふ
観
劇
か
ら
そ
の
思
想
内
容
を
み
れ
ば
保
守
的
側
闘
を
も
っ
た
こ
と

は
否
定
さ
れ
得
な
い
一
、
そ
の
限
り
我
々
は
‘

メ
ン
ガ
l
の
非
唯J
に
も
拘
ら
炉
、
歴
史
汲
凶
民
経
消
息
十
者
が
歴
史
法
曲
字
減
と
共
通
の
地

磐
に
立
っ
て
ゐ
た
も
の
と
認
め
ざ
る
を
得
友
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、

メ
ン
ガ
l
は
恰
も
歴
史
事
沃
が
進
歩
的
で
あ
っ
た

カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ

l

m
祉
曾
政
策
皐
扱
批
判

五
四
五

ブし
罫:

第
四
十
七
巻

第
四
時
叫
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カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
!
の
枇
合
政
策
皐
扱
批
判

第
四
十
七
巻

五
四
六

第
四
競

九
六

こ
ー
と
を
非
難
し
、
歴
史
法
皐
派
の
保
守
的
傾
向
に
賛
同
す
る
か
の
如
き
口
吻
を
洩
し
て
ゐ
る
が
、
彼
は
保
守
主
義
者
で
る
っ
た
で
あ

ら
う
か
。
否
、
彼
の
歴
史
法
事
涙
批
判
を
み
る
と
さ
う
で
な
い
こ
と
が
分
る
つ

立
法
の
領
域
に
於
け
る
輯
卒
な
改
革
の
努
力
を
阻
み
、
慣
習
の
有
機
的
起
原
正
慣
習
法
に
於
け
る
無
反
省
的
苦
智
と
を
指
摘
し
た
こ
と
は
廃
史
法
皐

般
の
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
功
績
で
あ
ヲ
た
。
然
し
彼
等
が
、
慣
習
訟
は
公
共
の
一
一
一
耐
枇
を
目
指
す
枇
合
志
芯
の
結
果
で
な
い
に
拘
ら
ず
成
文
立
法
よ
り
も

よ
り
よ
〈
そ
れ
を
噌
注
す
る
と
主
医
し
た
の
は
設
り
で
あ
る
。
蓋
し
慣
習
法
も
屡
k
公
共
一
繭
枇
に
有
吉
な
こ
と
が
あ
り
、
反
剖
に
立
法
は
慣
習
を
公
民
ハ

一一仙一刷を加
H

泣
ナ
る
擦
に
輝
串
ず
る
も
む
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
慣
習
法
が
公
共
町
一
船
恥
を
日
比
刊
す
共
同
窓
↓
r
ゅ
の
結
果
で
な
い
に
も
拘

ιず
そ
れ
を
榊
近
一

す
Z
か
ら
と
い
う
て
、
4

』
放
は
必
要
な
干
捗
を
止
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
止
が
間
凍
ょ
う
か
。
畢
克
そ
れ
は
成
文
立
法
が
時
と
し
で
無
反
省
的
懇
有

を
顧
み
ず
、

慣
習
法
を
公
共
繭
祉
の
た
め
に
四
回
草
せ
ん
』
し
て
、

却
っ
て
反
針
の
結
果
世
帯
闘
し
た

2
い
ふ
と
占
を

商
的
に
蝦
調
し
た
も
の
に
過
ぎ
百

ぃ
。
尤
も
慣
習
法
が
公
共
繭
祉
に
劃
し
て
合
目
的
々
な
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
洞
奈
を
法
律
家
中
立
法
家
に
教
へ
立
法
上
に
利
用
せ
し
む

べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
然
し
そ
れ
は
慣
習
法
の
よ
り
高
い
慧
智
を
宣
言
し
、
成
丈
立
法
を
原
則
と
し
て
断
念
す
る
と
い
ふ
様
な
結
果
に
導
〈
べ
き

も
の
で
あ
っ
て
は
な
、
b
壮
い
。
要
す
る
に
賂
具
製
挽
は
従
来
理
解
さ
れ
な
恥
っ
た
慣
習
法
の
特
徴
を
理
解
せ
し
め
、
か
く
し
て
掠
大
さ
れ
た
認
識
に
よ

っ
て
立
法
者
に
そ
の
職
務
を
行
ム
場
合
の
新
し
い
一
の
手
が
ふ
り
を
奥
へ
る
べ
き
で
ら
っ
た
。
科
昌
平
は
有
機
的
方
法
で
成
立
し
た
制
度
を
も
そ
の
合
目

的
性
に
関
し
て
検
討
し
、
必
要
な
揚
合
に
は
そ
れ
ら
の
制
度
を
科
率
的
洞
察
及
び
費
践
的
経
験
を
某
準
と
し
て
努
草
し
改
善
す
る
こ
と
を
断
念
し
て
は

な
ら
ぬ
。
如
何
な
る
時
代
に
も
か
ふ
る
職
務
の
断
念
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ

h
。

か
〈
て
歴
史
的
図
民
的
経
済
皐
者
も
メ
ン
ガ
ー
も
歴
史
法
問
字
減
の
意
味
に
於
け
る
保
守
主
義
者
で
は
友
か
っ
た
。

で
は
何
故
メ
ン

ガ
ー
は
歴
史
的
闘
民
経
済
事
者
が
歴
史
法
事
派
の
意
味
に
於
て
保
守
的
で
た
か
っ
た
こ
と
に
非
難
め
い
た
口
吻
を
洩
し
た
の
で
る
ら

う
か
。

シ
ユ
モ
ラ

1
は
と
の
賠
を
次
の
如
〈
理
解
し
た
。

「
メ
ン
ガ
ー
は
、
彼
隼
(
ザ
グ
イ

=
I
等
)
の
皐
訟
を
図
民
経
済
回
申
へ
持
込
め
ば
我
々
の
科
皐
に
劃
し
て
パ
ー
ク
の
意
味
に
於
て
『
貨
り
製
か
な
無
限
の

訟 心
a. a. O. S. 284-87，戸田氏課、 297-99頁、岩野氏様、 "76-79頁
世Iメンガーは賂史法愚祇が法の!悟史的理解を深めたのは功績であるが、
結平時的理解を等閑に Lたのは批判されねばならね止するo
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活
動
領
域
』
が
開
か
れ
た
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
。
ザ
ゲ
イ
ユ

1
的
民
族
精
神
の
神
秘
主
義
に
封
ナ
る
と
の
熱
烈
な
同
感
は
明
か
に
築
圏
的
祉
舎
諸
機
関

の
あ
ら
ゆ
る
意
識
的
活
動
に
封
ナ
る
マ
ン
チ
ヱ
ス
タ

1
流
の
疑
惑
に
由
来
す
る
。
法
が
自
ら
成
立
す
る
如
〈
、
関
民
経
済
は
そ
れ
自
掛
に
任
さ
る
べ
〈

利
己
主
義
的
で
は
あ
る
が
河
も
調
和
的
な
利
益
の
荷
動
と
し
て
の
み
抱
擁
さ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
私
な
ら
と
の
貨
り
単
一
か
な
無
限
の
清
勤
領
域
が
幾

ら
十
分
に
排
さ
れ
て
も
永
繍
的
な
岡
市
貨
は
貨
ら
な
い
止
考
へ
る
で
あ
ら
う
。

た
の
は
ザ
ゲ
イ
-
-
ー
に
封
し
で
一
の
進
歩
で
あ
っ
た

J

ロ
ツ
シ
ヤ
ー
が
浪
漫
ほ
の
こ
の
神
秘
的
概
念
を
そ
の
出
愛
知
と
し
な
か
っ

之
に
針
し
で
メ
ン
が

l
は
歴
史
法
皐
派
の
精
神
を
そ
の
ま

L
承
認
す
る
の
で
は
友
い
と
器
解
し
て
ゐ
る
が
、
事
責
さ
う
で
あ
る
と

と
は
我
々
の
留
に
み
た
所
で
あ
る
。
と
同
時
に
シ
ユ
モ
ラ
ー
も
そ
の
結
を
マ
ン
チ
ェ
ス
タ

l
主
義
に
引
懸
け
て
難
じ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
問
題
は
メ
ン
ガ

l
の
7

ン
チ
ェ
ス
タ

l
主
義
及
び
枇
命
日
政
策
に
封
ず
る
態
度
如
何
に
あ
る
。

円
ノ
ト
白
三
高
ご

(
-
E
tた
〉
口
〈

江
里
-
I
E
T
L
F
B世
じ
討
ノ
匹
，
R-
〈

Lvaf

、
:
〉
‘
，
コ

サ
品
巨

U
て
に
pa

「
所
謂
マ
ン
チ
孟
ス
タ
l
汲
の
支
持
者
で
あ
る
と
い
ふ
こ
止
は
勿
論
不
名
寄
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
ピ
一
聯
の
科
事
的
確
信
を
岡
執
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
そ
の
確
信
に
つ
川
て
は
如
何
に
も
個
人
的
利
益
の
自
由
な
受
動
が
経
済
的
会
共
幅
一
枇
に
ふ
」
っ
て
最
も
有
数
だ
と
い
ふ
こ
と
が
最
も
重
要
な
も
の

と
し
で
指
摘
さ
恥
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
精
神
的
に
シ
ユ
モ
ラ
?
よ
P
高
い
所
に
立
っ
て
ゐ
る
最
も
高
貴
な
買
理
愛
に
導
か
れ
た
一
位
舎
哲
事
者
遣
は
上

述
の
原
理
及
び
そ
れ
か
ら
結
果
す
る
終
済
政
策
の
来
準
の
支
持
者
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
右
の
如
〈
で
あ
る
な
ら
ば
、
所
謂
マ
ン
チ
且
ス
タ

1
皐
汲

の
支
持
者
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
そ
れ
自
慢
少
し
も
非
難
を
合
む
も
の
で
は
な
か
ら
う
。
然
し
シ
ユ
モ
一
フ
ー
の
如
き
所
謂
世
曾
政
策
的
方
向
の
一

面
的
品
荒
波
人
の
口
に
か
ふ
つ
て
は
具
る
。
彼
の
謂
ふ
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
主
義
は
、
彼
が
議
論
に
破
れ
る
時
に
は
い
つ
も
、
彼
が
そ
れ
で
以
て
臭
っ
た
考
へ

を
も
っ
誰
で
も
に
汚
名
を
被
せ
ん
止
す
る
汚
辱
で
あ
り
、
そ
の
相
手
に
浴
せ
る
罵
言
で
あ
る
。
」

1
l
i
而
も
メ
ン

f
l
は
マ
ン
チ
ェ
ス
タ

I
主
義
の
支
持

者
で
は
な
〈
、
枇
曾
政
策
に
劃
し
て
充
分
間
感
を
も
つ
も
の
だ
主
一
百
ふ
。
'
|
|
「
我
々
の
科
撃
の
領
域
に
於
け
る

u
f
t
ヲ

1
ω
多
く
の
黙
に
於
て
怪

し
か
ら
ね
活
動
と
何
ら
恥
の
も
の
が
宥
和
さ
れ
る
と
す
れ
ぼ
、
そ
れ
は
彼
が
無
施
す
べ
か
ら
ざ
る
献
身
を
以
て
律
敬
ナ
ベ
き
人
々
白
側
に
立
っ
て
枇
曾

カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
『
の
祉
曾
政
策
事
訳
批
判

第
四
十
七
巻

五
四
七

第
四
競

九
七

G. SchmolIer， Zur Methodologie der Staat.s~ _ un~ So~ia~wis..:<;e.nschaften:.] ahr~t:.u
ch ftir Gむ etz日"ebung，Verwaliung und Volf臼 wirbchaft.J ahrg. 7・r88J・He.
f. 3・s.2&0.戸町民謀、 328頁。
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カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
1

の
社
合
政
策
畢
抵
批
判

第
四
十
七
巻

五
四
八

俸
四
銃

九
i¥.. 

認
に
釣
し
且
つ
弱
者
及
び
貧
者
の
運
命
の
た
め
に
闘
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
情
で
あ
る
。
私
は
こ
の
闘
争
の
努
力
に
劃
し
て
、
私
の
研
究
方
向
は
呉
ワ
て

は
ゐ
る
が
、
金
〈
同
感
す
る
者
で
あ
る
。
私
は
私
の
乏
し
い
r

力
を
人
間
の
経
済
生
前
が
形
成
さ
れ
る
法
則
的
一
研
究
に
捧
げ
た
い
。
然
し
な
が
ら
私
白
方

向
は
断
じ
て
資
本
主
義
の
利
益
に
泰
仕
す
る
も
の
で
は
な
い
。
シ
ユ
モ
ヲ
!
の
如
何
な
る
論
難
も
、
私
が
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
1
波
の
支
持
者
で
あ
る
と
い

ム
以
上
に
良
質
に
反
し
た
も
の
は
な
〈
、
如
何
な
る
非
躍
も
こ
れ
以
上
に
軽
卒
な
る
は
な
い
己
「
如
何
に
も
私
は
私
の
『
研
究
』
の
多
く
の
個
所
に
於
て

、

、

、

、

、

、

、

、

め

政
抽
出
向
献
桝
僚
に
於
け
，
ω
所
制
『
倫
眼
的
』
方
向
に
反
樹
し
と
。
然
し
そ
れ
を
飯
執
に
岡
民
経
済
愚
僻
究
の
『
枇
曾
政
策
的
』
方
向
と
は
区
別
し
た
。
」

十
ね
の
如
く
メ
ン
ガ
ー
は

7ν
チ
ェ
ス
タ

l
主
義
者
で
訟
く
枇
合
政
策
の
反
劉
脅
で
は
た
か
っ
た
。

と
同
時
に
彼
は
み
一
同
的
に
7

y

チ
ェ
ス
グ

I
主
義
に
反
謝
し
た
の
で
は
た
く
、
全
面
的
に
枇
命
日
政
策
に
賛
成
し
た
の
で
も
た
い
c

紋
什
い
徹
訊
徹
見
古
典
閉
山
+
源
流
の
個

人
主
義
者
で
る
っ
た
。

乙
の
立
揚
か
ら
彼
は
吐
曾
政
策
翠
淑
が
枇
曾
主
義
に
相
似
穴
方
向
を
追
ひ
、
自
ら
諮
壊
枇
合
同
主
義
と
名
乗
-
O

さ
へ
し
た
の
を
嫌
悪
し
た
の
で
る
る
。
彼
の
限
に
は
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
派
劃
粧
台
政
策
撃
波
の
樹
立
は
資
本
主
義
劃
枇
曾
主
義
の
針

立
と
映
っ
た
。
彼
は
粧
台
主
義
に
全
く
反
封
で
あ
っ
た
が
故
に
一
方
で
は
祉
曾
政
策
に
劃
す
る
同
感
を
必
要
と
し
、
1
1
紋
の
個
人

的
自
由
主
義
が
封
建
的
勢
力
、
ど
の
安
協
に
於
て
保
守
的
消
極
的
で
し
か
る
り
得
左
か
っ
た
と
い
ふ
事
情
が
加
は
っ
て
、
ー
!
?
ン
千

エ
ス
タ
l
主
義
者
で
は
な
く
、
資
本
主
義
の
利
盆
に
奉
仕
す
る
者
で
な
い
と
さ
へ
言
は
友
け
れ
ば
左
ら
た
か
っ
た
。
然
し
他
方
に
於

て
同
じ
観
貼
か
ら
、

T

ン
チ
ェ
ス
タ

l
事
沃
の
個
人
主
義
的
傾
向
は
骨
号
室
さ
れ
、
枇
命
日
政
策
単
一
七
淑
の
祉
命
国
王
義
的
傾
向
は
充
分
に
非

難
さ
れ
占
泣
け
れ
ば
友
ら
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
と
と
を
『
研
究
』
や
「
誤
謬
』
に
於
て
は
そ
れ
と
た
く
灰
し
た
に
過
ぎ
友
か
っ

た
が
、
『
古
典
的
図
民
経
済
撃
の
枇
合
理
論
と
現
代
の
経
済
政
策
』
へ
一
八
九
一
年
)
と
い
ふ
論
文
に
於
て
は
率
直
に
公
言
し
た
。
今
や

メ
ン
ガ

I
の
歴
史
墜
派
批
判
は
枇
曾
政
策
曲
学
沃
と
し
て
現
は
れ
る
。
そ
れ
は
少
し
詳
し
〈
参
照
す
る
の
憤
値
が
る
る
で
あ
ら
う
。

ー
ー

DIe Irrthumer des Historlsmus in der cleutschen Nationalokofiornie， 
Kleinere Schriften， S. 92-93・戸岡氏課、 4，6，417Jl 
研究に於ける倫理的方向と枇曾政策的方向の匝別占し、」、の(立、 ヒルヂプラン

トが 1-，.イツに於ける園民経済事研究の『倫理的方向J又部分的には恐らくこ
の倫理的方向から直別すべき「枇曾政策的方向Jの基礎づけ」に貢献した、と
述べてゐるのをきす。'unter~ucliungen. S~ :226 l..;fr)t. 123・ 芦田氏詳、 242頁
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最
近
の
ド
イ
ツ
祉
合
政
策
革
派
は
「
資
本
主
義
的
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
主
義
の
代
表
者
!
l
古
典
主
義
の
社
合
政
策
的
戯
董
」
と
D

闘
争
に
於
て
は
正
し
か
っ
た
が
、

ス
ミ
ス
及
び
そ
の
一
一
淑
に
劃
し
て
は
さ
う
で
は
な
い
。

こ
の
見
地
か
ら
メ
ン
ガ
l
は
古
典
準
沃
の

再
検
討
を
試
み
る
。

l

ス
ミ
ス
は
富
者
と
貧
者
・
強
者
と
弱
者
の
聞
に
利
害
が
衝
突
す
る
揚
ム
口
に
は
絶
て
例
外
左
〈
後
者
の
側
に
立
っ
て
ゐ
る
。
彼
は
経

済
上
個
人
の
自
由
創
意
を
牟
重
し
た
け
れ
ど
も
、
貧
者
や
弱
者
を
富
者
や
強
者
の
た
め
に
暦
泊
す
る
制
度
の
廃
棄
に
闘
は
る
限
り
何

シ
品
タ
ン

庭
で
も
岡
家
の
干
渉
を
擁
護
し
て
ゐ
る
。
彼
を
「
叫
労
働
者
の
敵
一
と
し
「
弁
働
者
階
級
に
畑
一
関
心
友
空
論
家
」
と
す
る
の
は
悌
は
り
で
あ

る
。
「
偉
大
友
博
愛
宋
の
墾
汲
一
も
ま
た
臨
め
て
熱
心
に
畑
怪
聞
民
階
級
(
z
z
r
r
N
F
m
g
〈
三
宮
己
主

mg)hf一
擁
護
し
て
ゐ
る
。

リ
カ
ル

が
も
マ
ル
サ
ス
で
さ
ヘ
セ
イ
も
さ
う

σ
あ
る
。

ー
ミ
ス
の
製
設
を
ウ
て
の
精
神
に
於
一
」
禁
展
せ
し
め
る
そ
の
製
慌
が
一
無
慈
悲
注
搾
取

者
的
資
本
主
義
の
代
表
者
」
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、

ス
ミ
ス
自
身
に
つ
い
て
と
同
じ
〈
、
歴
史
的
真
理
の
胃
潰
で
あ
る
。
更
に
ス
ミ

a

ス

が
自
由
放
任
(
】
巳
羽
田
同
『
何
回
日
)
の
定
論
家
で
る
り
、
吐
舎
の
経
済
的
幸
踊
を
専
ら
個
人
的
利
益
の
完
全
に
閏
白
友
情
動
に
期
待
し
て
ゐ
る

と
い
ふ
の
は
員
資
で
は
左
い
。
彼
は
多
く
の
個
所
に
於
て
諸
伺
人
及
び
全
枇
合
階
級
の
努
力
と
利
釜
が
公
担
金
と
矛
盾
す
る
と
と
を
認

め
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
閣
家
干
渉
を
桓
否
し
な
い
の
み
な
ら
や
、
そ
れ
を
人
道
と
共
同
隔
祉
に
封
ず
る
顧
慮
の
命
や
る
所
と
し
て

ゐ
る
3

ス
ミ
ス
は
貧
者
や
弱
者
特
に
持
働
者
の
た
め
に
岡
家
機
力
の
図
民
経
済
へ
の
干
渉
に
賛
成
し
て
ゐ
る
だ
け
で
及
〈
、
進
ん
で

自
由
競
争
に
よ
っ
て
は
決
し
て
創
設
さ
れ
得
・
泣
い
共
同
一
服
祉
増
進
の
施
設
を
指
示
し
て
ゐ
る
。
古
典
事
汲
の
他
の
著
者
も
本
質
的
に

は
同
じ
玄
揚
を
と
っ
て
ゐ
る
古
典
的
図
民
経
済
躍
が
個
人
的
利
弓
心
の
無
制
限
な
支
配
と
経
済
に
於
け
る
岡
家
の
受
動
性
を
主
張
す

る
と
い
ふ
の
は
非
歴
史
的
で
あ
る
。

カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
ー
の
枇
舎
政
策
皐
汲
批
剣

第
四
十
七
巻

五
四
九

第
四
披

九
九

moderne 
知野氏課、 22IJ'f。
Die Social-Theorien rler CIassi.'Khen N川 ional咽 Oekonomieund die 
可vVirtschaftspolitik，1891. Kleinere ~.:chriften. Sーヨ19伍

a. a. O. S. 223 町.
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カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
ー
の
枇
舎
政
策
事
汲
批
判

主
五

O

一0
0

第
四
十
七
巻

第
四
競

か
く
の
如
く
古
典
準
派
を
再
吟
味
し
た
後
メ
ン
ガ
ー
は
そ
れ
と
枇
舎
政
策
皐
派
と
の
異
同
に
う
い
て
論
点
下
る
。
雨
者
を
匡
別
す
る

の
は
傾
向
で
は
た
い
。
雨
者
は
大
部
分
の
労
働
者
の
不
利
た
経
済
欣
態
を
承
認
し
、
そ
の
改
革
を
要
求
し
て
岡
家
の
救
護
を
担
否
し

な
い
。
劉
立
は
吹
の
黙
に
あ
る
。
即
ち
ス
ミ
ス
接
汲
は
弊
働
者
の
経
済
状
態
の
改
善
を
差
営
り
葬
働
者
の
轡
利
と
所
得
に
不
利
在
影

響
を
及
ぼ
す
総
て
の
岡
家
並
に
枇
合
施
設
の
肢
棄
に
期
待
し
、
持
働
者
及
び
そ
の
自
由
国
憾
の
自
助
が
右
の
目
的
に
不
寛
分
で
あ
る

揚
合
に
の
み
闘
民
終
済
に
針
す
る
国
家
の
干
渉
を
じ
竹
益
だ
と
巧
へ
る
。
然
る
に
現
代
の
枇
合
政
策
的
明
者
は
貧
者
や
弱
者
を
有
産
階
級

の
た
め
に
摩
泊
す
る
前
時
代
の
立
法
が
既
に
廃
棄
さ
れ
て
了
っ
て
ゐ
る
営
今
、
重
黙
を
園
家
の
積
極
的
干
渉
に
置
く
。
然
し
そ
こ
に

は
傾
向
の
相
違
は
た
い
。
日
野
働
者
階
級
の
欣
態
を
改
善
せ
ん
と
す
る
努
力
が
事
態
の
愛
化
に
際
じ
て
殻
展
し
た
に
過
ぎ
左
い
。

乙
の

意
味
に
於
て
ス
ミ
ス
と
そ
の
皐
汲
は
そ
の
時
代
に
と
っ
て
は
現
在
の
闘
民
経
済
皐
者

l
l彼
等
は
ス
ミ
ス
皐
振
に
割
立
し
て
「
枇
舎

政
策
由
学
者
」
と
い
ふ
名
備
を
自
分
に
だ
け
要
求
し
て
ゐ
る

l
iと
同
じ
く
枇
曾
政
策
撃
者
で
あ
ワ
た
の
で
あ
る
。
も
し
今
日
古
典
事

汲
が
枇
曾
政
策
嬰
淑
の
問
題
と
す
る
所
に
関
し
て
態
』
民
の
決
定
を
要
求
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
彼
等
は
決
し
て
そ
れ
に
反
針
し
広
い
で

あ
ら
う
。
否
、
持
働
者
階
級
は
彼
等
の
要
求
を
社
曾
政
策
事
派
の
主
張
で
は
た
く
て
古
典
準
派
の
主
張
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
て
ゐ
る

と
い
ふ
の
が
現
欣
で
め
る
。

右
の
如
〈
メ
ン
ガ
l
は
古
典
事
一
次
が
枇
命
国
政
策
皐
派
の
主
張
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
根
本
の
立
揚
に
於
て
同
じ
で
あ
る
と
い

ふ
。
惟
ふ
に
古
典
壊
滅
が
侃
…
産
者
に
友
好
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
国
家
活
動
を
全
然
否
定
し
た
も
の
で
友
い
と
と
の
指
摘
は
全
く
頁
し

ぃ
。
然
し
メ
ン
ガ

l
の
場
合
こ
の
側
而
を
一
面
的
に
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
敢
へ
て
枇
合
政
策
壊
沃
の
傾
向
に
反
針
的
口
吻
を
洩

も
さ
し
め
る
所
以
の
も
の
は
何
で
あ
ら
う
か
。

そ
れ
は
古
典
準
派
的
個
人
主
義
の
擁
護
以
外
の
何
物
で
も
左
い
。
紋
は
古
典
皐
沃
を

a. a. O. S. 234-39・8) 



高
く
評
慣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
立
場
を
疋
蛍
化
ぜ
ん
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
進
ん
で
彼
の
言
ふ
所
を
聞
か
う
。

「
古
典
的
圏
民
経
済
皐
者
が
彼
等
の
労
働
者
に
友
好
的
な
傾
向
に
閥
し
て
現
代
の
祉
曾
政
策
筆
者
に
少
し
も
劣
る
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
反
封
に
古

典
的
困
民
経
済
事
白
立
場
は
他
の
結
に
於
て
最
近
の
我
が
世
曾
政
策
皐
者
の
そ
れ
に
大
い
に
優
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
疑
ひ
が
な
い
様
に
思
は
れ
る
。
と
い

ふ
の
は
勢
働
階
級
の
幸
一
耐
が
依
存
す
る
原
因
に
謝
す
る
正
し
い
洞
察
に
関
し
て

V
あ
る
。
勢
働
者
の
扶
態
同
車
に
積
品
開
的
な
立
法
の
方
策
の
み
な
ら
ず

少
く
と
も
問

C
程
度
に
、
資
本
の
前
進
的
集
積
と
そ
れ
を
虞
分
ず
る
人
々
の
企
業
精
神
と
に
依
存
す
る
と
い
・
て
」
と
が
現
花
令
〈
看
過
さ
れ
て
ゐ
る
。

資
本
や
企
業
と
呼
ば
れ
る
一
切
刀
も
の
に
反
劃
す
る
一
面
的
傾
向
は
最
近
の
祉
舎
政
策
皐
汲
を
し
て
こ
の
由
民
理
の
承
認
と
そ
れ
か
ら
出
て
来
る
究
践
的

帰
結
と
に
劃
し
て
盲
目
な
ら
し
め
た
様
に
思
は
れ
る
。
資
本
と
労
働
と
の
閣
の
所
得
。
分
配
は
そ
れ
白
樫
検
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
、

日
ワ
勢
働
に

l
i
i
産
業
刀
生
存
能
力
を
問
題
外
'
と
し
て

生
産
結
果
心
よ
り
え
な
る
分
前
を
帰
一
燭
せ
し
め
る
あ
ら
ゆ
る
方
策
は
喜
ぶ
士
き
仕
舎
的
弟
一
歩
'
と
し
て
徴

迎
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
崎
正
し
い
c

然
し
同
様
々
、

労
貨
の
著
し
い
鵬
武
は
資
本
の
前
準
的
集
積
と
生
産
的
利
用
の
結
果
で
し
か
あ
り
得
な

い
。
否
噌
大
す
る
努
働
人
民
を
高
主
り
行
〈
崎
町
貨
で
従
用
す
る
こ
と
又
は
既
定
の
努
貨
で
従
用
ず
る
こ
と
で
さ
へ
生
産
的
工
業
と
費
本
集
積
と
の
飛
躍

と
相
侠
っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
様
に
思
同
れ
る
。
品
川
〈
一
一
間
的
に
捗
働
者
階
級
に
由
来
る
だ
げ
好
都
合
な
企
業
家
と
勢
働
者
と
の
間
の
生
産
物
の
分

配
の
品
を
限
申
に
置
〈
者
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
期
待
し
得
る
労
働
者
階
級
の
利
盆
が
ー
ー
そ
の
重
要
性
が
如
何
に
大
で
あ
ら
う
と
|
|
狭
い
も
の
で
あ

り
、
資
本
の
帯
大
と
そ
の
生
産
的
利
用
と
か
ら
生
ず
る
勢
働
者
階
級
の
利
盆
に
劃
し
て
は
、
そ
の
利
径
が
劣
る
と
い
ふ
こ
と
を
宥
過
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る。
我
々
四
時
代
は
極
品
て
屡
E
次
の
如
〈
非
難
さ
れ
て
来
た
、
部
ち
、
有
産
階
級
は
|
|
古
代
の
そ
れ
に
劃
し
て
は
一
府
さ
う
で
あ
る
が
|
1
安
穣
な

人
生
白
享
受
で
は
な
〈
て
新
し
い
財
産
の
絶
え
ざ
る
獲
得
を
来
め
る
、
彼
等
は
安
穏
な
所
有
物
の
享
受
に
劃
す
る
努
力
よ
り
は
む
し
ろ
所
有
物
そ
の
も

の
に
謝
す
る
努
力
・
他
人
よ

H
も
多
く
所
有
せ
ん
と
す
る
努
力
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
そ
れ
白
樺
不
合
理
な
致
官
慾
に
囚
は
れ
て
ゐ
る
と
。
こ
れ
は
特
に

今
日
の
市
民
階
級
に
闘
し
て
は
、
会
〈
不
常
だ
と
は
言
は
れ
得
ぬ
非
雑
で
あ
る

P

F

・-

。
た
ピ
そ
の
際
こ
の
致
抗
慾
ぱ
勢
働
人
民
と
、
そ
れ
に
職
業

と
利
得
と
を
奥
へ
る
最
も
重
要
な
手
段
白
一
・
と
の
前
準
的
場
大
に
封
ナ
る
一
一
種
の
経
済
的
救
治
策
で
あ
る
と
い
山
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
ゐ
る
様
に
私
に

カ
ー
ル
・
メ
シ
ガ
ー
の
一
枇
曾
政
策
事
扱
批
列

第
四
十
七
巻

五
五

第
四
競

O 



カ
ー
ル
・
メ
シ
ガ
ー
の
祉
舎
政
策
事
扱
批
判
吋

第
四
十
七
巻

五
五

第
四
披

O 

は
思
は
れ
る
。
市
民
的
批
舎
階
級
の
『
抽
象
的
な
費
本
化
の
衝
動
』
が
如
何
に
考
へ
ら
れ
よ
P

っ
と
、
枇
曾
政
策
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
と
の
街
動
は
有
鎗

な
作
用
を
な
し
、
如
何
な
る
場
合
に
も
他
白
一
位
舎
階
級
に
於
で
屡
E
破
接
的
な
仕
方
で
現
は
れ
る
費
本
の
置
費
に
劉
し
て
|
|
例
へ
ば
続
賞
ず
Z
地
代

を
茶
礎
止
し
て
抵
常
付
白
借
金
を
新
し
〈
格
へ
た
り
、

そ
れ
を
消
費
目
的
に
費
消
し
た
り
す
る
こ
と
に
針
し
て

l
l
i何、
U
非
難
の
言
葉
を
治
せ
白
い
人

々
の
産
高
き
非
難
に
依
ず
る
も
の
で
は
な
い
。

古
典
的
閤
民
経
済
事
は
捗
働
者
に
友
好
的
な
仰
向
に
於
で
如
何
な
る
場
合
に
も
最
近
の
枇
合
政
策
岡
山
況
に
劣
る
も
の
で
ぽ
な
い
。
加
州
産
岡
民
階
級
を

多
か
れ
山
7
4
山
れ
櫛
見
せ
し
め
る
耽
強
引
際
闘
に
扮
す
る
州
第
に
闘
し
で
は
そ
れ
は
盗
か
後
者
に
依
っ
て
ゐ
る
。
そ
も
れ
は
安
本
・
企
業
結
納
及
び
職
業
的

知
絞
り
必
働
者
肘
紋
の
許
制
に
訓
ず
る
お
楽
監
無
叫
し
た
い
ロ
そ
れ
川
村
山
山
山
論
的
な
・
配
合
主
義
的
似
劉
か

ι
最
近
の
社
合
政
策
創
設
に
受
粋

1
ι
4
h
f

資
本
と
企
業
に
封
ず
る
慣
惑
を
も
た
な
い
。
そ
れ
は
不
平
等
に
分
配
さ
れ
た
資
本
(
穴
名
目

z
r
B
E
H
F
Eと
で
さ
へ
も
勢
働
者
階
級
に
と
っ
て
資
本
の
快

如
よ
り
は
有
害
で
あ
る
こ
と
が
な
ほ
少
〈
、

B
ワ
岬
労
働
者
は
、
企
業
者
の
『
忌
々
し
い
貨
幣
』
が
掲
き
又
は
恐
嚇
さ
れ
た
命
業
精
紳
が
養
本
投
費
を
跨
践

す
る
揚
合
よ
り
も
、
決
し
て
よ
り
閤
窮
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
看
過
し
な
い
の
で
あ
る
日
』

つ
ま
り
メ
ン
ガ
1
は
、
困
窮
せ
る
国
民
階
級
を
向
上
せ
し
め
る
た
め
の
枇
合
政
策
は
そ
の
胸
芽
を
古
典
的
園
児
経
情
壌
に
も
っ
て

ゐ
る
が
、
而
も
古
典
準
採
は
「
現
代
の
闘
民
経
済
に
於
け
る
資
本
と
企
業
精
神
と
の
重
要
な
枇
曾
政
策
的
機
能
」
を
無
腕
し
な
い
黙
に

於
て
枇
合
政
策
事
沃
よ
り
も
透
か
に
優
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
る
の
で
る
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
前
者
の
全
鰻
性
と
後
者
の
階
級
性
を
み

る.
0 

「
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
と
そ
の
忠
一
或
は
常
に
階
級
利
毎
で
は
な
く
て
共
同
幅
祉
を
擁
護
し
て
ゐ
る
、
況
ん
や
そ
れ
は
個
k

の
枇
舎
階

級
中
の
一
定
の
服
薬
に
好
都
合
危
方
策
を
要
求
し
た
り
友
ど
は
し
友
い
、

さ
う
い
ふ
非
難
は
最
近
の
杭
合
政
策
と
そ
が
売
れ
得
な
い

非
難
た
の
で
あ
る
。
」
剖
ち
、
祉
舎
政
策
皐
沃
は
農
民
が
困
窮
し
て
ゐ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
を
救
済
す
る
た
め
に
そ
の
一
部
の
者

の
相
績
権
を
奪
っ
て
入
居
閥
的
に
農
村
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
創
出
す
。
小
工
業
が
大
工
業
に
針
し
て
困
難
友
闘
争
を
な
し
て
ゐ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
救
済
す
る
た
め
に
各
人
の
営
利
に
煩
讃
友
制
限
を
設
け
猪
立
の
替
利
企
業
の
創
設
を
潤
難
げ
仇
し
て
従
属
制
危
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賃
借
宵
働
者
階
級
を
増
大
せ
し
め
る
。
持
働
者
階
級
の
欣
態
は
闇
結
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
る
と
い
ふ
が
、
そ
の
閣
結
は
極
貧
者
そ
の
他

最
も
救
護
を
必
要
と
寸
る
者
そ
除
き
、

一
定
の
性
労
働
貴
族
に
小
市
民
的
生
活
の
利
従
を
典
へ
、
爾
徐
の
者
の
生
存
闘
争
を
抱
望
的
に

し
て
ゐ
る
。

か
く
の
如
く
諸
階
級
中
に
特
権
的
朋
蛍
…
を
浩
一
出
す
乙
と
、
そ
れ
が
現
在
の
枇
曾
惑
を
匡
救
ず
る
こ
と
だ
と
一
一
日
は
れ
る
。

而
も
そ
れ
は
「
一
一
間
的
友
明
黛
利
径
の
立
場
」
か
ら
で
は
た
く
て
「
闘
民
的
批
曾
政
策
の
立
場
」
か
ら
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「
産
業
家
の
カ
ル
テ
ル
!
こ
の
極
め
て
粗
暴
な
集
圏
主
義
的
マ
ン
千
エ
ス
タ

1
主
義
の
産
物
」
で
さ
へ
そ
の
讃
美
者
と
、

社
合
政
策

的
に
有
山
住
友
制
度
・
否
吐
合
問
題
の
解
決
に
針
ず
る
高
能
楽
で
あ
る
と
い
ふ
一
許
僚
と
を
見
出
し
て
来
た
。
而
も
と
れ
ら
の
政
策
に
よ

枇
命
日
主
義
的
分
子
の
軍
隊
へ

ゐ
る
危
険
は
除
か
れ
る
と
一
一
品
は
れ
る
の
で
あ
る
。

っ
て
、

社
A
間
的
貧
困
は
除
去
さ
れ
、

の
侵
入
は
珠
防
さ
れ
、

今
日
の
法
律
並
に
枇
命
日
秩
序
を
脅
威
し
て

メ
ン
ガ

1
は
進
ん
で
枇
命
政
策
の
弊
害
ル
指
摘
し
て
一
一
一
一
ロ
ム
。

「
最
近
の
皐
誌
が
救
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
民
階
級
に
奥
へ
た
影
響
が
現
は
れ
て
ゐ
な
い
諜
で
は
な
い
。
節
約
と
個
人
的
堪
能
に
上
っ
て
よ
り

よ
き
快
感
に
到
ら
ん
と
す
る
努
力
、
誰
で
も
悶
は
れ
な
い
者
の
否
定
し
得
な
い
如
〈
穂
て
の
人
民
階
教
の
最
も
重
要
な
経
済
的
議
歩
が
そ
れ
に
負
う
て

ゐ
る
努
力
は
、
庚
範
点
目
闘
民
暦
に
於
て
明
か
に
消
滅
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。

一
切
の
志
向
は
閣
民
経
済
の
級
生
産
物
の
出
来
る
だ
け
大
な
る
分
前
を
得
ん

と
す
る
個
々
の
祉
曾
階
級
の
闘
争
に
の
み
向
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
個
人
的
堪
能
に
判
到
す
る
努
力
は
全
世
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
不
生
産
的
な
階
級
闘
争
に
沈

設
し
て
ゐ
る
。
枇
曾
政
策
家
連
に
よ
っ
て
械
端
に
禁
止
さ
れ
た
自
利
は
世
界
か
ら
消
滅
し
な
い
で
、
集
聞
主
義
的
利
己
主
義
・
閥
民
的
利
己
主
義
敢
に

階
教
的
利
己
主
義
l

|そ
れ
は
綿
牧
盆
(
分
配
の
封
象
!
)
の
帯
大
で
は
な
く
て
、
ぁ
、
b
ゆ
る
枇
曾
階
級
に
謝
十
る
生
産
物
の
分
前
を
問
来
る
だ
け
大
な

ら
し
め
ん
k
ず
る
|
|
i
に
堕
し
て
ゐ
る
。

ド
イ
ヴ
の
一
位
曾
政
策
事
波
は
一
部
分
一
一
間
性
に
関
し
て
マ
シ
エ
ス
タ
1
主
義
の
空
論
主
義
を
想
は
せ
る
空
論
主
義
に
陥
っ
て
ゐ
る
。
異
る
の
は
後
者

が
一
切
を
無
批
判
河
に
何
人
的
利
径
の
白
由
情
動
に
期
待
す
る
に
謝
し
て
、
前
者
が
人
嬬
的
『
組
椴
』
と
岡
家
構
力
の
干
渉
と
に
期
待
す
る
ξ

い
ふ
尉
だ
け

で
あ
る
。
園
家
干
渉
又
は
組
織
を
想
は
せ
る
総
て
の
も
の
を
破
損
せ
ん
と
設
〈
者
は
誰
で
も
専
門
的
知
識
を
も
っ
た
園
民
経
消
撃
者
で
あ
る
と
い
ふ
名

カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
ー
の
枇
曾
政
策
閣
申
汲
批
判

第
四
十
七
巻

五
五
三

第
四
鵠

O 

a. a. O. S. 242-44. 10) 



カ
ー
ル
・
メ
ン
ず

I
の
一
枇
令
政
策
皐
汲
批
列

第
四
十
七
巻

O 
四

五
五
四

第
四
披

融
再
を
獲
得
し
た
時
代
が
あ
っ
た
。

一
定
の
『
祉
舎
政
策
的
方
向
』
の
今
日
の
代
表
者
で
あ
る
と
い
ふ
最
高
の
稗
讃
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
多

f
は
賓
本
・

企
業
精
神
並
に
経
済
上
の
あ
ら
ゆ
る
側
人
的
創
意
と
自
己
責
任
と
に
封
ず
る
白
目
的
敵
封
以
上
の
も
の
を
必
要
止
し
な
い
の
で
あ
る
。
前
者
の
空
前
主

義
も
後
者
の
そ
れ
も
年
し
〈
枠
制
僻
的
科
早
か
ら
遺
品
に
遠
い
。
而
し
て
容
概
的
科
皐
は
勢
働
者
階
級
の
欣
懇
の
改
普
及
び
所
得
の
公
平
な
分
聞
の
み
な

ら
ず
、
個
人
的
根
能
・
節
約
心
及
び
企
業
精
紳
の
奨
聞
に
も
宇
は
り
岡
家
権
力
の
重
要
な
課
題
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
」

メ
ン
ガ
l
の
枇
合
政
策
率
一
政
批
判
は
そ
の
矛
盾
の
緩
心
を
つ
い
て
宵
臨
時
に
中
る
も
の
が
あ
る
。
然
し
そ
の
際
彼
の
女
つ
℃
ゐ
る
立

揚
は
飽
く
ま
ぜ
も
古
典
事
川
酬
の
立
場
を
一
歩
も
出
て
ぬ
た
い
こ
と
に
注
意
し
紅
け
れ
ば
な
ら
副
司

そ
れ
は
個
人
的
自
町
問
主
義
以
外
の

州
物
で
も
広
い
。

個
人
主
義
と
そ
メ
ン
ガ
ー
を
思
解
ナ
る
た
め
の
鍵
で
あ
る
口
歴
史
製
紙
は
個
人
七
義
に
針
し
て
一
種
の
園
民
主
義
を
説
い
た
。
然

し
そ
の
岡
民
主
義
は
理
論
的
に
は
個
人
主
義
を
止
揚
し
て
園
民
的
た
る
も
の
を
理
論
化
す
る
に
は
至
ら
や
、
政
策
的
に
は
個
人
主
義

的
関
制
を
或
は
招
来
し
或
は
そ
の
矛
盾
を
粥
縫
し
つ
h

そ
の
稜
展
を
助
長
す
る
と
い
ふ
に
過
ぎ
左
か
っ
た
。

メ
ン
ガ
ー
は
歴
史
事
一
政

の
こ
の
理
論
的
並
に
政
策
的
脆
弱
性
に
つ
け
こ
ん
だ
。
そ
し
て
歴
史
墜
派
の
要
求
を
撤
同
さ
せ
、

ひ
た
す
ら
古
典
皐
派
の
一
方
向
を

純
化
徹
底
し
よ
う
と
し
た
c

個
人
主
義
は
理
論
的
に
は
原
子
論
的
方
法
に
よ
る
純
粋
経
済
撃
に
於
て
理
論
の
歴
史
性
並
に
寅
践
性
の

否
定
と
し
て
、
政
策
的
に
は
個
人
的
自
由
主
義
に
よ
る
世
舎
政
策
の
拒
否
と
し
て
現
は
れ
た
。
そ
の
限
り
メ
ン
ガ
1

の
立
揚
は
歴
史

撃
波
以
前
に
復
腕
せ
ん
と
す
る
も
の
だ
と
言
っ
た
シ
ユ
モ
ラ

l
の
批
評
ぽ
正
し
い
と
一
一
昌
は
ね
ば
友
ら
ね
。
歴
史
民
平
振
が
提
出
し
た
問

題
は
殆
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
枇
合
主
義
が
提
出
し
た
問
題
は
全
く
取
上
げ
ら
れ
左
か
っ
た
。
貧
際
メ
シ
ガ

ー
が
何
よ
り
も
嫌
ひ
だ
っ
た
の
は
枇
合
主
義
で
あ
っ
た
。
枇
合
同
主
義
に
針
癒
す
る
限
り
古
典
準
沃
1

1
歴
史
単
一
訟
に
割
膝
ナ
る
限
り

安
ん
じ
て
留
ま
り
得
た
古
典
準
一
政
|
l
a
の
方
向
も
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
左
か
っ
た
。
例
へ
ば
帥
労
働
運
動
の
現
論
的
基
礎
に
ま
で
展
開

a. a. O. S. 244四 45.
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さ
れ
得
た
古
典
準
汲
の
憤
値
論
は
克
服
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

メ
ン
ガ

1
の
市
民
経
済
事
史
上
最
大
の
迎
論
的
業
績
は
労
働
債
値

設
を
否
定
し
て
主
観
債
値
設
を
創
設
し
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
皐
汲
の
基
礎
を
置
い
た
所
に
あ
る
と
言
は
ね
ば
た
る
ま
い
。
然
る
に
歴
史

壊
滅
特
に
枇
合
政
策
事
減
は
枇
合
政
策
の
基
礎
づ
け
に
波
剥
し
て
そ
の
た
め
の
歴
史
研
究
に
沈
潜
し
、
組
論
的
研
究
を
等
闘
に
し
て

持
働
債
値
設
に
よ
る
搾
取
理
論
に
劃
し
友
す
術
を
知
ら
左
か
っ
た
。
勿
論
枇
曾
主
義
を
嫌
悪
す
る
賄
に
於
て
は
歴
史
事
訴
特
に
新
歴

史
事
汲
(
枇
曾
政
策
皐
扱
)
も
政
へ
て
メ
ン
ガ
ー
に
譲
る
議
で
は
・
な
か
っ
た
。
た
ピ
資
本
主
義
枇
舎
に
於
け
る
枇
合
問
題
の
必
然
性
を
淵

察
し
て
そ
の
針
策
に
専
心
す
る
の
鈴
り
気
ま
ぐ
れ
に
も
自
ら
講
壇
枇
合
主
義
或
は
園
家
吐
舎
主
義
と
叩
惜
し
た
に
過
vd
な
か
っ
た
の
?

め
る
。
然
し
刊
く
も
枇
合
主
義
と
名
乗
り
そ
れ
に
似
た
方
向
を
治
ふ
と
と
は
メ
ン
ガ

1
の
我
慢
山
内
来
副
所
で
あ
っ
た
。
彼
の
批
判
は

野
雌
凪
史
塾
氏
乙
野
し
ご
時
亡
変
則
m
L空
白
つ

T
-
る
を
H
Jま
わ
っ
そ
う
FC
あ
る
。

f
l』
・

i
d
-
-
q
t山
j
7
i
:
4
4
4
7
4
7

以
上
メ
ン
ガ
l
の
歴
史
曲
学
汲
批
判
を
み
で
き
て
我
占
は
、
歴
史
撃
派
が
プ
ロ
シ
ヤ
中
心
の

V
イ
ツ
を
地
盤
と
し
て
ゐ
た
の
に
針
し

て
、
メ
ン
ガ
ー
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
現
貨
に
立
脚
し
て
ゐ
た
と
考
へ
ざ
る
を
得
友
い
。
彼
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
ガ
リ
シ
ヤ
に
於
て
ポ

ヘ
ミ
ア
出
の
オ
1
ス
ト
リ
7
系
ド
イ
ツ
人
の
家
に
生
れ
、
ウ
ィ
ー
ン
及
び
プ
ラ
1
グ
の
大
撃
に
墜
ぴ
、
ウ
ィ
ー
ン
の
新
聞
記
者
。
ォ

ー
ス
ト
リ
ア
政
府
の
官
吏
等
を
経
で
ウ
ィ
ー
ン
犬
皐
の
教
械
に
つ
い
た
。
彼
の
性
格
に
つ
い
て
て
一
一
目
す
れ
ば
、
彼
は
透
徹
せ
る
理
性

の
持
主
で
あ
り
、
理
論
を
構
成
す
る
に
蛍
つ
て
は
熟
考
を
重
ね
、
慎
重
注
用
意
は
多
年
の
研
鐙
に
も
拘
ら
や
遂
に
経
済
皐
糟
系
の
完

成
を
阻
ん
だ
程
で
あ
っ
た
。
反
面
極
め
て
冷
静
に
し
て
非
感
情
的
で
る
り
、
従
っ
て
ま
た
非
賓
践
的
で
る
っ
た
。

ハ
イ
エ
タ
の
許
停

に
よ
る
と
、

カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
!
の
枇
曾
政
策
皐
汲
批
列

第
四
十
七
巻

五
五
五

第
四
競

O 
子五



カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
!
の
世
曾
政
策
皐
汲
批
判

第
四
十
七
巻

五
五
六

第
四
披

一C
六

「メ

y
ガ
ー
に
と
っ
て
は
、
世
界
は
活
動
の
た
め
の
も
の
よ
り
は
む
し
ろ
研
究
の
謝
象
で
あ
う
た
。
甲
に
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
被
は
世
界
を
近
い
距

離
か
ら
見
つ
め
る
こ
と
に
深
い
俄
悦
を
見
出
し
た
り
で
あ
る
。
メ
シ
ガ
!
の
著
作
の
中
に
、
彼
の
政
治
的
見
解
を
表
明
す
る
な
に
か
を
探
さ
う
ー
と
し
て

も
そ
れ
は
徒
獲
に
移
る
で
あ
ら
う
。
寅
際
彼
が
も
っ
て
ゐ
た
傾
向
ほ
保
守
主
義
な
い
し
古
い
型
の
自
由
主
義
で
あ
っ
た
。
祉
命
日
改
輩
運
動
に
同
情
を
惑

ピ
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
リ
枇
曾
的
情
熱
に
か
ら
れ
て
そ
の
冷
静
な
理
性
を
乱
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。
一

こ
の
こ
と
は
メ

y
ガ
I
の
個
人
的
性
絡
で
あ
る
と
問
時
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
的
性
絡
で
も
あ
っ
た
。

t
l
ス
ト
リ
ア
は
イ
ギ
リ
ス

-
札
ぴ
フ
ラ
ン
ス
思
想
に
判
別
し
て
ド
イ
ツ
忠
相
む
の
闘
内
に
あ
る
こ
と
は
一
一
一
口

ι迄
も
な
い
が
、

グ4

7 
uて

」ー

、e
は
力

リ
i、F

ク

，目、
ノ相

:ウt

)Ij~ 

旧日

く
、
理
想
主
義
的
停
統
が
続
薄
で
あ
っ
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
は
抽
象
論
理
的
並
に
認
識
論
的
問
題
を
愛
好
す
る
の
傾
向
が
強
く
、

叉
そ
れ
に
封
ず
る
卓
れ
た
能
力
を
も
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

所
で
営
時
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
闘
は
、
ド
イ
ツ
帝
園
と
異
っ
て
、
統
一
的
友
民
族
国
家
で
は
左
か
っ
た
。

そ
れ
は
中
位
以
来
ハ
ロ
フ

ス
プ
ル
グ
家
の
巧
妙
左
政
策
に
よ
っ
て
掻
集
め
ら
れ
た
諸
民
族
の
集
合
国
家
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
民
族
は
一
二
一
日
語
・
風
習
・
歴
史
を
異

に
し
て
融
和
し
難
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
十
筒
の
民
族
と
言
語
と
が
存
在
す
る
と
さ
へ
い
は
れ
た
。
従
っ
て
統
一
的
た
民
族
糟
紳
ム
」
か

園
民
精
紳
と
か
い
ふ
も
の
は
友
く
、
支
配
的
民
放
は
ド
イ
ツ
人
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
等
は
強
同
左
中
央
集
権
制
を
樹
立
す
る
こ
と
が

出
来
左
か
っ
た
勺

こ
の
様
左
園
に
於
て
は
歴
史
胞
子
一
点
の
主
張
す
る
如
き
歴
史
的
な
も
の
・
民
族
的
な
も
の
或
は
困
民
的
な
も
の
が
迎

解
さ
れ
難
か
っ
た
こ
と
は
営
然
と
言
は
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
理
解
さ
れ
た
に
し
た
所
で
問
題
と
左
り
得
左
か
っ
た
の
で
あ
る
。

の
離
に
聞
し
て
興
味
が
あ
る
の
は
、

リ
ス
ト
の
理
論
が
後
展
し
て
行
く
と
、
階
級
利
径
の
主
張
に
導
く
の
み
た
ら
や
、
事
情
に
よ
っ

町
〔
ル
一
ア
イ
ク
ラ
り
ス
A
ス

て
は
経
済
的
自
園
主
義
に
導
く
傾
向
が
あ
る
と
い
ふ
、

リ
ス
ト
の
国
民
主
義
に
射
す
る
メ
ン
ガ
ー
の
批
判
で
る
る
。

回
〈
「
住
民 と

ハイ且夕、カール・メ ::.--tl-評俸、恕梼志林、第九巻第一銃、 176頁。
杉村庚藤氏、経済哲壌の某本問題、 '47頁。 C.Brinkmanu， Gustnv Schmol1cr 
und Volk話wirtschaftslehre，SttlU. 1937， S. 
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の
統
一
的
た
園
民
精
神
に
よ
っ
て
捨
は
れ
て
ゐ
る
園
家
に
於
て
は
函
民
的
危
経
済
制
度
は
自
園
主
義
的
利
毎
並
に
傾
向
に
容
易
K
打

勝
つ
と
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
さ
う
で
た
い
所
に
於
て
は
‘
殊
に
国
民
の
希
望
が
ま
ち
ま
ち
で
衝
突
し
合
っ
て
ゐ
る
図
家
に
於
て

は
、
園
家
的
会
想
の
個
々
の
部
分
が
そ
の
経
済
的
利
盆
を
従
順
に
一
般
的
利
盆
に
従
岡
崎
せ
し
め
・
な
い
傾
向
が
あ
る
と
い
ふ
危
険
が
あ

る
の
で
あ
る
。
」
と
。

叉
営
時
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
於
て
は
ド
イ
ツ
に
較
べ
て
資
本
主
義
の
設
展
が
透
か
に
後
れ
て
ゐ
た
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
地
理
的
に

近
世
丈
明
に
針
し
極
め
て
不
利
在
地
位
に
あ
っ
た
。

政
治
的
に
は
、
民
族
的
統
一
因
家
で
九
な
か
っ
た
ば
か
り
で
友
く
、
十
九
世
紀
の

初
頭
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
反
動
政
策
の
中
心
地
で
あ
っ
た

U

こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
資
本
主
義
の
殺
展
は
極
め
て
後
れ
て
ゐ
た
匂

il[ 
¥re 
止り
ユ:
:誌
が
1践
てコ
V 戸

{(-

ι〉

I :t 

そ
の
後
日
此
は
樹
め
て
漣
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

後
れ
た
費

;1. 
1m 
j¥. 

年
旬;j
か
ら

f." 
~: 
正当

は
;tL 

る
~t，{ 

本
主
義
を
助
長
す
べ
き
凶
家
権
力
は
強
間
で
は
友
く
、
民
族
的
地
方
的
利
害
に
制
約
さ
れ
|
l
例
へ
ば
工
業
が
進
歩
し
っ
、
あ
っ
た

ハ
ン
ガ
リ
ー
は
農
業
闘
で
る
っ
た
1
1
l
、
且
つ
侍
統
的
に
反
動
的
で
あ
っ
た
。
か
号
し
た

現
寅
に
直
面
し
て
進
歩
的
知
識
人
が
個
人
的
自
由
主
義
を
強
調
し
た
の
は
首
然
の
役
割
で

b
っ
た
と
言
は
ね
ば
友
る
ま
い
。
メ
ン
ガ

ー
は
一
八
七
一
年
に
は
封
建
的
濁
占
に
灰
針
し
て
自
由
競
争
を
讃
美
し
て
ゐ
る
ペ
一
八
九
一
年
に
於
て
も

l
世
界
資
本
主
義
は

の
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
於
て
ピ
あ
っ
て
、

濁
占
段
階
に
向
ひ
っ
L
あ
っ
た
1

1
ー
や
は
り
カ
ル
テ
ル
等
の
近
代
的
弱
占
を
非
難
し
で
ゐ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
進
歩
ナ
る
た
め
に

必
要
注
の
は
、
従
っ
て
彼
が
擁
護
し
友
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
資
本
・
企
業
精
紳
及
び
自
由
競
争
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
彼
は

オ
ー
ス
ト
リ
ア
彦
議
資
本
の
代
務
者
で
あ
っ
た
と
言
は
友
け
れ
ば
友
る
ま
い
が
、
そ
れ
に
ふ
さ
は
し
い
努
革
的
気
塊
の
全
然
快
如
し

て
ゐ
る
の
は
l
l
l
封
建
的
土
地
貴
族
に
謝
す
る
反
感
は
絶
無
で
は
左
い
が
殆
ん
ど
言
ふ
に
足
ら
な
い
|
|
反
動
的
に
し
て
後
進
的
友

カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
ー
の
祉
曾
政
策
事
汲
批
舟

五
五
七

O 
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カ
ー
ル
・
メ
y

ガ
ー
の
枇
曾
政
策
車
汲
批
剣

第
四
十
七
巻

五
五
八

第
四
銃
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現
賞
の
制
約
が
然
ら
し
め
た
所
と
考
へ
ら
れ
よ
う
。
又
そ
の
と
と
は
彼
を
し
て
頭
の
中
で
資
本
主
義
を
現
質
的
制
約
か
ら
出
来
る
だ

け
純
化
し
て
描
き
出
さ
う
と
努
力
せ
し
め
た
と
言
ひ
得
る
で
も
る
ら
う
。

更
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
於
て
は
資
本
主
義
の
裂
展
は
後
れ
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
宇
、
枇
合
主
義
運
動
は
先
進
国
ド
イ
ツ
の
絶
え
ざ
る

影
響
の
下
に
進
展
し
て
行
っ
た
。
壮
人
曾
主
義
と
そ
は
煩
は
し
い
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
社
命
日
王
義
を
克
服
し
得
示
、
剰

へ
そ
れ
に
似
た
方
向
を
出
ふ
者
は
軽
蔑
に
値
し
た
、

の
み
忠
ら
許
、

資
本
主
義
の
後
展
が
後
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
は
枇
合
政
策
費

の
負
婚
を
困
難
に
し
た
。
資
本
の
蓄
積
と
そ
の
生
産
的
利
用
こ
そ
が
最
大
の
一
位
合
政
策
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
は
ド
イ
ツ
人
に
封
し
一
穫
の
針
立
感
を
懐
い
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
差
首
り
ド
イ
ツ
の
統
一
過
程
に
於
て
相

争
っ
た
大
ド
イ
ツ
主
義
と
小
V
イ
ツ
主
義
の
封
立
に
匹
胎
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
大
ド
イ
ツ
主
義
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
盟
主
と
す
る

ド
イ
ツ
の
園
家
的
統
一
を
主
張
し
た
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
V
イ
ツ
第
一
の
大
闘
で
あ
り
、
一
利
聖
ロ

1
7
帝
国
以
来
、
ド
イ
ツ
聯
邦
時

代
に
於
て
も
、
名
貫
共
に
ド
イ
ツ
を
代
表
し
て
ゐ
た
。
然
し
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
地
域
的
に
、
特
に
ウ
ィ
ー
ン
合
議
以
後
は
、
ド
イ
ツ

の
中
心
か
ら
偏
り
、

そ
の
領
土
内
に
は
ド
イ
ツ
人
よ
り
も
逢
か
に
多
く
の
異
民
族
を
含
み
、
且
つ
資
本
主
義
的
に
最
も
後
れ
た
地
方

で
お
っ
た
。
加
ふ
る
に
宰
相
メ
ツ
テ
ル
エ
ヒ
の
反
動
政
策
は
、
経
済
的
登
展
を
後
ら
し
た
の
み
な
ら
や
、
ド
イ
ツ
の
進
歩
的
分
子
の

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
劃
す
る
信
望
を
全
く
失
墜
せ
し
め
、

一
八
四
八
年
三
月
革
命
に
際
し
て
成
立
し
た
岡
氏
議
舎
に
於
て
大
ド
イ
ウ
主

義
は
プ
ロ
シ
ヤ
を
盟
主
と
し
て
ド
イ
ツ
の
統
一
を
凶
ら
ん
と
す
る
小
ド

f
ツ
主
義
に
膝
倒
さ
れ
て
了
っ
た
。
爾
来
。
フ
ロ
シ
ヤ
は
躍
進

的
に
護
展
し
た
資
本
主
義
を
基
礎
と
す
る
ピ
ス
マ
ル
ク
の
織
血
政
策
に
よ
っ
て
、

一
八
六
六
年
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
破
っ
て
翌
年

後
者
を
除
外
し
た
北
ド
イ
ツ
聯
邦
を
組
織
し
、
問
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
二
重
帝
国
成
る

l

、

一
八
七
一
年
に
は



フ
ラ
ン
ス
を
破
っ
て
ド
イ
ツ
帝
国
を
建
設
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
闘
は
終
に
ド
イ
ツ
帝
闘
の
外
に
立
つ
こ
と
L
た

っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
ド
イ
ヴ
帝
国
の
成
立
過
程
こ
そ
が
奮
歴
史
墜
沃
の
現
賞
的
地
盤
で
あ
り
、
新
歴
史
忠
一
次
は
そ
の
結
果

を
継
承
し
て
設
展
し
た
の
で
あ
る
が
、

ピ
ス
マ
ル
ク
の
政
策
は
極
め
て
反
動
的
な

そ
の
賞
践
の
捨
営
者
は
ピ
ス
マ
ル
ク
で
あ
っ
た
。

側
面
を
も
っ
た
が
、
而
も
そ
れ
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
資
本
主
義
は
躍
進
し
た
。
勿
論
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
そ
れ
も
護
展
し
、
十
九
世
紀
末

に
は
有
力
た
資
本
主
義
園
の
一
に
た
っ
た
。
然
し
後
者
の
利
径
は
前
者
の
そ
れ
と
必
中
し
も
一
致
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
又
資
本

主
義
の
務
民
と
共
に
祉
食
主
義
運
動
は
徒
と
脅
威
的
と
た
り
、
枇
曾
政
策
の
必
要
は
榊
大
し
、

一
八
九

0
年
代
に
は
ウ
ィ
ー
ン
?
枇

命
日
政
策
製
舎
の
大
合
が
附
か
れ
る
に
五
っ
た

G

加
ふ
る
に
歴
史
的
学
派
の
立
引
は
メ
ン
ガ
1

の
製
試
の
信
奉
者
を
ド
イ
ヴ
の
大
製
か
ら

駆
逐
し
て
了
ふ
回
目
と
が
出
来
る
程
の
勢
力
企
持
つ
亡
ゐ
た
ο

」
れ
ら
の
事
情
炉
一
通
視
す
る
揚
合
、

t
l
λ

ト
リ
ア
人
メ
ン
ガ
ー
が
腔

史
事
汲
や
ピ
ス
マ
ル
ク
に
好
窓
を
持
ち
得
友
か
っ
た
寸
あ
ら
う
こ
と
は
理
解
出
来
ね
と
と
で
は
な
い
。

一
八
九
一
年
ー
ー
ー
ピ
ス
マ
ル

ク
は
既
に
失
脚
し
て
は
ゐ
た
が

l
lの
前
掲
論
文
で
メ
ン
ガ
l
は、

「
ピ
ス
マ
ル
ク
公
は
詰
園
民
の
官
』
の
精
神
に
於
け
る
政
治
家

で
あ
る
と
い
ふ
嫌
疑
に
封
し
て
、
知
的
並
に
道
徳
的
快
陥
に
閲
す
る
非
難
に
針
す
る
が
如
く
に
、
帰
謎
し
且
つ
滞
護
さ
せ
た
」
と
一
一
一
一
同

び
、
古
典
型
汲
に
到
し
亡
枇
合
政
策
接
汲
を
「
ピ
ス
7

ル
ク
公
の
意
を
惜
し
て
働
く
進
歩
的
市
民
階
級
の
附
弔
問
的
反
封
者
」
と
呼
ん

。
内

で
ゐ
る
。
か
く
し
て
次
の
如
〈
与
一
回
は
れ
る
揚
合
、
そ
れ
は
と
ミ
で
も
そ
の
ま
よ
V

同
て
は
ま
る
で
は
友
か
ら
う
か
。
「
衰
退
し
つ
L
あ
る

大
圏
家
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
針
し
で
恥
じ
ら
っ
て
ゐ
る
。
か
L

る
感
情
は
、
勃
興
し
つ

L
あ
る
小
国
家
プ
ロ
シ
ヤ
の
常

、
、
、
、

に
知
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
八
六
六
年
に
『
近
代
的
」
国
家
に
舛
し
て
か
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
人
々
は
内
部
的
危
弱
勲
に

つ
い
て
も
恥
じ
て
ゐ
る
が
、

と
れ
は
以
前
の
大
ピ
ラ
に
反
動
的
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
於
て
は
必
要
で
は
友
か
っ
た
。
た
し
か
に
買
に

カ
ー
ル
・
メ
ン
庁
l

D
一
位
曾
政
策
星
放
批
列

第
四
十
七
巻
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カ
ー
で
メ
ン
ガ
1

の
一
世
曾
政
策
担
中
根
批
判

第
四
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七
巻

五
六

O
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四
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近
代
岡
家
た
ら
ん
と
す
る
望
み
を
持
た
た
け
れ
ば
持
た
た
い
程
、
近
代
国
家
の
見
か
け
を
取
り
た
が
り
、
ま
た
プ
ロ
シ
ヤ
に
於
け
る

反
動
|
[
そ
と
に
於
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
於
け
る
よ
り
遥
か
に
よ
く
統
制
の
と
れ
て
ゐ
る
ー
ー
ー
が
、
頑
と
し
て
頑
張
っ
て
ゐ
れ
ば

ゐ
る
程
、
人
身
は
オ
1

ス
ト
り
ア
に
於
て
、

と
れ
見
よ
が
し
に
自
由
主
義
的
な
が
反
を
と
る
の
で
あ
る
o」

大
位
以
上
が
メ
ン
ガ
l
の
歴
史
感
派
批
判
の
歴
史
的
枇
合
的
た
地
盤
で
あ
っ
た
。

一
司
よ
芋
て
と

L
:
z
/
f
l
h
J
定
皆
亡
を
L
J
る

C

R
ド

E
抗

F
4
1
4百
コ
ノ
ユ
3
4

ノ

'
E
1
1ド
U
方
l
F

所
謂
純
粋
粧
消
壊
の
現
質
的
基
礎
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
歴
史
皐
淑
と
メ
ン
ガ
ー
と
の
劃
立
は
そ
の
本
質
に
於
て
同
様
に
市
民
的
危
個
人
主
義
と
国
民
主
義
と
の
針
立
と
考
へ
ら

れ
る
が
、

そ
れ
は
ま
た
現
質
的
に
も
思
想
的
に
も
フ
ロ
シ
ヤ
的
去
も
の
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
‘
な
も
の
と
の
針
立
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
ロ
そ
し
て
そ
の
封
立
の
基
底
に
は
古
典
事
沃
及
び
一
粧
台
主
義
に
劃
す
る
反
封
と
い
ふ
共
通
左
も
の
が
存
在
し
て
ゐ
た
の
で
る
つ

て
、
と
の
共
通
の
立
揚
が
事
情
の
相
還
に
慮
じ
て
相
針
立
す
る
方
向
に
現
は
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
メ
ン
ガ

l
の
批
判
は
歴
史
筆

振
の
誤
謬
を
指
摘
し
て
多
く
の
正
し
い
も
の
を
持
っ
た
が
、

そ
れ
は
そ
れ
で
ま
た
抽
象
に
終
っ
た
。
経
済
墜
の
方
法
論
的
自
費
は
と

の
批
判
に
よ
っ
て
著

L
い
護
展
を
遂
げ
た
が
買
に
具
鱒
的
恋
立
場
は
そ
こ
に
は
あ
り
得
左
か
っ
た
。
具
槌
的
な
も
の
は
む
し
ろ
雨
者

の
封
立
そ
の
も
の
か
ら
生
成
し
て
来
る
と
言
は
な
け
れ
ば
友
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。


