
骨
内
正
回
瞳
宍
月
=
守
司
目
第
霊
団
耳
aw鞠
謂
可
【
嘩
周
回
同
-
日
現
時
}

一月一勾三.-1::::和昭辛子電車E 日

新

年

特

~IJ 

揖

(禁

輔

載

非

募

債

主

義

の

考

察

・

法

皐

博

士

紳

戸

正

雄

精

神

科

撃

の

新

分

類

論

吟

味

文

皐

博

士

米

田

庄

太

郎

景

気

に

於

け

る

勢

力

の

作

用

文

理

工

博

士

高

田

保

馬

穀

物

事

責

論

経

由

2
2
入
木
芳
之
助

曾

計

皐

の

本

質

ご

其

の

問

題

絡

ま

て

主

崎

川

虎

一

一

一

長

期

景

気

波

動

の

研

究

経

済

皐

士

柴

田

敬

魚

食

論

法

属

工

博

士

財

部

静

治

経
管
経
済
島
一
a

何
時
認
識
目
的
の
規
範
者
・
・
経
済
撃
士
大
塚
一
朗

貨
幣
債
値
安
定
抗
日
見
ク
レ
ヂ
ッ
ト
ベ
吋
・
;
:
纏
湾
宰
士
松
岡
孝
児

徳
川
時
代
諸
藩
の
困
産
曾
所
に
就
い
て
・
経
済
墜
士
堀
江
保
戴

商
人
排
除
の
傾
向
に
就
て
・
・
:
・
経
済
墜
士
谷
口
吉
彦

経
済
皐
の
認
識
主
観
計
責
践
哲
皐
者
:
:
抑
制
重
博
士
石
川
興
二

土
佐
藩
に
於
け
る
育
子
令
に
就
て
鰐
漕
皐
博
士
本
庄
柴
治
郎

企

業

の

競

争

経

済

皐

博

士

小

島

昌

太

郎

英

米

の

所

得

税

・

同

議

皐

博

士

汐

見

三

郎

新
著
外
園
経
漕
雑
誌
主
要
論
題



経
済
事

ω
認
識
主
観
三
し
て
の
賓
践
哲
血
中
者

一
、
序

石

直包

一・

一

)Ij 

官
践
的
な
力
企
有
す
る
経
時
肱
干
ば
作
一
巾
に
賀
践
哲
串
と
雄
る
司
ら

5
る
明
時
に
立
っ
ち
の
で
あ
る
。

花
々
は
現
に

我
凶
の
貫
践
哲
皐
を
求
め
る
v
y
〕
共
に
此
上
仁
打
立
て
ら
れ
七
る
経
掛
亭
を
求
め
つ
つ
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
斯
〈
の

如
き
経
掛
離
の
み
が
我
同
現
代
の
同
難
な
る
枇
曾
問
題
を
異
に
解
決
し
得
る
経
済
率
で
あ
る

E
云
ふ
こ
と
が
出
来

る
で
J

の
ろ
う
。

今
翻
っ
て
経
済
準
史
を
顧
み
ん
に
、
経
済
串
史
上
の
最
も
偉
大
な
る
人
々
は
枇
合
鑓
革
の
時
期
に
現
ら
は
れ
‘

こ
の
世
舎
を
接
革
せ
ん
と
し
た
賓
践
哲
皐
者
で
あ
っ
た
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
経
済
準
に
初
め
て
間
学
的
基
礎
を

輿
へ
た
る
経
梅
率
澗
ア
リ
ス
ト
ア
V

ス
は
古
代
、
キ
リ
ノ
ジ
ヤ
の
枇
舎
の
崩
解
期
に
於
て
貫
一
枇
曾
を
控
革
せ
ん
と
し
た

買
践
哲
事
者
で
あ
っ
た
J

ま
た
経
済
準
ぞ
一
科
の
精
神
科
捧
と
し
て
確
立
し
た
経
済
串
父
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
向

ほ
中
世
的
な
り
し
官
時
の
枇
舎
が
近
世
的
な
る
枇
曾
へ
展
開
せ
ん
と
す
る
時
期
に
於
て
此
中
世
的
な
る
枇
舎
を
近

世
的
な
る
枇
曾
へ
と
謹
草
せ
ん
と
し
に
質
践
哲
挙
者
で
あ
つ
に

経
済
率
的
認
識
主
観
と
し
て
の
一
貫
践
哲
事
者

ま
に
資
本
主
義
枇
舎
の
軽
梼
準
を
打
立
て
し
マ

第
三
十
四
巻

第

量E

二
三
七

七

1) 拙著 『精神科事情経前年撃の基建問題.1l<弘文堂l~HT)第二 i活.第一章参照，
2) I司l，:.第三間第一章



経
済
血
干
の
認
議
主
観
と
し
て
の
貸
践
哲
皐
者

第
三
十
四
巻

二
三
八

第

裁

A 

v'
タ
ス
は
此
資
本
主
義
社
曾
の
盤
革
の
時
期
に
於
て
此
資
本
主
義
一
世
曾
密
接
草
せ
ん
と
せ
し
貫
践
哲
串
者
で
め
っ

た
。
即
ち
此
等
経
済
拳
史
上
の
偉
人
は
人
生
債
値
の
よ
り
十
分
な
る
貫
現
の
震
に
必
要
な
粧
梼
的
批
曾
吠
躍
を
勝

家
せ
ん
と
す
る
共
通
な
る
買
践
的
課
題
に
よ
っ
て
互
に
結
ば
れ
、
而
も
ヲ
」
の
共
通
な
る
課
題
を
異
な
る
歴
史
的
一
枇

曾
的
事
情
の
下
に
於
て
解
決
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
異
な
れ
る
鰹
梼
事
を
打
立
て
た
の
で
あ
る
。
か
く
て

此
等
の
人
々
の
鮭
樺
挙
は
そ
の
基
礎
を
な
せ
る
貫
践
哲
皐
者
と
し
て
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
こ
れ

eT
根
本
的
に
理
解
し
得
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
c

而
し
て
此
経
済
串
の
根
抵
を
な
す
貫
践
哲
思
者
と
し
て
の

立
場
は
此
等
の
人
々
を
相
互
に
結
ぶ
こ
占
に
よ
っ
て
初
め
て
ご
れ
を
十
分
に
理
解
し
侍
る
も
の
で
あ
る
c

日
札
・
ぽ
腕

に
ア
ソ
ス
ト
T

V

久
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
一
と
に
つ
い
て
は
一
肱
か
く
の
如
き
立
場
」
り
の
考
察
を
な
し
に
る
が
故

に
、
五
に
は
7

Y
ク
ス
を
中
心
と
し
て
「
粧
梼
串
の
認
識
主
観
と
し
て
の
貫
践
哲
畢
者
し
に
つ
い
て
考
察
ょ
う
。

二
、
マ
ル
ウ
ス
の
哲
畢
的
立
場
と
『
生
の
哲
畢
』

質
睦
哲
曲
学
者
と
し
て
の
マ

Y
ク
ス
ヤ
」
理
解
す
る
震
に
は
彼
を
ア

y
ス
ト
ア
レ
ス
と
の
関
係
に
於
て
ま
た
ア

pλ

ト
-
プ
レ
ス
を
組
と
す
る
現
代
の
『
生
の
哲
串
』
に
結
ん
で
考
察
す
る
こ
と
が
甚
だ
重
要
な
の
で
あ
る
。

ギ
ソ
シ
ヤ
科
与
に
於
て
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ヤ
を
域
性
的
な
る
存
在
の
中
に
認
め
ん
と
せ
し
ア
リ
ス
ト
-
プ
レ
ヌ
は

ソ
フ
ィ
ス
ト
の
唯
物
論
と
こ
れ
に
封
立
す
る
プ
ク
ト
ン
の
観
念
論
と
を
止
揚
し
て
異
の
賓
在
論
的
立
場
に
立
七
ん

と
し
た

E
云
ふ
こ
ル
」
が
出
来
る
と
す
れ
ば
、
同
様
に
マ

Y
ク
ス
は
彼
の
所
謂
「
奮
き
唯
物
論
」
(
十
八
世
紀
的
並
に



ア
オ
イ
z

u

y

f

7

A

的
唯
物
論
)
と
こ
れ
に
封
立
す
る
へ

1
グ
Y

の
観
念
論
と
を
止
揚
し
て
異
の
賀
在
論
的
立
場

閉
山
に
立
に
ん
と
し
に
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
印
ち
マ
U
F

ク
ス
は
へ

l
ゲ
U
N

の
解
読
法
を
と
ち
て
こ
れ
を

大
い
に
重
じ
に
と
は
雌
も
其
観
念
論
的
立
場
を
非
な
り
と
す
る
と
共
に
ま
た
彼
が
一
度
其
上
に
立
ち
し
「
奮
き
唯

物
論
」
の
立
場
に
止
ま
る
こ
と
を
得
令
し
て
遼
に
彼
自
身
の
立
場
を
打
立
て
に
の
で
あ
っ
て
、
此
貼
に
於
て
彼
と

相
通
中
る
哲
皐
的
立
場
に
立
て
る
ア
リ
ス
ト
ア
V

ス
に
強
〈
結
ば
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
此
立
場
を
「
新
し
き
唯

物
論
」
と
名
っ
け
に
れ
ど
も
、
そ
れ
は
所
謂
唯
物
論
で
は
な
く
し
て
む
し
ろ
唯
物
論
主
観
念
論
と
を
止
揚
せ
し
其

の
質
在
論
的
立
場
で
J

の
つ
七
の
で
あ
る
。
而
し
て
概
念
論
者
は
空
想
主
義
者
と
な
h
唯
物
論
者
は
宿
命
論
者
と
な

る
の
で
あ
る
炉
、
此
雨
者

'v-
止
揚
せ
し
買
在
論
者
の
み
が
観
念
を
戚
性
的
存
在
の
中
に
賀
現
し
て
行
〈
人
聞
の
宮

践
な
る
も
の
を
重
ん
じ
以
て
鼻
、
に
賓
践
哲
率
者
た
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
ム
。
マ
グ
ク
ス
は
彼
自
身
の
此
哲
皐
的

立
場
の
白
血
買
を
『
ア
オ
イ
エ
戸
バ
ッ
A

の-プ

1
ゼ
』
に
於
て
簡
明
に
越
べ
て
居
る
が
故
に
我
々
は
こ
れ
よ
り
始
め
て

賓
践
哲
準
者
と
し
て
の
マ

Y
ク
ス
の
立
場
を
見
ょ
う
と
思
ふ
。
而
し
で
か

t
の
如
き
方
向
に
於
て
マ
w
y

ク
ス
は
、

同
じ
〈
へ

1
グ
Y
の
形
而
上
曲
学
的
立
場
を
歴
史
的
融
合
的
責
在
の
中
に
引
き
下
し
て
考
へ
ん
と
す
る
デ
ィ

Y
タ
イ

を
中
心
と
す
る
と
こ
ろ
の
現
代
の
『
生
の
哲
準
』
に
結
ば
り
か

t
て
ま
七
現
代
哲
畢
に
劃
し
て
重
要
な
る
意
義
を
有

す
る
こ
と
と
な
る
の
で
め
る
。

T

Y
ク
ス
は
先
づ
日

t
「
従
来
の
凡
て
の
唯
物
論
(
ア
オ
イ
エ
〆
バ
ッ
A

の
色
合
め
て
)
の
主
要
な
快
陪
は
、
封

象
、
現
賞
、
戚
性
が
に
に
客
糟
ま
七
は
直
戚
の
形
式
の
も
の
と
に
拠
へ
ら
れ
て
、
戚
性
的
、
人
間
的
活
動
、
賓
睦

経
済
撃
の
認
識
主
観
と
し
て
の
賓
践
哲
患
者

第
一
波

二
三
九

二
=
一
丸

第
三
十
四
巻

1) 拙著.第一ニニ頁以下参照・
2) W aix-Eugels ArclI iv・I.S. 227 以下.邦認すルクス=エンゲルス全集第15巻

第313買以下.



師
何
時
仰
壌
の
認
識
主
税
と
し
て
の
賃
払
哲
畢
者

第一一一十州各

第

~J)~ 

1"1 
O 

/"1 
O 

と
し
て
捉
へ
ら
れ
示
、
士
睦
的
に
捉
へ
ら
れ
な
か
っ
に
こ
と
で
あ
る
。
」
即
ち
こ
こ
に
マ

Y

グ
ス
は
人
間
の
本
性
を

も
っ
て
戚
性
的
な
賓
在
に
働
き
か
け
こ
れ
含
盤
化
せ
し
り
る
と
こ
ろ
の
「
成
性
的
人
間
的
活
動
」
出
E
Z
E
円一戸』

g
g山口

と
し
て
把
握
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
於
て
も
我
々
は
7

Y

グ
ス
と
ヂ
イ
w
y

タ
イ
と

の
類
似
を
見
る
。
即
+
り
院
通
せ
し
如
く
デ
ィ

Y

タ
イ
は
人
聞
を
以
て
自
然
的
放
に
歴
史
的
責
在
の
中
に

]
亡
】
口

=η

吋
丈
一

mrnx

セ
ω
一vd
T
O
E

}Lq丸山門]百円巾『口町内
5
7芹
身
、
心
統
一
博
と
し
て
生
れ
問
て
、
而
し
て
こ
の
賀
在
に
よ
h
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
而
も

こ
の
寅
任
に
封
し
て
働
き
か
け
る
買
践
的
存
在
者
ー
し
て
把
握
し
た
の
で
あ
る
。

此
じ
彼
は
人
間
営
車
に
表
象
す

る
存
在
と
し
て
把
握
す
る
こ
ど
を
非
な
h
'と
し
て
、

ε
:
5一一
2
ι
P
E
2ふ
さ

-5一
一
目
豆
町
弓
2
2
志
志
し
戚
情

し
表
象
す
る
存
在
郎
ち
の
き
N
m
Z
2
2
F
巾
E
E
Z
「
会
人
間
性
に
於
い
て
把
握
す
べ
し
と
す
る
の
で
あ
る
。

守

Y
ク
ス
に
於
て
は
人
聞
の
本
質
を
も
っ
て
か
く
の
如
き
「
戚
性
的
人
間
的
活
動
」
と
し
て
把
握
し
て
居
る
の
で

あ
っ
て
、
自
然
的
貫
在
に
働
き
掛
け
こ
れ
を
盤
化
す
る
と
こ
ろ
の
活
動
も
枇
曾
的
貫
在
に
働
き
か
け
こ
れ
を
盤
化

す
る
と
こ
ろ
の
活
動
も
共
に
か
〈
の
如
、
九
一
賓
践
的
活
動
で
め
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
一
史
に
彼
は
臼
〈
、

、.、.、.

y
j
ツ

A

は
人
間
的
活
動
白
身
を
か
く
の
如
き
剖
象
的
活
動
と
し
て
捉
へ
て
居
な
い
か
ら
「
革
命
的
な
質
践
的
・
批

ア
オ
イ
エ

判
的
活
動
の
意
義
を
把
握
し
て
居
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
居
る
が
、
こ
こ
に
「
革
命
的
な
活
動
」
又
は
「
質
践

的
・
批
判
的
な
活
動
」
と
一
五
へ
る
も
の
は
枇
舎
を
封
象
と
し
こ
れ
を
控
革
ぜ
ん
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
封

し
て
彼
が
其
蛭
携
帯
に
於
て
主
要
な
る
課
題
と
し
て
居
る
「
一
労
働
」
郎
経
梼
的
生
産
的
勢
働
な
る
も
の
は
酌
僚
的
買

手
伊
}
封
象
と
し
て
こ
れ
を
盤
化

τ9と
こ
ろ
の
活
動
で
め
る
。
人
間
的
活
動
を
か
く
の
如
く
そ
の
封
象
の
か
鈴
な

雑誌第三十三谷・第二披 第三五頁以下参照ー
f且しマルクスは人閣の意志性を重ずるがアイ Jレヂイに於ける程感情性を重じ
ないー此内監は別に「マルクスの人問視J/て於て詳にする 今は主として人間
の貸践性を問題とナl>.

2) 



る
と
枇
曾
な
る
と
に
よ
っ
て
分
つ
匝
別
は
正
に
ア
ソ
ス
ト
ア
レ
ス
の

別
に
相
膳
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
印
ア
ソ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
雨
者
は
共
に
人
聞

の
貰
践
的
な
る
活
動
に
必
要
な
る
知
識
を
得
る
能
力
で
あ
る
が
、
自
然
よ
り
人
聞
に
'
と
っ
て
有
用
な
る
物
を
作
成

す
る
人
例
へ
ば
経
済
的
生
産
者
又
は
事
術
的
生
産
者
の
有
す
る
能
力
は
前
者
で
あ
り
、
人
間
枇
舎
に
働
き
か
け
こ

れ
を
善
な
る
人
生
に
通
せ
し
め
ん
と
す
る
賓
践
哲
事
者
の
有
す
る
能
力
は
後
者
な
の
で
あ
る
o

か
く
て
ま
た
「
費

践
」
な
る
語
は
、
本
来
は
マ

Y
ク
ス
ド
'
「
買
践
的
・
批
判
的
活
動
」
と
一
五
へ
る
と
こ
ろ
の
人
間
枇
曾
を
調
象
と
す
る

主
主
喝
術
L
〕
辛
『
V
Y
4
2

什
寅
践
的
理
性
と
の

人
間
的
活
動
に
つ
い
て
用
び
ら
る
べ
き
語
で
あ
ら
う
。
市
し
て
此
意
味
に
於
け
る
寅
設
が
此
「
ア
オ
イ

z
y
j
v
川

の
ア

1
ゼ
』
に
於
て
マ
戸
グ
ス
い
か
特
に
力
説
し
て
ゐ
る

E
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
c

か
く
て
彼
は
進
ん
で
所
謂
唯
駒

論
者
に
封
し
て
突
の
如
く
述
べ
て
居
る
。

「
環
境
と
教
育
と
の
鍾
化
に
闘
す
る
唯
物
論
的
事
設
は
、
環
境
が
人
聞
に
よ
っ
て
費
化
き
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
及

び
敢
育
者
自
身
が
教
育
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
忘
れ
て
居
る
。
」
郎
ら
マ

Y
ク
ス
は
所
謂
唯
物
論
者
の
畑
〈
に

人
聞
が
環
境
よ
り
規
定
さ
る
る
こ
と
を
認
む
る
と
共
に
謹
ん
で
此
人
聞
が
此
環
境
ぞ
麗
化
す
る
と
こ
ろ
の
人
聞
の

貫
践
を
重
じ
て
居
る
の
で
あ
る
。
更
に
彼
は
環
境
の
カ
と
共
に
教
育
の
力
を
重
じ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
此
賠
に

於
て
も
彼
は
草
な
る
唯
物
論
者
で
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
枇
舎
建
革
の
力
と
し
て
も
物
的
な
要
素
と
共
に
意
識
的

な
要
素
を
常
に
重
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
〈
て
マ

Y
ク
ス
は
人
聞
が
一
控
化
き
れ
ん
が
潟
に
は
人
間
の
環
境
が
麓

化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
共
に
致
育
者
が
教
育
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
で
あ
る
。
此
等
の
知
に
於
て
も
彼
は
ギ

経
済
事
由
認
識
主
観
と
し
て
白
一
貫
践
哲
筆
者

第
一
波

第
三
十
四
谷

日目

四
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経
済
宰
の
認
識
主
観
と
し
て
白
一
貫
践
哲
事
者

第
三
十
四
巻

四

第
一
蹴

四

9
シ
ヤ
以
来
の
偉
大
な
賓
践
哲
皐
者
達
と
麗
ら
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
後
に
詳
に
す
る
が
如
〈
、
彼
は
非
人
間

化
さ
れ
た
る
人
聞
を
異
の
人
聞
に
ら
し
め
ん
が
震
に
環
境
を
麓
革
し
数
育
者
を
敷
育
す
る
こ
と
を
以
て
彼
の
一
生

の
使
命
と
し
た
の
で
あ
る
ω

か
く
て
彼
は
日
く
、
「
静
観
的
唯
物
論
、
郎
ち
戚
性
佐
賀
践
的
活
動
と
し
て
把
握
し
な
い
唯
物
論
が
そ
れ
に
到
達

す
る
最
高
な
る
も
の
は
、
市
民
枇
舎
に
於
り
あ
佃
々
の
佃
人
の
直
観
で
あ
る
。
」
「
官
官
き
唯
物
論
の
立
場
は
市
民
枇

合
で
あ
り
、

新
し
き
そ
れ
の
立
場
に
人
間
的
枇
含
ま

r
k枇
合
的
人
類
で
あ
る
。
」
ど
謹
べ
て
居
る
。
後
に
詳
に
す

T

Y
グ
'
ユ
は
此
市
民
一
肱
舎
と
人
間
一
世
舎
と
の
関
係
を
択
の
如
く
仁
考
へ
仁
の
で
あ
J
m
h
-
c

市
民
世
曾
郎

ち
資
本
主
義
枇
舎
は
そ
こ
に
於
て
人
聞
の
意
識
が
物
質
的
諸
勢
力
に
よ
っ
て
自
然
必
然
的
に
支
配
せ
ら
れ
る
自
然

必
然
の
世
舎
で
あ
る
が
、
此
枇
舎
は
資
本
主
義
枇
舎
と
共
に
終
り
を
つ
げ
、
J

以
て
人
間
の
意
識
が
諸
勢
力
を
意
識

;

l

b

 

る
か
免
〈

的
に
統
制
す
る
と
こ
ろ
の
自
由
な
「
人
間
的
批
舎
」
即
ち
「
自
由
の
王
困
」
が
始
ま
る
と
考
へ
仁
の
で
あ
忍
。
従
っ
て

7

u

y

ク
ス
が
蕊
に
新
し
き
唯
物
論
の
立
場
は
人
間
一
祉
舎
で
あ
る
と
一
五
へ
る
は
意
識
が
枇
舎
的
存
在
を
決
定
す
る
立

か
く
て

T

Y
ク
ス
に
於
て
は
異
の
哲
準
的
立
場
な
る
も
の
は
既
に
自
費
し
に
人
聞
の
立

場
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

場
で
め
っ
て
一
肱
合
的
存
在
の
本
質
構
造
を
意
識
し
こ
れ
に
基
い
て
こ
の
枇
舎
を
意
識
的
に
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
も

の
な
の
で
あ
る
。
即
ち
伎
は
失
の
却
く
に
過
べ
て
ゐ
る
。

「
哲
問
中
者
は
世
界
を
理
一
々
に
解
探
し
て
来
た
だ
け
で
あ
る
。
世
界
を
接
草
す
る

S
S
F
2
5
2
E
m
E
こ
と
が

肝
要
で
め
る
o

」
郎
主
こ
こ
に
賓
睦
哲
亭
者
と
し
て
の
彼
の
立
場
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
即
ち
畳
(



の
哲
串
者
な
る
も
の
は
世
界
に
到
し
て
車
に
静
観
的
な
態
度
に
於
て
封
し
て
居
る
も
の
で
は
な
〈
し
て
世
界
を
貫

践
的
に
麗
草
ぜ
ん
と
す
る
者
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

か
〈
の
'
加
担
己
責
践
哲
串
者
的
態
度
は
ギ

p
シ
ヤ
以
来
の
偉
大
な
貫
践
哲
串
者
建
に
於
て
等
し
〈
見
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、

ア
リ
ス
ト
ア
レ
ス
の
賓
睦
理
性
な
る
も
の
も
院
に
か
く
の
如
き
立
場
の
自
費
で
あ
る
こ
と
は
前
越
せ

し
と
こ
ろ
に
て
知
ら
る
る
で
あ
ら
う
。
只
だ
7

Y

ク
ス
に
於
て
は
斯
〈
の
如
き
貫
践
的
立
場
が
異
の
哲
皐
的
立
場

、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、

と
し
て
最
も
招
き
自
費
に
高
め
ら
れ
↑
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
生
の
貫
践
的
本
質
に
却
し
て
生
を
把
握
し
生
な
麓
革

、
、
、
、
、

せ
ん

E
す
る
今
日
の
「
生
の
哲
串
』
色
ま
に
此
立
場
に
立
っ
と
こ
ろ
の
も
の
で
J

の
み
。

か
〈
て

T

Y
グ
ス
は
、

ア

リ

ス
ト
ア
レ
兄
、
ア
ダ
ム
・
子
ミ
ス
、
デ
ィ

Y

タ
イ
等
と
同
じ
〈
「
性
の
哲
朗
申
者
」
で
ふ
る
に
一
五
ふ
こ
と
が
出
来
名
の

で
あ
る
。
か
く
て
今
日
の
哲
串
も
ま
た
鼻
、
の
哲
串
的
立
場
と
し
て
斯
の
如
き
賀
践
的
自
費
の
立
場
を
求
め
つ
つ
あ

る
L
し
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
o

マ

Y
ク
ス
は
か
〈
の
如
き
貫
践
的
自
費
の
立
場
に
立
っ
て
彼
の
軽
糖
串
を
打
立
て
仁
の
で
あ
る
が
故
に
、

カラ

〈

の
如
き
貫
践
哲
串
者
が
彼
の
経
済
撃
の
認
識
主
観
で
あ
っ
仁
の
で
あ
る
。
デ
ィ

Y
タ
イ
も
か
〈
の
如
き
賓
践
的
態

度
に
於
て
異
の
哲
皐
者
の
立
場
と
共
に
r
ま
に
異
の
精
紳
科
串
者
の
立
場
の
存
す
る
こ
左
を
主
張
し
て
ゐ
る
。
即
ち

J
7
4
y
h
p
イ
は
日
〈
、
「
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
!
ム
、
ヵ
ン
ト
の
構
成
し
た
認
識
主
観
の
血
管
の
中
に
は
異
質
の
血
液
で

な
く
し
て
軍
な
る
思
惟
活
動
性
と
し
て
の
理
性
の
薄
め
ら
れ
た
る
液
が
流
れ
て
ゐ
る
」
が
自
分
は
意
志
し
戚
情
し

表
象
す
る
存
在
を
以
て
郎
も
会
人
間
性
を
も
っ
て
哲
撃
の
認
識
主
観
と
す
る
。

「
我
々
が
総
て
哲
皐
に
向
け
ね
ば

経
務
事
由
認
識
主
税
と
し
て
の
寅
践
哲
撃
者

第
三
十
四
巻

四

第
一
蹴

四



経
済
撃
白
認
識
主
税
と
し
て
の
賞
践
哲
皐
者

第
三
十
四
谷

第
一
一
探

四
四

四
凹

な
ら
ぬ
問
題
」
は
こ
の
立
場
に
於
て
答
へ
特
る
。
デ
ィ

Y
タ
イ
は
か

t
の
如
〈
に
述
べ
て
ゐ
る
と
共
ぷ
真
に
「
精
神

語
科
皐
の
中
に
於
て
働
て
居
る
と
こ
ろ
の
把
握
能
力
は
全
人
で
あ
る
。
精
紳
科
皐
に
於
け
る
偉
大
な
る
業
績
は
智

性
の
軍
な
る
強
き
よ
り
出
て
来
る
の
で
は
な
〈
し
て
、
人
格
的
生
命
の
カ
拙
き
よ
り
出
で
来
る
の
で
あ
る
。
.

此
精
神
的
活
動
に
劃
し
て
は
慣
値
判
断
、
理
想
、
方
策
、
規
制
に
於
げ
る
」
貰
践
的
傾
向
が
結
び
付
け
ら
れ
て
居
る
〕

し
し
謹
べ
て
居
る
。
事
貫
我
々
は
艦
橋
間
半
史
上
の
偉
大
な
る
業
積
が
ア
リ
'
月
ト
-
ア
V

ス、

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、

可p

}V 

ク
ー
の
畑
一
き
優
れ
た
る
賞
践
哲
閣
学
者
を
待
っ
て
初
め
て
な
さ
れ
た
る
こ
と
を
見
る
の
で
あ
る
。
か
〈
て
マ

Y

ク
ス

4
n
p
出
此
工
」
ぽ
齢
旬
、

J
F
1
与回、

LHK
フ

-
1え

}
1
1
e
a
s
z
f
f
d
h

》

;
4
2
〉

-

-

ト

t
h
y
c
h
r
j

ラ
、
二

B

ら

1
・ι
t
3

〉

加

園

a
、
，
、
i
‘
:

カ
記
一
言
斗
ゴ
襲
。
唱
E
u
t柑
L
3
I河
4
問
J
V
ト

tq}」
q
F
a
レト

1
J一

p
:ー
に
し
む
1
1
h
μ
2
3
5
1り
経
J1Jd
と
Lr
二
三
じ
た
じ
む

ら
ぬ
。

三
、
マ
ル
ク
ス
に
於
け
る
責
践
の
構
造
と
責
躍
哲
畢
の
課
題

か
〈
の
如
〈
マ

Y
ク
ス
は
世
界
を
盤
草
せ
ん
L
」
す
る
賓
践
哲
朗
宇
者
の
立
場
に
立
っ
て
彼
の
鮭
梼
墜
を
打
立
て
た

の
で
あ
る
が
故
に
こ
の
質
践
哲
串
者
と
し
て
の
彼
の
立
場
を
具
睦
的
に
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
鰹
済
事
は
初
め

て
十
分
に
こ
れ
を
理
解
し
得
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
貫
践
哲
串
者
と
し
て
の
共
瞳
的
立
場
を
知
ら

ん
と
せ
ば
先
づ
世
界
を
盤
革
せ
ん
と
す
る
貫
践
の
構
造
と
こ
れ
が
清
め
の
哲
串
的
課
題
と
を
明
か
に
し

τ置
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
観
念
論
と
唯
物
論
と
を
止
揚
せ
ん
と
す
る
マ

Y
ク
ス
の
立
場
が
更
に
明
か
に
さ
れ
る
o

マ
U
F

ク
ス
に
於
て
は
陛
界
を
襲
革
せ
ん
と
す
る
貫
肢
は
貫
践
の
一
一
種
で
あ
っ
て
、
賀
睦
ど
は
域
性
的
な
貫
在
仁

T>i1thiny. Ges Schrjf. J. S. 38. 



準
重
婁

1
1
1
?

働
き
か
け
こ
れ
を
雄
一
化
せ
し
む
る
戚
性
人
間
的
活
動
で
あ
る
こ
と
は
慨
に
迅
べ
に
の
で
あ
る
が
、
こ
の
戚
性
的
人

間
的
活
動
の
一
最
も
本
源
的
な
而
し
て
最
も
基
礎
的
な
る
も
の
は
自
然
的
責
在
を
封
象
と
す
る
と
こ
ろ
の
艦
、
情
的
生

産
行
震
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
O

(

謹
一
)

而
し
て
こ
の
貫
践
の
構
造
を
彼
は
『
資
本
論
』
第
一
容
の
中
に

失
の
如
〈
分
析
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
「
蜘
昧
は
織
工
の
そ
れ
に
類
似
し
た
作
業
を
行
ひ
、
蜂
は
そ
の
蜂
富
の
建
築

に
よ
っ
て
多
〈
の
人
間
の
建
築
師
を
漸
憐
せ
し
め
る
。
然
し
最
も
拙
劣
な
建
築
師
を
し
て
最
初
か
ら
最
も
巧
妙
な

、
市
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、
、
‘
.
、
.
、
、

峰
に
卓
越
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
人
間
の
建
築
師
は
蜂
寓
を
蝋
で
建
築
す
る
以
前
に
す
で
に
彼
の
頭
の
う

、
、
"
、
、
由
、
、
.
、
.

ち
で
撞
築
し
て
ゐ
る
こ
『
と
で
あ
る
。
労
働
過
程
の
終
わ
じ
は
、
そ
の
始
め
に
際
し
す
で
仁
持
偶
者

ω及
象
の
う
寸
つ

、
.
、
、
、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、

に
、
従
っ
て
概
念
的
に
、
存
在
し
て
ゐ
た
も
の
が
結
果
と
し
て
出
て

t
る
o

彼
は
た
Y
自
然
的
な
も
の
の
慢
強
擾

、
、
、
、

化
を
芯
き
起
す
だ
け
で
は
な
い
、
彼
は
自
然
的
な
る
も
の
の
う
ち
に
同
時
に
彼
の
目
的
を
l
|
|
そ
れ
は
彼
の
意
識

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
・
彼
の
行
震
の
様
式
及
び
仕
方
を
法
則
と
し
て
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
・
そ
し
て
ぞ
れ
は
彼
れ
炉

、

、

.

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

ー

自
己
の
意
志
を
従
属
せ
し
め
ね
ば
な
ら
と
こ
の
ろ
・
彼
の
目
的
を
'
質
現
寸
る
の
で
あ
る
」
却
も
人
間
の
帥
労
働

な
る
も
の
は
、
無
意
識
的
合
目
的
な
る
動
物
の
働
と
は
臭
っ
て
意
識
的
な
る
合
目
的
な
活
動
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

、
、
、

.

.

.
 

っ
て
強
め
入
閣
の
心
中
に
概
念
的
に
在
る
目
的
が
勢
働
手
段
を
通
じ
て
封
象
の
上
に
貰
現
し
封
象
含
盤
化
す
る
。

一
、
合
目
的
な
活
動
そ
の
も
の
、
二
、
崎
労
働
が
働
き
か
け
る
と
こ

ろ
の
封
象
、
お
よ
び
三
、
持
働
が
そ
れ
を
通
じ
て
作
用
す
る
手
段
で
あ
る
」
而
し
て
「
持
働
手
段
B

と
は
、
勢
働
者

が
自
分
と
労
働
劃
象
と
の
聞
に
押
入
れ
る
と
こ
ろ
の
・
そ
し
て
崎
労
働
者
の
に
め
に
は
彼
の
活
動
を
其
劉
象
に
博
へ

か
〈
て
「
勢
働
過
程
の
簡
軍
な
る
諸
契
機
は
、

経
済
撃
の
認
識
主
観
と
し
て
の
貰
践
哲
皐
台

第
三
十
四
谷
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• 

何
料
油
川
県
の
認
識
主
税
と
し
て
の
賞
践
哲
愚
者

第
一
一
一
十
四
巻

第

宮古

二
四
六

二
間
六

る
導
悼
と
し
て
役
立
つ
と
こ
ろ
一
つ
の
物
ま
た
は
諸
物
の
複
合
樫
で
あ
る
。
勢
働
者
は
、
諸
々
の
物
を
他
の
物
の

上
に
権
力
手
段
と
し
て
彼
の
目
的
遇
、
り
に
作
用
せ
し
め
る
仁
め
そ
れ
等
の
物
の
・
-

諸
属
性
を
利
用
す
る
の
で
あ

る
。
」
「
要
す
る
に
崎
労
働
過
程
に
於
て
は
、
人
間
待
働
炉
、
最
初
hr
ら
意
同
き
れ
て
居
だ
持
働
対
象
の
鑓
化
を
、
時
ザ

働
手
段
を
通
じ
て
惹
さ
起
す
の
で
あ
る
。
」

(
註
一
〉
「
最
初
の
岡
山
奥
的
行
鈎
は
、
此
等
の
欲
望
を
滅
尽
す
る
手
段
の
生
産

E

即
ち
物
質
的
生
活
そ
や
も
U

L
生
産
で
あ
る
。
し
か
も
乙
れ
は
人

間
の
命
だ
け
を
ワ
な
「
た
め
に
、
今
日
も
品
川
ほ
、
数
千
年
前
と
同
様
に
、
日
々
刻
々
途
行
苫
れ
ね
ば
な
b
ぬ
一
つ
の
席
史
的
行
矯
で
あ
り
、
日

h

刻
々
充
足
首
れ
れ
ば
な
ら
ぬ
一
切
の
際
皮
め
一
つ
め
根
本
傑
件
で
あ
る
つ
一

此
賞
一
肢
の
構
造
の
分
析
は
ア
リ
ス
ト
ア
V

ス
炉
『
第
一
哲
準
」
に
於
て
人
間
活
動
に
よ
る
生
成
の
構
造
営
自
然
界

に
於
け
る
生
成
と
直
別
し
て
前
者
を
意
識
的
な
る
成
生
で
あ
り
、
後
者
を
無
意
識
的
な
る
生
成
で
あ
る
と
な
し
、

其
構
造
を
説
明
せ
し
と
こ
ろ
と
よ
く
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
前
者
の
構
造
に
就
て
失
の
如
く
に
遁
ぺ
て
ゐ

る
。
「
技
術
か
ら
は
そ
の
形
相
が
技
術
者
の
心
に
あ
る
物
が
結
果
す
る
・
:
然
ら
ぱ
健
康
な
人
ば
以
下
の
如
き
思

惟
の
聯
鎮
の
結
果
と
し
て
生
産
さ
れ
る
。
即
ち
此
事
(
例
へ
ば
白
悼
の
平
衡
な
状
態
)
が
健
康
で
あ
る
が
故
に
、
其

人
が
建
康
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
第
一
に
此
事
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
此
事
が
存
在
す
る
が
震

め
に
は
龍
温
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
聾
者
は
彼
が
自
ら
行
ひ
得
る
最
後
の
段
階
(
例
へ
ば
醤
者
が
摩

に
到
る
ま
で
思
惟
を
進
め
る
。
然
る
後
此
結
よ
り
上
方
へ
の
過
程
、
即
ち

擦
に
よ
っ
て
樫
禍
を
奥
へ
得
る
こ
と
)

健
康
へ
の
過
程
は
成
作
と
云
は
れ
る
。
そ
れ
故
に
或
意
味
に
於
て
は
健
康
は
健
康
よ
り
、
素
材
め
る
健
康
が
成
る

の
で
あ
る
。
生
産
又
は
行
動
に
つ
い
て
一
部
分
は
思
惟
と
呼
ば
れ
他
の
部
分
は
成
作
で
あ
る
。
即
ち
出
費
鮎
た
る

Tbid.円 τ36 邦誇.第五O八頁
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形
相
よ
り
進
む
と
こ
ろ
の
も
の
は
思
惟
で
あ
り
、
而
し
て
思
惟
の
最
後
の
段
階
よ
り
出
費
す
る
と
こ
ろ
の
患
の
は

成
作
で
あ
る
よ
印
ち
こ
こ
に
於
て
も
、

7

Y

グ
ス
の
賓
践
に
於
け
る
が
如
〈
、
働
く
と
こ
ず
り
の
主
曜
と
働
き
か
け

ら
れ
る
封
象
と
雨
者
を
媒
介
す
る
手
段
と
が
あ
っ
て
、
主
韓
に
於
て
意
識
的
に
あ
る
形
相
が
手
段
を
通
じ
て
調
象

に
賞
現
さ
れ
、
こ
れ
を
盤
化
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
ア
リ
ス
ト
ア
V

ス
に
於
て
は
「
思
惟
の
遁
程
i

一E
「
賀
行
の

過
桂
」
と
が
具
惜
的
に
考
へ
ら
れ
且
つ
雨
者
の
匝
別
と
閥
係
と
か
明
に
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
印
ち
「
思
惟
の

過
程
」
に
於
て
は
賓
現
せ
ら
る
ぺ
き
目
的
の
立
場
よ
り
封
象
が
見
ら
れ
、
而
し
て
目
的
を
賀
現
す
る
様
に
内
面
的

、
、
、

目
的
的
に
結
ば
れ
た
手
段
の
系
列
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
こ
れ
貫
践
的
思
惟
の
方
誌
で
め
る
、
か
〈
て
思
催

、
、
、

の
到
達
せ
し
最
後
の
段
階
よ
り
「
賀
行
の
過
程
」
は
始
ま
ち
必
然
的
な
る
系
列
に
於
で
展
開
し
以
て
務
相
を
賓
現
す

る
の
で
あ
る
。

拐
で
以
上
の
賓
践
の
構
造
は
人
聞
が
自
然
を
麓
化
す
る
時
の
質
践
の
構
造
で
あ
る
の
み
な
ら
や
ま
に
世
界
を
護

化
す
る
貫
践
に
於
て
も
そ
の
貫
践
た
る
の
本
質
的
構
造
に
於
て
は
麓
ち
な
い
の
で
あ
る
。
只
だ
祉
脅
的
責
践
に
於

て
は
合
目
的
な
活
動
の
働
き
か
け
る
左
こ
ろ
の
封
象
は
自
然
で
は
な
〈
枇
命
日
白
樫
で
あ
り
、
従
っ
て
合
目
的
な
活

動
が
現
貫
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
形
相
は
世
舎
の
形
相
で
あ
り
、
而
し
で
こ
の
形
相
を
現
賓
枇
舎
に
貫
現
す
る
と

こ
ろ
の
手
段
た
る
動
力
因
は
複
雑
な
る
世
曾
的
の
諸
勢
力
の
複
合
で
あ
る
。
此
鍾
草
者
が
比
諸
勢
力
を
通
じ
て
赴

舎
に
働
き
か
け
る
時
こ
こ
に
彼
の
抱
い
て
居
る
新
な
る
世
舎
の
形
相
が
現
賓
枇
曾
に
賓
現
し
世
舎
が
護
草
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
而
し
て
此
「
貴
行
の
過
程
」
の
前
に
「
思
惟
の
過
程
」
が
な

t
で
は
な
ら
ぬ
。
只
だ
此
舎
的
責
践
に
於
て

縄
海
事
。
認
識
主
観
と
し
て
の
賞
践
哲
事
者

第
三
十
四
巻

第

2虎

四
七

二
四
七

3) ATistoteles， Mataphy削 ca，r03zh以下.此等の駄の説明に就いては捕者『精神
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経
楠
世
思
干
の
認
識
主
観
と
し
て
の
賃
践
哲
撃
者

第
三
十
四
巻

第

罰E

四
A 

四
A 

は
一
枇
曾
の
形
相
色
、
こ
れ
を
貫
現
す
る
手
段
色
、
ま
に
こ
れ
が
そ
れ
に
於
い
て
賓
現
せ
ら
る
べ
き
枇
舎
色
自
然
的

貫
践
の
場
合
と
比
し
て
遣
に
複
雑
で
あ
り
且
つ
重
大
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
等
の
も
の
に
閲
す
る
知
識
は
全
鯉
的

聯
闘
に
於
で
而
し
て
根
本
的
に
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
く
の
如
き
知
識
の
確
立
が
貫
践
哲
皐

、、

者
の
研
究
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
卸
も
一
枇
舎
を
麗
草
せ
ん
と
す
る
も
の
は
先
づ
、
如
何
な
る
究
極
目
的
の
た
め

、

.

、

.

、

.

に
(
目
的
困
)
、
如
何
な
る
所
典
枇
舎
か
ら
(
素
材
附
)
、
如
何
な
る
新
世
舎
か
乙
(
形
相
同
)
、
如
何
な
る
手
段
じ
よ
っ

て
(
動
力
阻
)
質
現
す
べ
き
か
を
哲
串
的
に
究
明
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
が
』
究
明
す
る
「
思

惟
の
過
程
」
が
ア

y
ス
ト

F

ア
レ
ス
の
所
謂
「
賀
践
理
性
」
の
働
で
あ
zω

。
T

Y
ク
ス
も
融
合
を
却
型
車
す
る
い
か
鵡
仁
は

先
づ
同
様
の
「
思
惟
の
過
桂
」
に
於
て
貫
践
哲
串
の
此
等
の
研
究
課
題
s

ど
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

巧。。
か
く
て
貫
践
哲
曲
学
者
の
研
究
課
題
は
ア
η
ノ
ス
?
プ
レ
ス
に
於
て
も

?
y
ク
ス
に
於
て
も
同
一
で
あ
る
が
貫
睦
哲

事
者
に
る
立
場
の
具
標
的
相
違
は
此
等
の
も
の
に
闘
す
る
見
解
の
相
違
よ
h
来
る
の
で
あ
る
c

故
に
こ
れ
等
の
駐

に
閲
す
る

?
y
ク
ス
の
見
解
を
明
に
す
る
時
、
我
々
は
こ
こ
に
初
め
一
て
T

Y
ク
ス
粧
梼
皐
の
認
識
主
観
と
し
て
の

貫
践
哲
聾
者
の
立
場
を
具
陸
的
に
知
る
こ
『
ど
が
出
来
忍
の
で
あ
る
。
而
し
て
「
?
y
ク
ス
が
初
め
て
彼
の
牌
来
の

哲
串
の
基
本
原
理
を
表
明
し
た
」
と
一
五
は
る
る
「
濁
悌
年
誌
』
の
中
の
諸
論
文
に
於
て
、
彼
は
初
め
て
質
睦
哲
事
者

と
し
て
の
具
睦
的
立
場
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
が
故
に
、
我
々
は
以
下
こ
れ
を
中
心
と
し
て
賀
践
哲
早
者
と
し
て

の
?
y
ク
ス
の
立
場
を
具
鯉
的
に
明
か
に
し
よ
う
。

ア 9;:;<トテレスの四原因は本来人間的資践の構造より来るものであり.従ワ
で精紳科撃の根本範時たるべきものである・ J止に脅しI!J果関係は自然科~~白
根本範闘志であるべきである.
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目
、
責
践
哲
畢
者
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
の
立
場

被
は
先
づ
眼
前
に
「
非
人
開
化
さ
れ
た
世
界
L

を
見
而
し
て
こ
れ
を
異
の
人
間
の
世
界
に
解
放
し
な
け
れ
ば
と
ゐ
つ

ぬ
と
戚
じ
た
の
で
あ
る
。
卸
ち
彼
は
日
〈
、

「
奮
き
世
界
が
俗
人
に
属
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
異
賓
で
あ
る
。

勿
論
彼
俗
人
が
世
界
の
主
で
あ
る
の
は
、
た
だ
岨
最
が
屍
鰻
に
蔓
る
慌
に
、
そ
の
仲
間
と
共
に
世
界
を
満
た
し
て

ゐ
る
か
ら
そ
う
で
あ

J

る
ま
で
の
事
だ
。
そ
れ
故
に
此
等
の
主
人
達
の
仲
間
ほ
若
干
の
奴
隷
で
さ
へ
あ
れ
ば
い
v

い
の

V

し
め

J

J

り
.
ぞ
れ
で
奴
隷
の
持
主
共

ι白
山
で
あ
る
ゲ
喪
し
な
い
。
若
し
彼
等
が
そ
の
土
地
及
び
人
民
な
財
産
と
し

て
居
る
に
め
に
優
越
的
意
味
で
主
人
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
彼
等
は
や
は
り
そ
の
人
民
蓮
に
劣
ら
や
信
人

で
め
一
る
。
人
閉
そ
れ
は
精
神
的
存
在

1

全
g
m円

g巴
m
n
t〈
2
2乙
で
あ
り
、
自
白
人
で
あ
る
べ
き
で
あ
つ
に
。
雨
者

と
も
凡
人
で
あ
る
こ
と
を
慾
し
な
い

c
i

人
聞
の
白
己
域
情
、
郎
ち
自
由
主
g
F
F弘
明
室
岡
Z
g
一Z
E
R
U
m
p

〔
-
一
町
一
明
『
叩
一
宮
山
門
)
は
こ
の
人
聞
の
胸
中
に
於
て
始
め
で
再
び
覚
醒
せ
ら
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
:
:
こ
の
戚
情
の
み

と
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
」
と
越
ぺ
て
居
る
。

が
、
こ
の
世
曾
を
再
び
人
類
の
最
高
の
目
的
の
た
め
の
共
同
鯉
:

、.、.

こ
こ
に
我
々
は
人
間
的
自
由
の
魚
め
に
(
目
的
国
)
世
界
を
静
一
革
し
人
類
を
解
放
せ
ん
L
」
す
る
マ

Y
ク
旦
の
強
き
白

由
の
戚
情
を
見
る
。
こ
の
強
き
人
道
的
戚
情
よ
り
彼
は
其
一
生
を
人
類
解
放
の
清
め
に
捧
げ
査
し
た
の
で
あ
る
つ

彼
は
ア
9
ス
ト
ア

V

ス
等
に
於
け
る
と
同
じ
く
人
聞
の
債
値
を
以
て
人
聞
が
異
に
人
間
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
考

終
確
叫
撃
の
認
識
主
観
と
し
で
の
資
践
哲
問
中
者

第
三
十
川
胞
を

~'l 
九

白1

日比

W'l 
1u 
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将
神
田
宇
の
認
識
主
概
と
し
て
の
賞
践
哲
皐
者

第
一
一
-
十
四
巻

第

:5)JE 

五
O 

:Ji 
O 

へ
七
の
で
あ
る
。

而
し
て
人
間
の
本
質
を
精
神
的
存
在
と
考
へ
た
る
が
故
に
こ
の
人
聞
の
精
神
的
能
力
を
白
白
に

費
展
せ
し
り
る
こ
と
を
以
て
人
間
の
異
の
債
値
で
あ
る
と
考
へ
だ
。
彼
が
『
「
ィ
チ
ェ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
於
て
人

間
的
自
由
(
缶
百
℃

3
0
2
F
r
F
2一
戸
市
三
と
一
五
ふ
て
居
る
の
も
ま
た
こ
れ
で
め
る
c

而
し
て
こ
の
考
へ
は
軍
に
彼

の
初
期
の
思
想
た
る
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
『
資
本
論
』
第
三
容
の
『
自
由
の
王
闘
」
の
中
に
「
そ
れ
自
身
目
的

た
る
人
間
的
能
力
の
俊
展
」
(
己
芯

5
2印円一回一一円プ円]丙
E
P
B
Z
R
E三
m
u
(一
克
己
乙
二
一
山
中
子
宮
忘
れ
一
h
m
-
5
と
一
足
?
叫

も
同
様
な
る
意
味
で
あ
る
。
此
貫
漣
の
目
的
問
に
於
て
彼
は
ア

y
ス
ト
-
プ
レ
ス
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
等
と
盤
は
な
い

、
ノ
コ
-
ヘ
ノ
，
、
J
O

パ
〉
〆
J

l

J
バ
M
d
J
q

Ha
フ

E
こ
比
}
く
こ

3
;
町
'
、

p

j

由
回

1
作
目

l
L
y
h
/
十

l
f
t
i
b
〈

7

え
り
苦
刊
誌
立
礼
子
り
1
1
内川

7
q
z
k
H戸
pak
司芳

3
J台
、
d

d

/

し

尽

I
m
S
4
E
R一「ぃ

t
p
f
E
r
i
-
-
k
ノ

F
'
J
4
ノ
F
ト

l
i
-
-
7、
，

ス
ト
ア
V

と
こ
ろ
の
も
の
即
ち
人
間
善
で
あ
っ
七
の
で
あ
り
、

ま
に
ス
ミ
ス
の
賓
践
哲
皐
の
目
的
困
は
「
人
聞
の
幸
一
珊
と
完

成
」
(
己
5

F
宅
宮
内
田
山

E
L
』出手円円一
Q

E

C
『

h
H
5
2
)
で
あ
っ
て
、
そ
の
何
れ
も
要
す
る
に
人
間
の
人
聞
と
し
て
の

本
性
を
完
成
す
る
こ
と
に
盛
り
な
い
の
で
あ
る
。
唯
だ
濁
逸
理
想
主
義
に
結
ば
つ
七
7

Y
ク
ス
は
、
ま
七
反
動
的

時
代
に
生
き
て
彼
自
分
も
反
動
の
臨
時
追
を
受
け
つ
つ
あ
り
し
彼
は
、
こ
れ
を
「
自
由
」
問

E
r尽
な
る
語
を
以
て
現

エ
ン
グ
U
Y

ス
が
『
ア
シ
ア
ィ

ら
は
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
自
由
な
る
も
の
は
内
面
的
自
由
で
あ
っ
て
、

デ
ユ

l
y
y
グ
』
の
中
に
必
然
を
白
畳
す
る
こ
と
が
自
由
で
あ
る
と
云
ひ
し
手
段
に
闘
す
る
外
面
的
自
由
と
は
明

に
区
別
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

?

u

y

ク
ス
は
初
期
に
於
て
は
此
人
間
的
自
由
を
主
主
し
て
濁
逸
国
民
に
つ
い
て
考

へ
て
居
た
の
で
あ
る
が
程
な
〈
全
人
類
に
つ
い
て
考
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
彼
の
貴
践
哲
率
の
目
的
因
は

会
人
類
の
自
由
で
あ
る
左
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
後
に
明
に
す
る
が
如
〈
彼
の
経
梼
撃
の
直
接
の
目
的
困
は
プ
官

Marx=EngeJs Archrv. 1. S. 386. 
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V

タ

y
ア

1
ト
に
惜
級
意
識

aZ血
(
へ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
而
も
そ
の
究
極
の
目
的
問
は
、
此
彼
の
賃
設
営
準
の
目

的
問
た
る
全
祉
舎
、
全
人
類
の
自
由
で
あ
る
。

か
く
て
彼
は
人
類
金
曜
の
自
由
の
震
に
非
人
開
化
さ
れ
だ
る
現
賓
世
界
を
人
間
的
な
る
新
な
る
世
界
に
盛
草
ぜ

ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
伎
は
こ
の
新
な
枇
命
百
(
形
相
凶
)
が
如
同
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、
去
に
現
在
の
信
枇

合
よ
り
こ
の
新
枇
曾
に
至
る
べ
き
手
段
(
動
力
問
)
の
何
で
あ
る
べ
き
か
を
宰
想
的
に
濁
断
ぜ
や
こ
れ
を
此
種
革
ぜ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、

ら
る
べ
き
喜
一
位
舎
即
ち
現
貫
一
枇
命
訂
(
素
材
困
)
の
分
析
の
中
に
求
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
日
〈
「
改
革
家
の

同

叫

こ

印

止

命
J

正向

'KE示リ
ι
A
b
b凶
却
下
町
hqr
下
コ
二
ー

;
1
7
3
こ
ト
ぃ
・
〉
下
、

日

H
i
一
白
河
点
目
4
J
t
p
b
q
a
リ
月
ム
日
、
サ
パ
押
川
、
つ

μ
J
J
3
4
1
t
l
L
:
ι
」h

ヲ

卒
、
L
J
t
コ
'
〕
う
工
芸

4

士
、
「
ト
?
と
式
ふ
こ
L
一
一
に
つ
い

ノイ
d

J

て
何
等
的
確
な
見
解
を
も
た
な
い
事
を
自
ら
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
ふ
ら
う
と
は
去
へ
、

我
々
が
世
界
を

濁
断
的
に
見
込
づ
け
十
に
奮
旺
界
の
批
判
の
中
か
ら
始
め
て
新
世
界
を
鷲
見
し
ゃ
う
と
す
る
こ
と
は
、
叉
正
し
き

新
傾
向
の
長
所
で
あ
る
叫
」
と
遁
ぺ
て
居
る
o

即
ち
こ
こ
に
彼
は
所
謂
空
想
枇
合
主
義
に
封
し
て
自
己
を
同
別
し
て

居
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
日
〈
「
未
来
の
構
想
と
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
劃
し
て
用
意
周
到
な
る
事
と
が
我
々
の
輿
hノ

知
る
所
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
愈
々
我
々
が
現
在
矯
し
蓬
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
が
篠
宮
な
津
で
あ

る
。
私
は
一
切
の
現
存
せ
る
も
の
の
限
倍
な
き
批
判
が
そ
れ
で
あ
る
し
し
思
ふ
が
、
こ
の
般
借
な
さ
左
一
五
ふ
の
は
、

批
判
が
そ
れ
の
結
果
に
謝
し
て
虞
を
暁
じ
な
い
と
一
五
ふ
煮
味
で
あ
る
?
と
共
に
、
現
存
活
権
力
と
の
衝
突
に
封
し
て

も
や
は
り
同
じ
く
虞
を
域
じ
な
い
と
一
五
ふ
意
味
で
あ
る
c
」
と
遁
べ
て
居
る
。

こ
こ
に
我
々
は
彼
が
後
に
『
経
済
串

批
判
』

の
序
言
に
於
て
「
科
準
の
入
口
に
は
、
地
獄
の
入
口
と
同
じ
ゃ
う
に
、
夫
の
要
求
が
掲
げ
ら
れ
ね
ぽ
な
ら

経
湾
撃
の
認
識
セ
制
酬
と
し
て
の
貸
践
哲
曲
学
者

第
一
一
-
十
川
島
甘

目高

説

一・

4
LI
 

-
11. 
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続
品
開
撃
の
認
識
主
観
と
し
て
の
寅
践
哲
事
者

第
二
一
十
問
答

五:

二
五
二

ぬ
。
『
こ
こ
に
一
切
の
疑
問
を
棄
て
ね
ば
な
ら
ぬ
、

第
一
披

一
切
の
怯
怖
が
こ
こ
に
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
。
』
」
と
せ
し
L
」
同
じ

精
神
を
見
る
の
で
あ
る
。

か
〈
て
彼
は
此
現
貫
枇
舎
を
大
腔
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
此
枇
舎
を
非
人
間
化
し
居
る
原
問
を
突
き
留
め

ん
と
し
に
の
で
あ
る

J

非
人
間
化
せ
る
枇
舎
を
人
間
化
せ
ん
と
せ
ば
、
先
づ
此
枇
舎
を
非
人
間
化
せ
る
原
悶
を
明

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
伎
は
こ
れ
を
此
枇
舎
の
資
本
主
義
的
経
済
構
造
に
於
て
見
た
の
で
あ
る
。
即
ち

近
代
革
命
は
「
市
民
枇
舎
の
唯
物
主
義

2
2
F
=
2・E
g
-
H
H
E
r
-
2
E『
m
n
E
n
F
S
F
E
Z
-
5
3
の
完
成
で
あ

政
治
的
柁
惜
の
倣
肢
は
同
昨
に
市
民
枇
併
の
利
己
的
精
一
柳

F
E
r
n
E
S
を
束
縛
し
て
ゐ
仁
所
の
紐
帯
の
撤
康
で
あ
っ
た
。
」

コニ
O

J

、サ
j

f ヘ
EL 
r; 

• 
《

rし
m
Cド
U
Hロ』い
n
Zれ

、J
、
白
一
令
、
“

J
t

ccupcc cr 
F 

-， 
(~I 
m -， 
←一
回

n 
ー-.. 
0.; 

か
〈
て
一
枇
合
金
鰹
が
、

コ
ダ
ヤ
主
義
化
さ
れ
唯

物
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
印
ち
「
猶
太
哉
の
世
俗
的
な
基
礎
は
何
で
J

の
る
子
。
質
際
的
要
求
、
利
慾
で
あ
る
。
猶

太
人
の
世
俗
的
な
暗
拝
は
何
で
あ
る
か
c

暴
利
を
貧
る
こ
と
で
ふ
る
。
般
の
世
俗
的
な
紳
は
何
で
あ
る
か
。
金
銭

で
あ
る
。
然
ら
一
ぱ
よ
し
?

暴
利
と
合
銭
と
よ
り
の
解
放
、
そ
れ
故
に
貫
際
上
の
現
賓
の
猶
太
数
よ
り
の
解
放
が

我
々
の
時
代
の
自
己
解
放
で

J

の
る
じ
と
述
べ
て
居
る
。
即
も
近
代
革
命
は
経
隣
的
活
動
を
中
世
的
な
る
束
縛
よ
り

解
放
し
た
の
で
あ
っ
て
、
か
〈
て
放
た
れ
た
る
白
由
奔
放
な
る
経
蹄
的
利
盆
追
求
の
活
動
は
資
本
主
義
的
世
舎
を

も
た
ら
し
枇
舎
全
躍
を
物
化
し
す
る
に
支
っ
た
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
一
る
。
而
し
て
こ
こ
に
先
づ
注
意
す
べ
き
こ

と
は
7

Y
ク
ス
が
後
に
至
h
，

E
に
明
確
に
す
る
所
謂
「
唯
物
史
観
」
の
考
の
骨
子
を
既
に
こ
こ
に
示
め
し
て
居
る
の

で
あ
る
。
郎
ち
「
枇
曾
の
経
済
的
構
造
」
た
る
も
の
は
そ
の
上
に
一
切
の
人
間
生
活
が
打
立
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
畳
一

l¥Jan:. ZIJT TZritiJ.:: deγpolitischen Olamomic， h町、on Kautsky Vonvo了t. S 
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灘
署
富

5
1
!

賓
の
基
礎
」
室
内
同
J
Z
F
Z
戸
山
一
乙
で
あ
っ
て
此
「
物
質
的
生
活
の
生
産
の
仕
方
は
、
枇
舎
の
、
政
治
の
、
及
び
精
神

的
の
生
活
諸
過
程
一
一
粧
を
制
約
す
る
叫
」
而
し
て
此
「
経
済
的
基
礎
の
建
勤
に
つ
れ
、

E
大
な
る
上
層
建
築
の
組
て

は
、
め
る
ひ
は
徐
々
に
、
あ
る
ひ
は
急
蓮
に
盤
革
す
る
。

1

一
と
一
五
ふ
唯
物
史
観
の
思
想
が
慨
に
こ
こ
に
其
骨
子
に
於

て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
陛
界
を
詩
型
革
ぜ
ん
と
す
れ
ば
こ
の
枇
舎
の
経
済
的
構
造
を
盤
草
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
〈
の
如
〈
マ
戸
ク
ス
に
於
て
は
経
済
枇
舎
の
持
煙
草
L
」
全
枇
舎
の
踏
峰
子
早
と
が
構
造
一

的
に
結
ぼ
っ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
伎
が
盛
革
せ
ん
す
る
本
来
の
封
象
は
枇
命
日
全
瞳
の
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
う
ミ
ス

等
ド
於
て
は
凡
ら
れ
ぬ

f
y
グ
ス
ヘ
り
特
色
で
あ

'1

A
-此
枇
舎
の
資
本
主
義
的
な
る
粧
樺
的
構
造
が
止
揚
せ
ら
る
る
な
ら
ば
、
此
上
に
立
つ

τ居
た
と
こ
ろ
の
物
化

せ
る
金
一
枇
曾
は
止
揚
せ
ら
れ
、
か
く
て
「
人
間
世
舎
の
前
史
一
は
持
金
つ
げ
人
類
は
人
間
ベ
枇
A

舎
に
進
み
入
る
こ
と
L-

な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
人
間
世
舎
と
は
「
自
由
の
王
副
」
で
あ
っ
て
そ
れ
は
現
貫
在
を
分
析
す
る
こ
主
に
よ
っ
て
哲

皐
者
に
知
ら
れ
哲
事
者
の
意
識
に
於
で
祉
曾
獲
革
の
形
相
因
を
な
し
建
革
の
完
成
に
よ
っ
て
賓
現
ぜ
ら
る
る
と
こ

7
u
y

ク
ス
は
『
資
本
論
」
第
三
指
令
に
於
て
此
「
自
由
の
王
国
」
を
究
の
知
〈
に
通
-
べ
て
ゐ
る
。
「
自

由
の
王
幽
は
、
傍
儀
な
き
必
然
と
外
部
的
合
目
的
性
と
に
依
っ
て
決
定
さ
れ
る
持
働
い
か
存
在
し
な
く
な
っ
七
蕗
に

、
貰
際
初
め
て
開
始
さ
れ
る
。
随
っ
て
そ
れ
は
営
然
最
密
な
意
味
で
の
物
質
的
生
産
の
彼
岸
に
存
在
す
る
罪
で
あ

る
。
:
・
・
こ
の
方
面
(
物
質
的
生
産
)
の
自
由
な
る
も
の
は
、
枇
舎
化
さ
れ
七
人
類
が
、
相
互
結
合
し
に
生
産
者
達

ろ
の
も
の
で
あ
る
。

が
、
自
然
封
自
然
聞
の
代
謝
機
能
の
た
め
の
一
の
盲
目
的
な
力
に
依
つ
て
な
さ
れ
る
如
く
支
配
さ
る
る
こ
と
を
や

経
潜
事
の
認
識
主
税
と
し
て
の
貧
践
哲
撃
者

第
一
一
一
十
四
谷

五

道
一
蹴

五

}fo.rx. Kritik. S. LV邦薄第七二頁



粧
部
撃
の
認
識
主
観
と
し
て
の
笈
践
哲
郎
十
者

第

自主

第
三
十
四
谷

二
五
四

二
五
四

め
、
こ
わ
作
を
合
理
的
に
規
制
し
彼
等
の
管
理
の
下
に
置
き
、
最
少
の
力
の
支
出
と
、
彼
等
自
身
の
人
間
性
に
最
も

相
躍
し
き
最
も
趨
営
し
七
詰
保
件
と
を
以
て
、
こ
の
機
能
を
行
ふ
こ
と
以
外
の
慮
に
は
存
し
得
な
い
。
け
れ
E
も

そ
れ
が
必
然
の
同
士
る
こ
と
に
は
盛
り
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
必
然
酬
の
彼
岸
に
、
ぞ
れ
自
身
目
的
と
さ
れ
る

人
間
的
能
力
の
後
展
が
、
異
の
自
由
の
王
凶
炉
開
始
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
自
由
闘
は
、
か
の
必
然
の
闘
の
悲

.
礎
の
上
に
の
み
開
花
し
特
る
の
で
め
っ
て
、
勢
働
日
の
短
縮
と
一
五
ふ
こ
と
が
、
そ
の
根
本
保
件
と
な
っ
て
居
る
。
」

即
ち
資
本
主
義
的
評
梼
杭
遣
が
打
破
せ
ら
れ
人
間
の
鰹
跨
生
活
が
合
理
化
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
こ
の
合
理
化
さ
れ
た

粧
腕
的
恭
礎
の
上
に
肘
て
、
マ
戸
ク
ス
が
枇
命
同
趣
革
の
目
的
問
土
し
に
と
こ
ろ
の
「
そ
れ
自
身
目
的
と
ち
れ
る
人

間
的
能
力
の
接
展
」
ド
溶
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
次
に
此
経
済
枇
舎
又
は
市
民
一
枇
舎
を
打
破
し
一
肱
舎
を
盤
革
す
る
手
段
仁
る
劃
力
囚
は
何
虞
に
存
す
る
か

一
か
現
世
曾
の
分
析
に
於
て
明
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
資
本
主
義
一
粧
台
又
は
市
民
世
舎
は
資
本
家
炉
支
配
し
て
居
る

枇
舎
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
を
時
間
革
す
る
者
は
資
本
家
階
級
を
止
揚
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
〈
で
は
な
ら
な
い
。

而
し
て
此
資
本
家
階
級
を
止
揚
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
こ
れ
を
止
揚
す
る
こ
左
に
満
身
の
闘
心
を
有
す
る
一
群
の

人
々
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

マ

Y
ク
ス
は
か
か
る
一
群
の
人
々
を
順
々
に
検
討
し
に
後
に
初
め
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

ー
ト
に
於
て
こ
れ
を
見
出
し
に
の
で
あ
る
。
郎
ち
「
解
放
の
積
極
的
可
能
性
は
何
慮
に
存
し
て
居
る
か
、

E
-

答

は
究
の
如
く
で
あ
る
。
自
己
な
枇
曾
爾
憐
一
切
の
領
域
よ
り
解
放
す
る
と
共
に
枇
舎
の
爾
除
一
切
の
領
域
を
も
解

放
し
て
や
ら
十
ド
は
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
捺
な
、
そ
れ
を
一
一
一
一
日
で
表
せ
ば
、
人
聞
の
完
全
な
喪
失

1) Mon. Das Kapital III. 2. (von Engels) S. 335 造改枇版『資本論』第三容下
第三宝1.八一九頁.



で
あ
h
随
っ
て
只
、
人
聞
の
完
全
な
取
戻
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
様
な
一
領
域
を
作
り
上
る

こ
と
で
あ
る

J

斯
の
如
き
枇
舎
の
解
消
'
ゲ
二
の
特
別
な
身
分
と
し
て
な
す
も
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
c
」

即
ち
プ
ロ

V

タ
9
ア

l
ト
は
資
本
家
階
級
よ
り
直
接
に
極
度
に
座
遁
さ
れ
て
居
り
従
っ
て
自
己
を
解
放
す
る
と
共

に
金
簡
を
解
放
せ
ぎ
る
を
得
な
い
人
々
で
あ
る
。
蕊
に
彼
が
、
こ
れ
ま
で
の
質
践
哲
準
に
於
て
は
面
倒
を
見
て
や

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
階
級
と
考
へ
ら
れ
し
プ
ロ
V

タ
ソ
ア

1
ト
を
以
て
か
く
「
全
解
放
運
動
の
推
進
機
」
と
せ
し
こ
と

、

、

、

、

、

、

、

.

、

‘

、

、

、

、

、

.

、

、

り

は
彼
の
質
践
哲
率
的
立
場
の
最
も
特
色
あ
る
鮎
で
あ
っ
て
「
此
見
解
は
結
封
に
マ

Y

ク
ス
的
見
地
で
あ
〆
る
」
と
一
五
は

る
所
以
で
あ
る
の
而
し
て
誌
に
彼
は
貴
族
ー
と
プ
Y

ジ
ヨ
ア
ジ
イ
の
剖
立
に
よ
る
細
川
関
西
刊
革
命
の
桝
遣
な
産
業
革
命

の
結
果
と
し
て
現
れ
し
資
本
来
階
級
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
の
調
立
に
適
用
し
以
て
資
本
主
義
枇
舎
の
革
命
の

構
造
を
考
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。
而
も
正
統
皐
振
経
済
亭
は
個
人
の
利
己
心
に
訴
へ
て
枇
舎
の
運
行
を
考
へ
仁
の

で
あ
る
が
マ

Y

ク
ス
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
的
利
己
心
に
訴
へ
て
赴
舎
の
器
展
を
考
へ
ん
と
せ
し
こ
と
も

注
意
す
弔
べ
き
で
め
る
。

而
も
此
プ
ロ
レ
夕
刊
ノ
ア
階
級
を
鼻
、
に
解
放
階
級
に
ら
L
め
ん
が
震
に
は
こ
れ
に
理
論
念
輿
へ
て
こ
れ
か
}
自
覚
せ

し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
〆
る
。
郎
ち
「
物
質
的
抑
制
力
は
物
質
的
強
力
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
乍
ら

理
論
も
亦
、
そ
れ
が
大
衆
を
把
握
す
る
や
否
や
物
質
的
強
力
と
な
る
」
「
哲
撃
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
中
に
そ
の

、

、

、

、

、

叫

物
質
的
武
器
を
見
出
す
と
等
し
く
、
プ
ロ
V

夕
刊
ノ
ア

1
ト
は
哲
皐
の
一
中
に
伎
の
精
神
的
武
器
を
見
出
す
c

」
か
く
て

「
此
解
放
の
頭
脳
は
哲
準
で
あ
り
其
心
臓
は
プ
ロ
レ
タ
ワ
ノ
ア

l
ト
で
あ
る
。
哲
皐
は
プ
ロ
レ
タ

y
ア
l
ト
の
止
揚

経
済
墜
の
認
識
主
裁
と
し
て
の
貰
践
哲
皐
者

第
一
蹴

第
コ
一
十
四
巻

E 
ヨi

ヨ'i~

ヨi
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絞
皿
附
由
丹
市
の
認
識
主
税
と

L
て
己
責
践
哲
撃
者

認
F

一
十
川
谷

A

L

4

、

一-
J
J
J
S
F

;-:.'r 
3司3

lJI!t 

」

-
4
L
a

、

一コ
J

J

'

な
く
し
て
は
貫
現
3
る
る
こ
止
は
出
来
な
い
し
、
プ
ロ
レ
タ
ソ
ア

1
ト
は
哲
郎
γ

の
質
現
な
く
し
て
は
自
分
を
止
揚

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
一
切
の
内
的
保
件
が
充
さ
れ
た
昨
に
:
-
復
活
の
日
は
ゴ

l
y
の
椎
鶴
の
高
鳴
き
に
よ

ワ
て
告
げ
ら
れ
る
で
め
ら
う
c
p
一
即
ち
?

u

y

ク
ス
に
於
て
は
、
「
自
由
の
王
同
」
は
自
覚
せ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に

よ
b
初
め
て
賓
現
せ
ら
れ
る
の
で
め
る
。
依
っ
て
「
自
由
の
一
王
幽
」
が
貫
現
す
ら
れ
ん
が
震
に
は
、
先
一
つ
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
が
白
壁
3
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
こ
の
鴻
に
は
プ
甘
レ
夕
刊
y

プ
l
ト
に
解
放
階
級
と

L
て
の
白
莞
を

輿
ふ
る
と
こ
ろ
の
理
論
が
打
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
予
コ

か
く
て
此
理
論
を
打
立
て
る
こ
と
が
質
践

哲
皐
者
と
し
て
の
7
u
y

ク
ス
の
先
づ
一
第
一
の
依
命
L
L
な
っ
亡
の
で
ふ
る
。
而
し
て
こ
の
理
論
が
印
ち
彼
の
鰹
梅
準

及
唯
物
史
観
で
あ
る
。

か
く
て
「
資
本
論
』
は
資
本
主
義
世
舎
を
分
析
し
そ
こ
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ノ
ア

1
ト
が
プ
Y
ジ
ヨ

ア
階
級
を
止
揚
し
「
白
白
の
玉
岡
」
に
至
る
べ
き
機
構
を
明
に
せ
ん
と
し
た
も
の
で
め
ち
。
一
向
し
て
唯
物
史
親
は
蛭

慎
一
肱
舎
の
盤
輩
に
件
ふ
一
祉
曾
全
睦
の
鐘
革
の
構
造
を
一
不
め
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
以
上
の
分
析
を
省
る
に
そ
れ
は
前
週
せ
じ
ア

y
ス
ト
-
プ
レ
ス
の
貫
践
の
例
に
於
げ
る
と
同
様
な
る
目
的
的
分

析
で
あ
る
。
却
も
彼
は
人
間
的
自
由
の
世
曾
の
賞
現
の
矯
め
に
現
枇
舎
を
目
的
的
に
分
析
し
、
こ
れ
を
物
化
せ
弓

原
因
を
経
済
枇
舎
に
見
従
っ
て
世
舎
を
鑓
革
す
べ
き
原
因
を
経
済
世
舎
の
控
革
に
於
て
見
、
経
梼
一
吐
舎
の
鍾
草
の

原
悶
を
責
本
家
の
止
揚
に
見
、
資
本
家
止
揚
の
原
岡
を
勢
働
者
階
級
の
結
成
に
見
、
而
し
て
勢
働
者
階
級
結
成
の

原
因
を
業
哲
畢
の
確
立
に
見
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ア

P
ス
ト
ア
レ
ス
の
所
謂
「
思
惟
の
過
程
」
な
の
で
あ
る
。
此

「
思
惟
の
過
程
」
の
到
達
せ
し
最
後
の
段
階
は
哲
療
の
確
立
で
め
っ
て
、
こ
れ
は
彼
が
一
枇
舎
建
革
の
潟
め
に
直
接
に

同書同頁.



働
畢
軍
竃
鉱
串
争
認

-
Z錯

し
得
べ
き
'
と
こ
ろ
の
も
の
で
み
の
る
。
而
し
て
此
知
に
「
貫
行
の
過
程
」
は
始
ま
る
の
で
あ
る
。
印
ち
A
1
こ
の
哲
串

が
、
打
立
て
ら
れ
こ
れ
が
勢
働
者
階
級
に
輿
え
ら
れ
る
な
ら
ば
此
階
級
が
自
費
し
、

h
y
〈
て
資
本
家
階
級
を
止
揚

し
、
こ
こ
に
「
自
由
の
王
国
」
が
貫
現
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
明
に
さ
れ
し
マ

Y
ク
ス
の
貫
践
哲
皐
者
と
し
て
の
立
場
b
パ
二
括
し
て
云
ふ
な
ら
ば
、
人
間
的
自
由
の
矯

め
に
(
目
的
因
)
、
現
買
の
資
本
主
義
的
批
曾
よ
り
(
素
材
困
)
、
「
自
由
の
王
国
」
を
(
形
相
因
)
、
プ
ロ
レ
タ

y
ア
ー

ト
k
此
を
自
費
せ
し
な
ぺ
き
哲
準
と
に
よ
っ
て

(
動
刀
困
)
貫
現
ぜ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
彼
の
軽
漉
準

「
資
本
論
』
は
此
賓
践
哲
事
者
マ
グ
ク
只
い
か
此
プ
U

レ
タ
n
ノア

1
ト
を
自
覚
せ
し

U
ず
心
筋
め
の
串
と
し
て
打
立
た
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。五

、
マ
ル
ク
ス
の
賓
躍
哲
畢
者
と
し
て
の
立
場
の
マ
ル
ク
ス
纏
漕
畢

理
解
に
劃
す
る
量
義

以
上
に
於
て
明
に
せ
し
が
如
く
、

守
山
川
ク
ス
の
経
梼
皐
は
ア
η
ノ
ス
ト
-
プ
レ
ス
並
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
経
携
帯
と

同
じ
〈
、
貫
践
哲
拳
者
が
貰
践
哲
畢
の
一
部
と
し
て
打
立
て
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
故
に
此
経
済
血
干
の
理
解

は
、
此
貫
践
哲
皐
者
と
し
て
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
七

?
y
ク
ス

経
済
串
の
特
異
性
も
マ

Y

グ
ス
の
貫
践
哲
曲
学
者
と
し
て
の
立
場
の
特
異
性
よ
り
の
み
初
め
て
理
解
し
得
る
の
で
あ

る
。
而
し
て
マ
w
y

ク
ス
の
貰
践
哲
皐
者
左
し
て
の
立
場
の
決
定
的
な
る
特
異
性
は
、
こ
れ
ま
で
被
救
済
階
級
左
考

へ
ら
れ
来
り
し
勢
働
者
階
級
自
瞳
を
全
世
舎
の
救
済
階
級
で
あ
る
と
し
た
黙
に
あ
る
の
で
あ
る
。

h
y
t
て
彼
の
鰹

ニ
挫
務
畢
由
一
認
識
主
視
と
し
亡
白
貸
践
哲
皐
者

第
三
十
四
巻

二
五
七

第
一
一
務

二
五
七

• 



Z
E轟
H
E
f
t
Z
4
Z
昌
三
恵
・
-
』
で

r
貰・
b
R
F
F
」撃去一

第
一
-
一
十
開
門
拳

第
-
一
荻

二
五
へ

二
五
八

済
学
は
此
プ
ロ
レ
タ

y
ア
1
ト
に
解
放
階
級
と
し
て
の
自
費
を
奥
へ
る
鴬
め
に
、
資
本
主
義
枇
舎
の
中
に
プ
官
V

タ
9
ア

1
ト
が
資
本
家
階
級
を
止
揚
し
「
自
由
の
王
国
」
に
至
る
べ
き
、
而
し
て
至
ら
ゴ
る
可
ら
.
ざ
る
機
構
の
存
す

る
こ
と
を
明
に
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
立
っ
て
守

Y
ク
ス
経
梼
皐
を
理
解
す
る
こ
と
は
稿
を
改
め

て
こ
れ
を
な
す
こ
と
と
し
、
こ
こ
に
は
7

Y
ク
ス
経
梼
皐
の
構
造
の
自
然
必
然
的
で
あ
り
而
も
目
的
的
で
あ
る
と

こ
ろ
の
特
異
性
に
つ
き
一
言
す
る
じ
止
め
よ
う
。

郎
ち
ア

p
ス
ト
ア
V

ス
の
貫
践
皐
及
ス
ミ
ス
の
経
済
串
は
賓
践
皐
的
構
造
含
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
が
、

て
は
枇
曾
盤
革
の
目
的
問
、
素
材
問
、
形
相
問
、
動
力
闘
が
相
互
の
聯
闘
に
於
て
目
的
的
に
考
察
さ
れ
て
居
る
の

で
あ
る
。
即
ち
貰
腹
哲
準
な
る
も
の
は
、
い
世
田
識
の
金
曜
性
と
根
源
性
と
を
求
め
る
哲
撃
の
本
質
よ
り
、
杢
世
曾
に

、、

つ
い
て
根
本
的
に
此
等
の
智
識
を
求
め
、
責
践
科
曲
学
な
る
も
の
は
、
こ
の
金
檀
的
根
源
的
な
る
賓
践
哲
皐
を
前
提

'
と
し
て
一
丈
化
領
域
に
つ
い
て
こ
れ
等
の
智
識
を
求
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
文
化
領
域
が
粧
掛
的
領
域
な
る

時
そ
の
買
践
科
準
は
賀
践
撃
と
し
て
の
経
梼
撃
で
あ
る
。
か
く
て
貫
践
腎
皐
の
構
造
は
会
枇
舎
を
麓
革
せ
ん
が
潟

の
四
原
因
の
智
識
の
目
的
的
聯
闘
で
あ
り
、
こ
れ
に
罰
し
て
買
践
鰹
梼
皐
の
構
造
は
粧
梼
的
文
化
域
を
麓
草
す
る

が
震
の
四
原
因
の
智
識
の
目
的
的
聯
闘
で
あ
る
。
然
る
に

T

Y
ク
ス
に
於
て
は
、
ぞ
の
経
済
皐
は
か
〈
の
如
き
貫

践
串
の
目
的
的
構
造
を
有
せ
宇
、
む
し
ろ
自
然
必
然
的
な
る
接
展
の
構
造
に
於
て
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
如
何
に
し
て
理
解
し
得
る
か
。
即
ち
こ
の
こ
と
も
彼
の
貫
践
哲
早
的
立
場
よ
り
初
め
て
理
解
さ
れ
得
る
の

で
め
る
。

1) 哲撃の木賞は思惟の徹底であれ智識の男、Jl.j露骨』聯関長t(Zusammenfassung・
hegJundung)を求めるものである ζ とほとれを既に明かにせ F・(本誌第三十
二巻第四盟主)



既
に
明
に
せ
し
如
〈
総
て
貫
践
の
構
造
は
そ
の
「
思
惟
の
遁
程
」
に
於
て
は
目
的
的
分
析
に
よ
っ
て
求
め
ら
る
る

手
段
の
系
列
で
あ
る
が
、

一
度
求
め
ら
れ
に
る
こ
の
手
段
の
系
列
は
「
貰
現
の
過
程
」
に
於
て
は
必
然
的
後
展
な
る

系
列
と
し
て
質
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
A
品
質
践
的
智
識
を
「
買
現
の
過
程
」
に
従
っ
て
叙
述
す
る
な
ら
ば
、

ぞ
れ
は
必
然
的
資
展
の
法
則
と
し
て
の
形
を
と
る
こ
と
を
特
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
勢
働
者
階
級
に
革
命
階
級
と

し
て
の
白
血
買
を
輿
へ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
マ

Y
ク
ス
の
軽
梼
皐
に
於
て
は
此
手
段
の
系
列
が
「
貫
現
の
過
程
」
に

於
て
現
代
資
本
主
義
枇
曾
よ
り
「
自
由
の
王
圃
」
に
至
る
自
然
必
然
的
な
る
後
展
の
法
則
と
し
叙
遇
さ
れ
て
ゐ
る
の

で
め
る
。

か
く
て
ま
た
彼
の
蛭
梼
墜
に
於
4
0

自
然
必
然
的
な
る
後
展
の
表
現
は
こ
れ
ぞ
閥
単
な
る
生
物
事
的
捷
展
の
法
則
と

同
一
一
腕
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
郎
ち
『
資
本
論
」
に
於
て
叙
遇
さ
れ
て
居
る
資
本
主
義
的
な
る
経
済
的

構
造
よ
り
「
自
由
の
王
国
」
の
基
礎
と
な
れ
る
意
識
的
計
量
的
な
る
合
理
的
経
済
的
構
造
に
至
る
自
然
必
然
的
な
系

列
は
前
以
て
「
思
惟
の
過
程
」
に
於
で
「
自
由
の
王
闘
」
買
現
の
立
場
よ
り
資
本
主
義
的
経
梼
枇
舎
を
顧
み
て
こ
れ
を

一
目
的
的
に
分
析
し
て
其
中
に
「
自
由
の
王
国
」
に
至
る
べ
き
手
段
の
系
列
を
目
的
的
に
求
め
た
左
こ
ろ
の
色
の
で
あ

る
こ
と
を
忘
れ
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
〈
て
自
然
心
然
的
の
系
列
と
し
て
叙
遮
さ
れ
し
も
の
は
買
は
目
的

的
必
然
の
系
列
で
め
る
。
か
く
て
一
見
し
た
と
こ
ろ
自
然
必
然
的
な
る
構
造
を
な
せ
る
『
責
本
論
』
の
中
に
は
至
る

と
こ
ろ
目
的
的
立
場
の
構
造
が
潜
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。
今
こ
の
こ
と
に
つ
き
一
二
の
例
を
揚
げ
て
見
ょ
う
。

郎
ち
質
践
哲
畢
者
に
る
7

Y

ク
ス
に
於
け
る
分
析
は
常
に
車
な
る
存
在
の
分
析
で
は
な
く
、
目
的
責
現
の
矯
め

趨
務
事
D
認
識
主
観
と
し
て
白
一
貫
践
哲
撃
者

第
一
按

第
三
十
四
巻

二
五
九

Ii. 
九

考
L
影

と
開
る

る
に
せ

あ
匙
ぽ

に
此
及

中
、
が

の
が
曲
目
1
T

在
る
利

賀
あ
然

現
で
自

主
の
的

主
る
同
ιr

の
ふ
物

叩
守
血
ハ
生

を
を
の

荒
川
T
弓
附
吃
明
。

系
色
世
る

の
的
九
す

然
原
子
十
と

必
物
る
と

た
生
ナ
こ

め
に
と
る

求
墜
表
ず

に
務
代
論

的
経
を
に

的
白
論
別

目
彼
化
を

〈
り
準
此

か
ょ
の

は
に
シ
は

ス
と
イ
で

ク
こ
ウ
就

ル
る
-
に

マ
ヘ
グ
響



経
済
摩
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主
観
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哲
事
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四
巻

三
六

O

第
一
披

二
六
O

の
目
的
的
分
析
で
あ
る
が
故
に
、
現
貰
枇
舎
の
分
析
に
あ
七
つ
て
崎
市
来
枇
舎
が
分
析
の
定
規
と
し
て
ま
に
芸
事
賓

の
慣
値
批
判
の
標
準
と
し
て
働
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
こ
と
は
車
に
マ

Y
ク
ス
に
於
て
の
み
な
ら
や

同
じ
〈
枇
舎
を
雄
一
草
せ
ん
と
せ
し
賓
践
哲
早
者
ス
ミ
ス
の
経
済
皐
に
於
て
も
見
ら
る
る
の
で
あ
る
。
即
ち
営
時
向

中
世
的
の
束
縛
が
少
な
〈
な
か
っ
た
経
済
枇
舎
を
経
済
的
自
由
の
枇
曾
印
ち
彼
の
所
謂
「
自
然
的
自
由
の
瞳
系
」
に

器
展
せ
し
め
ん
と
せ
し
ス
ミ
只
は
、
こ
の
経
隣
的
自
由
の
一
枇
曾
に
於
て
初
め
て
行
は
る
る
法
則
を
規
準
冒
と
し
て
常

峠
の
束
縛
的
な
枇
舎
を
分
析
し
且
つ
こ
れ
を
償
値
批
判
し
て
居
る
こ
と
は
院
に
在
日
炉
拙
著
に
於
て
謹
ぺ

K
E
こ
ろ

に
よ
り
明
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
白
血
競
争
の
下
に
決
定
せ
ら
る
る
自
然
慣
柏
村
な
る
も
の
は
「
自
然
的
自
由
の
鴨
系
L

に
於
て
初
め
て
買
現
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
れ
ぞ
規
準
?
と
し
て
官
時
の
債
格
決
定
、
勢
賃

利
潤
等
の
決
定
を
分
析
し
且
つ
批
判
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
こ
と
は
マ

Y
ク
ス
に
於
て
も
同
じ
く
見

ら
る
る
根
本
的
態
度
で
あ
る
。

A
1
主
一
嬬
若
な
る
例
を
現
に
守
山
戸
ク
ス
経
済
理
論
に
閲
す
る
論
争
の
中
心
と
な
れ
る

相
封
地
代
論
に
就
て
見
ん
に
、
彼
は
次
の
如

t
蓮
べ
て
居
る
。
「
十
ク
オ
タ

1
の
現
質
的
生
産
債
格
は
一
一
百
四
拾
志

で
あ
る
。
然
る
に
そ
れ
は
六
百
志
で
販
責
さ
れ
る
;
・
こ
れ
即
ち
資
本
制
生
産
方
法
の
基
礎
上
に
競
争
ヂ
通
じ
て

遂
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
市
場
慣
値
に
よ
る
決
定
で
あ
り
、
斯
る
決
定
の
た
め
此
虚
偽
な
枇
曾
的
慣
値
巾
g
p
r
n
Y
2目

ENUz--
垣
内
ユ
が
造
り
出
さ
れ
る
。
若
し
、
資
本
制
的
世
曾
形
態
が
止
揚
き
れ
、
枇
舎
が
意
識
的
且
計
霊
的
な
協

同
悼
と
し
て
組
織
さ
れ
る
に
至
っ
た

k
考
へ
る
な
ら
ば
、
十
ク
オ
タ

1
の
小
要
は
二
百
四
拾
志
に
合
ま
る
る
と
こ

ろ
の
等
量
な
濁
立
し
た
峨
労
働
時
聞
を
代
表
す
る
乙
と
に
な
る
。
世
曾
は
こ
の
土
地
生
産
物
を
ぱ
、
こ
れ
に
合
ま
れ



る
現
質
的
勢
働
時
間
の
二
倍
宇
で
購
買
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ら
う
」
と
遮
べ
て
居
る
c

即
ち
生
産
物
が
そ
れ
に

合
ま
れ
て
居
る
現
質
的
州
労
働
時
聞
を
即
ち
異
質
債
値
を
表
ら
は
す
と
云
ふ
こ
と
は
来
る
べ
き
「
自
由
の
王
国
」
に
於

て
初
め
て
貫
現
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
現
枇
舎
に
於
て
は
そ
れ
は
ぞ
れ
に
合
ま
れ
て
居
る
現
賓
的
勢
働
時
間
の
二

倍
竿
を
表
ら
は
し
て
居
る
即
ち
一
倍
宇
の
虚
偽
の
祉
舎
的
慣
値
を
そ
の
中
に
合
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。
此
現
貫
枇

曾
に
於
け
る
虚
偽
の
債
値
と
云
ふ
こ
と
は
勝
来
現
質
せ
ら
る
べ
き
異
質
債
値
な
る
も
の
よ
り
見
て
初
め
て
云
は
れ

得
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
に
於
て
明
な
る
が
如
〈
、
買
践
問
mfh
し
て
の
経
済
皐
に
於
て
は
、
そ
の
理
論
的
部
分
の
み
に
つ
い
て
見
る

在
、
そ
れ
は
自
然
科
卑
に
於
け
る
と
は
異
な
h
J
、
そ
こ
に
は
其
買
現
が
目
的
止
さ
れ
て
居
る
'
と
こ
ろ
の
鼎
来
的
な

る
も
の
が
、
現
賓
庄
の
金
分
析
訟
指
導
し
分
析
の
規
準
と
な
り
同
時
に
償
低
批
判
の
標
準
正
し
て
働
い
て
居
る
の

で
あ
る
。
即
ち
前
に
挙
げ
し
デ
イ
U
F

タ
イ
の
語
を
以
て
す
れ
ば
、
精
神
科
準
に
於
け
る
調
象
把
握
の
「
精
神
的
活
動

に
劃
し
て
は
債
値
判
断
、
理
想
、
方
策
、
規
制
に
於
け
る
貫
践
的
傾
向
が
結
び
付
け
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
」

か
〈
の
如
き
立
場
に
立
っ
て
『
資
本
論
』
や
一
理
解
す
る
こ
と
は
葉
根
抵
に
於
て
、
買
践
哲
皐
者
と
し
て
の

?
y
ク

ス
の
立
場
を
理
解
せ
る
こ
と
仁
よ
り
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
。
市
し
て
こ
こ
に
は
此
買
践
哲
皐
者
と
し
て
の
マ
戸

ク
ス
の
立
場
を
理
解
す
る
こ
と
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
。

マ
Y
ク
ス
経
済
皐
が
現
代
枇
舎
の
盤
革
に
封
し
て
及
ぼ
し
つ
ご
め
る
異
常
な
る
力
も
、
ぞ
れ
が
軍
な
る
自
然
科

マ
U
F

ク
ス
の
貫
践
哲
皐
者
と
し
て
の
立
場
の
上
に
成
立
っ
て
居
る
・
も
の
な
る
が
故
で
あ

皐
的
な
る
も
の
で
な
〈
、

ヲ。。
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済
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