
大
正
同
年
目
見
二
ナ
一
回
第
三
積
廊
値
働
認
可
【
毎
月
一
回
一
回
麹
行
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蝿

稗

省
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八

容
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一

揖

京
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一
帝
園
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経
済
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酒
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免
税
鮪
以
下
の
小
掛
所
得
者

経
笹
山
学
の
基
礎
概
念
た
る
啓
一
本
、
企
業
及
経
替

町
河
川
干
司
1
h
ム
ー
と
止
と

t
J
1
4
E
V
J
h
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村
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翻

徳
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け
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植
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へ
l
ゲ
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市
民
枇
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論
と
粧
品
引
間
早

恐
慌
と
蓄
積
と
杭
M
A

北
海
道
練
漁
業
に
現
存
の
漁
場
賃
貸
併
胤
係

我
闘
に
於
け
る
植
民
政
策
事
の
護
注

ク
レ
ル
ゥ
キ
ア
に
就
い
て

山
本
美
越
乃
博
士
年
譜
及
著
宮
論
文
目
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経
硫
同
事
博
士

絞
時
何
事
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w
q
崎
市
小
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経
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事
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J、、

グ

ル
市
民
一
就
曾
論
ミ
経
済
亭

石

興

) 11 

現
代
世
舎
問
題
は
へ

1
グ
Y
の
所
謂
『
市
民
世
曾
』
巳
弓
冨
荷
主
一
円
]
同
刊
の
g
巳
Z
n
r
俸
の
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
の

市
民
世
舎
を
如
何
に
し
て
よ
ち
高
き
人
間
生
活
の
枇
舎
へ
止
揚
す
る
か
と
一
五
ふ
こ
と
が
現
代
鰹
梼
準
の
根
本
問
題

で
あ
る
。
こ
の
市
民
枇
曾
止
揚
①
問
題
仁
劃
し
て
最
も
深
き
場
的
基
礎
を
輿
へ
た
も
の
は
へ

1
グ
戸
で
あ
る
。
か

く
て
現
代
の
粧
蹄
率
は
こ
の
問
題
を
根
本
的
仁
考
嬬
ぜ
ん
が
矯
め
に
一
度
へ

l
グ
Y

に
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

然
る
に
こ
の
へ

1
グ
Y
は
そ
の
一
『
市
民
世
曾
』
論
の
は
じ
め
に
於
も
究
の
如
く
に
述
べ
て
居
る
。
帥
ち
「
岡
家
経

持
拳

g
E
g
r
o
gヨ
一
巾
は
此
等
諸
親
知
よ
り
出
費
勤
を
と
る
、
操
る
後
に
、
乍
然
、
大
衆
の
閥
係
並
に
運
動
を
そ

れ
が
質
的
並
に
量
的
規
定
及
び
後
展
に
於
て
遁
ベ
ね
ば
な
ら
ぬ
科
準
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
そ
れ
が
地
盤
左
し
て

の
新
し
き
時
代
に
於
て
成
立
し
た
と
こ
ろ
の
一
の
科
畢
で
あ
る
。

∞-z一
時

}
f

こ
の
皐
の
後
展
は
、
興
味
め
る
事
貫
生
不
め
す
。

リ
カ
町
戸
、
ド
オ
を
参
照
せ
よ
)
が
眼
前
に
あ
る
諸
佃

瞳
の
無
敷
な
る
も
の
か
ら
事
物
の
車
純
な
る
諸
原
理
吾
、
事
物
の
中
に
働
い
て
居
ち
事
物
を
支
配
し
て
居
る
悟
性

剖
+
h
d

思
想
〆'町、
ぴ〕

∞担、.
岡
山
片
山

E
C
ス
ミ
ス
、

セ
ィ
、

へ
1
ゲ
ル
市
民
社
合
論
と
経
済
事

三
四
九
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へーゲノレがこの節に謹べたる主とるの市民社舎の士重[を戒す『欲求目樫系』白
木質的諸静徴を指ナ。

2) 



へ
1
ゲ
ル
市
民
社
合
論
主
総
務
撃

五
O 

を
如
何
に
し
て
見
出
す
か
を
一
不
め
す
。
」
と
遮
べ
て
居
る
。

こ
う
に
へ

l
グ
Y
が
近
世
艇
掛
阜
の
思
想
念
そ
れ
に
表
照
し
て
居
る
と
こ
ろ
の
ス
ミ
ス
、

セ
イ
、

リ
カ
U
N
f

ド
ォ

の
開
係
に
つ
い
て
見
る
に
、

久
ミ
ス
は
近
世
粧
掛
撃
の
父
で
め
っ
て
セ
イ
の
艦
掛
串
も
リ
'
カ
Y

ド
オ
の
経
掛
皐
も

子
ミ
ス
粧
楠
山
中
に
る
叶
官
凶
民
論
』
の
一
部
こ
と
に
そ
の
原
論
的
部
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
第
一
及
第
二
南
篇
を
組
嘩

し
に

1
ご
ろ
の
も
的
で

Jmyoo
削
Jり
町
中
川
イ
は
バ
ミ
ス
の
大
陸
へ
の
紹
介
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
ソ
カ

y
r
オ
は
ス
ミ

ス
の
思
想
の
一
部
を
後
展
せ
し
む
る
に
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。
帥
ち
「
市
民
枇
曾
』
と
云
は
る
べ
き
と
こ
ろ
の
経
梼

枇
舎
を
粧
梼
拳
の
封
象
と
し
て
は
じ
め
て
十
分
に
確
定
し
た
も
の
は
経
済
率
父
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
で
あ
っ
た
。
彼

は
産
業
革
命
の
直
前
に
立
っ
て
宵
ほ
中
世
的
な
る
多
〈
の
瀧
糟
を
有
し
て
い
た
営
陣
の
維
持
枇
曾
を
「
自
然
的
自

由
の
鰻
系
』
己
】
而
∞
百
円
巾
ヨ
0

『

Z
弘
三
位
二
Lg-寸
へ
品
質
草
す
る
矯
め
の
質
践
的
鰹
掛
皐
『
富
闘
民
論
』
(
一
七
七
六
)

を
打
立
て
以
て
涯
世
経
済
拳
の
基
礎
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
『
市
民
一
枇
曾
』
な
る
も
の
は
ス
ミ
ス
に
於
て
は
そ

の
貫
現
が
『
自
然
的
自
由
の
睦
系
』
と
し
て
要
望
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
仁
。

へ
1
グ
Y
は
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
撃
的
に
明
確
に
さ
れ
た
此
経
済
世
舎
を
彼
の
『
法
律
哲
皐
』
=
。
=
一
戸
昌
三

g
?『

同∞
N
O

の
中
に
於
て
『
市
民
枇
舎
』
と
し
て
取
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
会
〈

新
な
る
光
を
投
げ
奥
へ
た
の
で
あ
る

q

印
ち
へ

1
グ
Y

の
『
法
律
哲
皐
』
は
『
法
律
』
論
と
『
道
徳
』
論
と
『
人
倫
』
論
と

よ
り
な
っ
て
居
る
が
、
こ
の
『
人
倫
』
論
は
第
一
が
り
庁
出
ヨ
ニ
一
目
『
家
族
』
で
あ
り
第
二
が

3

5

E門
官
ユ
片
町
内

可}戸口
C
出

C
勺

E
m
【
】
町
田
河
内

nug--

c
g
m
-
z
z
p
『
市
民
枇
舎
一
で
あ
り
第
三
が
】
}
円
『
閉
山
門
戸
山
門
「
↑
噛
家
一
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
三
者
は

E
∞正】』「己』

i

拙著r精紳科撃的経済事』第三編参照



巴町一

r
E
E
L
雪
印
一
円
『
の
排
謹
法
的
後
展
的
関
係
に
立
っ
て
ゐ
る
。
ス
ミ
ス
の
経
掛
祉
曾
は
乙
の
三
段
の
排
讃
法

的
畿
展
の
中
に
於
け
る
后
臼
田
一
岳
の
段
階
で
あ
る
L
」
こ
ろ
の
『
市
民
一
枇
曾
」
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
そ
れ
が
歴
史
的
祉
曾
的
責
在

の
本
質
的
援
展
的
構
造
の
中
に
於
て
ぞ
れ
自
身
経
過
し
行
(
ぺ
き
も
の
と
し
て
而
も
人
間
歴
史
の
薮
展
が
一
度
通

過
せ
ゴ
る
可
ら

Y
る
本
質
的
な
一
変
展
段
階
と
し
て
把
握
き
れ
た
が
故
で
あ
る
。

か
く
て
へ

I
グ
Y

は
市
民
枇
舎
が
本
質
上
止
揚
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
る
こ

E
並
に
そ
れ
を
止
揚
す
べ
き
岡
家
主

義
的
方
向
を
敢
へ
て
居
る
の
で
め
る
が
、
こ
の
へ

1
グ
U
F

を
深
く
桝
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
祉
曾
止
揚
の
枇

合
主
義
的
方
向
な
明
ド
ぜ
ん
と
せ
し
と
こ
ろ
の
も
の
は
現
代
の
枇
合
問
題
液
に
粧
消
却
に
封
し
寸
最
も
重
大
な
る

事
響
を
輿
へ
た
7

Y
グ
ス
で
め
っ
た
。
邸
ち
彼
は
彼
自
身
の
根
本
的
立
場
に
つ
い
て
失
の
如
〈
に
遇
べ
て
居
る
。

こ
の
こ
と
が
λ

ミ
ス
の
極
構
枇
曾
に
会
〈
新
な
る
意
義
を
奥
ふ
る
所
以
は
、

「
私
を
悩
ま
し
た
問
題
の
解
決
の
た
め
に
企
て
に
最
初
の
勢
作
は
、

へ
1
グ
Y

法
律
哲
拳
の
批
判
的
修
正

江
田
町

r
『
門
町
内
}
回
目
河
町
三
位
。
口
己
目
『

刃
包
宮
田
℃
区
一

csz-m
で
あ
っ
た
。
:
:
:
私
の
研
究
は
法
律
閥
係
な
ら
び

出町四町一』
R
r
g

に
岡
家
形
態
な
る
色
の
は
、
ぞ
れ
自
身
に
よ
っ
て
理
解
さ
る
べ
き
司
も
の
で
な
く
、
ま
た
調
は
ゆ
る
人
聞
の
精
神
の

一
般
的
俊
展
に
よ
っ
て
理
解
さ
る
べ
き
志
の
で
も
な
〈
、
か
し
ろ
そ
れ
は
物
質
的
の
生
活
諸
聯
関
!
こ
れ
が
鱒
和

は
へ

1
ゲ
U
F

が
十
八
世
紀
に
お
け
る
英
偽
人
の
先
躍
に
倣
う
て

w

寸
戸
守
内
巾
『

=n一】巾

。同国内一一

MnE伊
三
『
市
民
一
肱
舎
』
な

る
名
稗
の
も
と
に
包
括
せ
し
と
こ
ろ
の
も
の
1

1
に
そ
の
根
韓
併
-
有
す
る
も
の
だ
L
に
云
ふ
こ
左
、
し
か
も
こ
の
市

民
枇
舎
の
解
剖
撃
的
研
究
は
こ
れ
を

℃

C
E一回口
z
c
r
c
E
O
E
片
政
治
的
経
済
皐
の
う
ち
に
求
む
べ
き
も
の
だ
と
云

へ
!
日
ゲ
ル
市
長
枇
曾
論
と
経
済
事

主l

f
h
Z
4
 



三
五
二

ヘ
ー
ゲ
ル
市
民
批
舎
論
と
経
済
畢

ふ
こ
と
の
結
論
に
蓮
し
た

1
0

」
か
く
て
彼
は
政
治
極
構
拳
の
研
究
に
設
頭
し
、
そ
の
「
一
般
的
結
論
」
と
し
て
所
謂
T

Y
グ
バ
の
唯
物
史
観
な
る
も
の
を
得
る
と
共
に
ま
に
こ
れ
を
「
手
引
き
」
k
し
て
更
に
艦
掛
阜
の
研
究
を
進
め
に
の

で
あ
4
9
0

か
く
と
の
マ

Y

ク
ス
事
は
そ
の
骨
子
仁
於
て
へ

1
グ
Y

の
法
梓
哲
皐
こ
と
に
そ
の
『
市
民
枇
曾
」
論
の
『
批
判
的

~
l
グ
M
F

炉
問
中
水
炉
}
土
豪
と
し
て
市
民
世
曾
を
理
解
せ
し

修
正
」
で
め
る
と
一
式
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、

に
制
し
て
山
州
民
枇
命
日
J
M

げよ十一議
rp
し
し
て
岡
山
部

b

管
理
解
し
、
ヘ

1
ゲ
戸
川
精
帥
佐
原
動
力
と
す
る
唯
心
史
腕
の
立
場
に

立
っ
て
市
民
枇
舎
を
国
家
主
義
的
に
止
揚
し
に
る
に
劃
し
て
生
産
カ
を
原
動
力
と
す
る
唯
物
史
観
の
立
場
に
立
て

て
市
民
世
舎
の
枇
舎
主
義
的
止
揚
を
そ
の
経
済
牟
『
責
本
論
』
(
一
八
六
七
)
に
於
て
明
に
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
考
へ
る
時
へ

1
グ
Y

は
自
ら
現
代
の
枇
曾
問
題
に
割
し
最
も
深
さ
基
礎
ぞ
奥
へ
る
と
共
に
ま
た
近
世
鰹
持

率
に
於
け
る
最
も
偉
大
な
る
二
大
経
済
皐
者
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
7

Y
グ
ス
と
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
持

率
史
上
に
偉
大
な
る
殻
献
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
か
く
の
如
き
観
馳
よ
り
へ

1
グ
Y

の
市
民
枇
曾
論
と
経
済

撃
と
の
問
題
を
考
察
し
た
い
正
思
ふ
。

而
も
こ
れ
が
矯
め
に
は
先
づ
ス
ミ
ス
の
『
富
山
幽
民
論
」
と
の
開
係
に
於
て
へ

1
グ
Y

の
市
民
一
耽
曾
論
を
明
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ーー

へ
1
グ
Y
の
市
民
世
舎
は
コ
ニ
つ
の
契
機
冨
o
ヨ
g
z
を
合
ん
で
居
る
。
L

一
は
門
-
a
m
3
Z
2
ι
2
F
E吾
宮
内

器
量
盤
E
E竃
聾
璽

FAJ
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『
欲
求
の
睡
系
』
で
あ
り
、
一
一
は
L

Z

H
戸

2
v
z
E巾
唱
『
司
法
』
で
あ
り
、
一
一
一
は

門
-
-
巾
司
O
]

一Nmぺ
=
コ
Z
Hハo-・』
U
O『

hHZo=

「
警
察
並
に
闇
瞳
』
で
あ
る
，
こ
の
第
一
の
『
欲
求
の
鰹
系
』
が
市
民
世
曾
会
轄
の
土
憂

eeA局
す
と
こ
ろ
の
経
済
一
吐
曾

自
酷
で
あ
っ
て
、
他
の
も
の
は
こ
の
特
殊
的
原
理
の
一
枇
舎
に
劃
す
る
、
『
普
遍
』
の
原
理
と
し
て
の
園
家
意
志
の
閥

係
の
問
題
と
し
て
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。

子、
品
部
と
じ
て
の
経
掛
枇
曾
の
理
論
的
研
究
で
め
り
、
第
三
篇
は
鰹
持
史
で
あ
り
第
四
篇
は
営
時
行
は
れ
て
居
た
重
商

主
義
政
策
の
批
判
で
あ
り
第
五
篇
は
圃
家
意
志
の
煙
持
吐
曾
に
費
す
る
政
策
的
考
嬉
で
め
る
と
一
再
ふ
乙
k
が
出
来

る
で
ゐ
ろ
う
。

か
く
て
へ

l
グ
w
y

の
市
民
一
献
曾
論
の
第
一
『
欲
求
の
糟
系
」
は
『
富
国
民
論
』
第
一
第
二
雨
震
の
経
神
理
論
の
封
象

に
、
而
し
て
市
民
世
曾
論
の
第
二
第
三
は
大
韓
に
於
て
『
富
岡
民
論
』
第
五
篇
に
相
営
す
る
。
但
し
肉
。
『
官
民
一
o
ロ

瞳
圏
の
論
に
つ
い
て
は
夏
に
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
先
づ
『
欲
求
の
瞳
系
』
と
ス
ミ
ス
の

経
構
理
論
の
聞
係
を
考
へ
る
。

へ
1
グ
Y

の
『
欲
求
の
鴨
系
』
の
論
は
三
部
よ
り
成
立
っ
て
居
る
。
同
)
同

)

お

〉
】
門
己

2
国町内凶巳『『=一師団内国巴巴円山色巾吋

F
P庁
長
官
品
『
諸
欲
求
並
に
充
足
の
様
式
』

σ)

口
町
〉
『
門
仏
巾
『
〉
円
宮
一
月
『
勢
働
の
様
式
』
円
)

同
)
包
〈

2
5
0
m川町
四
回

『
財
産
』
で
あ
る
。
在
は
こ
れ
を
先
づ
、
経
掛
理
論
の
瞳
系
と
し
て
考
察
し
て
見
ょ
う
。
こ
の
腫
系
は
ス
ミ
ス
の
経

持
理
論
の
瞳
系
に
愛
し
て
居
る
が
、
而
・
も
そ
こ
に
は
適
切
な
愛
展
が
な
さ
れ
て
居
る
。
即
ち
障
に
遁
べ
た
が
却
し

へ
I
Uヲ
ル
市
民
社
合
論
と
経
済
事

五

E 、:li8著「精神科撃的経務事四基礎問題.110"'第三編第五章歩照
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へ
1
ゲ
ル
市
民
枇
合
論
と
経
済
畢

五
回

ス
ミ
ス
の
粧
梼
理
論
は
三
部
よ
り
成
っ
て
居
り
、
第
一
は
「
勢
働
の
生
産
力
」
論
で
あ
り
、
第
二
は
こ
の
帥
労
働
の
生

産
力
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
る
年
生
産
物
の
分
配
論
で
あ
り
、
第
三
は
こ
の
被
分
配
物
の
適
用
論
で
め
つ
に
。
か

く
て
へ

1
グ
Y

の
第
一
第
二
第
三
の
各
は
ス
ミ
ス
の
第
三
第
一
第
二
の
各
に
相
嘗
す
る
。

先
づ
ス
ミ
ス
の
第
三
に
あ
っ
て
は
生
産
的
消
費
又
は
適
用
炉
主
で
あ
つ
で
固
有
の
消
費
印
ち
生
活
の
矯
め
の
泊

柴
又
は
埴
刷
用
は
あ
ま
り
論
ぜ
ら
れ
て
居
な
い
。
然
る
に
へ

1
グ

Y

の
第
一
の
も
の
は
間
有
の
消
費
論
の
骨
子
と
し

て
の
欲
求
並
に
そ
の
充
足
諭
で
あ
り
而
も
こ
の
諭
が
最
初
に
置
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
を
は
極
構
理
論
の
暢
系
に
と

っ
て
最
も
趨
切
な
る
改
善
で
あ
る
。
師
ち
経
済
一
世
舎
な
る
も
の
は
『
富
』
を
中
心
と
す
る
と
こ
ろ
の
文
化
域
で
あ
る

而
し
て
こ
の
富
な
る
も
の
は
人
間
生
活
に
役
立
つ
潟
め
の
使
用
債
値
と
人
聞
の
生
産
的
犠
牲
と
し
て
の
勢
働
債
値

と
の
二
つ
の
契
機
を
統
一
し
て
居
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
印
も
富
な
る
も
の
は
人
間
生
活
の
物
的
手
段
と
し

て
消
費
せ
ら
れ
ん
が
矯
め
に
人
間
の
崎
労
働
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
富
の
消
費
生

活
と
富
の
生
産
生
活
は
人
間
の
基
本
的
経
済
生
活
で
あ
る
。
而
も
雨
者
の
中
宮
の
消
費
は
富
の
生
産
が
そ
の
矯
め

に
存
す
る
も
の
な
る
が
故
に
最
も
基
本
的
な
事
買
で
あ
る
。
か
〈
て
富
の
消
費
論
の
骨
子
と
し
て
の
欲
望
左
ぞ
の

充
足
を
第
一
に
考
察
し
第
二
に
勢
働
を
中
心
と
し
て
生
産
ぞ
考
察
せ
る
へ

1
グ
Y
は
ス
ミ
ス
の
瞳
系
を
適
切
に
稜

展
せ
し
め
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

衣
に
へ

l
グ
Y
の
『
欲
求
の
瞳
系
』
の
第
三
は
ス
ミ
ス
の
分
配
論
帥
ち
交
換
と
狭
義
の
分
配
を
合
ん
で
い
る
庚

義
の
分
配
論
に
相
躍
し
て
居
る
の
で
あ
石
が
、
既
に
第
一
及
第
二
に
論
ぜ
ら
れ
し
欲
求
と
生
産
の
交
錯
と
し
て
換

本誌第三十七巻第六波拙稿「経猪木質論』参照2) 



言
せ
ば
需
要
左
供
給
と
の
統
一
・
と
し
て
三
者
の
「
正
」
「
反
」
「
合
」
の
排
謹
法
的
統
一
を
完
成
し
て
居
る
。
か
く
て

こ
の
へ

1
グ
Y

の
鰹
持
理
論
の
韓
系
は
、
鰹
樺
枇
舎
の
理
論
に
は
じ
め
て
本
質
的
な
統
一
を
奥
へ
た
も
の
と
云
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
こ
の
第
三
の
も
の
に
は
.
庚
く
欲
求
と
生
産
と
の
統
一
と
し
て
、
交
換
、
親
義
の

分
配
而
し
て
分
，
配
さ
れ
た
も
の
人
間
生
活
の
矯
め
の
終
局
的
市
費
が
合
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。

へ
1
グ
Y
の
粧
持
論
に
於
て
か
冶
る
適
切
な
る
韓
系
が
一
不
め
さ
れ
た
る
に
拘
ら
守
、
経
掛
理
論
の
瞳
系
は
品
川
ほ

久
し
く
こ
の
本
質
的
な
統
一
を
取
り
入
れ
な
か
っ
た
。
例
へ
ば
普
通
に
経
済
理
論
の
鵠
系
と
な
つ
に
四
部
門
の
分

類
が
は
じ
め
て
現
れ
た
ゼ

1
ム
ス
・
ミ

Y

の
同
一
円

E
z
r
a
E一一円…門戸二内
no--2
ミ
五
三
ご
た
「
」
主
司
で

2LMd勺エコ
3

h
l
i
h
I
P
L
q
」
P
人

》

M

P

h

(

i

t

t

e

t

凶れ口一同月一
V
2
5日
以
凶
口
付
印
『
門
町
山
口
mm
ム
-
h
0
5
5口一
ucc
ロ
と
な
っ
て
居
る
。
、
ゼ
二
?
と
‘

YMVEntm問。『日
uoE門知一

円‘円。ロ
C
口一M
H

ru
於
て
は
阿
-
H
V
H
C
E
n
t
c
ロ
N
-
u
z
c
g
E
H
F。
ロ
凶
何
H
n
E
口
町
内
日
と
な
っ
て
居
る
。
而
し
で
こ
の
へ

1
グ

Y

に
於
げ
る
本
質
的
統
一
的
な
樫
系
が
は
じ
め
て
経
済
理
論
の
鯉
系
と
し
て
現
れ
れ
の
は
へ

l
グ
Y

よ
り
多
く
を

皐
ん
だ
マ

1
ジ
ヤ

Y

に
於
て
で
あ
る
。
彼
の

可
-
一
司
円
CM]
内出

。
「
同
2
5
5一2
の
睦
系
は
『
-
。
『
宅

E
Z
E乱円
r
n
一円

m
R
u
p
a一。=
同

-
H
u
m
〉
N
g
g
c『

]-J
・0
弘
己
口
己
。
ロ
凶

。2月
E
}
河内}丘一
C

口
。
『
巴
2
口同四国立
w

ω=tt-可
白

=ι

〈白

-
5
ム

叶
}
回
目
口
町
田
可
守
口
門
古
口
。
『
己
回
目

za一C
口出
-
H
=
n
o
Eロ
で
あ
る
o

即
ち
第
一
『
欲
求
'
と
そ
の
充
足
に
就
て
』
は
へ

1
ゲ

y

の
韓
系
に
於
け
る
第
一
の
『
欲
求
と
ぞ
の
充
足
の
様
式
』
'
と
そ
の
名
稗
ま
で
一
致
し
て
居
る
。
第
二
は
勢
働
を
中
心

と
す
忍
生
産
論
で
あ
っ
て
へ

1
グ

Y
に
於
け
忍
第
二
「
勢
働
の
様
式
」
に
相
臆
す
る
。
而
し
て
第
三
並
に
第
四
の
債

格
論
と
分
配
論
と
は
こ
の
第
一
と
第
二
と
を
統
一
す
る
も
の
で
め
っ
て
へ

1
グ
Y
の
第
三
に
相
営
す
る
。

へ
I
リ
ゲ
ル
市
民
社
合
論
と
経
済
畢

五
五



へ
1
ゲ
ル
市
民
社
曾
論
と
経
務
事

一
五
六

へ
1
グ
Y

の
経
掛
理
論
の
睦
系
は
、
か
〈
の
如
く
そ
の
三
部
一
か
耕
謹
法
的
統
一
含
有
す
る
貼
に
於
て
秀
れ
て
居

る
の
み
な
ら
中
、
更
に
こ
れ
等
三
部
の
論
の
各
は
、
何
れ
も
が
耕
誼
法
的
後
展
に
於
て
展
開
さ
れ
て
居
る
馳
に
於

て
秀
れ
て
ゐ
る
。
印
ち
第
一
部
に
於
て
は
欲
求
並
に
そ
の
充
足
手
段
の
枇
舎
化
し
行
〈
過
程
が
第
二
部
に
於
て
は

こ
の
充
足
手
段
の
生
産
の
仕
方
の
一
吐
合
化
し
行
〈
過
程
が
第
三
部
に
於
て
は
貧
富
の
分
裂
封
立
し
行
〈
過
程
が
考

寂
さ
れ
て
ゐ
る
。
乙
の
貼
に
於
て
ま
た
そ
れ
は
組
掛
理
論
の
暢
系
に
と
っ
て
数
へ
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
め
る
。

こ
れ
経
情
一
世
曾
な
る
も
の
は
歴
史
的
祉
曾
的
貫
在
で
あ
る
が
故
に
こ
れ
を
瞳
系
的
構
造
に
於
て
明
に
す
る
の
み
な

ら
や
夏
に
援
展
的
構
造
に
於
て
明
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
マ

1
シ
ヤ

U
Y

其
他
多
〈
の
人
々
の
原
論
に

於
て
は
と
の
後
展
的
構
造
が
験
如
し
て
い
る
。

こ
の
へ

1
グ
Y
の
耕
謹
法
的
愛
展
の
考
を
は
じ
め
て
経
梼
皐
に
取
入
れ
て
偉
大
な
理
論
粧
掛
皐
を
打
立
て
た
も

の
は
T

Y
グ
ス
で
あ
っ
た
。
剖
ち
マ
ww

ク
ス
の
『
資
本
論
』
は
こ
の
へ

1
グ
Y

の
耕
誼
怯
の
精
神
に
立
っ
て
資
本
主

義
一
吐
舎
の
畿
展
的
構
造
を
徹
底
的
に
究
明
せ
ん
と
し
に
の
で
あ
る
。
故
に
彼
は
突
の
如
〈
に
遁
べ
て
居

z。
ー「

私

は
、
公
然
か
の
偉
大
な
る
思
想
家
の
門
人
に
る
こ
と
を
承
認
し
、
且
つ
慣
値
論
に
闘
す
る
章
の
こ
〉
か
し
こ
に
於

て
、
へ

1
グ

Y
に
特
有
な
表
現
の
仕
方
の
異
似
を
す
ら
し
た
。
」
而
も
7

Y

ク
ス
は
、

へ
1
グ
Y

の
唯
心
的
耕
語
法

ぞ
唯
物
排
謹
法
に
展
開
し
た
。
故
に
彼
は
こ
れ
に
ひ
き
つ
Y

い
て
、
失
の
如
〈
に
越
べ
て
居
る
。
「
排
謹
法
は
へ

1
グ

y
の
手
じ
お
い
て
神
秘
化
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
は
決
し
て
、
彼
れ
が
そ
の
一
般
的
運
動
形
態
を
、
は
じ

め
で
包
括
的
な
且
つ
意
識
的
な
仕
方
で
、
叙
越
し
た
と
云
ふ
こ
と
を
妨
げ
は
し
な
か
っ
た
。
擁
護
法
は
彼
に
ゐ
つ

Marx， Kapital 1. (Kautsky) S. XL VJn 1) 



て
は
逆
立
ち
し
て
ゐ
る
。
吾
々
は
、
神
秘
的
な
外
皮
の
核
心
を
接
見
す
る
た
め
に
こ
れ
を
顛
倒
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
」
か
く
て
へ

I
グ
Y
の
唯
心
的
解
語
法
は
、

マ
U
Y

ク
ス
に
於
て
唯
物
的
排
謹
法
と
な
っ

k
。
こ
の
こ
と
は
雨

者
の
駆
樺
枇
舎
の
耕
謹
法
的
考
察
に
於
て
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
相
異
で
あ
る
。
剖
ち
精
神
を
以
て
一
切
の
貫
在

の
後
展
の
原
動
力
左
見
る
へ

1
グ
Y
が
市
民
一
耽
舎
の
稜
展
に
於
て
も
人
間
精
神
の
向
上
の
過
程
を
見
て
居
る
に
劃

し
‘
経
時
的
生
産
力
を
以
て
歴
史
の
排
語
法
的
後
展
の
原
理
カ
と
見
る

?
y
ク
ス
は
市
民
世
舎
の
稜
展
に
於
て
も

ま
七
生
産
力
の
後
展
を
中
心
・
と
し
て
見
て
居
る
。

ふ
丁
目
艦
時
理
論
は
市
民
一
祉
曾
を
静
一
謹
法
的
後
展
の
過
程
に
於
C
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
め
る
が
、
而
も
ザ

Y

グ
ス
に
於
け
る
が
如
〈
生
産
力
の
襟
燥
を
見
る
と
共
に
ま
た
へ

l
グ
庁
仁
於
げ
る
が
如

t
人
間
精
紳
の
後
展
を
も

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
民
世
舎
の
将
来
一
枇
舎
へ
の
最
も
具
躍
的
な
る
排
護
法
的
資
展
は
こ
の
雨
者
の
費
展
を

統
一
的
に
見
守
し
で
は
考
へ
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
結
に
於
て
も
、
物
に
傾
い
て
精
神
を
忘
れ
勝
な
艦
掛
皐
者

は
へ

l
グ
Y
に
皐
ぷ
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
る
。
然
し
無
産
者
階
級
の
階
級
草
命
の
立
場
に
立
っ
て
市
民
枇
曾
の

費
展
を
見
た

?
y
ク
ス
に
向
つ
て
は
、
こ
の
こ
と
は
望
み
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
同
様
の
理
由
に
於
て

7

Y
ク
ス

に
於
て
は
勢
働
債
値
が
偏
重
せ
ら
れ
使
用
債
値
が
軽
視
せ
ら
れ
従
っ
て
消
費
論
な
る
も
の
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

而
も
勢
働
と
崎
労
働
債
値
の
重
親
に
於
て
有
産
者
経
持
率
の
片
面
観
を
打
破
し
艦
涛
準
の
具
購
的
な
る
後
展
を
準
備

し
た
黙
は
、
ま
た

7

Y
ク
ス
の
偉
大
な
る
致
績
で
あ
っ
た
。
最
色
具
瞳
的
な
る
鰹
神
原
論
に
於
て
は
、
そ
の
総
て

の
部
門
に
於
て
具
睡
的
な
後
展
的
構
造
を
考
察
し
、
か
く
て
市
民
世
曾
金
贈
の
耕
謹
法
的
後
展
的
構
造
を
明
に
し

~
l
F
L
N
市
民
社
曾
論
と
経
潜
撃

三
五
七
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

失
に
我
々
は
へ

I
グ
Y
の
鰹
掛
論
の
内
容
に
入
っ
て
見
ょ
う
。

同
『
欲
求
並
に
充
足
の
様
式
』
、
へ

1
グ
U
F

は
こ
〉
に
人
間
の
欲
求
並
に
そ
の
充
足
手
段
が
自
然
的
動
物
的
昧
態

よ
り
枇
舎
的
人
間
的
版
態
に
解
放
さ
れ
る
過
程
を
見
て
居
る
。
帥
ら
「
勤
物
は
そ
の
云
は
Y
限
定
さ
れ
た
る
欲
求

の
充
足
手
段
並
に
仕
方
の
限
定
き
れ
た
る
闘
を
有
し
て
居
か
o
」
人
間
は
こ
の
自
然
的
な
る
欲
求
を
分
化
し
多
様
化

す
る
こ
と
に
よ
り
ま
立
こ
れ
に
相
臆
し
て
そ
の
充
足
の
手
段
並
に
方
法
を
分
化
し
精
練
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然

的
動
物
的
な
る
状
態
を
超
へ
て
行
〈
、
こ
の
分
化
し
精
親
化
し
行
〈
と
こ
ろ
の
も
の
は
相
互
に
影
響
し
合
ふ
て
枇

合
的
な
る
も
の
左
な
る
。
ー

l
こ
〉
に
我
々
は
ス
ミ
ス
に
於
け
る
市
場
の
蹟
犬
伝
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ

う
ー
ー
か
く
て
盆
々
自
然
的
必
然
性

Z
さ
-
2
2
5
-
z
m
Z芹
よ
り
解
放
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
所
謂
自
然
賦
態

zmw月
号
望
丸
山
『
同
一
岳
山
は

ZhH門

E
・tm仏
E
-
p
r

自
然
欲
求
が
直
接
的
な
自
然
的
な
手
段
に
よ
h
J
充
足
さ
れ
精
神
が
自
然
の

中
に
沈
潜
し
て
居
る
状
態
で
あ
る
。
か
く
の
如
〈
へ

1
グ
Y

は
欲
求
の
後
展
を
も
排
謹
法
的
に
把
握
し
て
居
る
。

剖
ち
自
然
航
態
に
於
て
直
接
的
な

E
回
一
円
『
の
航
態
に
あ
つ
に
欲
求
は
分
化
し
て

E
円
山
一
与
の
状
態
に
歪
り
夏
に

枇
曾
的
に
統
一
さ
れ

E
=
=巳
『
口
「
回
一
円
『
の
航
態
に
至
る
の
で
あ
る
。

欲
求
並
に
そ
の
充
足
手
段
の
登
展
は
自
然
よ
り
人
聞
を
か
く
解
放
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
而
も
市
民

世
舎
に
於
け
る
人
聞
の
欲
求
の
目
的
は
特
殊
的
な
自
己
の
目
的
で
あ
る
が
故
に
こ
の
解
放
は
異
質
な
も
の
で
は
な

〈
形
式
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
〉
に
こ
の
解
放
の
限
界
が
あ
る
。
印
ち
「
此
解
放
は
目
的
の
特
殊
性
が
そ
の
根

?， 190 1) 



祇
に
あ
る
内
容
で
あ
る
が
故
に
形
式
的
『

C
5主
で
あ
る
。
欲
求
、
手
段
、
享
襲
の
限
界
の
な
い
多
様
化
特
殊
化
へ

向
ふ
枇
舎
の
方
向

l
l印
ち
者
修
1
1
は
、
無
限
な
抵
抗
を
な
す
素
材
即
ち
自
由
意
志
の
所
有
物
で
あ
る
特
殊
の

種
類
の
外
的
手
段
、
従
っ
て
結
調
的
な
抵
抗
力
に
閥
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
依
存
性
と
困
難
と
の
無

限
の
増
大
で
あ
る
o
」
か
〈
て
「
一
方
者
修
が
高
度
に
於
て
め
る

k
こ
ろ
に
は
、
ま
た
困
窮
設
に
皐
賭
が
他
方
に
於

て
同
様
に
大
で
み
ふ
」
こ
〉
に
へ

1
グ
U
F

は
欲
求
充
足
に
於
け
る
封
立
矛
盾
の
契
機
を
見
て
居
る
。
こ
れ
は
後
に

市
民
枇
曾
の
一
方
に
於
げ
る
富
の
蓄
積
と
他
方
に
於
け
る
「
一
労
働
に
結
ぼ
れ
た
る
階
級
の
依
存
性
と
困
窮
」
弘
一
向

〉
一

r
r
3
B
t
.
-
-

司

F
4

」

九
点

F
E
E
P
-個
師
』
閃
抗
日
け

P
F
H
F
E
2
c
r

口
2
1
2
M
E
H巾
山
町

、，
t同

1
3

・p

h
w回
亡
れ
』
「

〉
困
、
，

e
'
M

位
打

E
E
E門
』
巾
口
内
=

内一
g
M
m
k
し
て
見
ら
み
る

k
こ
ろ
の
も
の
で

b

J

J

0

.

H

J

E

"

ご
)
普
及
ま

E
こ
λ

占

λ

〉
庁
個
師

F
b

J
d，

Z
H
L
t
'
L
O
G
-
一奇

t
一
J
i
d
-
-
d
Q
月
詳

crq 
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c) 
ιニ
!ゅ

白吋.

:::: 
crq 

-
》

C
O
M
・
「
国
民
の
大
多
数
即
ち
勢
働
せ
る
貧
困
者
」
で
あ
る
。

T

Y
ク
ス
が
こ
の
階
級
を
無
産
者
階
級
と
し
て
資
本

家
階
級
に
封
立
せ
し
め
以
て
資
本
主
義
的
世
舎
の
生
産
的
機
構
を
明
に
し
て
居
る
こ
主
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
後
に

通
ぺ
る
。

同
「
崎
労
働
の
様
式
』
、
こ
〉
に
は
ス
ミ
ス
の
分
業
論
に
於
け
る
勢
働
の
論
が
耕
謹
法
的
愛
展
の
形
に
於
て
要
約
さ

れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
先
づ
勢
働
な
る
も
の
が
突
の
如
く
に
謹
ぺ
ら
れ
て
居
る
。
「
特
殊
化
さ
れ
た
る
欲
求
に
相

鷹
し
て
同
様
に
特
殊
化
さ
れ
た
る
手
段
を
用
意
し
調
達
す
る
と
こ
ろ
の
媒
介
が
勢
働

自
然
か
ら
直
接
に
奥
へ
ら
れ
る
素
材
を
多
種
の
目
的
の
矯
め
に
最
も
多
様
な
る
子
績
に
よ
っ
て
特
殊
化
す
る
。
こ

〉『
σ
町
一
昨
で
み
の
る
、
ぞ
れ
は

の
形
成
は
今
や
手
段
に
債
値
と
ぞ
の
合
目
的
的
性
と
を
輿
へ
る
。
か
く
て
人
聞
は
そ
の
消
費
に
於
て
主
と
し
て
人

へ
ー
ヂ
ル
市
民
社
含
論
と
経
務
理
平

三
五
九
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済
事
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O 

間
的
生
産
物
に
関
係
す
る
。
人
間
の
消
費
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
左
様
な
勢
力
で
あ
る
」
こ
の
労
働
の
弊
謹
法
的
後

展
の
過
程
は
次
の
如
〈
に
越
べ
ら
れ
て
居
る
「
勢
働
に
於
け
る
普
遍
的
客
観
的
な
る
も
の
は
、
欲
求
並
に
充
足
手

段
の
特
殊
化
を
生
じ
従
っ
て
同
様
に
生
産
を
特
殊
化
し
且
つ
分
業
を
驚
ら
し
た
と
こ
ろ
の
抽
象
〉

Z
E
E
S
に

於
て
存
す
る
。
個
々
人
の
叫
労
働
は
分
業
に
よ
っ
て
よ
旬
開
早
純
と
な
り
、
而
し
て
こ
の
抽
象
的
勢
働
に
於
げ
る
技
能

並
じ
生
産
物
の
量
は
増
大
す
る
。
間
前
r

ト
技
能
並
に
手
段
の
こ
の
抽
象
は
、
爾
斡
mw
欲
求
。
充
足
に
劃
す
る
人
聞
の

依
存
性
並
に
相
互
開
儲
か
ら
全
〈
必
熱
的
な
る
も
の
に
完
成
す
る
。
生
産
者
の
抽
象
性
は
勢
働
を
盆
々
機
械
化
し
か

く
て
遂
に
人
聞
が
勢
働
か
ら
退
き
機
械
を
し
て
人
聞
に
代
ら
し
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」
と
述
べ
て
居
る
。
こ

の
貼
は
正
に
ス
ミ
ス
が
そ
の
分
業
論
に
云
へ
る
要
旨
を
一
括
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
而
も
人
間
欲
求
の
進
歩
に
於

げ
る
と
同
様
に
、
人
同
勢
働
の
進
歩
が
耕
誼
法
的
援
展
に
於
て
把
握
さ
れ
て
居
る
。
印
ち
個
々
人
の
具
睦
的
な
勢

働
は
分
化
し
て
抽
象
化
さ
れ
真
に
こ
れ
が
統
一
さ
れ
て
機
械
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
〉
に
へ

1
グ
Y

は
「
人
聞
が

勢
働
か
ら
退
き
機
械
を
し
て
人
間
に
代
ら
し
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
名
」
と
云
ふ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
?

Y

グ
ス

は
機
械
そ
れ
自
身
の
か
〉
る
本
質
的
意
義
を
認
あ
る
と
共
に
機
械
そ
れ
自
身
と
個
人
の
忍
有
物
と
し
て
の
機
械
を

明
確
に
匝
別
し
こ
の
程
有
物
と
し
て
の
機
械
そ
の
も
の
が
勢
働
者
階
級
と
資
本
家
階
級
と
を
決
定
的
に
分
裂
し
機

械
の
人
間
祉
舎
に
劃
す
る
異
の
意
義
を
費
輝
せ
じ
め
ぎ
る
所
以
を
高
調
し
こ
の
雨
階
粧
の
費
立
に
よ
る
市
民
祉
舎

ー
の
枇
舎
主
義
的
止
揚
を
明
に
す
る
こ

k
を
以
っ
て
中
心
的
課
題
と
し
た
の
で
あ
る
。

~ 196 
? ISJ8 

勢
働
は
子
、
、
ス
に
於
て
は
勢
働
の
生
産
力
に
於
け
る
改
善
の
原
固
と
し
て
の
分
業
論
に
於
で
従
っ
て
生
産
力
の

2) 

轟
霊
警

?
?
J
?
?



観
動
よ
り
考
察
さ
れ
て
居
る

?
Y
ク
ス
に
於
て
色
生
産
カ
の
観
勤
よ
h
ノ
而
し
て
結
局
勢
働
搾
取
の
観
貼
よ
り
考
察
，

さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
し
へ

1
グ
Y

に
於
て
は
こ
の
勢
働
論
に
於
て
も
そ
れ
の
人
間
精
神
の
向
上
に
劃
す
る

意
義
が
考
察
3
れ
て
居
る
。
而
し
て
そ
れ
は
「
理
論
的
敢
養
」
と
「
買
践
的
教
養
」
と
の
爾
者
に
つ
い
て
考
へ
ら
れ
て

居
る
。
「
閥
、
む
を
有
せ
し
め
る
諸
規
定
並
に
諸
封
象
の
多
様
性
に
於
て
理
論
的
敢
養
仏
町
内

r
g同町巴
R
F
盟
主

g
mが

畿
展
す
る
・
:
悟
佐
一
般
の
敢
養
で
あ
り
従
っ
て
ま
た
言
語
の
敢
養
で
あ
る
。
勢
働
に
よ
る
貫
践
的
数

〈
同
「
凶
片
山
口
白

養
丘
町
句
E
E一回口
Z

E

Eロ
m
E
R
U
E巾
〉
『
『
早
は
自
己
生
産
的
な
欲
求
並
に
仕
事
の
習
慣
一
般
に
於
て
、
行
震

を
或
は
材
料
の
性
質
に
従
っ
て
或
は
主
と
し
て
他
人
の
雄
宜
に
従
っ
て
制
限
す
る
こ
と
に
於
て
、
且
っ
こ
の
訓
練

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
客
観
的
な
活
動
並
に
替
一
通
安
営
的
な
技
能
の
習
慣
仁
於
て
、
布
す
札
口
」

前
説
J
v
o

し
如
く
H
A

一
概
的
な
る
粧
掛
阜
の
生
産
諭
に
於
て
は
、
勢
働
は
そ
の
生
産
す
る
宮
に
封
す
る
意
義
郎
ち
生

産
力
の
観
賠
の
外
に
更
に
か
く
の
如
く
労
働
そ
れ
自
身
の
直
接
人
間
生
活
に
封
す
る
意
義
の
観
鮪
よ
り
、
即
ち
ニ

重
の
観
賠
よ

b
常
に
考
察
5
れ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

ω『
財
産
』
、
こ
〉
に
於
て
以
上
論
ぜ
ら
れ
た
る
「
欲
求
の
充
足
」
L
L
「
勢
働
」
左
の
二
面
の
統
一
'
と
し
て
『
欲
求
の

瞳
系
』
が
具
韓
的
に
考
察
さ
れ
て
居
る
。
こ
れ
ス
ミ
ス
の
所
謂
『
商
業
赴
曾
』
に
外
な
ら
な
い
邸
ち
「
分
業
一
度
完

全
に
確
立
さ
れ
る
時
は
、
各
人
が
自
己
勢
働
の
生
産
物
に
依
っ
て
充
た
す
所
は
、
僚
に
其
欲
求
の
極
小
部
分
に
過

ぎ
子
、
各
人
の
自
己
勢
働
の
生
産
物
中
、
自
己
の
消
費
す
る
以
外
の
傍
剰
生
産
物
を
以
て
他
人
の
生
産
物
中
自
己

の
要
す
る
部
分
と
交
換
し
依
て
以
て
自
己
の
欲
求
の
望
め
て
大
な
る
部
分
を
充
た
す
。
斯
〈
て
各
人
は
何
れ
も
交

司

I
r
i
w
市
民
社
曾
論
Br一
輝
端
同
事

占ノ、
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へ
1
ゲ
ル
市
民
杭
曾
論
と
経
鴻
皐

-~ 
p、

換
す
る
こ
と
に
依
っ
て
生
活
し
、
何
れ
も
或
程
度
の
商
人
と
な
る
と
共
に
枇
合
そ
れ
白
樫
も
亦
所
謂
る
商
業
的
一
枇

曾
な
る
も
の
正
な

ι。
」
こ
の
商
業
的
世
舎
が
へ

1
ゲ

Y
の
『
欲
求
の
鱒
系
』
で
あ
る
が
而
も
こ
の
も
の
も
へ

1
グ
y

に
於
て
は
解
読
法
的
運
動
に
於
て
考
へ
ら
れ
て
居
る
。
伎
は
先
づ
失
の
如
〈
に
遮
ぺ
て
居
る
。

「
労
働
と
欲
求
充
足
の
此
の
依
存
性
と
相
互
性
仁
於
て
主
観
的
刺
己
主
義
は
、
総
て
の
他
の
人
々
の
欲
求
充
足
ド

到
す
る
寄
奥
に
|
|
排
謹
法
的
運
動
E
し
て
の
普
遍
に
よ
る
特
殊
の
媒
介
に
輔
化
す
る
む
か
〈
て
、
各
人
は
自
己
の

矯
め
に
獲
得
し
生
産
し
享
受
す
る
と
乙
ろ
に
よ
っ
て
‘
正
に
こ
の
こ
主
に
よ
っ
て
爾
僚
の
人
々
の
享
受
の
矯
め
に

生
産
し
獲
得
す
る
以
と
遮
べ
て
ゐ
る
。
こ
れ
正
に
ス
ミ
ス
が
「
自
己
の
利
盆
の
潟
め
に
他
人
の
自
愛
心
に
訴
へ
、

自
己
が
其
人
よ
り
得
ん
こ
と
を
欲
す
る
も
の
を
自
己
に
奥
ふ
る
は
卸
ち
其
人
の
利
盆
な
る
こ
と
を
彼
等
に
示
め
す

時
は
輩
に
其
入
の
恩
恵
に
訴
ふ
る
よ
り
も
遁
に
其
目
的
を
建
し
易
い
。
・
我
々
が
日
常
互
に
必
要
と
す
る
他
人
の

好
意
斡
旋
を
幾
多
の
他
人
よ
り
享
受
す
る
は
多
〈
か
、
る
方
法
に
操
る
も
の
で
あ
る
」
と
云
ふ
て
い
る
と
こ
ろ
の

も
を
の
排
誼
法
的
に
把
握
し
た
の
で
あ
る
。

ス
ト
ミ
ス
は
か
う
る
枇
舎
に
於
て
は
「
各
人
の
技
能
の
異
な
れ
る
生
産
物
は
:
云
は
三
共
同
の
蓄
積
の
中
へ
も
に

ら
さ
れ
る
。
而
し
て
こ
の
共
同
の
蓄
積
に
於
て
各
人
は
そ
の
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
の
他
の
人
々
の
技
能
の
如
何
な

る
部
分
を
で
も
買
ひ
求
め
得
る
の
で
あ
ふ
。
し
と
述
べ
て
居
る
が
、
こ
の
世
舎
金
曜
の
富
へ
の
分
奥
が
こ
冶
に
設
か

~
1
グ
M
Y

は
.
こ
れ
を
普
遍
的
財
産
な
る
も
の
ど
特
殊
的
産
財
な
る
も
の
と
の
聞
係
に
於
て
苓
察
し

れ
て
居
る
。

て
居
る
。
即
ち
「
総
て
の
人
々
の
依
存
性
の
全
面
的
な
組
合
せ
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
此
必
然
性
は
、
今
や
各
々
の

Wealth of Nations. p. 24 
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人
に
と
っ
て
普
遍
的
持
績
的
産
財
岳
山
色
情
B
m
r
F
z
a
z
E
巾
〈
2
5む
ね

2
で
あ
っ
て
、
こ
の
産
財
は
各
人
の

生
存
が
確
保
さ
れ
る
矯
め
に
各
人
が
そ
の
敢
養
と
技
能
と
に
よ
っ
て
そ
れ
に
分
輿
す
る
と
こ
ろ
の
可
能
性
を
合
ん

で
居
る
。
」
而
し
て
こ
の
各
人
の
可
能
性
が
卸
ち
各
人
の
「
特
殊
産
財
」
で
あ
っ
て
、
と
の
各
人
の
特
殊
産
財
は
種
々

な
る
事
情
に
よ
っ
て
懐
件
づ
け
ら
れ
て
居
る
。
却
も
「
普
遍
的
産
財
に
於
け
る
分
輿
の
可
能
性
巴
m
z
o
m
-
-
n
r
r
m一昨

牛

2
・
H
，町一
-
z
r
B巾
で
あ
る
と
こ
ろ
の
特
殊
産
財

L
S
Z
Z豆
町
『
巾
〈
2
3
q
m
g
は
然
し
或
は
直
接
的
な
各
人
の
基

礎
(
閃
臼
ち
己
資
本
)
に
よ
っ
て
或
は
技
能
に
よ
っ
て
僚
件
づ
け
ら
れ
て
居
る
。
こ
の
技
施
は
ぞ
の
も
の
と
し
て
ま

た
責
本
に
よ
り
偶
然
な
事
情
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
居
る
。
こ
の
偶
然
的
事
情
の
多
様
性
は
慨
に
そ
れ
自
身
不
平

等
な
白
熱
的
肉
瞳
的
並
じ
精
神
的
素
質
の
畿
展
ド
於
け
る
差
異
性
セ
生
h
u
o

こ
の
差
異
性
は
特
殊
性
の
ど
の
械
に

於百
L

親
て
の
方
向
仁
向
一
円

1
ま
十
h

轍

τ
の
股
階
か
ら
現
れ
て
他
の
偶
熱
性
並
仁
却
意
正
一
一
紺
仁
な
り
て
諸
佃
入
の

財
産
並
に
技
能
の
不
平
等
合
必
然
的
に
結
果
す
る
'
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
」

か
く
の
却
〈
普
遍
財
産
に
劃
す
る
各
人
の
分
奥
は
車
な
る
冨
omznrrmx
可
能
性
た
る
に
す
ぎ
な
い
。
故
に
そ

れ
は
本
質
上
、
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
可
能
性
の
基
〈
傑
件
は
本
質
上
不
卒
等
な
志
の
で
あ
る
。
こ

の
偶
然
性
と
不
平
等
と
の
後
展
と
し
て
、
市
民
世
舎
の
雄
官
展
が
『
警
察
』
の
論
の
中
に
於
て
考
察
さ
れ
て
居
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
論
に
於
て
我
々
は
へ

1
グ
Y

の
鰹
神
論
の
?

U

F

ク
ス
経
梼
準
に
劃
す
る
闘
係
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ

Q

以
上
の
へ

1
グ
戸
の
鰹
持
論
は
主
と
し
て
ス
ミ
ス
の
鰹
掛
理
論
を
彼
の
唯
心
的
排
謹
法
的
後
展
の
中
に

?

U

F

ク
ス
の
樫
掛
皐
は
こ
の
へ

1
グ
Y

の
市
民
世
舎
の
愛
展
的
考
察
・
を
?
u
y

ク
ス

~ '90 

i 2∞ 

取
λ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
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へ
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湾
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へ
I
ゲ
ル
市
民
社
舎
論
と
経
梼
曲
牢

大
四

の
唯
物
排
謹
法
に
於
で
具
瞳
的
に
品
開
展
せ
し
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
即
ら
こ
の
意
味
に
於
て
我
々
は
ス
ミ
ス
と

マ
Y
ク
ス
の
媒
介
と
し
て

~
1グ
u
y

を
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
め
る
。

一-一

ザ
」
〉
仁
へ

1
グ
Y
は
家
族
的
一
蹴
舎
に
於
付
る
人
間
の
艦
糟
生
活
の
市
民
枇
舎
の
そ
れ
へ
の
後
展
伝
次
の
如
〈
に

趨
ベ
て
居
る
。

「
個
人
が
普
遍
的
財
産
か
ら
何
か
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
手
段
並
に
技
能
に
闘
し
で
も
ま
た
突
然
無
能
力
に
な
っ

に
場
合
に
於
け
る
個
人
の
生
存
並
に
世
話
に
聞
し
て
も
、
佃
人
の
こ
れ
等
主
観
的
の
側
の
矯
め
に
配
慮
す
る
と
こ

ろ
の
最
初
の
貫
在
的
金
韓
は
家
族
で
あ
る
。
然
る
に
市
民
枇
舎
は
個
人
を
此
結
び
か
ら
切
り
離
り
は
な
し
そ
の
成

員
を
互
に
疎
隔
し
濁
立
人
と
し
て
認
め
る
。
市
民
世
舎
は
外
的
無
機
的
自
然
と
各
の
生
存
の
士
宮
壁
一
た
る
郷
土
の
地

盤
の
代
り
に
市
民
世
舎
の
地
盤
を
置
き
、
全
家
族
そ
の
も
の
の
存
立
を
市
民
世
舎
へ
の
依
存
性
に
師
ち
偶
然
性
に

隷
属
せ
し
め
る
つ
か
〈
て
個
人
は
市
民
枇
舎
の
子

m
o
E
L
2
z
a
q
-
-円宮の町田町-一回円
E
P
と
な
っ
仁
」
マ

Y
グ
ス

は
こ
の
へ

l
グ
Y
の
思
想
に
も
強
〈
結
ば
っ
て
居
る
。
即
ち
彼
は
市
民
世
舎
へ
の
人
間
の
後
展
を
原
始
共
産
韓
よ

り
の
解
放
で
あ
る
と
し
て
把
握
し
て
居
る
。
郎
ち
「
か
〉
る
自
由
競
争
の
世
舎
に
於
て
は
、
個
人
は
、
そ
れ
以
前

の
諸
歴
史
時
代
に
於
て
彼
れ
を
一
定
の
局
限
さ
れ
た
人
間
集
聞
の
所
麗
員
た
ら
し
め
た
る
自
然
的
経
帯
等
か
ら
、

解
放
さ
れ
て
現
れ
る
。
」
ま
た
日
く
「
吾
々
が
歴
史
を
遠
く
遡
れ
ば
遡
る
ほ

E
、
個
人
は
、
従
っ
て
生
産
す
る
個
人

は
、
非
濁
立
的
な
、
一
つ
の
大
な
る
金
瞳
に
属
し
て
ゐ
る
も
の
左
し
て
、
現
れ
る
。
最
初
に
は
な
ほ
金
〈
自
然
的

1) ~ 238 
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な
仕
方
で
家
族
に
お
よ
び
種
族
に
ま
で
媛
大
さ
れ
た
家
族
に
後
に
は
種
族
の
封
立
と
融
合
か
ら
生
じ
た
種
々
な
る

形
態
の
共
同
瞳
に
。
」
と
述
べ
て
居
る
。

か
く
家
族
的
共
同
盟
よ
り
切
り
離
な
さ
れ
た
市
民
世
舎
の
諸
個
人
に
と
っ
て
「
普
遍
的
財
産
へ
の
分
興
の
可
能

性
」
た
る
各
人
の
「
特
殊
財
産
」
な
る
も
の
は
偶
然
性
に
投
げ
従
へ
ら
れ
て
居
る
。
即
ち
へ

1
グ
U
Y

は
日
〈

「
各
人
の
臨
時
意
と
同
様
に
偶
然
的
な
物
理
的
な
而
し
て
外
的
諸
閥
係
に
於
て
存
す
る
諸
事
情
も
ま
た
諸
個
人
を
貧

困
に
陥
れ
る
。
こ
の
貧
困
の
賊
鵡
な
る
も
の
は
個
人
に
市
民
世
舎
の
欲
求
を
興
へ
て
置
き
な
が
ら
而
色
|
市
民
枇

舎
が
同
時
に
彼
等
か
ら
自
然
的
生
計
手
段
を
剥
奪
し
血
族
と
し
て
の
家
族
の
贋
き
結
び
を
排
除
す
る
こ

2
に
よ
っ

て
1
枇
曾
の
綿
て
の
便
議
、
印
ち
技
能
設
に
敢
養
に
よ
る
生
計
能
力
一
般
、
ま
に
裁
判
、
衛
生
、
屡
々
宗
数
の
慰

勲
等
J
Y
3
え
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
大
は
し
め

7
0
J削
ち
人
々
の
生
活
の
恭
礎
併
な
し
て
い
た
自
然
的
生
活
手
段

や
家
族
を
破
壊
し
忙
市
民
枇
舎
が
こ
の
世
舎
に
於
け
る
欲
求
の
み
を
奥
へ
て
而
も
充
さ
守
枇
舎
の
有
す
る
生
活
並

に
慰
籍
の
矯
め
の
便
盆
を
奪
ム
た
服
態
が
貧
困
で
あ
る
。
そ
こ
に
貧
富
雨
階
段
の
封
立
が
準
か
、
即
ち
「
市
民
枇

曾
が
妨
げ
ら
れ
ま
る
活
動
に
於
て
あ
る
な
ら
ば
、
枇
曾
は
そ
の
内
部
に
於
て
人
間
並
に
産
業
の
按
展
に
於
て
あ
る

|
欲
求
に
よ
る
人
聞
の
聯
闘
の
普
遍
化
と
、
欲
求
の
震
め
の
手
段
を
用
意
し
調
達
す
る
仕
方
の
普
遍
化
に
よ
っ
て

|
こ
の
二
重
の
普
遍
性
か
ら
最
大
な
る
利
得
が
得
ら
れ
る
か
ら
|
富
の
推
積
が
一
方
に
於
て
増
進
す
る
。
同
時
に

他
面
に
於
て
特
殊
的
労
働
の
個
別
化
と
制
限
性
と
が
こ
の
勢
働
に
結
ば
れ
て
居
る
階
級
の
依
存
性
と
困
窮
を
増
進

す
る
。
こ
の
こ
と
に
市
民
世
舎
の
庚
ぺ
諸
能
力
の
殊
に
精
神
的
諸
刺
盆
の
戚
受
及
び
享
受
の
無
能
力
炉
関
聯
し
て

(
日
ゲ
ル
市
民
社
曾
論
と
絡
部
畢

一一一六五
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へ
l
ゲ
ル
市
民
社
舎
論
と
柑
税
務
宰

一占ハ六

居
る

1
t

」
こ
う
に
「
欲
求
に
よ
る
人
聞
の
聯
闘
の
普
遍
化
」
と
云
へ
る
は
さ
き
に
『
欲
求
と
そ
の
充
足
の
様
式
」
「
論
に
於

て
読
げ
る
欲
求
充
足
の
枇
曾
化
で
あ
る
。
卸
ち
生
産
物
に
劃
す
る
需
要
が
一
枇
曾
的
に
擁
大
し
行
〈
こ
と
で
あ
る
。

ま
に
こ
〉
に
「
欲
求
の
矯
め
の
手
段
ぞ
用
意
し
調
達
す
る
仕
方
の
普
遍
化
」
と
一
五
へ
る
は
3
き
に
「
勢
働
の
様
式
』
諭

に
於
て
謹
ら
れ
て
ゐ
た
勢
働
の
枇
曾
化
で
あ
っ
て
機
械
等
が
後
建
し
大
規
模
生
産
が
行
は
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
か

く
て
こ
の
二
種
の
普
遍
化
よ
り
資
本
主
義
的
生
産
組
織
が
愛
達
し
従
っ
て
利
潤
が
増
大
す
る
の
で
め
る
。
而
も
こ

れ
と
共
に
他
面
「
勢
働
者
階
級

E
n
即
日
戸
色
町
民
〉
戸
ぴ
E
二
判
官

Z
C
2
2
同
一
山
師
団
円
)
の
依
存
性
と
同
窮
が
府
大
す
る
」
こ

と
を
か
〈
明
確
に
封
立
せ
し
め
て
居
る
の
で
め
る
。
こ
の
勤
に
於
て
T

Y

ク
ス
の
有
産
者
階
級
無
産
者
階
級
の
調

立
増
進
の
根
本
思
想
は
へ

1
グ
Y

に
於
け
る
と
異
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
只
古
7

Y
ク
ス
は
こ
の
封
立
の
増
進
ぞ

除
剰
憤
仮
設
を
以
て
明
細
に
し
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
。

克
に
へ

l
グ
Y
は
択
の
如
く
に
一
五
ふ
て
居
る
。
「
枇
舎
の
成
員
に
謝
し
て
必
要
な
も
の
と
し
て
自
ら
支
配
し
て
居

る
或
生
存
の
仕
方
の
標
準
以
下
に
、
大
衆
が
落
ち
行
く
こ
と
は
|
而
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
活
動
並
に

勢
働
に
よ
っ
て
自
立
す
る
と
云
ふ
権
利
正
義
名
春
の
戚
情
を
喪
失
す
る
結
果
と
な
り
|
賎
民
岳
山
宮
σ己
ぞ
生
ぜ

し
め
る
。
賎
民
の
脱
税
生
は
同
時
に
更
に
少
数
者
の
業
中
に
不
釣
合
な
富
の
集
中
を
一
暦
容
易
に
す
る
こ
と
を
件

ふ
。
」
而
し
て
「
貧
困
ぞ
れ
自
身
は
何
人
を
も
賎
民
と
し
な
い
。
賎
民
と
は
貧
困
に
結
ぼ
れ
て
居
る
気
持
卸
ち
富
者

世
曾
政
府
等
に
劃
す
る
内
的
激
昂
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
規
定
さ
れ
る
じ
」
こ
の
へ

1
グ
Y

の
思
想
は
?

y
ク
ス
の
資

本
の
集
中
、
無
産
者
階
級
に
於
け
る
階
級
意
識
の
成
立
、
こ
の
無
産
者
階
級
に
よ
る
階
級
革
命
等
の
根
本
思
想
に

結
ば
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
め
る
。

か
く
て
へ

1
グ
Y

は
日
く
「
貧
困
者
の
生
存
が
勢
働
に
よ
っ
て
(
勢
働
の
機
舎
に
よ
っ
て
)
媒
介
さ
れ
る
と
す
る

3
4
U
 

4
A
V
M
 

2

2
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g
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U
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な
ら
ば
、
生
産
量
は
増
大
さ
れ
る
で
あ
ら
う
の
こ
の
生
産
の
過
剰
と
そ
れ
に
相
臆
す
る
自
ら
生
産
的
な
消
費
者
の

棋
茄
に
於
て
正
に
害
悪
か
持
頼
す
る
。
こ
の
害
悪
は
南
方
の
仕
方
で
増
大
す
る
一
方
で
あ
る
。
市
民
社
舎
は
宮
の

過
剰

d
σ
q
5
5月
号
叩
河
口
一
円
r
Z
5凶
に
か
う
は
ら
や
貧
困
の
過
剰
と
賎
民
の
養
生
を
防
止
す
る
に
足
る
だ
防
十
分

に
富
ん
で
居
な
い
口
一
円
Z
E
n
r
m
mコ
己
問
即
ち
そ
れ
に
特
有
な
財
産
を
十
分
持
っ
て
居
な
い
と
云
ふ
こ
と
が
こ
〉

に
現
れ
て
来
ム
。
」
こ
の
生
産
と
消
費
の
矛
盾
に
よ
っ
て
市
民
世
曾
は
葉
限
界
に
来
る
帥
ち
「
こ
の
市
民
枇
舎
の
排

誼
法
に
よ
っ
て
市
民
枇
曾
は
自
己
を
飛
び
越
へ
る
。
」

か
く
の
如
く
へ

1
グ
Y
は
資
本
主
義
枇
舎
が
向
ほ
成
立
の
過
在
に
あ
っ
た
営
陣
に
於
て
慨
に
そ
の
矛
盾
と
矛
盾

の
後
展
と
を
か
〈
色
銑
〈
把
握
し
て
居
る
。

?
y
ク
ス
は
こ
れ
が
」
彼
の
根
本
思
想
と
し
て
そ
の
ま
出
に
取
え
れ
こ

れ
を
艇
榔
理
論
に
よ
っ
て
具
時
的
に
展
開
し
れ
。
何
色
ヘ

1
グ
Y

の
立
場
に
於
亡
は
市
民
一
枇
曾
を
岡
家
主
義
的
に

強
革
す
る
こ

L
1しむ
h
，J

h

?

w

y

ク
ヌ

mw
立
場
に
於
て
は
こ
れ
を
一
世
合
主
義
的
に
聾
草
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
相
異
を
生
や
る
に
至
れ
る
所
以
は
別
に
詳
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

A
1
こ
れ
を
二
昌
に
し
て
云
へ
ば
、

市
民
一
吐
舎
に
於
て
分
裂
封
立
し
て
居
る
特
殊
性
と
普
遍
性
と
の
二
原
理
に
つ
き
へ

1
グ
Y

は
後
者
を
マ

Y

ク
ス
は

前
者
を
本
質
的
原
理
と
考
へ
た
が
故
で
あ
る
。

帥
ち
へ

1
グ
U
Y

の
市
民
一
世
舎
に
於
て
は
諸
個
人
意
志
の
特
殊
的
原
理
が
『
欲
求
の
糟
系
」
と
し
て
前
面
に
現
ら
は

れ
、
園
家
意
志
の
普
遍
的
原
理
は
背
後
に
潜
在
し
て
こ
の
「
欲
求
の
鴨
系
』
の
世
界
を
牽
引
し
て
居
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
市
民
世
舎
の
構
造
を
其
偉
人
間
枇
舎
の
本
質
的
構
造
と
な
し
以
て
「
へ

1
グ
Y

の
法
律
哲
間
半
の
批
判
的
修
正
」

を
な
し
た
7

Y

ク
ス
に
と
っ
て
は
、
特
殊
的
な
個
人
意
志
の
原
理
が
本
質
的
な
も
の
で
め
っ
て
普
遍
的
な
る
圃
家

意
志
の
原
理
は
特
殊
的
原
理
に
金
〈
還
元
せ
ら
れ
支
配
者
階
級
に
よ
っ
て
被
支
配
者
階
級
の
支
配
の
矯
め
に
利
用

へ
1
ゲ
ル
市
民
社
曾
論
胃
と
純
湾
接

一
大
七

. 
1) ~ 245 
2) "246 



へ
1
ゲ
ル
市
民
社
舎
論
と
経
鴻
皐

二
ハ
八

せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
色
の
に
す
ぎ
な
か
っ
亡
。
か
く
て
市
民
一
枇
舎
に
於
け
る
必
然
的
な
枇
曾
悪
と
し
て
の
階
級
劃

立
は
こ
の
階
統
割
立
と
一
耳
ふ
特
殊
の
世
界
の
原
理
の
み
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
7

Y
グ
ス
に
於
る
階
級
勢
立
階
級
革
命
の
理
論
で
あ
る
。

こ
れ
と
民
し
て
へ

1
グ
Y

仁
於
て
は
市
民
枇
曾
は
彼
の
理
論
事
に
於
け
る
者
2
3
の
構
造
に
よ
っ
て
把
握
さ

れ
た
の
で
あ
っ
て
市
民
枇
舎
に
於
て
前
商
に
現
れ
て
居
る
も
の
は
特
殊
の
原
理
で
あ
る
炉
而
も
背
後
に
あ
る
と
こ

ろ
の
普
遍
的
な
幽
家
意
忘
の
原
理
炉
本
債
的
な
も
の
で
あ
り
前
商
に
め
ら
は
れ
て
居
る
特
殊
の
原
理
は
こ
の
木
賞

的
な
る
色
の
の
現
象
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
。
か
く
て
市
民
世
曾
は
牛
2
2
a
m
R
∞
g
p同
『
外
的
圃
家
』
と
し
て

不
完
全
な
る
岡
一
家
で
め
る
。
故
に
市
民
世
舎
の
特
殊
の
原
理
に
於
け
る
矛
盾
が
高
ま
り
か
く
し
て
そ
の
背
後
に
あ

る
と
己
ろ
の
こ
の
普
遍
の
原
理
が
前
面
的
に
現
れ
来
り
特
殊
の
原
理
を
そ
の
中
に
止
揚
す
る
な
ら
ば
こ
う
に
異
の

『
国
家
』
∞
g
与
が
貫
現
す
る
左
考
へ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
こ
の
も
の
は
、
マ

Y

ク
ス
に
於
け
る
鼎
来
枇
舎
と
し
て

の
「
自
由
の
王
国
』
が
特
殊
の
原
理
に
堕
し
た
と
反
封
に
、
普
遍
の
原
理
に
堕
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
〈
て
マ

Y
ク
ス

が
庚
義
の
佃
人
主
義
に
堕
す
る
と
共
に
へ

1
グ
Y
は
国
家
主
義
に
堕
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
共
に
片
面
的
な
立
場

を
止
揚
し
て
、
我
々
は
持
来
に
向
っ
て
、
普
遍
の
原
理
と
特
殊
の
原
理
と
が
其
の
統
一
を
な
せ
る
枇
舎
の
質
現
を

、

、

、

、

]

求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
印
ち
圃
民
主
義
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
賠
に
閲
し
て
、
へ

1
グ
u
y

が
市
民
一
吐
曾
よ
り

国
家
へ
の
過
渡
酷
と
せ
る
「
園
瞳
」
の
考
へ
は
多
〈
の
示
唆
に
富
ん
で
居
る
。
ま
た
へ

1
グ
Y

に
於
げ
る
王
業
階
扱

と
農
業
階
級
と
の
把
握
も
こ
れ
が
鴻
め
に
考
へ
ら
る
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
〉
に
は
へ

1

グ
グ
の
鰹
持
思
想
念
ス
ミ
ス
と
7

Y
グ
ス
と
の
媒
介
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
主
と
し
た
る
が
故
に
こ
れ
等
に
つ

い
て
は
改
め
て
論
守
る
こ
と
左
す
る
。
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