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現
伶
の
生
の
哲
撃
と
し
で
の
艇
部
哲
事

第
六
時
部

A 

第
四
十
二
巻

一0
0
0

現
代
の
「
生
の
哲
皐
」
三
し
て
の
経
済
哲
亭

ー
ー
そ
の
概
念
左
課
題
と
立
場
|
|

石

盟主

ー一一

) 11 

一
、
艦
庸
智
撃
の
「
患
の
暫
組
事
」
よ
リ
「
生
の
暫
艶
J

一
へ
の
鱒
換

哲
朗
干
の
本
質
な
石
も
の
は
、
普
て
耕
地
ベ
し
が
如
く
こ
れ
を
で
一
一
一
日
ド
し
て
き
ロ
へ
ば
、
思
惟

ω徹
底
で
め
h
ノ
一
最
も

徹
底
せ
る
最
も
力
強
き
最
も
抱
括
的
な
思
惟
」
門
官
『
。
一
官
去

E
m∞
F
己
記
官
門
m-
ロ
g
p
g
g込
山
門
伶
ロ
向
島
町
ロ
に
外
な

ら
な
い
。
換
言
せ
ば
思
惟
の
本
質
ぞ
徹
底
す
る
こ
と
で
あ
る
。

か
く
哲
曲
学
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
か
〉
る
意
味
に
於
て
、
所
典
的
な
何
物
か
を
哲
墜
す
る

立
週
間
印
刷

E
E
S
-
u
u一町『町ロ

こ
と
で
め
る
。
而
し
て
こ
の
所
奥
的
な
も
の
は
、

こ
れ
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
「
阜
の
哲
皐
」

g~Zgl

国円}岡田岸田喜一一

g
o喜
一
向
に
左
つ
て
は
「
聾
乙
で
あ
っ
た
。
却
も
こ
の
「
撃
の
哲
撃
」
は
、
所
輿
的
な
撃
の
成
立
の
根
櫨
を

明
に
し
こ
の
根
懐
よ
り
こ
の
準
を
根
懐
づ
け
鵬
閥
づ
け

P
E
E
r山
E柄

引

]

山

内

m
-
E
E
E
m
E
E
N
Z
E
g
g
S
F
8
5明

以
て
こ
れ
を
確
立
せ
ん
と
し
た
の
で
め
っ
た
。

カ
ン
ト
が
一
一
ュ

1
ト
ン
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
物
理
皐
を
.
ま
た

新
カ
シ
ト
振
が
自
然
科
皐
に
劃
し
て
十
九
世
紀
以
来
援
展
し
宮
市
れ
る
歴
史
撃
を
基
礎
づ
け
ん
と
せ
し
は
こ
の
代
表

的
な
例
で
あ
っ
た
。
我
園
に
於
て
『
経
梼
哲
皐
』
な
る
名
栴
が
は
じ
め
て
人
々
の
注
意
を
引
い
た
の
は
、
こ
の
新
カ

拙稿117'イルダイ哲墜と綬精哲皐』本誌第三十オ岳1$開放



ν
ト
振
の
立
場
に
立
っ
て
経
漕
皐
を
基
礎
づ
け
ん
と
せ
し
左
右
田
哲
撃
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
左
右
田
哲
皐
の

立
場
が
久
し
く
我
園
の
輝
掛
哲
曲
目
干
を
規
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
今
日
向
ほ
経
稗
哲
皐
を
か
〉
る
立
場
に
於
て
考
へ

る
人
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

か
〈
「
皐
の
哲
畢
」
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
哲
皐
す
る
と
こ
ろ
の
所
典
的
な
も
の
は
「
皐
」
で
あ
っ
た
が
、
「
生
の
哲

準
」
に
と
っ
て
は
「
生
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
「
皐
」
な
る
も
の
も
「
生
」
の
一
内
容
七
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
郎
ち
「
生
の
哲
皐
」

F
S
g
z
y
-
-
o
g
Z
5
な
る
も
の
は
、
「
生
」
そ
の
も
の
を
哲
皐
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

悌
一
一
回
せ
ぽ
「
生
」
い
つ
い
て
思
惟
を
徹
底
す
る
の
で
あ
る
而
も
に
の

ιと
は
人
聞
の
賀
践
的
本
質
に
批
判
す
る
o

印

も
人
間
な
芯
も
mw
は、

歴
史
酌
耽
曾
勧
賞
在
め
中
ド
在
り

τこ
の
賞
在
じ
凱
見

g
れ
な
い
か
ら
耐
性
ご
の
買
粧
台
規

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
を
形
成
殺
展
せ
し
め
行
〈
の
で
あ
る
が
、
こ
の
賓
在
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
貫
践
な
る

も
の
は
思
惟
の
過
程
と
貴
行
の
過
程
と
よ
り
成
っ
て
居
る

1
0

郎
ち
先
づ
思
惟
の
過
程
に
於
て
思
惟
し
た
と
こ
ろ
の

色
の
が
貴
行
の
過
程
に
於
て
貫
行
に
移
さ
れ
る

ωで
あ
る
。
こ
の
思
惟
は
、

は
じ
め
生
活
経
験
よ
り
成
立
っ
て
居

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
賀
行
が
確
貫
に
そ
の
目
的
を
逢
せ
ん
が
矯
め
に
は
そ
れ
が
出
来
る
だ
け
確
寅
な
も
の
に
高

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
思
惟
は
次
第
に
徹
底
さ
れ
て
皐
的
智
織
に
高
め
ら
れ
更
に
準
的
智
織
は
哲

畠
・
的
智
織
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
行
き
、
こ
〉
に
「
生
の
哲
皐
」
な
る
も
の
が
成
立
す
る
こ
と
〉
な
る
。
故
に
こ
の

「
生
の
哲
串
」
な
る
も
の
は
、
生
を
徹
底
的
に
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
を
明
に
し
、
こ
の
生
の
本
質
に

基
い
て
生
に
封
す
る
貫
践
的
思
惟
を
根
嬢
づ
け
聯
闘
づ
け
て
以
て
確
立
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
の
賓
践
的
支
配
を

現
品
川
の
生
の
哲
皐
と
し
て
の
経
済
哲
事

第
四
十
二
巻

O 
O 

第
六
務

九
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現
代
の
生
の
脅
墜
と
し
て
の
粧
瀦
哲
墜

第
四
十
二
巻

O 
O 

第
六
時
珊

四
O 

確
賀
に
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

か
く
て
「
鼠
干
の
哲
皐
」
な
る
も
の
も
自
ら
「
生
の
哲
皐
」
の
中
に
抱
合

き
る
〉
こ
と
う
な
る
の
で
あ
る
。
我
闘
に
於
ア
「
経
済
哲
皐
』
な
る
名
栴
が
人
々
の
性
意
を
は
じ
め
て
引
い
た
の
は

前
越
せ
し
如
く
、
「
撃
の
哲
撃
し
と
し
て
JY
あ
っ
亡
が
、

而
も
ぞ
れ
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
に
至
れ
る
は
「
生
の

郎
ち
左
右
田
哲
皐
は
大
正
年
代
の
は
じ
め
に
於
て
却
も
我
闘
の
資
本
主
義
の
全
盛
期

じ
於
で
こ
の
資
本
主
義
を
安
定
保
持
せ
ん
と
せ
し
安
定
閥
系
正
し
て
の
在
来
の
粧
梼
皐
を
基
礎
付
け
ん
と
す
る
胃
と

こ
ろ
の
認
識
論
を
主
'
と
す
る
「
県
の
哲
皐
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
卦
し
世
界
大
戦
後
の
恐
慌
時
よ
h
我
闘
資
本
全

哲
鼠
ご
と
し
て
ず
あ
っ
た
o

山
融
制
肢
が
山
駅
前
引
に
組
み
入
h
，
し
問
、
一
一
弘
り
引
川
引
に
文
配
的

t
た
h
ノ
来
恥
忍
マ

Y
ク
ユ
官
邸

u-
資
本
主
義
利
益
日
な

る
も
の
に
劃
す
る
鋭
き
本
質
観
で
め
る
・
と
こ
ろ
の
唯
物
史
観
に
基
き
と
の
資
本
主
義
制
度
の
崩
解
期
に
於
け
る
生

に
蕗
す
べ
き
態
度
を
教
へ
ん
・
と
し
た
る
が
故
に
、
そ
れ
は
嚢
の
「
皐
の
哲
島
こ
と
し
て
の
鰹
漕
哲
患
と
異
な
り
、
抑
休

く
人
心
に
食
ひ
入
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
そ
れ
は
単
に
鰹
横
風
ナ
を
認
識
論
的
に
基
礎
付
け
ん
と
す
る
「
皐

の
哲
皐
」
で
は
な
〈
、
生
の
本
質
に
即
し
て
生
ぞ
支
配
せ
ん
と
す
る
が
故
に
「
生
の
哲
皐
L
で
あ
り
而
も
粧
漕
的
生

を
中
心
土
す
る
が
故
に
「
生
の
哲
撃
'
と
し
て
の
鰹
梼
哲
皐
」
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
か
〉
る
意
味
に
於
て
、
「
生
の

哲
皐
と
し
て
の
蛭
漕
哲
串
」
な
る
も
の
は
、
事
賃
上
に
於
て
は
こ
れ
以
前
よ
り
慨
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

卸
ち
現

代
資
本
主
義
制
度
自
瞳
は
、
経
神
的
生
γ

い
封
す
る
一
定
の
本
質
観
と
こ
れ
に
基
〈
庭
生
観
主
の
上
に
立
っ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
が
、
ま
に
こ
の
制
度
の
安
定
睡
系
と
し
て
の
在
来
の
経
梼
皐
も
同
様
の
人
生
観
と
こ
れ
に
基
く
庭
生
観

並
に
認
識
論
を
そ
の
根
擦
に
於
て
事
賞
上
有
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
資
本
主
義
を
安
定
保
持
せ
ん

拙稿『経世ij¥!事'.a.の基本問題」本法本誌第一倍参1m



と
す
る
こ
の
立
揚
に
於
て
は
、
そ
の
哲
皐
的
基
礎
を
十
分
な
る
哲
皐
的
自
曲
寛
仁
従
っ
て
哲
串
的
睦
系
に
高
め
て
こ

れ
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
こ
の
資
本
主
義
制
度
sy
襲
草
せ
ん
と
す
る
マ

Y
ク
ス
盟
系
に
於
け
る
程
必
要
で
は
な
か

っ
た
。
即
ち
こ
の
現
存
の
制
度
を
人
ι
干
の
自
賛
に
訴
へ
で
種
革
ぜ
ん
と
す
る

?
y
ク
ス
瞳
系
の
立
場
に
於
て
は
、

こ
の
制
度
密
会
賞
在
λ
の
聯
闘
に
於
て
根
本
的
に
反
省
し
、
そ
の
襲
革
的
自
費
を
確
乎
た
る
哲
串
に
ま
で
高
め
ね

ば
な
ら
な
か
っ
亡
。

か
〈
て
夜
来
の
資
本
主
義
制
度
に
慣
れ
従
つ
で
無
自
覚
的
に
そ
の
保
持
安
定
に
拘
泥
し
て
居

る
人
冷
に
針
し
こ
の
制
皮
に
劃
す
る
批
判
的
強
度
ぞ
昨
び
起
す
こ
と
、
な
つ
七
の
で
め
る
。

こ
の
す

Y
ク
ス
併
口
皐
に
よ
っ
て
我
闘
の
経
漕
哲
島
f
J
M

「
皐
の
宙
開
明
」
よ
り
「
生
の
宮
島
十
」
へ
時
換
し
た
の
で
あ
っ
て

W
1
3
4
1
F
F
I
L
l
p
i
z
j
:
)
h
p
f
L
4
一日

J

i

i

b

)

;

j

e

b

b

r
1
Fト「

1〆
い
れ
日

J杭
ト
一
千
一
延
子
よ
り

1
J
h
-
H
H
1
4
4
ニー」
J土
j
f
F一
一
誌
千
二

l
d
F
l
J
ペ
i
I
l
υ
d
h
r
o
r
J
7
4
1
t
r
j
y
J
J

d

(

i

1

1

7

J

i

l

-

-

-

J

J

一
L

t

z

L
戸

J

:

j

l

J

J

l

〈

F

〈

6
1
l

flii 

，μ 

ス

1v1h 

Lt 

未
だ
「
生
の
哲
皐
し
の
立
場
が
十
分
に
徹
底
さ
れ
て
居
な
い
。
帥
ナ
門
前
埴
せ
し
如
く
、
「
生
の
哲
皐
」
な
る
も
の
は
生

の
本
質
を
明
に
し
こ
れ
に
恭
い
て
生
に
劃
し
て
宜
践
す
べ
き
思
惟
を
確
立
し
以
て
生
の
支
配
を
確
貨
に
せ
ん
L]
す

、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
何
よ
ち
も
生
そ
の
も
の
〉
本
質
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

而
も
事
貫
上
に
於
て
は
蹴
成
の
皐
で
あ
る
形
而
上
率
、
自
然
科
皐
等
に
於
け
る
既
成
の
概
念
を
通
じ
て
生
が
眺
め

ら
れ
従
っ
て
そ
の
本
質
が
歪
め
ら
れ
て
居
る
。
而
し
て
マ

Y
ク
ス
哲
事
の
生
の
本
質
"
酬
が
十
九
世
紀
に
支
配
せ
し

生
物
撃
の
概
念
に
て
歪
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
嘗
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

1
0

故
に
今
日
の
「
生
の
哲
皐
」
の
中
心

ぞ
矯
せ
る
一
ア
ィ

Y
タ
イ
は
「
私
の
哲
撃
の
根
本
思
想
は
今
日
ま
で
未
だ
嘗
て
杢
瞳
的
な
完
全
な
歪
め
ら
れ
な
い
糎

臓
が
哲
串
す
る
こ
と
の
基
礎
に
置
か
れ
な
か
っ
七
、
従
っ
て
未
だ
嘗
て
杢
瞳
的
な
完
全
な
事
賓
が
哲
墜
す
る
こ
ー
と

現
代
の
生
の
哲
墜
と
し
て
の
経
済
哲
畢

第
六
時
制

第
四
十
二
巻

一O
O
三

四

3 
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現
伐
の
生
の
哲
撃
と
し
て
の
経
涛
哲
撃

第
四
十
二
巻

四

一O
O
四

第
六
擁

の
基
礎
に
置
か
れ
な
か
っ
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
」
と
越
ぺ
て
ゐ
る
。
か
〈
て
「
生
の
哲
皐
」
は
生
そ
の
色
の
か
ら

出
殺
し
生
そ
の
も
の
h

本
質
に
迫
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J

デ
ィ

Y
タ
イ
は
こ
の
こ
と
を
明
に
「
生
は
哲
串
の
出
後

賄
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
基
礎
事
貫
で
あ
る
」
と
述
べ
ま
に
「
生
は
生
自
瞳
よ
り
理
解
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
」

と
述
べ
て
居
る
。

か
く
て
現
代
の
艦
持
管
四
晶
子
は
、
こ
の
「
生
の
哲
墜
」
の
立
場
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な

、
、
.
、
、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
.
、
‘
.
.
 

ら
な
い
の
で
あ
る
が
故
に
、
先
づ
現
代
の
生
そ
の
ち
の
よ
り
出
殺
し
て
、
現
代
一
般
消
官
躍
の
課
趣
並
に
こ
の
課
題

解
決
の
立
場
を
明
に
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
c

二
、
現
代
艦
漕
哲
畢
の
麗
題

今
日
世
界
は
奉
げ
て
動
乱
の
一
真
只
中
に
立
っ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
現
代
の
資
本
主
義
的
秩

序
が
崩
解
し
つ
h

あ
る
が
故
で
あ
る
。
郎
ち
中
世
封
建
制
度
の
崩
解
と
共
に
個
人
主
義
的
原
理
に
立
っ
て
岡
内
的

並
に
間
際
的
に
成
立
接
展
し
て
行
っ
た
資
本
主
義
制
度
は
そ
の
後
展
の
極
世
界
大
戦
を
勃
殺
せ
し
め
こ
う
に
そ
の

崩
解
が
は
じ
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
却
ち
、
先
づ
交
戦
闘
ロ
ジ
ア
に
於
て
資
本
主
義
制
度
の
枇
曾
主
義
的
革
命
が

起
り
次
で
こ
れ
が
濁
逸
に
波
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
大
戟
は
終
結
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
枇
曾
主
義
的
輩
・

命
は
ロ
シ
ア
に
於
て
は
共
後
着
冷
建
設
の
歩
武
を
進
め
つ
う
あ
る
に
卦
し
濁
逸
並
に
伊
太
利
に
於
て
は
失
敗
に
終

り
そ
の
反
動
と
し
て
の
国
家
主
義
的
措
煙
草
が
後
者
に
於
て
は
ア
ア

h
v
f
ム
運
動
と
し
て
、
前
者
に
於
て
は
ナ
チ
ス
'

運
動
と
し
て
進
行
し
つ
〉
あ
る
。
か
〈
て
嘗
て
の
戦
敗
閏
濁
逸
は
今
や
敵
洲
間
際
場
一
義
に
於
て
強
力
な
る
地
位
を

Dilthey. Gcs. Schrif. vnI. S. '75 



tbd 

懐
復
し
つ
h

伊
太
利
と
共
に
闘
際
的
闘
係
の
現
肢
打
破
に
拍
車
を
加
へ
つ
〉
あ
る
の
で
あ
る
。
か
〈
資
本
主
義
的

制
度
に
劃
す
る
種
革
が
進
展
し
つ
〉
あ
る
一
方
米
闘
に
於
て
は
、
資
本
主
義
制
度
の
原
理
を
保
持
し
な
が
ら
而
も

こ
れ
よ
り
生
中
る
暁
害
を
除
去
せ
ん
が
矯
め
に
こ
の
制
度
に
劃
す
る
岡
家
の
一
統
制
を
大
仕
掛
に
於
て
強
行
す
る
と

こ
ろ
の
で
フ
な
る
も
の
が
貫
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
而
も
そ
れ
は
現
行
の
資
本
主
義
的
憲
法
に
劃
す
る
温
反
の

故
を
以
て
全
般
的
に
底
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
資
本
主
義
制
度
の
原
理
念
維
持
し
な
が
ら
而
も
そ
の

柵
抑
害
を
除
去
す
る
こ
と
の
可
能
な
る
や
否
や
や
}
大
仕
掛
に
於
て
賓
職
せ
し
も
の
と
し
て
世
界
史
的
な
重
大
意
識
を

有

Jろ
0) 

<1') 
I，~I 。

判
別
代
世
回
計
じ
掛
り
る
最
も
布
カ
な
一
一
闘

R
tし
T
m
w一
載
闘
い
し
り
・
ν
γ
J崎
、
同
様
川
町
事
怖
が
四
九
ら
れ
る
の
可
め
る
。

卸
ち
我
固
に
於
て
は
現
代
の
資
本
主
義
制
度
は
世
界
大
戦
時
営
以
て
そ
の
全
盛
期
に
到
達
し
に
の
で
あ
あ
が
、
大

戦
後
の
恐
慌
時
代
よ
り
資
本
主
義
制
度
に
劃
す
る
麺
草
思
想
が
撞
頭
し
来
っ
た
。
而
し
て
そ
の
支
配
的
地
紋
に
先

づ
上
っ
た
の
は
世
曾
主
義
的
建
草
思
想
で
あ
っ
た
が
、
満
洲
事
件
の
突
竣
以
来
は
国
家
主
義
的
接
草
思
想
が
こ
れ

に
代
っ
て
文
配
的
と
な
り
来
っ
た
。
こ
れ
等
の
思
想
は
幾
多
の
事
件
を
惹
起
し
た
の
で
あ
る
が
、
而
も
未
行
資
本

主
義
制
度
を
根
抵
よ
り
動
か
す
ま
で
に
は
至
っ
て
居
な
い
。
か
く
資
本
主
義
制
度
そ
の
も
の
を
雄
一
革
せ
ん
L
」
す
る

思
想
が
行
は
れ
て
居
る
一
方
、
賞
際
界
に
於
て
は
な
し
ろ
資
本
主
義
制
度
の
原
理
念
保
持
し
な
が
ら
こ
れ
に
劃
し

て
園
家
的
統
制
を
強
化
せ
ん
と
す
る
統
制
主
義
が
支
配
的
で
あ
る
。

か
く
て
今
日
全
世
界
は
現
代
の
動
恥
軒
卦
恥
骨
骨
掛
・
め
か
掛
恥
い
恥
か
静
…
齢
ハ
』
い
?
砂
骨
し
つ
ど
め
る
と
云
ふ

現
伐
の
生
の
哲
拳
と
し
て
の
経
済
哲
事

第
四
十
二
巻

一O
O
五

第
六
時
嗣

四



現
代
の
生
の
哲
墜
正
し
て
の
経
済
哲
撃

第
六
披

第
四
十
二
港

一O
G
六

四
四

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
o

、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、

然
る
に
世
曾
制
度
の
種
革
期
は
生
命
の
危
棋
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
人
間
的
生
命
は
浸
落
す
る
か
ま
た
は
新
な

る
後
展
に
症
な
か
の
岐
路
に
立
つ
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
生
命
の
新
な
る
竣
展
は
十
分
な
る
自
費
に
基
い
て
行

動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
遼
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
世
の
封
建
的
制
度
よ
り
現
代
の
一
資
本
主
義
的
制
度
へ

の
崎
明
草
も
か
く
て
人
間
的
生
命
の
重
大
な
る
危
機
で
あ
っ
た
。
亜
細
亜
に
於
て
は
濁
り
我
閲
民
の
み
が
よ
く
こ
の

危
機
に
践
し
得
て
今
日
の
陛
盛
ぞ
致
せ
し
こ
l
c
は
こ
の
輯
廿
早
期
に
於
て
十
分
な
る
白
肌
買
を
布
、
し
ご
れ
に
基
い
て
ぞ

mw
桁
劃
を
誤

ιJな
か
っ
士
が
敵
で
め
あ
。
剖
も
「
款
問
未
曾
有
mw一
都
-
却
を
筑
芯
ノ
九
と
L
寸
る
馴
拾
維
新
の
闘
民
的
自

費
は
「
五
ケ
艇
の
御
誓
文
し
並
に
そ
の
「
御
寝
翰
」
に
於
て
結
昌
さ
れ
て
居
る
が
そ
こ
に
は
こ
の
明
治
維
新
の
締
草
が

何
故
に
魚
3
れ
ゴ
る
可
ら
玄
る
か
ま
た
如
何
な
る
根
本
方
針
に
よ
り
て
魚
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
三
園
民
全
般
に
明

示
せ
ら
れ
て
居
る
の
て
め
っ
て
、
園
民
は
こ
の
自
費
に
基
い
て
一
致
協
力
し
て
此
特
捜
革
を
着
。
押
し
進
め
た
の
で

あ
る
。
こ
〉
に
世
界
に
誇
る
べ
き
襲
革
の
業
が
魚
し
呆
げ
た
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
打
立
て
ら
れ
共
後
我

岡
氏
の
生
命
の
後
展
に
大
な
る
貢
献
を
魚
し
た
る
現
代
の
市
民
枇
合
同
制
度
が
、
今
ゃ
ま
に
園
民
の
生
命
の
竣
展
と

矛
盾
す
る
に
至
っ
て
こ
冶
に
我
闘
民
は
再
び
慶
革
期
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
今
日
の
新
な
勝
一
草
期
に
慮

す
る
に
嘗
っ
て
も
こ
れ
を
完
ふ
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
何
故
に
判
明
草
が
な
さ
れ

F
る
可
ら
r
d

る
か
ま
だ
静
一
章
一
か
魚

さ
れ
ぎ
る
可
ら
や
と
す
る
な
ら
ば
如
何
に
襲
草
3
れ
5
る
可
ら
ぎ
る
か
L
」
云
ふ
乙
と
に
就
て
聞
民
的
自
畳
一
か
明
確

に
打
立
て
ら
れ
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
と
に
今
日
の
闘
民
結
構
祉
曾
は
封
建
時
代
の
そ
れ
に
比

1)"，五ケ傑の御害女」参照
2) 友朋堂交庫「勅語集」には「維新の詔」と名つeげられτ居る。同書第四O五頁

参照



し
、
内
に
複
雑
な
穀
展
金
呆
げ
諸
文
化
域
左
の
複
雑
な
る
聯
闘
に
あ
る
の
み
な
ら
や
外
に
岡
際
的
聯
闘
の
中
に
密

e

接
に
織
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
が
故
に
、
現
代
経
漕
制
度
の
擾
草
の
自
畳
は
、
ひ
と
り
経
捧
の
域
に
限
定
き
れ
る
も
の

、
、
、
、

で
な
く
、
生
の
杢
般
に
闘
聯
す
る
全
般
的
な
自
覚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
今
日
の
闘
民
は
封
建
枇
舎
の
そ

れ
と
異
な
り
市
民
枇
舎
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
り
各
人
が
遁
に
自
覚
的
と
な
り
来
れ
る
が
故
に
こ
の
韓
草
的
自
覚

ば
明
治
維
新
に
於
げ
る
も
の
よ
り
も
一
一
暦
根
本
的
な
・
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

h
r

〈
て
現
代
の
錘
草
の
自
覚

は
根
本
的
全
般
的
な
自
費
と
し
て
、
ぞ
れ
は
「
最

h
徹
底
せ
る
最
も
力
強
き
最
も
抱
括
な
思
惟
」
で
め
一
る
と
と
ろ
の

哲
準
的
自
覚
に
ま
で
高
め
ら
れ
な
け
れ
ゴ
な
ら
な
い
の
ゼ
め
る
o

炉
、
る
哲
準
的
白
血
濯
な
確
立
す
芯
こ
と
が
叩
ち

現
代
の
一
1

生
の
川
明
日
明
い
の
問
問
ペ
ド
J

の
什
1
u
附
も

d

寸
れ
が
山
川
柳
的
制
民

f
中
山
と
す
芯
色
即
日
る
が
以
仁
川
つ
現
代

、

、

、

、

の
生
の
哲
準
と
し
て
の
経
樺
哲
皐
」
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
・
炉
、
る
課
題
が
粍
神
科
阜
の
み
に
よ
っ
て
は
解
決
し

得
な
い
こ
と
は
、
貫
花
の
一
部
営
卦
象
と
し
そ
の
本
質
を
全
般
的
根
本
的
に
反
省
す
る
こ
と
な
き
科
摩
の
営
然
な

、、

η

る
限
界
で
あ
っ
て
、
今
日
の
経
済
科
皐
は
か
〉
る
結
構
哲
皐
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
確
立
さ
れ
る
の
で
め
る
。

然
ら
ば
今
日
か
く
の
如
き
課
題
に
答
へ
る
に
足
る
哲
率
的
思
惟
が
確
立
主
れ
て
居
名
で
あ
ろ
う
か
。

肢
に
述
べ
し
が
如
く
、
我
闘
に
於
て
資
本
主
義
制
度
の
種
革
問
題
が
盛
と
な
っ
て
来
た
の
は
世
界
大
戟
後
の
恐

慌
期
か
ら
で
あ
っ
た
。
而
し
て
最
初
支
配
的
と
な
れ
る
も
の
は
祉
舎
主
義
的
立
場
で
あ
っ
た
。
我
岡
に
於
け
る
枇

合
主
義
的
思
想
運
動
は
師
に
明
治
三
十
年
代
に
於
て
高
ま
っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
明
治
四
十
三
年
に
後
貸
し
た
大

遣
事
件
に
よ
っ
て
阻
止
せ
ら
れ
、
共
後
は
ド
イ
ツ
的
な
枇
曾
政
策
的
主
張
が
一
枇
合
H

政
策
畢
舎
と
し
て
高
ま
っ
て
来

現
伐
の
生
の
哲
墜
と
し

τの
経
滞
哲
皐

第
ブヰ

君主

四
五

第
四
十
二
巻

一O
O
七

1) 科皐なる志のがT~~~ と異なつで、賞在心一部分を射象とし且っその本質を根
本的全般的に反者するものではないことにつL、ても、前掲拙楠『ヂイノレタイ
哲墜と経百年哲墜』参照。



現
伐
の
生
の
管
事
と
し
て
の
経
済
哲
事

一O
O
入

第
六
時
制

第
四
十
二
巻

阿
六

た
。
然
る
に
世
界
大
戦
後
資
本
主
義
制
度
が
動
揺
し
は
じ
め
世
舎
主
義
が
勃
奥
し
来
る
と
共
に
こ
の
串
舎
は
立
ち

消
え
の
形
と
な
っ
た
。
而
し
て
世
界
大
戦
後
に
高
ま
り
来
れ
る
枇
命
日
主
義
に
於
て
も
サ
リ
ニ
ア
イ
カ

9
ズ
ム
・
ア
ナ

ロ
シ
ア
に
於
て
マ

Y
ク
ス
主
義
革
命
が
撞
展
し
行
〈
と
共
に
こ

れ
が
我
国
の
世
曾
主
義
的
運
動
に
劃
す
る
担
当
』
力
と
な
っ
て
そ
の
様
展
方
向
を
規
定
し
途
に
こ
の
立
場
が
支
配
的

ア
キ
ズ
ム
等
諸
種
の
形
が
現
れ
た
の
で
あ
る
が
、

と
な
っ
た
。
こ
の

T

Y
ク
ス
主
義
は
、
ま
た
哲
皐
的
基
礎
の
上
に
打
立
て
ら
れ
た
る
一
大
思
想
腫
系
と
し
て
強
き

池
カ
を
以
て
青
年
の
心
を
把
へ
た
の

T
あ
っ
て
市
こ
¥d

に
幾
多
め
思
想
問
題
と
こ
れ
に
件
ふ
悲
劇
B

と
が
悲
起
3
れ

↑
い
の
で
あ
る
。
世
界
大
戦
後
こ
れ
等
世
曾
主
義
的
思
想
運
動
が
高
ま
り
来
る
と
共
に
こ
れ
に
劃
立
す
る
も
の
と
し

て
所
謂
右
翼
的
岡
憶
の
諸
種
な
る
も
の
が
蘭
々
設
立
さ
れ
て
行
っ
た
。
而
し
て
こ
れ
等
の
誇
種
の
右
翼
岡
腫
は
各

々
共
主
義
綱
領
を
掲
げ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
而
も
そ
の
多
〈
は
極
め
て
漠
然
た
る
主
張
た
る
に
止
ま
ち
、
左
翼

思
想
に
見
ら
れ
る
が
如
き
、
哲
撃
的
根
擦
と
こ
の
根
擦
の
上
巳
打
立
て
ら
れ
た
る
皐
的
鯉
系
を
棋
〈
が
故
に
、
各

ふ
閥Mm 

白
同

恥
炉
卜

」
農

案
J

法
範

に
於
て
も
諸
種
の
立
場
が
雑
然
、
と
し
て
混
交
し
従
っ
て
ま
た
互
に
劃
立
抗
争
し
て
居
る
。
そ
の
中
比
較
的
瞳
系
的
雌
闘

で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
つ
い
て
見
る
も
、
例
へ
ば
、
北
一
輝
の
立
場
時
或
は
困
家
主
義
で
あ
る
と
云
は
れ
或
諮

著
卿

は
反
艶
に
祉
合
同
主
義
で
あ
る
と
云
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
而
も
根
本
に
於
て
は
個
人
主
義
的
極
構
の
原
理
を
そ
の
質
成

ま
〉
是
認
し
て
土
地
産
財
は
十
高
間
ま
で
動
産
は
百
高
固
ま
で
傍
業
資
本
は
千
寓
固
ま
で
と
云
ム
が
如
〈
た
ど
』
北
櫛

れ
に
圃
家
主
義
的
制
限
を
附
し
た
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
に
棒
藤
成
卿
の
立
場
ぽ
資
本
主
義
に
も
枇

z
z

自
の
思
想
の
中
に
あ
つ
で
矛
盾
が
見
ら
れ
る
の
み
な
ら
や
ま
に
一
様
に
右
翼
思
想
と
云
は
る
〉
も
の
〉
相
互
の
問



44vt丸
J九
台

J

m

F

7

i
↑

舎
主
義
に
も
岡
家
主
義
に
も
反
艶
し
古
代
の
農
村
自
治
に
蹄
へ
ら
ん
と
す
る
復
古
主
義
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
L」

相
似
て
農
業
を
重
ん
や
る
橘
幸
三
郎
の
立
場
ぽ
こ
れ
よ
り
も
準
歩
的
で
あ
る
。
か
〈
観
し
来
る
な
ら
ば
、
今
日
一

概
に
布
翼
思
想
と
一
疋
は
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
み
に
つ
い
て
も
、
先
づ
こ
れ
松
原
理
的
に
直
別
し
そ
の
各
々
の
根

擦
を
明
に
し
、
こ
の
根
撮
よ
ち
そ
の
各
ム
干
の
主
援
金
明
確
に
し
、
然
る
後
こ
の
各
々
を
そ
の
根
擦
に
ま
で
迂
っ
て

吟
味
し
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か

t
て
今
日
の
我
聞
に
於
て
は
こ
の
重
大
な
る
、

現
代
資
本
主
義
制
度
の
煙
草
期
に
慮
す
る
矯
め
の
闘
民
的
自

畳
た
る
べ
き
思
想
盟
系
は
米
ド
-
確
立
せ
や
、
諸
積
の
岡
崎
細
川
が
無
秩
序
に
敵
針
的
に
抗
争
し
な
が
ら
現
れ
て
居
る
の

で
あ
る
。
こ
の
思
想
の
無
政
府
股
態
に
於
て
ま
た
「
哲
撃
的
精
神
」
な
る
も
の
が
特
に
必
要
と
な
る
の
で
あ
名
。

卸
ち
「
哲
率
的
精
神
品
。
円
喜
一
一
2
0喜
一
白
円
】
回
向
。
巴
え
は
、
諸
の
生
活
債
値
や
理
想
が
新
な
吟
味
に
か
げ
ら
れ
る
そ
の

至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
或
時
代
の
内
部
に
於
て
又
は
或
人
の
心
の
中
に
於
て
無
秩
序
に
叉
は
敵
動
的
に
抗
争
し
な

が
ら
現
れ
来
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
何
で
も
思
惟
に
よ
っ
て
宥
和
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
不
明
瞭
な
も
の
は
何
で
も
閑

明
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
媒
介
さ
れ
や
に
並
立
し
て
居
る
も
の
は
何
で
も
媒
介
さ
れ
聯
闘
に
置
か
る
べ
き
で
あ
る
o
」

今
日
は
か
〉
る
意
味
に
於
け
る
哲
皐
的
精
神
炉
最
も
必
要
な
時
代
で
あ
る
。
こ
の
哲
皐
的
精
神
を
以
て
今
日
相
劃

立
抗
守
し
て
居
る
諸
積
の
思
想
を
そ
れ
が
立
脚
せ
る
最
後
の
根
擦
に
ま
で
湖
っ
て
こ
れ
を
闇
明
し
且
つ
吟
味
し
克

に
こ
れ
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
に
具
檀
的
な
根
擦
を
明
に
し
こ
の
具
腫
的
な
る
根
接
よ
ち
相
封
立
す
る
と

こ
ろ
の
も
の
を
基
礎
付
け
聯
闘
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
か
く
て
こ
冶
に
は
じ
め
て
今
日
の
資
本
主
義
的
経

現
代
の
生
の
哲
墜
と
し
て
の
経
済
哲
畢

第
六
時
制

四
七

第
四
十
二
巻

一O
O
九

橋幸三郎著「農村皐」
Dilthcy， Das We時 1;-!ler Philo~ophie Ges" Schrif V.. S. 413 2) 
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生
活
の
イ夏
>-'-0 

A 
の
矯
め

相
寄
ペコ
て
岡
家
な。
も
の
を
形
成
し
1: 
も
の
で

あ
る

と
考
J¥  

個
人
主
義
の
基
礎
を
置

1) 坂口昂氏著、『世昇に於げる希蹴支明の潮流』苛;35一一 6J吉(~制官、前棺拙著第四
大頁参照

現
代
の
生
の
折
口
早
と
し
て
の
経
済
哲
事

第
四
十
二
巻

O 

O 

第
六
披

四
i¥. 

済
制
度
の
稜
草
に
つ
き
異
に
閤
民
伝
承
服
す
る
に
足
る
具
瞳
的
な
思
想
盟
系
が
確
立
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
要
す
る
に
今
日
の
「
生
の
哲
皐
と
し
て
の
経
神
哲
事
」
の
課
題
は
、
現
代
の
生
卸
ち
資
本
主
義
制
度
の
下

に
在
る
生
の
本
質
を
明
に
し
、
こ
れ
に
基
い
で
こ
の
資
本
主
義
制
度
に
劃
す
る
寅
践
的
思
惟
を
吟
味
し
確
立
し
、

以
て
現
代
の
生
の
支
配
を
確
買
に
す
る
こ
と
で
J

の
る
。

一
二
、
市
民
枇
曾
艶
草
哲
串
ー
と
其
立
場
の
史
的
睦
犀
的
勝
岡

現
代
資
本
主
義
枇
命
日
又
は
市
民
枇
A
W
楼
革
の
哲
血
中
的

基
礎
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
c

而
も
こ
〉
に
注
意
す
ぺ
き
は
、
市
民
枇
命
百
種
革
の
哲
皐
が
今
日
ま
で
脈
絡
に
る

史
的
殺
展
を
果
げ
来
つ
れ
こ
と
で
あ
る
。

H
A
L
L
山
、
外
h

て

山

川

こ

山

は

J

聞
く
見

t
一
出
エ
郵
雪
葬
り
果

Ag主
h

E

J

-

，t
寸

J
-
r
s
'
t
1
1
i
a
'
b
J

司
M
F
4
1
草川町

d
C
4寸
E
F戸二

f
L
ヨ
一
日
門
戸
町
疋

a
E

か
く
て
我
々
が
今
日
こ
の
課
題
を
真
に
具
瞳
的
に
解
決
せ
ん
と
せ
ば
先

づ
こ
の
市
民
枇
曾
襲
革
哲
皐
の
史
的
議
展
的
聯
闘
ぞ
考
察
し
置
く
こ
と
が
}
要
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
-h

に
は
主
と

し
て
こ
れ
等
哲
串
に
於
げ
る
此
課
題
解
決
の
立
場
に
つ
い
て
考
察
す
る
・
こ
と
し
〉
す
る
。

市
民
枇
舎
費
革
の
哲
事
は
、
先
づ
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
於
け
る
市
民
枇
命
日
の
浸
落
期
に
於
て
、
成
立
っ
た
o

郎
ち

ベ
ロ
ポ
、
不

Y

ス
職
後
の
ギ
リ

ν
ヤ
は
、
市
民
世
曾
の
淀
落
期
と
し
て
今
日
の
世
相
と
持
だ
相
似
た
る
色
の
が
め
っ

た
の
で
あ

J

る
炉
、
こ
冶
に
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
個
人
主
義
に
劃
す
る
プ
ラ
ト
!
の
岡
家
主
義
の
針
立
が
先
づ
見
ら
れ
た
。

却
も
y
フ
イ
ス
ト
は
個
人
を
本
質
的
な
も
の
と
な
し
園
家
を
以
て
こ
れ
が
手
段
と
な
し
本
来
濁
立
自
存
す
る
個
々

い
亡
。
こ
の

y
フ
イ
ス
ト
に
封
立
し
て
立
っ
た
プ
ラ
ト

l
は
、
個
人
主
義
的
に
分
解
さ
れ
つ
〉
あ
っ
た
嘗
時
の
一
耽



舎
は
卦
す
る
憤
激
の
結
昌
と
し
て
成
っ
た
と
云
は
る
出
「
レ
バ
プ
時
ノ
ヲ
ク
』
に
於
て
こ
の
個
人
主
義
的
批
舎
と
正
K

.
反
劃
す
る
園
家
主
義
的
理
想
枇
舎
を
設
い
て
園
家
を
以
て
本
質
的
な
も
の
v
と
な
し
個
今
人
を
以
て
こ
れ
が
手
段
と

な
し
岡
家
は
「
大
き
な
形
に
於
け
る
人
間
」
で
あ
り
個
々
人
は
こ
の
園
家
に
隷
属
す
る
細
胞
の
如
き
色
の
と
し
て
考

へ
岡
家
主
義
の
基
礎
を
置
い
た
。
而
も
こ
の
相
調
立
す
る
個
人
主
義
と
岡
家
主
義
と
の
封
立
公
止
揚
し
て
は
じ
め

て
闘
民
主
義
の
立
場
を
確
立
し
た
も
の
は
ア

9
ス
ト

4

プ
レ
ス
で
あ
っ
た
。
印
ち
彼
は
そ
の
『
政
治
皐
」
の
は
じ
め
に

於
て
「
岡
家
は
自
然
の
創
造
物
で
あ
り
人
聞
は
本
性
上
政
治
的
動
物
で
あ
る
と
一
五
ふ
こ
止
は
明
で
め
る
。
而
し
て

離
な
る
偶
然
ド
よ
っ
て
で
は
な
〈
本
質
上
に
於
て
圃
家
な
く
し
で
あ
る
人
は
悪
人
で
あ
る
か
又
は
人
類
以
上
の
も

の
で
あ

6
」
寸
枇
命
的
本
協
は
捕
で
自
然
に
よ
っ
て
植
付
け
ら
れ
で
は
山
ぷ
川
も
初
め
て
闘
掠
伝
掛
町
一
し
h
人
以
人

類
の
最
大
の
恩
人
で
あ
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
人
聞
は
完
成
さ
れ
に
る
時
に
は
最
善
の
動
物
で
あ
る
が
然
し
法
並
に

正
義
よ
り
離
れ
た
時
は
最
悪
の
動
物
で
あ
る
〕
と
述
べ
、
以
て
人
聞
は
閏
民
生
活
に
於
て
の
み
人
間
た
る
こ
と
が

可
能
で
あ
り
園
家
の
目
的
は
そ
の
成
員
に
石
総
て
の
人
を
人
間
た
ら
し
む
る
こ
と
を
明
に
し
以
て
園
民
主
義
の
基

礎
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
『
政
治
皐
」
の
終
り
に
於
て
は
か
く
の
如
き
理
想
的
な
る
園
民
一
枇
曾
の
貸
現
に
つ

い
て
考
察
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

市
民
世
舎
の
趨
草
哲
撃
は
か
く
ギ

puy
ヤ
市
民
世
舎
の
設
落
期
に
於
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
の
で
あ
各
が
、
而

も
こ
〉
に
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
ギ

9
ν

ヤ
哲
皐
殊
に
ア
リ
ノ
ス
ト
ア
レ
ス
哲
皐
が
今
日
の
市
民
世
舎
の
一

種
革
哲
皐
に
継
承
殺
展
せ
し
め
ら
れ
て
居
る
こ
と
で
あ
る
。
郎
ち
先
づ
へ

I
グ
Y
は
ア

F
Z
ト
ア
レ
ヌ
を
租
越
す

現
代
、
の
生
の
哲
皐
と
し
て
の
経
部
菅
原
一
-

第
四
十
二
巻

O 

第
六
減

聞

大品

A13
て一へ九一

前掲拙著第四九頁以下参照
Ar山自民， I~ol山 ca. 1252b --，I253a 
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~
現
伐
の
生
の
哲
撃
と
し
て
の
柑
総
務
哲
拳

べ一

o
一一一

下
第
四
十
-
一
巻

第
六
就

主Z
O 

る
こ
ど
に
よ
っ
て
現
代
市
民
祉
曾
韓
草
哲
皐
の
偉
大
な
基
礎
ぞ
置
い
た
。
即
ち
彼
は
『
エ
ン
チ
夕
、
司
ペ
デ
イ
」
の
精

神
哲
事
の
初
め
に
於
て
そ
の
精
神
哲
問
中
の
水
質
的
目
的
を
以
て
ア
?
久
ト
ア
ド
ス
ヤ
粗
漣
す
る
と
止
に
Fι
の
り
と
/
な

ル
回
一
〈
山
「
心
に
闘
す
る
ア
リ
ス
ト

a

プ
レ
ス
の
誇
菜
作
は
こ
の
封
象
に
闘
し
て
書
か
れ
た
土
こ
ろ
の
思
静
的
黒
味
あ

る
最
色
勝
れ
た
ま
た
唯
一
の
著
作
で
今
尚
ほ
め
る
。
精
神
哲
鳳
干
の
本
質
的
目
的
ロ
2
老町田町=ニ
-
n
Z
N垣内円}内町一=内『

口
パ
だ
精
神
の
組
織
に
再
び
概
念

F
m『
一
段
ぞ
道
入
し
、
斯
〈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

ア
9
ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
落
の
意
味
令
再
び
明
に
す
る
こ
土
で
あ
る
と
一
五
ふ
乙

t
ド
出
来
る

L
E
述
べ
て
岡
市
る
。

S
M山一
OMour一
巾
仏
訟
の
江
田
仲
巾
加
は
、

ー
グ
Y
は
こ
の
『
エ
ン
チ
グ
ロ
ペ
デ
イ
』
の
精
神
哲
墜
に
於
で
、
殊
に
精
神
哲
皐
の
客
観
精
神
の
部
分
を
詳
論
せ
し

『
法
の
哲
皐
』
に
於
て
、
現
代
の
市
民
枇
舎
の
本
質
ぞ
は
じ
め
て
明
に
す
る
と
共
に
そ
れ
を
王
侯
の
槙
カ
の
絶
調
的

に
支
配
せ
る
「
園
家
」
へ
止
揚
さ
る
ぺ
き
も
の
と
し
て
現
代
市
民
枇
舎
の
岡
家
主
義
的
止
揚
の
立
場
を
明
に
し
た
。

然
る
に
マ

Y
ク
ス
は
此
~
!
グ
Y
の
立
場
「
逆
立
ち
」
せ
し
め
こ
の
市
民
枇
命
日
ぞ
章
一
ん
じ
そ
の
個
人
主
義
的
原
理

を
徹
底
せ
し
か
る
こ
主
に
よ
り
現
代
の
市
民
世
舎
を
暢
草
す
る
立
場
を
置
い
た
。
卸
ち
彼
は
『
軽
油
開
皐
批
判
」
の

「
序
言
L

に
於
て
日
〈
「
私
ぞ
悩
ま
し
た
問
題
の
解
決
の
急
め
に
企
て
た
最
初
の
勢
作
は
、

へ

l
グ
u
y

法
律
哲
皐
の

批
判
的
修
正
巳
5

r
ュg
n
r目
見
2
E
Oロ
己
目
『
同
町
四
町
一
宮
町
開
口
問
m
n
Z
4
F
2
2
0匂
E
m
で
あ
っ
た
。
そ
の
序
論
は
一
八

四
四
年
〆

p
で
公
に
さ
れ
た
『
濁
偽
年
誌
』
に
現
れ
た
1

私
の
研
究
は
、
法
律
問
題
並
に
闘
家
形
態
な
る
も
の
は
1

そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、
物
質
的
生
産
闘
係

円
凶

5
4
自
由
【
向
江
丘
町
田
'

H
h
Z
2
2『
E
E
g
g
-
-
ぞ
れ
が
融
和
は
、

へ
1
グ
M
F

炉、

十
八
世
紀
に
於
げ
る
英
傍
人
の
先
臨
仁
倣
う
で
J

ヘ

r、

Hegel. Encyclopadic. ~ 278 



J

J

炉
事
〆
旬
以

a
h
E
d
E
W
Z
E
E
-
R
V白
骨
ご
「
市
民
枇
合
」
な
る
名
栴
の
も
と
に
包
括
せ
し
・
と
こ
ろ
の
|
|
に
そ
の
根
蟻
を
有
す

る
も
の
だ
と
云
ふ
こ
と
、
し
か
も
こ
の
市
民
枇
舎
の
解
剖
準
的
研
究
は
、
こ
れ
を
政
治
軽
油
開
皐
の
う
ち
に
求
か
べ

の
結
論
じ
達
し
た
凶
」
左
越
べ
。
ま
た
「
な
は
公
然
か
の
偉
大
な
る
思
想
匙
の
門
人
た
る

き
志
の
古
と
云
ふ
こ
と
、

こ
と
を
承
認
し
た
。
」
と
逮
べ
て
居
る
。
即
ち
7

Y
ク
月
の
市
民
世
命
同
種
革
の
哲
皐
的
立
場
は
か
く
て
へ
!
グ
Y
ど

の
密
接
な
る
闘
係
に
於
て
そ
の
殺
展
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
今
日
市
民
枇
舎
の
枇
合
主
義
的
種
革

の
立
場
が
T

W

Y

ク
只
じ
於
て
そ
の
哲
事
的
碁
時
を
有
す
る
が
如
〈
、
そ
の
凶
家
主
義
的
種
革
の
立
場
は
、
そ
の
最

も
深
哲
哲
郎
一
・
的
謀
略
を

~
1
ゲ
げ
に
ま
で
糊
っ
て
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
め
る
。

h
y

〈
て
市
民
枇
A
W
H

務
軍
の
哲

郎
十
川
村
汗
リ
シ
ヤ
創
刊
川
一
今
日
仁

.R
，
?
主
九
一
地
料
わ
い
ふ
聯
闘
を

UJ
寸
載
射
し
来
り
仁
川
じ
じ
め
る
c

刑
し
て
仙
人
主
義
的

立
場
を
徹
底
せ
し
枇
合
同
主
義
の
立
場
企
岡
家
主
義
の
立
場
と
が
劃
立
抗
守
し
て
い
る
今
日
の
段
階
は
正
に
ア

9
九

ト
ア
レ
ス
に
劃
す
る
と
同
様
な
哲
皐
的
援
展
段
階
に
於
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
相
劃
立
す
る
今
日
の
枇
合
主

義
的
立
場
と
圃
家
主
義
的
立
場
と
を
止
揚
綜
合
し
て
以
て
園
民
主
義
的
立
場
に
立
っ
て
今
日
の
市
民
枇
合
理
草
の

哲
畠
・
を
確
立
す
る
こ
土
が
今
日
の
艇
稗
哲
撃
の
任
務
で
あ
る
。
こ
れ
を
哲
皐
史
的
聯
聞
に
於
て
云
ふ
な
ら
ば
、
市

民
一
枇
曾
襲
撃
の
最
初
の
圃
民
主
義
的
立
場
と
し
て
の
ア

P
ス
ト
-
プ
レ
ス
哲
皐
吾
、
そ
の
分
化
毅
展
と
し
て
の
へ

l

日
7

W

F

の
岡
家
主
義
的
立
場
と
7

Y
ク
ス
の
枇
命
日
主
義
的
立
場
と
の
針
立
を
通
じ
て
具
瞳
的
に
回
復
す
る
こ
主
で
あ

る
U

換
吉
せ
ば
園
民
主
義
の

E
回
目
岳
の
段
階
と
じ
て
の
7
リ
月
ト
テ
レ
月
を
そ
の
旨
『
回
一
n
u
の
段
階
止
し
て
の

へ
1
ゲ
Y
と

?
y
p
久
と
の
劃
立
を
通
じ
て
稜
展
せ
し
め
そ
の

E
E
L
雪
国
一
nv
の
段
階
に
於
け
る
今
日
の
岡

現
伐
の
生
の
智
宰
'
占
わ
て
の
経
海
哲
皐

第
四
十
二
巻

ro 

第
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現
伶
ゆ
生
ー
の
哲
撃
と
し
て
の
経
務
官
事

第
聞
十
二
巻

O 

PlI 

第
六
貌

五

民
主
義
哲
撃
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
は
一
般
的
に
哲
皐
史
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
こ
の
こ
と
を
現
代
の
事
賞

ιつ
い
て
考
察

し
て
見
ょ
う
。

回
、
現
代
艦
清
哲
畢
の
立
場

艦
稗
制
度
の
持
煙
草
を
中
心
と
す
る
我
岡
の
現
代
の
思
想
に
於
て
は
、
前
越
せ
し
が
如
〈
、
先
づ
左
翼
思
想
と
指

翼
思
想
と
が
剖
立
抗
争
し
て
ゐ
る
の
で
め
る
ド
、
所
謂
布
翼
思
想
の
み
に
つ
い
て
も
見
芯
諸
積
の
立
場
が
混
交
し

劃
立
抗
争
し
て
居
る
の
.
で
あ
る
。
今
こ
の
右
翼
思
想
の
中
に
混
合
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
資
本
主
義
的
要
菜
、
農
村

自
治
主
義
の
如
き
明
な
復
古
主
義
的
要
素
等
を
除
去
し
、
右
翼
思
想
を
右
翼
思
想
と
し
て
、
左
翼
の
一
枇
曾
主
義
に

劃
立
せ
し
な
る
L
」
こ
ろ
の
も
の
を
求
む
れ
ば
、
そ
れ
は
国
家
主
義
た
る
賄
に
於
て
存
す
る
の
で
あ
る
。
か
〈
て
現

代
の
我
固
に
於
て
資
本
主
義
の
種
革
営
問
題
と
す
る
立
場
を
原
埠
的
に
匝
別
す
る
な
ら
ば
、
先
づ
資
本
主
義
制
度

の
原
理
を
保
持
せ
ん
と
す
る
保
守
的
立
場
と
こ
れ
を
種
革
ぜ
ん
と
す
る
韓
草
的
立
場
と
が
直
則
さ
れ
る
、
更
に
費

革
的
立
場
に
は
復
古
的
な
る
色
の
と
前
進
的
な
る
も
の
と
が
匝
刑
さ
れ
る
。
こ
の
前
進
的
な
立
場
に
つ
い
て
は
枇

合
同
主
義
的
立
場
と
岡
家
主
義
的
立
場
と
が
直
別
さ
れ
る
。
而
し
て
今
日
支
配
的
な
も
の
は
こ
の
最
後
の
雨
者
の
立

場
で
あ
る
。

こ
の
雨
者
の
立
場
が
我
固
に
於
て
も
封
立
抗
争
し
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
は
意
味
深
き
こ
と
で
あ
る
。
帥
ち
こ
の

雨
者
の
劃
立
抗
争
が
止
ま
な
い
と
云
ふ
こ
と
は
雨
者
が
共
に
片
面
的
な
る
が
故
で
あ
る
が
ま
た
雨
者
が
か
く
劃
立



、tβ九私

J
-野
乞
町
イ
也
)
イ

的
な
大
い
な
る
勢
力
と
な
っ
て
居
る
こ
と
は
共
に
片
面
的
な
真
理
を
有
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
か
〈
て
現
代
の

生
の
哲
皐
と
し
て
の
経
済
哲
皐
は
、
哲
皐
的
精
神
を
以
て
こ
の
相
劃
立
す
る
と
こ
ろ
の
雨
者
に
劃
し
、
雨
者
の
劃

立
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
具
韓
的
な
思
想
盟
系
に
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
姑

に
於
て
今
日
の
我
闘
も
亦
古
代
ギ
ソ
シ
ヤ
の
市
民
一
枇
曾
の
控
落
期
に
於
げ
る
と
同
様
な
哲
皐
的
段
階
に
立
っ
て
民

る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
枇
曾
主
義
的
立
場
と
岡
家
主
義
的
立
場
と
の
劉
立
日
直
面
せ
る
今

日
の
我

'Tb、
正
に
こ
の
謝
立
佐
蝶
介
し
て
よ
り
共
躍
的
な
今
日
の
闘
民
主
義
的
立
判
明
の
確
立
を
求
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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し
て
見
ら
れ
得
る
主
こ
ろ
の
も
で
あ
る
。

郎
ち
既
に
連
ぺ
た
る
が
如
く
、

ロ
ジ
ア
に
於
て
は
、
現
代
の
市
民
世
舎
を
そ
の
個
人
主
義
的
原
理
を
徹
底
す
る

こ
と
に
よ
り
自
由
な
る
個
人
の
自
由
な
る
聯
帯
と
し
て
の
岡
家
な
き
寓
民
枇
舎
へ
寓
闘
の
勢
働
者
の
闇
結
に
似
つ

て
襲
草
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の

?

Y
キ
シ
ズ
ム
の
立
場
の
自
畳
に
於
て
、
品
煙
草
が
魚
5
れ
た
の
で
あ
る
が
、
而
色

か
〈
の
知
〈
に
人
間
生
活
の
国
民
的
単
位
と
一
五
ふ
根
抵
深
き
歴
史
的
事
買
を
事
賃
上
無
秘
す
る
と
一
五
ふ
こ
は
倒
底

不
可
能
な
る
が
故
に
、
そ
の
種
革
の
事
賃
上
の
準
行
に
於
て
は
次
第
に
園
民
的
単
位
の
事
貫
が
重
ん
ぜ
ら
れ
忍
こ

と
冶
な
り
従
っ
て
理
論
上
に
於
て
色
一
園
枇
舎
主
義
の
可
能
が
高
調
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
か
く
て
野
外
的
閥
係

K

つ
い
て
も
、
各
闘
民
に
封
し
劃
一
的
な
理
論
を
以
て
臨
£
ん
と
せ
し
普
遍
主
義
的
立
場
よ

b
次
第
に
そ
の
特
殊
性

現
代
の
生
の
哲
謬
正
し
て
の
経
務
哲
撃

第
四
十
二
審

O 

王E

第
太
競

五:



前
世
偽
の
症
の
督
率
と
し
て
の
粧
演
哲
庫
十

第
間
十
三
巻
ー
一
。
一
六

第
六
時
制

五
回

を
重
ん
中
る
立
場
に
向
ひ
っ
、
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
出
礎
鞘
に
於
げ
る
普
遍
主
義
的
高
民
主
義
的
な
-
7
Y
タ

メ
的
世
合
主
義
の
立
場
は
次
第
に
闘
民
主
義
的
方
向
に
轄
換
し
つ
冶
あ
る
と
一
試
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
と
反
艶
に
現
代
の
調
逸
に
於
て
は
岡
家
の
矯
め
に
人
民
を
手
段
と
す
る
と
こ
ろ
の
園
家
主
義
的
立
場
に
於
て
麺

撃
が
行
は
れ
つ
〉
あ
る
の
で
あ
る
が
而
も
封
建
枇
曾
人
と
は
異
な
っ
て
市
民
枇
舎
を
通
じ
て
自
鐙
的
と
な
れ
る
現

代
人
に
か
く
の
如
き
態
度
金
以
て
臨
む
こ
と
は
、

一
岡
の
閲
際
的
非
常
時
の
場
介
な
除
い
て
は
不
可
憶
な
る
炉
故

日
、
結
局
岡
同
時
的
生
命
令
-
宣
ん
中
る
と
こ
ろ
の
闘
民
主
義
の
立
場
に
輔
検
せ
が
る
を
仰
な
い
の
で
め
る
。

こ
の
岡

家
主
穀

ω立
勢
は
こ
-pb}
到
外
拠
係
に
つ
い
て
見
る
色
、

同
級
に
一
岡
め
支
配
mw
矯
め
に
他
闘
民
を
手
段
視
せ
ん

i
ζ

す
る
立
場
で
あ
っ
て
そ
れ
は
一
見
白
岡
氏
に
と
っ
て
は
使
宜
な
る
が
如
〈
見
ゆ
る
の
で
め
る
が
而
も
そ
の
結
果

他
岡
民
色
同
様
の
立
場
に
立
っ
て
我
に
封
す
る
こ
と
う
な
る
が
故
に
結
局
現
代
に
於
け
る
が
如
〈
各
闘
は
職
手
主

戦
争
準
備
の
矯
め
に
忙
殺
せ
れ
ら
今
日
ま
で
毅
展
し
来
れ
る
人
類
の
物
資
的
生
産
力
を
も
貴
い
精
紳
力
を
も
消
耗

し
謹
さ
な
け
れ
ば
止
ま
な
い
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
そ
れ
は
「
巾
外
に
施
し
て
伴
ら

Y
る
」
異
の
具
膿
的

な
立
場
で
は
な
〈
結
局
現
代
の
個
人
主
義
的
原
理
を
闘
民
単
位
に
土
で
媛
大
し
た
・
も
の
で
あ
り
利
己
主
義
的
主
惜

が
強
大
と
な
る
だ
け
事
態
を
悪
化
す
る
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
〈
珂
論
的
に
見
る
も
事
質
的
に
見
る
も
人
類
竣
展
の
現
段
階
に
於
て
唯
一
可
能
な
る
具
瞳
的
本
質
的

、
、
、
、
‘
、
，
、
.
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
治
、
、
、
、
、
、
、

な
る
立
場
は
、
異
に
岡
民
的
生
命
を
重
ん
宇
る
と
こ
ろ
の
立
場
、
従
っ
て
内
に
向
っ
て
岡
民
的
生
命
を
重
ん
十
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
み
な
ら
や
ま
だ
外
に
向
っ
て
他
の
岡
民
的
生
命
を
重
ん
守
る
と
こ
ろ
の
異
の
岡
民
主
義
の
立
場
の
み
で
あ
る
P

か
く
の
如
〈
人
類
後
展
の
現
段
階
に
つ
い
て
一
般
的
に
考
へ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
廷
に
、
我
岡
の
生
に
帥
レ
て



考
へ
る
な
ら
ば
、

一
一
層
明
確
と
な
る
の
で
あ
る
。
却
ち
「
生
の
哲
串
」
は
生
の
本
質
に
却
し
生
に
劃
も
て
賓
践
せ
ん

と
す
る
立
場
で
あ
る
。
故
に
叶
昨
日
仲
九
一
砕
一
船
一
昨
一
昨
日
比
片
ゆ
か
わ
ら
h
p
骨
に
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
共
に
ま
た
生

の
か
古
即
日
昨
?
?
に
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
σ

却
も
各
闘
民
の
生
命
は
そ
の
夜
展
的
段
階
を
等
じ
く
す
る
こ
と
に

よ
り
相
似
に
鮪
を
有
す
る
が
而
も
そ
の
後
展
的
段
階
を
貰
い
，
t
各
冷
の
個
性
を
有
し
て
居

J

る
乙
と
、
一
個
人
の
生
命

か
C
て
一
園
民
の
麺
革
的
自
畳
は
そ
の
闘
民
的
生
命
の
竣
展
段
階
に
郎
、
し
な

依
れ
ば
な
ら
な
い
と
共
に
ま
に
そ
の
岡
民
的
個
性
に
卸
し
な
け
れ
ば
ぼ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

じ
於
て
見
ら
れ
る
と
同
様
で
あ
る
。

こ
の
馳
よ
り
見
る
な

ら
ぽ
今
日
我
闘
に
於
げ
る
襲
革
的
思
想
が
嘗
つ
て
の
枇
曾
主
義
的
立
場
よ
り
闘
家
主
義
的
立
場
に
向
ひ
っ
b

め
る
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来

r異
に
日
本
的
な
立
場
の
白
血
寛
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
印
ち
今
日
の
枇
命
日
主
義
の
哲
皐
基
縫
を
置
い
た
の
は
司
ユ
・

ダ
ヤ
人
マ

Y
ク
ス
で
あ
っ
て
前
越
せ
し
如
〈
へ

l
グ
Y
の
岡
家
主
義
哲
朗
中
を
「
建
立
ち
し
せ
し
め
そ
の
市
民
一
耽
曾
的

原
理
を
本
質
的
な
る
も
の
と
な
し
こ
れ
を
ユ
ダ
ヤ
的
に
徹
底
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
枇
曾
主
義
の
哲
串
的
基
礎

を
置
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
哲
皐
的
基
礎
の
上
い
い
打
立
て
ら
れ
に
る
艦
博
理
論
る
エ
ダ
庁
人
目
ノ
ー
ヵ

Y
ド
オ
が
某
闘

の
個
人
主
義
を
鏡
〈
理
論
化
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
櫨
承
し
更
に
こ
れ
を
ユ
ダ
ヤ
的
に
徹
底
し
た
と
こ
ろ
の
・
も
の

で
あ
る
。
か
ベ
今
日
の
祉
曾
主
義
的
基
礎
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
っ
て
置
か
れ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
岡
家
な
き
民
族
と

し
て
而
も
ま
た
鏡
き
敷
物
的
推
理
に
長
じ
た
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
性
格
の
一
反
映
が
そ
の
膿
系
に
於
て
見
ら
れ
る
所
以
で

め
る
。
今
日
の
枇
曾
主
義
的
逗
勤
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
っ
て
多
〈
媒
介
8
れ
た
こ
と
も
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
に
請
し

て
今
日
の
国
家
主
義
立
場
の
基
礎
を
錯
す
へ

l
グ
グ
哲
皐
は
濁
逸
の
生
ん
だ
最
も
偉
大
な
哲
皐
腫
系
で
あ
る
と
共

i

現
凪
刊
の
生
の
哲
串
・
と
し
て
の
経
済
哲
学
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四
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二
巻
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a
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臣
相
親
し
み

上
下
相
愛
し
，思
津
天
下

恰
Lー

き
と

ろ
の
箕

園
民
的
生
命
を
重
ん
す・
る
と

ろ
の
園
民
主
義
祉

1) 内田銀蔵「日本経済臭の府究』第一一五頁以下歩!明、牧健ごr日本法制奥概論』
第五七頁以下参照

現
代
の
生
の
哲
墜
と
し
主
の
蜘
班
活
哲
由
宇

第
四
十
二
巻

一
O
一
八

第

君主

五
六

に
ま
た
同
家
主
義
的
な
猫
逸
岡
民
精
神
の
現
代
に
於
け
る
最
も
代
表
的
な
哲
率
的
表
現
で
め
る
。
故
に
ま
た
今
日

t

め
猫
逸
の
岡
家
主
義
的
揖
革
運
動
ー
を
最
も
深
ぐ
哲
皐
闘
に
基
礎
付
け
得
ぺ
き
正
こ
ろ
の
色
の
で
あ
る
。
か
く
て
ま

ー
た
今
日
の
岡
家
主
義
運
動
は
濁
逸
に
於

τ一
最
も
力
強
く
押
し
進
め
ら
れ
、
こ
れ
と
共
に
我
闘
の
岡
家
主
義
的
運
動

も
カ
附
け
ち
れ
た
の
で
あ
る
。

'
t

か
く
て
我
聞
に
於
て
今
日
ま
で
趨
草
思
担
と
し
て
支
配
的
で
あ
つ
に
一
枇
曾
思
想
は
ユ
ダ
ヤ
的
な
る
も
の
で
あ
り

岡
家
主
義
的
思
惣
は
潤
逸
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

未
だ
一
真
に
日
本
的
な
も
の
は
健
定
ぎ
れ
て
い
な
い
。
異
に
日
本

-J刷
叫
乏
生

:
p
ノ
二
、
長

h
f
t
ι
w
t
司
5
3
h記
〉
先
手

)
L
〉、

U
I
t
T
i
u
-
f
J
f
升
白
j
z
v
u
p
h
出

tJ14可
証
び
♂

1
4
4
2心
力

こ
の
と
1
一
川
光
づ
我
岡
山
町
一
土
m
u
掛
意
劃
に
つ

い
て
明
に
さ
れ
る
。
卸
ち
闘
史
上
に
於
て
最
初
に
見
ら
れ
る
白
畳
的
な
枇
曾
品
質
草
は
大
化
の
改
新
で
あ
る
が
こ
の

襲
革
を
指
導
せ
し
思
想
は
、
唐
の
岡
家
主
義
的
思
想
を
闘
民
主
義
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
岡
民
的
生
命
を
重
ん
じ

止
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
ま
た
中
世
の
封
建
制
度
の
現
代
の
資
本
主
義
的
制
度
へ
の
品
質
草
を
指
導
せ
し

思
想
は
一
一
層
明
確
に
園
民
主
義
的
な
も
の
で
め
っ
た
。
即
ち
こ
の
種
革
の
自
民
克
の
結
呂
と
も
一
耳
は
る
べ
き

『
五
ケ

傑
の
御
誓
文
』
と
そ
の
『
御
笈
翰
』
に
於
て
は
、

こ
の
「
我
闘
未
舎
有
の
費
草
」
の
究
極
目
的
が
「
天
下
億
兆
一
人
も
共

蕗
を
得

4

き
れ
ば
股
が
罪
な
れ
ば
」
と
し
て
ま
た
「
寓
民
保
会
の
道
を
立
て
ん
と
す
」
と
し
て
示
め
さ
れ
て
闘
民
的
生

こ
の
究
極
目
的
の
念
め
に
「
武
家
棋
を
専
ら
に
し
表
仁
は
朝
廷
を
推
曾
し
て
賞

命
が
-
一
真
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
居
る
。

は
敬
し
て
日
正
を
泣
け
億
兆
の
父
母
と
し
て
絶
へ
て
赤
子
の
情
を
知
る
こ
と
能
は
玄
る
様
計
り
成
し
」
た
吐
舎
を
「
君

舎
叉
は
岡
民
共
同
龍
へ
と
襲
革
す
べ
き
こ
と
が
示
め
き
れ
夏
に
こ
・
れ
を
寅
現
す
べ
き
担
本
方
策
が
玉
ケ
僚
に
於
て



明
示
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
，
る
。
か
く
の
如
く
我
闘
史
上
に
於
け
る
自
覚
的
な
襲
草
は
、
明
に
闘
民
的
生
命
を
重
ん

司
令
石
と
こ
ろ
の
園
民
主
義
的
立
場
に
於
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
こ
の
岡
民
主
義
の
立
場
こ
そ
が
日
本
的
な

立
場
で
あ
っ
て
、
今
日
の
市
民
枇
舎
の
種
輩
問
題
に
つ
い
て
は
こ
の
間
民
主
義
の
立
場
が
哲
皐
的
な
自
費
に
確
立

き

かれ
〈ね
てば
岡、な
民・ら
主、な
義、い
の.の
立、で
場、あ
こ、る
そ、。
炉、

現
代
の
生
の
稜
展
陛
階
並
に
我
岡
民
性
に
印
す
る
最
も
具
鰹
的
な
立
場
で

あ
っ
て
、
今
日
の
粧
梼
哲
皐
は
こ
の
立
場
に
於
て
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
於
て
つ
現
代
の
生
の
哲
療
と
し
て
の
経
掛
哲
愚
」
の
課
題
と
こ
れ
を
解
決
す
べ
き
立
場
を
一
鷹
明
に
し
た

リ
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改
こ
も
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で
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の
具
睦
性
は
こ
の
こ
と
に
よ
り
始
め
て
十
分
に
明
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
既
に
漣
ぺ
し
が
如
し
、
今
日
の
極
端
押

準
は
市
民
世
舎
の
襲
革
瞳
系
と
し
て
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

経
済
串
は
そ
れ
自
身
と
し
て

は
科
皐
と
し
て
哲
惑
と
異
り
貫
在
の
一
部
を
針
象
と
し
て
居
り
且
つ
こ
れ
を
金
賞
在
と
の
聯
闘
に
於
て
根
本
的
に

反
省
す
る
も
の
に
め
ら

Y
る
が
故
に
、
そ
れ
が
現
代
の
襲
草
瞳
系
と
し
て
擁
立
し
得
る
が
斜
め
に
は
、

の
如
き
経
梼
哲
皐
に
基
礎
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
一
一
層
明
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
現
代
の

必
4
y
か
く

市
民
世
曾
制
度
の
個
人
主
義
的
経
済
哲
畢
が
英
園
人
に
よ
っ
て
、

市
民
世
曾
制
度
接
草
の
世
曾
主
義
的
経
済
哲
皐

が
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
家
主
義
的
経
樺
哲
皐
が
濁
逸
人
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
し
が
如
〈
、

舎
制
度
の
骨
骨
金
者
砂
動
事
骨
酔
い
ひ
ん
γ

一
い
す
骨
仲
ゃ
い

J

ん
い
か
れ
ム

??ψ
骨
骨
動
こ
そ
が
今
日
の
日
本
人
に
よ
っ

こ
の
市
民
枇

て
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
乙
ろ
の
色
の
で
あ
る
。

現
代
の
生
の
哲
墜
と
じ
て
の
経
済
哲
皐
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四
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二
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1) 本誌前聖書拙稿参照


