
'ii:i' -~ 

棋大

-・‘

&
1
ι
d
 

記
四
年
六
月
二
ヤ
目
回
初
-
-
一
種
郵
催
物
語
可
〔
幅
丹
司
阿
世
行

d

曹

請

措

第

四

十

四

谷

信

m
T
1
E

‘
 

『炉

一
例
戸
時
斗
」

還
暦
一
蹴
賀

1 

己
二一一日

ι . 
マー

、埼炉、

て「ぜ-

ノ竺h
， '~.~I 

戸命

文

集

京
都
議
岡
大
皐
経
済
閣
f

合

何

t 

一妻 、.，一



昭

和

十

U
一

年

五

月

一

日

後

行

和i;

、 T"I~:

1F11 

~.hll. 
E言師.'

革
第
四
十
四
巻

第
五
披

(
週
中
時
第
二
百
六
十
三
税
。
禁
制
岬
誠
)



奉

}ïl~1 
111iJ主

主住

it 

jl~l， 

2転

者・

[jj'j 



1:=1 

弐

満
洲
拍
砂
川
山
の
特
異
性
と
同
市
川
出
問
題
:
:
・
・

-
:
山
出
血
中
博
士

苛t

rn 
負
f点
と

負
櫓
古E
-}J 

法

泉

博

現
代
枇
合
壌
に
於
け
る
パ
レ
ト
枇
舎
曜
の
地
位

文

革

開

土

*~ 
;jミ
rn 
商
担z

f庁、-
f量ffil

車E
済
~ 
rw 
一二

寅
際
政
策
と
政

策
原
n日

正1
B耳
摂
卜事
ゴご

『
維
新
の
沼
一
に
於
け
る
愛
者
。
踊
是
:
j
i
-
-
:
:
・
:
:
・
:
:
:
:
a
a
-
-
・
:
臨
済
準
時
土

:/ 

v 

コ「
ノレ

If) 

王ミ

ーさ
金
庫
人品

刈M

P午

t:#: 

，

，

、

:

一J

V

L

F

-

M

ノ

-

J

匂

F

へ
に
民
け
ヨ
白
川
主
山
花
此
ヘ
山
川
口
町
ヘ
h
的
権
ほ
こ
山
川

列
。
上
手
f

J

工
場
内
持
働
荷
教
育
事
業
の
目
的
:
・

料
消
回
中
士

ア
フ
タ
リ
ヨ
ン
の
貨
幣
心
理
設
に
就
い
て
・
:
;
i
j
i
-
-
:
:
:
:
:
・
j
i
-
-
:
:
:
純
桝
皐
士

明
治
初
年
の
官
位
産
誌
に
就
い
て
:
:
・

級

副

阿

国

弔

士

財
政
事
の
基
本
問
題
:

-
-
-
-
一
線
済
摩
土

取
引
所
賓
物
化
論
と
却
期
清
算
取
引
の
底
用
に
就
い
て

:
:
:
:
:
j
i
t
-
-
・
:
:
・
組
桝
皐
士

貨
幣
の
中
立
'問i
iこ
闘
す
る

考
察

経

済

皐

士

ス

ト

の
図
民
生
産
力
説

経

済

皐

:1: 

財
政
墜
と
経
済
政
策
論
と
の
交
流
:
・
:
:
t
i
z
-
-
:
:
i
i
i
i
l
・t・
-
:
:
・
:
;
:
・
・
紐
桝
皐
士

目

ヨた

M 
肝l

山
本
美
越
乃

嗣

且E

'句、、目唱

a--4A
、

斗
日
丘
，
志
良

作

目

本

庄

栄

治

郎

月士

~~j 

) 11 

ノj、
111 
日l

ノj、

生4

正E
F 、

大

塚

ト

r
u川
削
刷
、
り
'
一
ト
心

l

J

l

w

U一

怯

I刊

明日

d 

え
夕、
川

孝

児

4来
殿ー

1& 

f技

中 今
西
庄
市
1

郎

谷

白

杉

庄

一

郎

島

五記

O 喜fミZ
7ミ

ー包

]1.1 
:11 .. 
-{.:; 

民JJ

プb
E珂

/、臼
ノ、
一

Cコ
ー

貧

ノ、吉

区司

彦

昌三
に二3



百

実

生
産
の
構
法
と
貿
易

線

済
皐

亡と

租
税
町〉

農
ョE
I'C 
及
托r
す
景Z
響

帯型1

iI'f 
串

l'I 
J保
除
と
1士

同
併と
除
L 

，~) 

接
j在

!Is 

t坪
!~~主

二f

耕
地
作
却
制
ん
u
k
就
い
て

-
:
h
r
鶴
間
早
卸
士

費量

喜
山
研
ラE
序
説

将
棋
皐
博
壬:

71¥ 
産
経
済
皐
と
芸名
の
課
題

純
憐
耳鼻

博
士

轍
入
制
限
と
圏
内
物
侵
と
の
闘
係
・
:
・

経
済
面
牢
博
士

日fl
平日
の
税
制j
改
革

盤
情
串

博
士

自
然
利
子
宮命

支

皐

博

士

財
政
撃
者
の
銭
道
経
済
に
闘
す
る
研
筑
論
著
に
就
い
て
:
・

i
l
-
-
:
:
・j
i
-
-
:
:
:商
皐

現
段
階
に
於
け
る
租
税
健
系
:
・
・

相
腕
済
皐
博
士

支
買日
商

事

法

皐

惇

オz

赤
字
会
債
の
消
化

-
経
済
皐
博
士

-
u
n
u
H
H
H
n
H

・

神
戸
E
雄
博
士
年
諮
及
著
書
論
文
日
銀

法UI 

岡

fキ

ZE ム
本
白ー

~，じー:、司
，A下
品
川
寸

八

木

芳

之

助

百三

}r.{ 賂

}I J 

谷

口

jタ

見

高

岡

士

武

藤

こk

方

財

部

虎士
ロ
湾

保

馬

長

蔵

成

美

小

島

昌

太

郎

静

治 清

i完ノ、
ノ、

ヱ，
lご~.

= 

-"': 

巌

= 
圭主豆

ヨーτ .. ~ 

-

民E

三
八
五

四
口
七"" -P司四

耳
七

区司
プ"
4コ

.... 



ア
タ.

ぷ当

• 
ス
、、、

ス
に
於
げ
る
自
由
主
義
社
曾
の

理
念
的
構
造
に
就
て

I干1

) 11 

算L

之，

助

序

-Eヨ

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
単
品
品
は
色
々
の
引
に
於
て
向
今
日
か
ら
ふ
り
顧
み
ら
る
ぺ
き
多
〈
の
も
の
を
も
っ
て
ゐ
る
が
、
私
は
誌
に
彼

の
名
著
「
一
一
間
同
長
め
宮
」

C
I
5
4
8
E
2
2
2
5
豆

を
通
し
て
、

封
建
時
代
か
ら
近
代
市
民
社
舎
に
移
ら
ん
と
し
つ

L
お
っ
た
陣

換
期
に
営
り
て
、

ス
ミ
ス
が
次
に
来
る
ぺ
き
も
の
と
し
て
、
如
何
左
る
枇
曾
を
設
計
し
た
か
を
検
討
し
ゃ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
人

の
知
る
如
〈
彼
の
「
諸
園
児
の
富
」
は
決
し
て
草
在
る
存
在
の
説
明
で
は
注
〈
、
寧
ろ
新
に
生
ま
れ
ゃ
う
と
ナ
る
或
は
生
ま
れ
さ
す
べ

き
枇
舎
へ
の
指
導
原
理
で
あ
り
、
そ
が
理
念
的
権
治
の
話
明
也
な
の
で
あ
る
。
波
が
生
そ
う
け
て
ゐ
た
時
代
は
枇
舎
の
鞠
抽
出
期
で
あ
る

と
同
時
に
、
又
思
想
の
混
乱
期
で
も
あ
っ
た
。
人
々
は
来
る
べ
き
枇
舎
は
如
何
友
る
祉
舎
で
あ
る
か
又
如
何
友
る
原
理
に
よ
り
て
動

く
枇
舎
で
る
る
べ
き
か
に
就
て
蹄
一
す
る
所
を
知
ら
た
か
っ
た
。
と
の
秋
に
営
り
来
る
べ
き
新
枇
舎
の
指
導
原
理
宇
一
明
に
し
、
そ
の

構
造
に
理
論
的
慨
系
そ
奥
へ
た
の
が
「
諸
岡
民
の
富
」
で
る
る
。
勿
論
彼
の
労
作
に
は
幾
多
の
人
々
の
研
究
が
織
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
か

ら
、
乙
の
大
業
を
彼
一
人
の
功
に
腕
す
る
の
で
は
た
い
が
、

し
か
も
理
論
的
関
系
の
建
設
者
と
し
て
の
彼
の
大
友
る
功
蹟
は
蔽
は
る

ア

r
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
自
由
主
義
枇
舎
の
理
念
的
構
造
に
就
て

一
一



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
自
由
主
義
枇
曾
の
理
念
的
構
造
に
就
て

四

べ
く
も
恋
い
。
彼
は
こ
の
蓄
に
よ
り
て
重
商
主
義
や
重
農
主
義
と
い
ふ
が
如
き
駕
時
代
の
支
配
的
思
想
を
理
論
的
に
排
撃
し
、
新
し

き
枇
曾
生
活
の
原
理
と
し
て
自
由
主
義
を
高
揚
し
た
。
自
由
主
義
枇
曾
が
設
展
し
き
っ
て
そ
の
も
の
白
憾
に
苧
ま
れ
た
大
怒
る
矛
盾

に
諸
図
民
が
悩
ま
さ
れ
て
ゐ
る
今
日
に
於
て
は
、
世
人
は
や
L
も
す
れ
ば
ス
ミ
ス
の
説
い
た
白
山
・
玉
義
を
或
は
唯
物
主
義

(
P
F
5
Z

F
ヨ
5
7
貨
組
主
義

(
Q
E自
己

5
5
5了
個
人
主
義

(HEHtEE一-
5
5
)
等
と
批
難
す
れ
ど
も
・

ス
ミ
ス
の
民
の
意
聞
は
園
民
的

生
の
俊
旧
此
で
あ
り
聞
人
気
の
繁
栄
で
あ
り
人
制
嗣
耐
の
楠
縫
で
あ
っ
て
・

A
4
L
J
:
R
T
:
:
L
t
了
一

J

、

pt
医
ド

ι
8
1
ヲ
叱
b
r
w
」

h
河
川

I
L

く

f
h
t
〉

I
ま
λ

一

J
A
l
-
-

空白川
r
L

百
制
恒
ナ
宜
主
す
之
と

考
へ
ら
る
L
限
り
に
於
て
の
迎
想
枇
舎
の
設
計
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
彼
の
設
計
せ
る
理
想
一
位
曾
た
る
自
由
主
義
の
枇
舎
に
如

何
に
多
く
の
希
望
を
托
し
て
ゐ
た
か
は
、
「
諸
園
民
の
富
」
を
か
や
う
左
立
揚
か
ら
検
討
す
る
刊
朝
合
に
一
居
明
白
と
左
っ
て
来
る
の
で

る
る
。
自
由
主
義
の
枇
舎
は
ス
ミ
ス
の
抱
い
た
理
念
的
な
も
の
と
大
い
に
異
る
も
の
に
笈
展
し
て
い
っ
た
が
、
然
も
理
想
枇
舎
の
棒

迭
と
し
て
彼
に
考
へ
ら
れ
た
も
の
は
、
等
し
〈
特
捜
期
に
立
っ
て
ゐ
る
と
い
は
れ
る
今
日
の
吾
人
に
、
向
多
く
の
示
唆
を
輿
へ
十
に

は
居
ら
ね
。
私
が
伎
を
回
顧
す
る
の
も
亦
か
ゃ
う
友
闘
心
か
ら
に
外
た
ら
ぬ
。

第
一
に
ス
ミ
ス
の
考
へ
た
自
由
主
義
枇
曾
の
本
質
は
枇
舎
的
共
同
艦
的
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
一
人
聞
は
殆
ん
ど
不
断
に
そ
の
同

の
-

胞
の
助
力
(
因
。
王
を
必
要
と
す
る
」
と
も
又
「
文
明
枇
舎
で
は
人
は
い
か
た
る
瞬
間
に
も
非
常
に
多
数
の
人
々
の
協
力
(
の

?=τ
『

と
を
必
要
と
す
る
境
地
に
置
か
れ
て
ゐ
る
」

3

と
も
い
ふ
。

戸
一
巴
ロ
)

と
援
助

(
P
E笠
戸
口
円
。
)

共
同
生
活
を
人
類
枇
舎
の
本
質
と
し
た
彼

は
人
聞
の
祉
舎
生
活
に
於
け
る
種
々
の
様
式
を
検
討
し
た
。
奴
隷
の
制
度
も
あ
る
。
又
同
情
や
慈
善
に
訴
ふ
る
制
度
も
る
る
。
何
れ

も
自
我
に
目
覚
め
た
人
々
の
枇
曾
的
共
同
生
活
の
原
現
と
た
り
え
友
い
。
か
く
て
選
ば
れ
た
の
が
交
換
の
原
理
で
あ
る
c

こ
の
交
換

16 
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に
よ
り
て
結
ぽ
る
L
枇
舎
は
一
見
利
己
的
に
み
ゆ
れ
ど
も
枇
舎
的
隔
祉
を
最
も
大
な
ら
し
め
る
様
式
で
る
る
。
利
己
的
た
も
の
が
利

他
的
な
も
の
と
一
致
す
る
所
に
、
自
然
の
法
が
あ
り
「
目
に
見
え
ざ
る
子
」
の
働
き
が
あ
る
。

「
綿
て
の
個
人
は
争
の
左
右
し
得
る
何

等
か
の
資
本
の
、
最
も
有
利
な
る
使
別
を
見
出
さ
ん
と
し
て
断
へ
や
自
ら
努
め
て
ゐ
る
、
賓
に
彼
が
目
指
し
て
ゐ
る
の
は
、
彼
自
身

の
利
徒
で
あ
っ
て
枇
舎
の
利
証
で
は
泣
い
。
然
し
彼
自
身
の
利
訴
の
探
究
は
自
然
に
或
は
寧
ろ
必
然
に
、
彼
を
導
い
て
枇
舎
に
最
も

4

註
一
}

有
利
な
る
使
用
佐
渡
ば
し
め
る
」
の
で
あ
る
。
利
己
即
利
他
て
ふ
共
同
的
原
理
は
、
我
と
汝
と
の
問
を
又
都
市
と
農
村
と
の
聞
を

E

つ
は
又
彼
の
図
と
此
の
固
と
の
聞
を
結
ぶ
共
通
の
原
理
で

&
U
J

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
彼
の
設
計
し
た
新
枇
舎
は
新
し
き

つ
の
共
同
館
に
外

そ
れ
は
自
己
の
み
あ
っ
て
他
を
顧
み
ざ
る
が
如
き
利
己
主
義
や
個
人
主
義
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ

者。
「
叫
叫
…

d

ス
Z
叩
へ
は
都
市
C

農
村
旧
制
仰
に
就
て
は
「
凡
ぺ
文
明
耐
品
閣
の
通
要
古
る
商
業
は
都
市
の
住
民
と
農
村
の
住
民
と
り
問
に
行
は
る

L

乍
併
、
我
々
は
こ
り
理
肉
に
嫁
り
て
都
市
の
利
得
は
農
村
の
損
失
な
り
と
考
へ
て
は
な
ら
向
。
都
市
及
び
農
村
の
嗣
者
の
利
得
は
相
互
的
で
あ
り

互
恵
的
で
あ

h
」
と
な
し
て
ゐ
る
。
向
、
白
杉
庄
一
郎
氏
「
都
市
と
農
村
と
の
調
立
に
闘
す
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
見
解
」
(
糾
済
論
議
聞
こ
ノ
一
参

照
)

(
註
ニ
)
作
田
博
士
は
ス
ミ
ス
を
徹
底
せ
る
自
由
貿
易
論
者
な
り
と
し
、
彼
の
理
論
島
、
り
す
れ
ば
「
筒
人
の
一
利
盆
屯
求
が
岡
民
の
利
毎
(
内
布
聞
係
)

に
合
致
し
行
〈
と
均
し
く
岡
民
の
利
益
治
求
(
海
外
関
係
)
が
や
が
て
世
界
枇
曾
の
利
益
に
合
致
し
行
く
諜
で
あ

P
各
闘
民
が
其
々
長
所
を
愛
揮
し

て
生
産
及
び
貿
易
に
従
ふ
は
困
岡
崎
に
'
と
っ
て
も
世
界
に
と
つ
で
も
均
し
く
利
盆
と
な
昌
」
ス
ミ
ス
が
決
し
て
-
一
コ
ル
ソ
ン
の
言
ふ
が
如
き
閲
民
主

義
者
や
帝
困
主
義
者
で
な
い
と
い
っ
て
ゐ
ら
る

L

。
同
博
士
「
λ

ミ
ス
の
自
由
貿
易
担
」
へ
経
済
論
叢
一
八
ノ
一
参
照
)

上
岡
貞
失
郎
博
士
も
ス
ミ
λ

り
自
由
貿
易
論
は
彼
り
分
業
の
理
論
か
ら
常
然
に
生
宝
れ
ね
ば
な
、
b
ぬ
と
い
ふ
や
う
に
論
ピ
、
自
由
貿
易
を
妨
ャ

る
諸
制
度
を
論
難
し
た
ス
ミ
ス
を
詳
説
し
て
ゐ
ら
る
お
、
同
博
士
「
ア
ダ
ム
・
λ

ミ
ス
の
経
済
政
策
」
(
商
皐
研
究
三
ノ
一
参
照
)

印
ち
ス
ミ
ス
が
利
己
を
説
き
自
由
を
稀
へ
る
も
、

そ
れ
は
決
し
て
無
反
省
無
白
莞
友
木
能
や
街
動
か
ら
遜
る
や
う
た
利
己
主
義
や

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
自
由
主
義
枇
曾
の
理
念
的
構
造
に
就
て

互王

A. Smith， ibid. p. 419 
E. Heiman も亦ほ γ同様のみ:方をし亡ゐるo氏の SozialeTheosie des Kapi-
talismns. S. 1-13.参.I!rl
A) Smith， ibid. Vol. 1. P・ 355

4) 
5) 

4降



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
自
由
主
義
社
合
由
理
念
的
構
謹
に
就
て

ーノ、

自
向
主
義
で
は
た
く
し
て
、
理
念
的
に
は
枇
曾
的
た
機
能
の
自
覚
か
ら
割
り
出
さ
る
L
意
識
さ
れ
た
そ
れ
友
の
で
あ
る
。
柚
怖
が
説
く

利
己
や
白
由
が
祉
舎
の
瑞
再
逮
を
阻
害
し
或
は
退
歩
せ
し
む
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
よ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
線
て
は
又
個
慌
の
退
嬰
滅
亡
を

立
味
ず
る
も
の
た
る
が
放
に
枇
曾
生
前
の
原
現
と
は
紅
し
え
な
い
で
あ
ら
う
。
自
由
主
義
の
枇
舎
が
ス
ミ
ス
の
以
後
に
如
何
に
後
展

し
た
か
は
別
と
し
七
、
彼
の
枇
合
設
計
に
於
け
る
個
人
主
義
は
枇
合
共
同
憾
の
原
町
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
る
も
の
た
る
と
と
は
断
じ

-
E
、

札

1

i

I

i

h

、P
O

〉
j

・p
o

t
-ノ
れ
り
品
川

f
v
b
L
H
U
J
y
f
J正
門
〆

白

7

2

I

1

I

d

a

-

-

と
の
一
話
一
位
伐
殺
す
る
た
め
に
伎
が
自
由
や
川
己
を
向
唱
し
な
が
ら
も
、

日
d

リ
二
一
戸
「
I
I
詮
ヨ

h
1
E
布
市

1
j

h
凡
む
山
l
w
u
n
I
j
d
H
ド
メ
官
'
斗
寸
宇

'Hdト
ト
け
ロ

や
利
己
を
制
し
排
し
た
か
を
の
ぺ
ゃ
う
。

自
由
主
義
の
枇
舎
で
は
各
人
が
管
利
活
動
を
な
さ
ね
ば
な
ら
む
が
そ
れ
に
は
資
本
が
先
立
つ
。
駐
合
的
資
本
の
多
少
が
伎
町
し
う

る
弊
働
の
量
を
決
定
す
る
。

さ
れ
ば
浪
費

は
枇
舎
的
資
本
へ
の
侵
害
で
あ
り
反
枇
合
的

(司

5
品目山明記一一円)可)
や
止
へ
行

(
V
Z
8
E
2
2
)

行
震
で
あ
る
。

ス

A 

~:l: 

「
資
本
の
増
加
の
直
接
の
原
閃
は
簡
約
で
あ
っ
て
勤
持
で
及
川
」
「
勤
倹
友
人
は
そ
の
年
々
一
貯
蓄
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
そ
の
年

度
又
は
弐
年
度
比
於
て
、
生
産
的
勢
働
者
の
附
加
数
に
劃
し
て
維
持
費
を
提
供
す
る
ば
か
り
で
た
く
、

公
設
授
産
所
有
与
一
一
口
言
)
円

の
創
立
者
と
同
様
に
、
来
る
ぺ
き
凡
て
の
時
に
於
て
同
教
の
生
産
的
持
働
者
を
維
持
す
る
た
め
の
、

確
立
す
る
も
の
で
あ
り
」

言
は
E
永
久
財
源
を

rrczEW) 

之
に
反
し
「
浪
費
者
は
か
う
云
ふ
仕
方
で
そ
れ
を
枇
用
す
る
。
彼
は
そ
の
出
費
を
紋
の
所
得
の
範
聞
に
局
限
す
る
と
と
を
せ
や
彼

の
資
本
を
侵
蝕
す
る
。
或
る
敬
度
友
基
金
の
牧
入
を
冒
漬
的
友
目
的
に
惜
別
す
る
人
と
同
様
に
彼
は
そ
の
祖
先
の
勤
倹
が
勤
持
者
の

維
持
の
た
め
に
謂
は
ピ
献
納
し
た
財
源
を
も
っ
て
、
怠
惰
者
の
賃
銀
を
支
排
ふ
の
で
あ
る
。
彼
は
生
産
第
働
の
使
用
の
矯
め
に
割
り

A. Smith， ibid. Vol. 1， p. 320 

A. Smith， ibid. Vol. 1. p. 321. 

6) 
7) 



i
A
r
k
-
7
3
-
A
 

41 

営
て
ら
れ
た
る
財
源
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
上
っ
て
、

こ
れ
が
彼
に
依
存
す
る
限
り
に
於
て
、

そ
の
上
に
勢
働
の
加
へ
ら
る
h
h

物
勝

に
償
他
を
附
加
す
る
や
弓
た
種
類
の
勢
働
量
を
必
然
的
に
減
少
さ
せ
、
そ
の
結
川
市
そ
の
凶
会
開
の
土
地
及
び
持
働
の
年
々
の
生
産
の

償
値
、

そ
の
閣
の
住
民
の
賓
際
の
富
及
び
牧
入
を
減
少
さ
せ
る
。
若
し
或
る
者
の
浪
費
が
他
の
者
の
勤
倹
に
よ
っ
て
償
は
れ
た
い
な

ら
ば
、
凡
て
の
浪
費
者
の
行
震
は
勤
持
者
の
麹
豹
を
も
っ
て
怠
惰
者
を
給
養
す
る
と
と
に
よ
っ
て
彼
自
身
を
倒
貧
に
落
込
ま
せ
る
ば

か
り
で
友
く
そ
の
園
を
貧
困
友
ら
し
め
る
傾
を
も
っ
て
ゐ
る
o
」

と
し
「
綿
て
の
浪
費
者
は
公
衆
の
放
で
あ
り
凡
て
の
勤
倹
注
入
は
公
衆
の
忠
人
で
あ
る
ゃ
う
と
思
は
れ
る
。
」
( 

~ 
〈
(1) 
『

) 

旬
『
。
〔
]
一
四
回
一

同喧写
5
5
Z
P
宮
gF
円
3
3
Y喝
さ
晶
君
。
コ
ョ
『

2
1
2
2
但宮『一一円

rgOps-
と
ま
で
さ
へ
、
倒
言
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
他
枇
命
日
的
見
地
か
ら
或
は
貧
欲
や
不
公
.
L
P
或
は
安
治
や
一
川
r
燃
を
排
し
て
ゐ
る
場
合
も
少
く
な
い
。
凡
そ
こ
れ
ら
の
例
を
以
て

し
て
も
紋
の
説
い
4

紅
白
怯
や
利
己
は
嘉
和
民
投
も
の
で
た
く
悟
性
的
友
も
の
で
あ
る
ο

さ
れ
ば
買
の
自
由
や
利
己
を
追
求
せ
ん
に
は

人
聞
の
白
売
を
必
要
と
す
る
。

か
く
て
ス
ミ
ス
も
亦
自
由
主
義
的
理
想
一
位
舎
の
完
成
の
た
め
に
は
人
間
の
教
育
を
依
〈
ぺ
か
ら
ざ
る

も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
。
彼
は
教
育
事
業
を
以
て
国
家
の
必
必
た
る
服
務
の
一
日
仏
教
へ
、
入
閣
の
教
育
は
営
に
人
々
句
セ
の
も
の
に
と
り

て
償
値
が
あ
る
の
み
友
ら
十
園
家
に
と
り
で
も
大
な
る
利
径
を
輔
副
ら
ず
。
悟
性
の
後
遺
せ
ざ
る
人
々
に
と
り
で
は
、
枇
舎
の
大
な
る

利
徒
に
就
て
の
判
断
が
つ
か
十
、
徒
ら
に
小
利
小
慾
に
囚
は
れ
て
枇
舎
の
抽
出
遣
を
阻
害
す
る
と
在
し
て
ゐ
配
。
彼
は
人
間
の
教
育
に

よ
り
て
智
徳
を
高
め
買
に
自
利
印
利
他
の
一
大
共
同
枇
舎
を
賓
現
し
ゃ
う
と
設
計
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
枇
舎
に
も

亦
自
然
の
如
く
一
文
帝
の
矯
理
に
よ
る
調
和
が
あ
る
と
友
す
白
然
法

(
Z
g
E丘
一
戸
当
)

は
営
然
で
る
っ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。

の
思
想
を
多
分
に
と
り
入
れ
た
ス
ミ
ス
と
し
て

ア
ダ
ム
・
守
、
、
λ

に
於
げ
る
自
由
主
義
社
舎
の
理
念
的
構
造
に
就
て

七

一人春、j
潟、e

A. Smith， ibid. Vol. r・p.321 

A. Smith. ibid. Vol. 1. p・323・
A. Smith， i~id. VO¥ p. .267-8 
山下芳一謀、古典総持皐D 哲率的背広‘参照

8) 
9) 

10) 



ァ

r
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
自
由
主
義
社
舎
D

理
念
的
構
造
に
就
て

i¥ 

一一

第
二
に
自
由
主
義
的
理
想
祉
舎
に
織
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
綱
領
は
枇
舎
一
般
の
富
裕
、
即
ち
「
一
般
的
富
裕
(
口
三

5
E
C宮
-28)

が
人
民
の
最
下
居
に
ま
で
及
ぶ
」
と
と
で
あ
り
「
一
般
的
豊
富

(Cg巾
E
1
2三
が
枇
舎
の
凡
て
の
階
級

(mgr)
へ
時
四
り
友
〈

行
き
渡
る
と
と
」
で
あ
る
。
と
の
貼
に
就
て
最
初
に
二
一
日
ふ
べ
き
こ
と
は
、
彼
が
官
と
は
人
聞
に
と
り
て
必
需
品
及
び
使
宜
口
開
で
る
り

4
 

そ
れ
は
「
そ
の
一
枇
脅
の
土
地
辺
ぴ
狩
仰
の
年
々
の
生
摩
物
注
り
」
と
し
、
富
は
貨
幣
で
あ
る
と
し
た
務
支
配
的
イ
ヂ
才
ロ
ギ
1

十
一
完
勝

な
き
ま
で

κ粉
降
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
諸
岡
民
の
宮
」
の
冒
頭
に
る
る
「
総
て
の
図
民
の
年
K

の
労
働
は
本
原
的
に
そ
の
園
尺

で
あ
っ
て
云
々
一
の
教
語
は
人
聞
の
生
と

が
年
々
に
消
費
す
る
あ
ら
ゆ
る
生
活
の
必
需
品
及
び
使
宜
品
を
供
給
す
る
資
源

(EE)

持
働
と
を
経
済
壊
の
封
象
と
在
し
た
る
劃
期
的
た
宣
言
で

b
る。

さ
て
然
ら
ば
富
む
乙
止
を
以
て
何
故
に
願
は
し
と
恋
し
た
か
、
彼
は
人
間
の
幸
隔
と
完
成

au 

ふ
と
と
を
目
標
と
し
た
古
代
希
膿
哲
墜
に
剥
し
て
非
常
な
憧
慣
を
も
っ
て
ゐ
九
と
と
か
ら
察
し
て
も
、
富
む
と
と
は
人
間
の
幸
幅
と

(Z同署
52ω

伊
豆
宮
「
一
「
0
2一
口
口
)

と
u、

完
成
へ
の
か
く
べ
か
ら
す
る
手
段
で
あ
る
と
注
し
た
と
と
は
推
論
す
る
に
難
〈
た
い
。
而
し
て
ス
ミ
ス
は
「
人
民
の
下
居
階
級
一
『

b
Z「

E
D
E
)
 
の
欣
態
に
於
け
る
と
の
改
良

(HE司
5
5
E
2
5
)

筆
者
(
註
)
勢
働
の
寅
際
的
報
酬
の
噌
加
す
る
こ
と
は
、

枇
舎
に
と
っ
て
利
益

の
あ
る
も
の
と
考
ふ
べ
脅
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
不
利
益
な
も
の
と
考
ふ
べ
き
で
あ
る
か
?
、

ζ

れ
に
針
す
る
刷
所
容
は
一
見
し
た
所

で
は
非
常
に
明
瞭
の
や
う
に
見
え
る
。
各
種
の
奴
粋
品
労
働
者
及
び
峨
ヱ
は
、
ず
ぺ
て
の
大
き
な
政
治
的
粧
品
開
の
最
大
部
分
を
構
成
ナ

る
も
の
で
あ
る
。

と
の
回
収
大
部
分
の
扶
態
を
改
良
す
る
も
の
を
、
全
閣
に
と
っ
て
不
利
証
友
も
の
と
は
決
し
て
考
へ
る
と
と
が
出
来

友
い
。

い
か
友
る
枇
舎
に
於
て
も
そ
の
構
成
員
の
最
大
部
分
が
貧
乏
且
つ
悲
俊
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
枇
舎
は
決
し
で
繁
栄
且
つ

A. Smith， ibid. Vol. 1. p. 12 

A. Smith， ibid. Vol. 1. p. 13 
A. Smith， idid. Vol. 1・ p.4・

A. Smith， ibid. Vol. 1. p. I. 

A. Smi1h， ibid. Vo1. II. -P・259-260 及び石川奥二jW:l:著精岬科皐的経済阜
の基礎問題第三篇第二章重量P.(!

12) 

13) 
14) 
15) 
16) 



!" 

幸
隔

(=cEω-Lコ
拘

E
L
-
z司
、
)
左
祉
舎
で
は
あ
り
得
左
い
」
と
い
ひ
、
そ
れ
に
す
ぐ
引
き
績
い
て
「
そ
の
上
、
人
民
の
金
慢
に
衣

食
住
を
奥
へ
る
人
々
が
自
身
で
相
官
握
へ
ら
れ
る
程
度
の
衣
食
住
を
享
受
す
る
た
め
に
‘
彼
等
自
身
の
労
働
の
生
産
物
の
中
か
ら
そ

公
E
「開
4
5
3
一
な
こ
と
に
外
友
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
ゐ
る
。

れ
だ
け
の
分
前
を
受
取
る
こ
と
は
、

彼
に
と
り
で
寓
む
と
と

は
個
人
や
枇
舎
の
幸
繭
で
あ
り

R
っ
そ
れ
は
公

E
友
と
と
た
の
で
あ
る
。
更
に
彼
は
「
人
聞
は
常
に
彼
の
仕
事
に
よ
っ
て
生
活
し
左

け
れ
ば
友
ら
ぬ
し
、
従
っ
て
彼
の
賃
銀
は
砂
〈
と
も
彼
の
生
活
を
維
持
す
る
に
足
る
も
の
吋
-
d

広
け
れ
ば
な
ら
む
。
否
多
く
の
場
合
賃

銀
は
多
少
そ
れ
以
上
で
さ
へ
怠
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

働
授
の
種
族

(
E
&

さ
う
で
な
い
と
彼
は
家
族
を
養
ふ
こ
と
が
出
来
左
い
で
あ
ら
う
し
、

9
 

は
一
代
以
上
は
存
棋
し
得
一
な
い
で
あ
ら
う
」
し
、

さ
う
い
ふ
第

貧
者
が
官
者
に
到
す
る
楠
怒
を
激
護
さ
せ
る
と
い
ム
が
如

ぎ
枇
合
的
危
険
も
あ
る
か
ら
、
下
居
階
級
が
貧
乏
を
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
資
本
交
や
山
口
同
者
に
と
り
で
も
必
併
し
も
利
徒
で
な
い
と

ltピ
孜
へ
、

日
ザ
~
詑
乏
し
て
政
有

E
q
?な
ハ
!
人
出
川
一
九
年

K
d
L打
亡
工
り
司

:，

2
1
1
;
1
t
'
f
4
E
v
t
-
t
f
j
f
7
 

刑
台
、
b
h
斗

13hヨ
旧
出
、
T
一
'hu
者
?
〉

F
、
同
町
h
k
b
十
L
hヨ
〉
洛
-K

C
E
q
J
一月〆
f
前
官
4
4
J
U

“1
4
F
F
E
L
Eド日，

F

ゴ
用
〆
p
d
v
v骨
ι

展
を
も
阻
害
す
る
に
至
る
こ
と
を
説
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
之
を
要
す
る
に
ス
ミ
ス
は
一
位
舎
の
一
般
的
富
裕
と
い
ふ
こ
と
は
、
個
人

に
と
り
で
も
枇
合
全
般
に
と
り
て
も
図
案
に
と
り
て
も
幸
一
隅
左
繁
柴
の
表
徴
で
あ
る
が
、
之
に
反
し
て
貧
乏
と
い
ふ
こ
と
は
不
幸
で

あ
り
悲
惨
で
あ
り
、
そ
れ
は
枇
合
的
に
も
図
案
的
に
も
不
利
盆
た
り
と
た
す
の
で
あ
る
o
且
つ
彼
は
枇
舎
の
生
産
力
が
護
展
し
つ

L
あ

る
場
合
に
、
生
産
に
携
る
日
労
働
階
級
が
相
営
程
度
の
生
活
を
左
す
と
い
ふ
こ
と
は
公

E
の
原
理
に
も
適
ふ
と
い
ふ
考
を
有
っ
て

b
た

の
で
る
る
。
認
に
一
言
す
ぺ
き
は
ス
ミ
ス
が
物
質

ω
み
が
人
間
の
手
隔
を
規
定
す
る
と
・
な
し
た
と
考
ふ
る
友
ら
ば
そ
れ
は
誤
解
で
あ

る
。
彼
は
「
全
〈
精
榊
の
中
に
桁
る
幸
幅
と
悲
惨
と
は
必
然
に
肉
位
の
そ
れ
よ
り
も
精
岬
の
健
全
不
健
全
、
そ
が
不
具
か
完
全
か
の

上
に
一
居
多
く
依
存
せ
ぎ
る
を
え
な
い
い
一
」
と
て
大
い
に
教
育
の
必
要
を
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
唯
か
ミ
る
教
育
を
貧
乏
人
で
は
充

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
自
由
主
義
枇
舎
の
理
念
的
構
誼
に
就
て

九

17.及 V'18) A. Smith， ibid. Vol. I. p. 8"・
19) A. S四 ith，ibid. Vol. 1. p. 69--70 
空。 A.Smith， ibi止 VoL11. p. 27会



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
自
由
主
義
世
令
。
理
念
的
構
迭
に
就
て

O 

分
に
う
け
え
左
い
と
い
ふ
問
に
彼
は
富
の
一
般
的
官
裕
を
必
要
左
り
と
し
た
の
で
あ
る

d

さ
て
然
ら
ば
枇
舎
の
一
般
的
富
裕
を
驚
ら
す
に
は
如
何
に
す
ぺ
き
か
、
彼
は
富
裕
を
枇
舎
の
下
居
階
級
に
ま
で
行
き
渡
ら
す
た
め

に
は
、

先
づ
何
よ
り
商
品
(
の
C
5
5
Q
L
一三

と
及
つ
一
」
現
は
る
L
枇
合
的
生
産
物
が
、
円
品
該
枇
舎
に
豊
富
に
供
給
せ
ら
る
a
A

こ
と
.

換
言
す
れ
ば
労
働
の
生
産
力
の
夜
日
間
を
前
提
僚
件
と
考
へ
た
。
蓋
し
労
働
の
生
産
力
の
一
設
展
と
い
ふ
こ
と
は
、

一
定
の
労
働
佐
以
て

よ
り
多
く
の
使
川
M
M
値
宇
一
生
産
ナ
る
こ
と
で
あ
り
、
商
品
開
十
位
訪
れ
り
の
知
働
目
下
一
が
少
〈
て
す
む
と
と
在
意
味
す
る
が
散
に
、
資
本
家

制
計
制
掛
か
ら
じ
商
品
の
生
野
安
を
低
め
‘
事
物
の

'E然
的
歌
山
広
に
於
て
は
白
ム
ー
南
口
聞
か
廠
倣
(
仁

}E宮
市
立

と
た
ら
ざ
る
を
え
左
い
。

商
品
が
廉
債
に
し
て
始
め
て
購
買
力
の
乏
し
き
下
居
階
綾
に
ま
で
行
き
渡
り
う
る
。
次
に
然
ら
ば
労
働
の
生
産
力
を
設
展
さ
す
に
は

如
何
に
す
ぺ
き
か
。
十
訟
に
有
名
な
る
彼
の
分
業
論
が
現
は
る
ミ
。
彼
は
細
に
分
業
を
攻
究
し
て
、
例
へ
そ
れ
に
は
弊
害
も
亦
伴
ふ
と

難
も
、

乙
れ
こ
そ
新
し
き
自
由
主
義
枇
舎
に
取
り
入
る
べ
き
一
般
的
持
働
様
式
な
り
と
考
へ
た
、
然
れ
ど
も
苛
く
も
分
業
と
い
ふ
が

如
き
高
度
の
持
働
乃
至
生
産
様
式
の
行
は
る
L
祉
舎
に
於
て
、
線
て
狩
働
を
働
か
す
に
先
立
つ
も
の
は
資
本
で
あ
る
。
資
本
友
く
し

ス
ミ
ス
が
枇
合
的
資
本
の
蓄
積
さ
る
べ
き
と

と
、
資
本
は
例
へ
私
有
で
る
っ
て
も
杜
合
同
的
に
長
も
有
利
に
合
理
的
に
使
刷
せ
ら
る
ぺ
き
を
説
い
て
ゐ
る
が
は
右
の
理
由
に
よ
る
の

て
分
業
は
行
は
れ
え
な
い
。
貫
に
資
本
の
量
が
使
用
し
う
る
労
働
の
量
を
決
定
す
る
ω

で
る
る
。
邸
ち
ス
ミ
ス
の
設
計
に
よ
れ
ば
、
枇
世
田
的
資
本
が
盆
k

棋
大
さ
る
れ
ば
そ
れ
に
よ
り
て
働
か
さ
る
L
努
倒
も
亦
棋
大
さ
る

乙
と
k
-
忍
り
、
し
か
も
そ
れ
が
分
業
と
い
ふ
が
如
き
進
歩
し
た
協
同
組
織
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
新
枇
舎
の
生
産
力
は
素
晴
ら
し
く
褒

展
す
る
。
そ
し
て
枇
舎
的
生
産
物
が
豊
富
に
廉
債
に
枇
舎
に
提
供
せ
ら
る
L
と
自
ら
寧
裕
が
枇
舎
一
般
に
及
ぶ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

但
し
こ
う
い
ふ
過
程
を
か
き
棄
す
も
の
に
、
資
本
家
の
猪
占
が
る
り
、
同
業
組
合
が
あ
り
生
活
必
需
品
使
宜
品
に
針
す
る
課
税
が
あ

A. Srnith， ibid. Vol. I. p. 346 



イ
ギ
リ
ス
』主

今

A. Smith.， ibid. Vol. II. P・239・
A. ~Smith， ibid. Vol. 1. p. 83.. 
A Smith， ibid. Vol. 1. p. 73・
A. Smith， ibid. Vo1. 1. -p. 74-5 
A. Smith， ibid. V 01. 1. P・71.

A. SmithJ ihid. Vo1. 1. p. 72目

る。

ス
ミ
ス
は
乙
れ
ら
を
何
れ
も
排
し
て
ゐ
る
の
は
い
ふ
ま
で
も
友
い
。
祉
舎
の
一
般
的
富
裕
と
い
と
と
は
新
し
き
自
由
主
義
一
位
合

の
設
計
に
も
ら
れ
た
重
要
注
綱
領
で
あ
る

Q

彼
は
「
消
費
の
廉
慣
と
生
産
に
興
へ
る
奨
働
の
促
進
こ
そ
経
済
事
の
大
た
る
仕
事
官
『
S
F

盟

で
あ
る
。
」
と
さ
へ
い
っ
て
ゐ
る

一正也
22ω-

第
三
に
ス
ミ
ス
が
却
怨
枇
舎
の
日
棋
と
た
し
た
る
と
と
は
進
歩
的
批
舎
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
枇
舎
の
朕
態

の
三
つ
が
あ
る
。
進
歩
的
批
舎
と
は
彼
に
従
へ
ば
、

品
目
該
枇
合
が
ぼ
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
獲
得
し
て
し
ま
っ
た
状
態
で
は
な
く
事
九
一
進
ん
で
宮
を
獲
得
し
つ
L
あ
る
粧
台
で
あ
り
、
停
止

的
此
合
弁
一
は
一
法
律
L

」
制
交
の
許
す
閉
山
り
の
一
切
の

1hγ
、
獲
得
し
て
し
ま
っ
た
'
一
枇
命
日
ヴ
あ
り
、
川
出
歩
的
批
九
回
と
は
ム
ロ
刊
の
組
皮
が
低
下

し
努
働
の
維
持
に
燦
向
け
ら
る
L
資
金
が
著
し
く
減
少
し
つ
土
の
る
枇
命
ぼ
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
三
ワ
の
献
態
に
於
り
る
人
民
の
大
多

に
は
進
歩
的
(
"
を
き
門
吉
間
了
停
止
的
吉
田
氏
。
三
三
及
び
滋
歩
的

2
2一
三
吉
明
)

数
の
幸
耐
と
不
幸
と
を
検
討
し
て
の
で
あ
る
が
、
先
づ
進
歩
的
枇
舎
に
就
て
は

「
努
働
の
賃
銀
に
於
け
る
上
騰
を
誘
起
す
る
も
の
は
、

困
民
的
富
の
現
賞
の
大
き
さ

-ヨ
ロー
ぽオb

四
『

o-52ω

。
「
ロ
伊
丹
M
G
ロ
凶
-

p
n
[口
町
戸
}

君
。
巳
戸
「
)

そ
の
継
続
的
増
加
(
口
S
E
E
Pごコ
Q
g胃
)

で
あ
る
。
従
っ
て
性
労
働
の
賃
銀
が
最
高
の
状
態
に
あ
る
の
は

で
は
た
く
し
て
、

最
も
富
め
る
園
に
於
て
Y
は
友
く
、
最
も
繁
栄
し
て
ゐ
る
園
卸
ち
最
も
迅
蓮
に
富
み
つ
L
あ
る
闘
に
於
て
ピ
あ
る
。

日
確
か
に
北
ア
メ
リ
カ
の
如
何
な
る
部
分
よ
り
も
遥
か
に
富
ん
で
ゐ
る
が
、
持
働
の
賃
銀
は
イ
ギ
リ
ス
の
如
何
た
る
部
分
に
於
℃
上

@
 

り
も
北
ア
メ
リ
カ
に
於
℃
遥
か
に
高
卒
で
あ
る
o
『一

と
い
び
「
或
る
園
の
繁
柴
の
最
も
決
定
的
友
標
識
は
そ
の
住
民
教
の
増
加
で
る
る
」
と
友
し
、
人
口
増
加
卒
を
以
て
枇
曾
の
繁
栄
の

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
げ
る
自
由
主
義
枇
曾
の
理
念
的
権
法
に
就
て

23j 



ァ

r
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
げ
る
自
由
主
義
枇
曾
の
理
念
的
構
迭
に
就
て

ハ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
考
へ
た
。
彼
は
停
止
的
枇
舎
の
欣
態
を
述
ぺ
て

「
或
る
闘
の
富
が
非
常
に
大
で
る
っ
て
も
、
若
し
そ
れ
が
永
い
間
停
止
的
の
欣
態
で
る
る
揚
合
に
は
、
設
々
は
そ
の
圃
に
於
で
労

働
の
賃
銀
の
非
常
に
高
率
な
の
を
見
得
る
と
期
待
し
て
は
友
ら
左
い
。
賃
銀
の
支
排
ひ
に
振
向
け
ら
れ
た
資
金
町
ち
そ
の
闘
の
住
民

の
収
入
と
資
本
は
或
は
非
合

K
E制
友
も
の
か
も
知
れ
友
い
。
だ
が
そ
れ
が
数
位
紀
の
間
依
然
同
一
か
叉
は
同
一
に
ほ

Y
近
い
も
の
，

で
あ
る
た
ら
ば
、
毎
年
雇
用
さ
れ
る
弊
働
者
数
は
翌
年
に
必
要
伝
持
働
者
数
を
本
易
に
供
給
し
え
、
児
に
そ
れ
以
上
叫
に
へ
犠
剃
士
一
供

給
と
さ
ヘ
ル
江
み
の
で
あ
ら
う
ο

そ
の
相
割
合

K
M
野
働
者
数
m
u

不
足
恋
ど
同
あ
り
符
歩
、
山
労
働
者
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
雇
主
が
止
む

無
く
た
互
に
競
争
す
る
や
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ら
う
。

之
に
反
し
て
曲
目
働
者
は
自
然
そ
の
仕
事
以
上
に
増
加
す
る
で
る

ら
う
。
而
し
て
断
へ
や
仕
事
の
不
足
を
告
げ
、
仕
事
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
持
働
者
逮
は
相
互
に
競
争
せ
ざ
る
を
え
注
い
で
あ
ら
う

若
し
さ
う
い
ふ
闘
に
於
て
持
働
の
賃
銀
が
そ
の
狩
働
者
自
身
を
維
持
し
、
日
っ
そ
の
家
族
を
扶
養
す
る
に
足
る
額
よ
り
も
以
上
で
あ

る
や
う
友
揚
合
が
る
っ
た
と
し
て
も
、
持
働
者
聞
の
競
争
と
雇
主
ル
一
の
利
盆
と
は
勝
て
そ
の
賃
銀
を
引
下
げ
て
、
普
通
の
人
聞
と
一

致
す
る
最
低
の
翠
に
蹄
し
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
」
。

「
支
那
は
永
い
閉
世
界
陀
於
け
る
最
首
閣
の
一
つ
で
あ
り
、
卸
ち
最
も
聾
備
で
最
も

四

ょ
〈
耕
さ
れ
最
も
勤
勉
で
最
も
人
口
の
多
い
闘
家
で
あ
っ
た
」
が
、
恐
ら
〈
同
闘
は
久
し
い
以
前
に
、
「
同
園
の
法
律
と
制
度
の
性

質
が
許
す
限
bJ
の
宮
を
獲
得
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
」
。
「
支
那
の
人
民
の
最
下
級
の
貧
窮
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
貧
窮
左
図
民
の
れ

を
透
に
凌
駕
し
て
ゐ
る
」
。
と
説
い
て
ゐ
る
。
最
後
の
退
歩
的
批
舎
の
欣
態
に
就
て
は
ス
ミ
ス
は

と
い
ふ
。

そ
し
て
彼
は
支
那
の
例
を
あ
げ
、

「
し
か
し
弊
働
の
維
持
に
ふ
り
む
け
ら
れ
る
資
金
が
著
し
〈
減
少
し
て
ゐ
る
国
家
に
あ
っ
て
は
事
情
は
異
る
で
る
ら
う
。
剖
ち
毎

28) A. Smith， ibid. Vol. 1. p. 73・

29. 30. 31) A. Smith， ibid. VoJ. I. p. 73 



F
Tま
t
v玖吋ぜい
N
a息
子
弘
前
下
、

4
5
3
F

年
職
業
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
階
級
に
於
て
、
僕
柚
昨
及
ぴ
曲
目
働
者
に
謝
す
る
需
要
は
前
年
の
そ
れ
上
り
は
一
一
暦
砂
い
で
あ
ら
う
。

段

優
れ
た
階
級
の
職
業
の
中
に
養
育
さ
れ
た
多
く
の
者
は
自
己
の
業
務
に
於
て
腫
ぴ
口
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
友
い
か
ら
、
喜
ん
で
一

段
低
級
友
峨
業
に
雇
口
を
捜
し
求
め
る
で

tpり
う
。
最
下
級
の
職
業
は
そ
の
職
業
そ
れ
自
身
の
持
働
者
に
け
で
供
給
過
剰
で
あ
る
所

へ
総
て
の
他
の
階
級
の
職
業
か
ら
労
働
者
が
押
し
寄
せ
て
来
て
、

そ
の
結
果
職
業
に
封
す
る
競
争
が
非
常
に
大
と
友
り
、
矯
め
に
弁

働
の
賃
銀
は
引
下
げ
ら
れ
て
、
恨
め
て
惨
め
左
窮
乏
し
た
労
働
者
の
生
活
費
の
程
度
と
な
る
で
あ
ら
う
。
多
数
者
は
か
う
い
ふ
苛
酷

-
友
僚
件
で
さ
へ
も
職
業
を
見
出
す
こ
と
が
同
来
十
、
餓
死
す
る
か
、
そ
れ
と
も
乞
食
か
或
は
恐
ら
く
倣
忠
無
道
の
犯
罪
に
よ
っ
て
生

存
の
資
を
求
め
ぎ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。
窮
乏
一
巧
吉
司
)
飢
餓

(
3
4
5
{
コ
⑦
)
及
び
死
亡

(
Z
2
5
5
)
)
は
直
ち
に
こ
の
階
級
に

ゆ
き
波
り
、
大
い
で
と
の
階
級
か
ら
絶
て
の
他
の
優
れ
た
階
級
に
波
及
仁
、
法
に
そ
の
怖
の
住
民
の
教
は
減
少
し
て
、
士
た
そ
の
問

内
に
残
存
し
て
ゐ
る
牧
入
と
資
本
を
以
て
、
部
ち
繭
徐
の
も
の
を
被
壊
し
た
暴
力
か
ら
も
厄
災
か
ら
も
免
れ
た
牧
入
と
資
本
を
も
つ

で
容
易
に
維
持
し
う
る
程
度
と
な
っ
で
仕
舞
ふ
で
あ
ら
う
」

と
い
び
、
東
印
度
の
ペ
ン
ガ
ル
及
び
そ
の
他
の
イ
ギ
リ
ス
の
摘
氏
地
の
現
扶
は
、
恐
ら
く
こ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
な
し
ゐ
る
。

以
上
の
如
〈
枇
舎
の
進
歩
的
・
停
止
的
・
退
歩
的
の
三
つ
の
般
態
を
要
指
す
る
に
、

「
芥
働
の
報
酬
の
盟
か
な
の
は
、
岡
氏
的
宮
の

増
加
し
つ
L
あ
る
必
然
の
結
果
で
あ
る
と
共
に
、

そ
の
自
然
的
兆
俄
で
あ
る
。
他
方
に
於
て
仕
労
働
貧
民

(447OUZEL認
を
主
の

生
活
維
持
貨
の
窮
乏
な
の
は
、
事
態
が
停
止
し
て
ゐ
る
こ
と
を
一
不
ナ
自
然
的
北
侠
で
あ
り
、
彼
等
が
餓
死
的
欣
態

(E-三
口
問
。
。
目
玉

に
あ
る
と
と
は
、
事
態
が
念
漣
に
退
歩
し
つ
L
あ
る
こ
と
を
示
す
自
然
的
必
候
で
あ
る
O
L

而
し
て
「
労
働
貧
民
が
即
ち
人
民

E
Cロ)

の
大
多
数
が
、
最
も
幸
一
耐
で
最
も
安
紫
で

(
】

4
Z
Z
3
-
g
[
同
三
円
『
巾
ヨ
。
包
(
ソ
2
三
。
ュ
pr一
。
)
あ
る
や
う
に
見
え
る
の
は
、
世
舎
が
富

ア
ダ
ム
・
λ

ミ
ス
に
於
け
る
自
由
主
義
枇
曾
白
理
念
的
構
造
に
就
て

一

A. Smith， ibid. Vol. I. p. 74-5 
A. Smith， ibid. VoI. I. P・75・

32) 

33) 



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
月
に
於
げ
る
自
由
主
義
社
曾
の
理
念
的
構
造
に
就
て

問

の
る
ら
ゆ
る
要
素
を
獲
得
し
た
時
よ
り
も
、
寧
ろ
枇
舎
が
進
歩
的
航
態
に
あ
っ
て
、
更
に
迩
ん
で
富
を
獲
得
し
つ

J
の
る
時
に
於
て

ピ
あ
る
。

と
れ
は
注
意
に
値
す
る
と
と
で
あ
ら
う
。
そ
れ
ら
の
人
の
境
遇
は
停
止
的
危
欣
態
で
は
難
悦
(
吉
三
)
で
あ
り
‘
退
歩
的
友

欣
態
で
は
悲
惨

(ヨ】師。
B
Z
。)
で
る
る
。
進
歩
的
な
欣
態
は
寛
際
に
於
て
、
枇
曾
の
あ
ら
ゆ
る
階
級
に
と
り
で
愉
快
に
し
て
温
み
の

あ
る
欣
態
(
吋

z
n
r
o
o
-
2
2斗
予

巾

rgFVJ
で
あ
る
。
停
止
欣
態
は
品
川
気
が
た
く

T
Z
=
)
退
歩
的
拡
態
は
憂
管

で
あ
ふ
o
」
に
か
ら
絞
は
虻
命
日
の
進
中
的
似
態
九
世
抱
強
と
し
.

( 

? 
h司

rc -
" -w 

'"' 町
E 

) 、

一

必
然
的
忙
都
府
消
政
策
と
し
て
は
位
歩
的
・
偵
倒
的
な
ら

yrt
壮
え
批
か

っ
た
。さ

て
弐
に
問
題
は
、
新
し
く
生
ま
れ
る
自
由
主
義
枇
舎
に
及
ぶ
の
で
る
る
が
、

乙
の
-
新
枇
舎
は
果
し
て
以
上
の
如
き
枇
舎
の
進
歩

的
欣
態
を
約
束
し
う
る
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
に
、

ス
ミ
ス
の
立
場
を
以
て
す
れ
ば
、
ぞ
れ
を
可
能
な
り
と
信
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

何
故
か
と
い
ふ
に
、
既
に
第
二
項
で
述
べ
た
る
如
く
自
由
主
義
枇
舎
で
は
生
産
力
が
著
し
く
護
展
せ
し
め
ら
れ
、
資
本
は
膨
張
し
枇

舎
一
般
に
官
絡
の
行
き
渡
る
こ
と
が
期
待
せ
ら
る
L

の
で
あ
る
。
生
産
力
の
護
展
や
資
本
の
増
殖
そ
の
こ
と
が
祉
舎
の
進
歩
拡
態
に

外
た
ら
ね
が
、
更
に
又
、
枇
合
一
般
の
富
裕
は
人
口
の
増
加
と
な
り
、
持
働
生
産
力
に
於
け
る
一
居
の
護
展
と
友
り
、
更
に
又
そ
れ

が
資
本
の
一
一
暦
の
膨
張
と
な
ら
ざ
る
を
え
泊
。

か
く
し
て
自
由
主
義
枇
合
は
、

ス
ミ
ス
の
考
ふ
る
所
で
は
進
歩
の
過
程
を
と
そ
辿
れ

停
止
や
退
歩
す
べ
き
必
然
の
理
由
が
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
関
民
が
栄
え
れ
ば
自
由
交
通
の
下
で
は
叉
他
岡
氏
を
も
刺
戟
し

柴
え
し
め
る
に
至
り
庚
〈
い
へ
ば
人
類
枇
舎
の
繁
栄
と
友
る
。
彼
は
「
イ
ギ
リ
ス
の
繁
栄
」
と
い
ふ
語
を
屡
K
使
っ
て
ゐ
る
が
、

イ
ギ

リ
ス
も
封
建
的
た
重
商
主
義
の
如
き
蓄
殻
を
早
〈
腕
す
な
ら
ば
、
洋
々
た
る
岡
遂
の
表
展
を
前
途
に
期
待
し
う
る
と
い
ふ
と
と
を
確

信
を
以
て
闘
民
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
ス
ミ
ス
は
理
論
的
に
新
し
く
生
ま
る
L

自
由
主
義
は
進
歩
的
で
あ
り
、
繁
栄
幸
一
耐

A. Smith. ibid. VoJ. I. p. 83 34) 



愉
快
の
枇
舎
で
あ
る
と
確
信
し
た
。
そ
し
て
彼
は
一
定
の
法
律
や
制
度
の
下
に
そ
れ
が
許
す
限
り
の
富
を
獲
得
し
て
し
ま
っ
て
停
止

欣
態
に
あ
る
閥
ゃ
、
或
は
退
歩
し
つ

L
あ
る
闘
を
憐
ん
で
さ
へ
ゐ
る
か
に
み
ゆ
る
の
で
あ
る
。

四

第
四
に
白
白

E
議
の
枇
舎
で
は
岡
山
《
の
会
開
的
公
袋
的
統
制
が
行
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
は
や
与
も
す
れ
ば
ス
ミ
ス
が
自
由
主
義

を
提
唱
し
、
且
つ
個
人
の
自
由
に
封
ず
る
同
友
の
干
渉
を
一
般
的
に
排
し
た
る
の
放
を
以
て
、
彼
を
岡
家
否
定
論
或
は
岡
際
主
義
者

の
如
く
考
へ
ん
と
す
る
が
之
は
決
り
で
あ
る
。
「
諸
同
日
目
の
ん
山
田
」
に
於
て
は
、
交
換
に
よ
る
彼
の
所
謂
商
業
枇
合
に
就
て
細
密
な
る
研

究
を
行
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
同
夜
中
形
成
し
て
ゐ
る
同
民
の
枇
合
の
研
究
た
の
で
あ
る
。
唯
彼
に
と
り
で
は
自
然
的
自
由

の
制
度
が
枇
命
日
の
は
つ
え
同
友
の
最
大
利
一
位
1
九日時一
J
F
r
叫
が
仲
叫
に
、

同
ん
杭
の
機
能
を
円
山
少

M
度
比
止
め
一
ゃ
う
主
一
し
た
に
す
ぎ
向
。
従

っ
て
彼
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
自
由
制
度
が
枇
舎
の
全
問
問
的
利
絵
と
相
容
れ
ざ
る
場
合
に
は
勿
論
岡
家
は
之
に
干
渉
す
ぺ
き
も
の
た

nu
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
自
由
も
放
任
も
亦
乙
れ
岡
山
系
の
政
策
な
の
で
あ
っ
て
岡
安
か
ら
離
脱
ナ
る
こ
と
を
意
味
し
友
い
。
唯
設
に

注
意
す
べ
き
は
、
彼
が
岡
家
と
い
ふ
場
合
に
は
二
つ
の
も
の
を
、
印
ち
疋
し
卓
也
閥
」
廷
と
r
に
し
か
ら
ざ
る
岡
山
吹
と
を
恒
別
し
で
ゐ
る
と

と
で
あ
る
。

疋
し
き
岡
友
は
常
に
枇
舎
の
会
徳
的
利
袋
の
た
め
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
り
、

一K
L
か
ら
さ
る
図
案
と
は
-
市
民
の
或

る
階
殺
の
利
益
を
促
進
す
る
と
と
以
外
、
他
民
何
ら
の
目
的
を
も
た
友
い
で
、
市
民
の
何
れ
か
一
つ
の
階
級
の
利
経
を
何
ら
か
の
度

合
に
於
て
傷
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
関
突
を
浪
費
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
由
主
義
枇
舎
の
理
念
的
構
造
に
現
は
れ
て
来
る
岡
家
は
勿

論
疋
し
き
図
家
?
あ
り
川
安
心
的
凋
宋
で
る
る
。

自
由
主
義
枇
舎
に
於
け
る
理
念
的
関
家
の
機
能
は
三
つ
あ
る
。

「
第
一
は
他
の
濁
立
の
諸
枇
舎
の
暴
行
及
び
侵
入
か
ら
そ
の
枇
舎

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
自
由
主
義
吐
曾
心
理
念
的
構
造
に
就
て

五

A目 Smith，ibid. V"I. 1. p. r 52 35) 



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
自
由
主
義
枇
舎
四
理
念
的
構
遣
に
就
て

六

を
保
護
す
る
の
義
務
、
第
二
は
そ
の
紅
舎
の
他
の
各
成
員
の
不
疋
義
叉
は
抑
厚
か
ら
.
h
育
成
長
を
出
来
る
ぞ
け
保
護
す
る
の
義
務
、
即

ち
正
確
た
司
法
行
政
を
樹
立
す
る
の
義
務
、
第
三
は
一
定
の
公
共
土
木
事
業
苦

5
5
=
2
r
ω
)
及
び
公
共
施
設
寄
与
z
n
E印
Z
F
E
Z

。=)

を
建
設
し
維
持
す
る
の
義
務
」
是
で
あ
る
。
町
ち
第
一
は
図
防
第
二
は
保
安
第
三
は
公
毎
或
は
踊
利
で
あ
る
。
倒
防
と
保
安
と
は
枇

命
同
存
立
の
基
本
的
保
件
で
る
り
岡
山
漁
峨
務
の
い
は
ピ
消
極
的
訟
も
の
に
局
す
る
が
、

公
布
祉
や
稲
利
は
積
何
倒
的
た
岡
山
吹
活
動
に
属
す

る。

ス
ミ
ス
の
考
へ
た
閣
家
は
躍
な
る
機
力
凶
家
に
非
や
し
て
一
附
別
国
家
で
あ
っ
た
と
と
は
明
か
で
あ
ら
う
。

ス
ミ
ス
が
閥
家
の
公
共
乃
至
踊
利
活
動
と
し
て
、
図
防
治
安
の
た
め
の
公
共
土
木
事
業
の
外
に
、
枇
舎
の
商
業
を
容
易
左
ら
し
む

る
た
め
の
土
木
及
ぴ
公
共
施
設

l
そ
れ
を
更
に
一
般
に
商
業
を
容
易
な
ら
し
む
る
た
め
に
必
要
な
る
土
木
及
公
共
施
設
と
、
商
業
特

殊
の
部
門
を
容
易
た
ら
し
め
る
に
必
要
左
そ
れ
と
に
分
っ
て
ゐ
る

i
と
人
民
の
教
育

2
4
r
m

】

E円
『
口
町
一
戸

C
D
C『
戸

F
O
司

8
1
0
)
の
促
進

ず
る
こ
と
を
皐
げ
て
ゐ
る
。
而
し
て
彼
は
「
こ
れ
ら
の
も
の
は
一
大
枇
舎
に
と
っ
て
最
高
度
に
利
盆
を
驚
ら
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
そ
の
利
潤
は
或
る
個
人
又
は
少
数
の
個
人
に
決
し
て
そ
の
費
用
を
償
ひ
得
示
、
従
っ
て
或
る
個
人
又
は
少
数
の
個
人
が

そ
れ
を
建
設
し
維
持
す
る
こ
と
は
到
底
之
を
期
待
し
得
友
い
性
質
を
具
へ
て
ゐ
る
も
の
で
る
ム
J
だ
か
ら
国
家
は
公
銭
的
立
揚
か
ら

乙
れ
を
行
は
ね
ば
左
ら
ぬ
と
友
す
。
今
誌
に
そ
の
各
項
に
就
て
評
論
す
る
と
と
を
え
左
い
が
、
線
が
或
は
道
路
捲
潟
運
河
の
要
を
設

き
、
或
は
外
国
に
商
業
上
の
闘
家
機
闘
の
設
置
す
る
の
利
盆
や
闘
税
制
度
の
運
用
を
、

さ
て
は
貿
易
曾
祉
や
植
民
地
の
経
替
論
等
何

れ
も
遠
大
友
る
図
家
の
経
済
政
策
か
ら
出
で
夕
、
る
は
な
い
。
彼
が
利
益
と
い
ふ
も
決
し
て
目
前
の
小
利
に
問
は
れ
や
枇
合
同
会
憾
の
鰐

来
を
常
に
考
へ
て
ゐ
る
。
殊
に
国
家
が
人
民
の
教
育
を
忽
に
す
べ
か
ら
ざ
る
を
一
就
く
を
み
る
に
及
ん
で
、
彼
が
個
人
の
辛
幅
の
た
め

に
、
且
つ
又
枇
合
図
家
の
利
盆
の
震
に
も
、
「
人
民
の
大
多
数
を
殆

E
会
き
惰
落
や
退
歩
か
ら
防
止
し
」
、

か
れ
の
「
能
力
や
徳
」
を
両

A. Smith， ibid. Vol. I1. p. 184-5 
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め
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
か
を
知
る
の
で
あ
り
、
国
家
の
統
制
が
調
。
物
質
の
み
な
ら
や
精
脚
に
も
及
ぶ
べ
し
と
な
す
彼
の
所
論
に

接
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
岡
家
に
よ
る
統
制
論
は
更
に
租
税
論
に
於
て
も
注
目
す
べ
き
も
の
が
る
る
が
、
之
を
省
略
す
る
。

以
上
本
項
に
述
ぺ
た
る
所
を
要
す
る
に
、

ス
ミ
ス
の
自
由
主
義
は
国
家
の
意
識
せ
る
枇
舎
の
政
策

(の。阻止一
ω
円
冨
宏
司
O
Z
2
r
)

で
あ

り
、
国
家
機
構
を
離
れ
た
此
合
同
を
考
へ
た
の
で
は
な
い
。
し
か
も
自
由
主
義
と
雄
も
無
制
限
の
そ
れ
で
た
く
、
枇
曾
的
・
岡
家
的
見
地

か
ら
そ
れ
を
補
正
し
ゃ
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
彼
が
如
何
に
国
家
を
重
ん
じ
た
る
か
は
「
国
防
は
富
裕
よ
り
も
大
切
た
り
ど
u
o
p口
忠

一
回

C『

g
z
n『

g
C
3
2
弓
♀
z
=
2
F同ロ
O
甘
口

-22)
と
い
ひ
、
園
際
的
自
由
貿
易
を
主
張
し
乍
ら
白
闘
の
幼
稚
産
業
保
護
を
必
要
と

し
た
る
な
ど
に
徴
し
て
も
更
に
之
を
椴
讃
し
う
る
で
あ
ら
う
。
統
制
と
同
ふ
こ
と
は
自
由
主
義
に
と
り
て
今
日
突
然
現
は
れ
た
こ
と

で
は
な
〈
、

ス
ミ
ス
の
開
念
K
は
肢
に
充
分
に
そ
れ
が
織
り
込
ま
れ
て
居
り
賢
際
的
に
も
国
家
の
統
制
泣
き
白
岡
十
工
義
枇
命
日
は
存
出

L
h仏い
c

時
そ
の
際
ス
ミ
ス
の
考
へ
夫
同
家
以
枇
命
日
国
家
の
最
大
の
利
径
の
た
め
に
機
能
す
る
も
わ
で
あ
っ
て
、

一
部
階
級
や
業
祇

の
私
利
や
偏
見
に
動
か
さ
る
L
岡
家
で
は
占
な
か
っ
た
。
認
に
も
彼
の
自
然
法
の
思
想
が
ひ
ら
め
く
。

ス
ミ
ス
の
主
張
は
枇
合
本
位
で

あ
り
園
際
的
で
あ
っ
た
が
同
時
に
岡
家
を
人
類
の
基
本
的
生
活
様
式
と
考
へ
て
ゐ
た
ゃ
う
で
あ
る
。

結

言

以
上
越
べ
来
れ
る
如
〈
、

ス
ミ
ス
に
於
け
る
埋
念
的
自
由
主
義
枇
合
は
、
圏
内
的
・
岡
際
的
友
共
同
館
的
原
理
に
た
つ
も
の
で
あ

り
、
富
裕
が
普
く
一
般
下
層
階
級
に
ま
で
行
き
渡
り
、
且
つ
段
々
と
し
て
進
歩
設
展
し
て
ゆ
く
枇
合
で
あ
り
、
凶
由
来
に
よ
り
て
枇
曾

的
利
益
の
見
地
か
ら
保
護
も
さ
れ
統
制
も
さ
れ
て
ゆ
く
枇
舎
で
あ
っ
売
。
彼
が
こ
の
自
由
主
義
枇
舎
と
そ
来
る
べ
き
新
し
き
理
想
の

枇
A
慢
な
り
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
枇
舎
に
於
て
、
例
之
、
生
産
者
本
位
か
ら
消
費
者
本
位
へ
、
生
活
の
千
段
よ
り
生
活
の
目
的
へ
、

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
白
肉
主
義
枇
曾
の
理
念
的
構
遣
に
就
て

七
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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
自
由
主
義
社
舎
の
理
念
的
構
迭
に
就
て

i¥. 

貨
幣
よ
り
財
物
へ
、
物
よ
り
人
間
へ
、
拘
束
よ
り
自
由
へ
そ
し
て
疋
義
へ
平
等
へ
、
侍
統
よ
り
合
瑚
へ
、
非
現
質
的
よ
り
現
賓
へ
、

禁
欲
・
難
行
よ
り
享
業
と
明
朗
へ
、
と
い
ふ
や
う
に
如
何
に
も
時
間
革
期
に
相
膝
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
多
く
の
稗
換
が
試
み
ら
れ
て

ゐ
る
。
併
し
乍
ら
ス
ミ
マ
ん
は
彼
が
理
念
と
し
て
怖
い
た
自
由
主
義
枇
合
そ
の
も
の
は
組
織
と
し
て
も
純
針
に
完
全
訟
も
の
で
は
お
〈

且
つ
又
そ
の
運
営
忙
就
い
て
も
多
く
の
不
合
理
の
起
り
う
る
可
能
性
を
洞
察
し
て
ゐ
る
。
卸
ち
分
業
は
入
閣
の
持
働
堂
向
車
純
な
作
業

己
保
関
ず
る
日
ハ
吹

T
¥
之
に
従
弔
す
る
抑
働
者
の
情
性
や
例
池
小
を
鮒
ら
叫
て
民
川
叫
ん
特
…
感
山
市
河
お
も
の
と
す
る
と
と
品

自
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舎
の
中
に
「
決
し
て
雨
者
の
利
害
の
一
致
す
る
こ
と
の
た
い
」
持
働
者
と
雇
主
の
針
立
が
あ
る
こ
と
た
ど
は
組
織
そ
の
も
の
に
於
け
る

快
陥
で
あ
り
、

叉
闘
の
立
法
や
行
政
が
資
本
家
や
地
主
に
と
り
で
有
利
で
あ
る
が
、
下
居
階
級
の
聾
が
政
治
に
反
映
せ
ね
と
と
や
、

資
本
家
の
食
慾
・
不
義
・
凋
占
排
他
友
ど
が
、
何
れ
も
組
織
の
運
用
上
か
ら
杢
鰐
的
利
径
を
守
す
る
相
場
合
と
友
し
て
ゐ
る
。
更
に
又
ス

ミ
ス
は
富
裕
が
下
回
膚
階
級
に
行
き
渡
る
と
か
れ
ら
の
階
級
の
人
口
の
増
加
と
友
り
そ
れ
が
又
か
れ
ら
を
窮
乏
に
導
〈
と
と
左
ど
も
強

想
し
、

一
周
の
財
政
上
の
浪
費
や
不
合
理
及
搾
取
が
、
屡
々
図
民
を
窮
乏
に
陥
れ
る
揚
合
の
あ
る
と
と
も
忘
れ
て
ゐ
泣
い
。
要
す
る

に
彼
が
理
想
を
説
〈
と
共
に
起
り
う
る
・
あ
ら
ゆ
る
不
合
理
を
も
強
想
し
て
、
除
去
し
ろ
る
限
り
之
を
除
去
せ
ん
と
考
へ
た
の
で
る
り

そ
し
て
彼
は
現
寅
を
理
想
に
よ
り
近
づ
か
し
め
る
、
換
言
す
れ
ば
自
由
主
義
枇
舎
の
完
成
の
た
め
に
は
、
岡
氏
の
悟
性
を
磨
き
徳
性

を
高
め
る
を
必
要
企
し
た
る
と
と
は
、
彼
の
毅
育
や
宗
教
の
革
新
論
に
よ
〈
現
は
れ
て
ゐ
る
の
で
る
る
。

ス
ミ
ス
の
自
由
宅
義
枇
舎
の
理
念
的
構
造
に
就
て
述
ぶ
べ
き
こ
と
は
以
上
に
蓋
き
た
わ
け
で
た
く
、
遁
ぺ
来
っ
た
所
も
紙
数
の
都

合
上
詳
な
る
を
え
な
か
っ
た
。
他
日
詳
論
を
試
み
ゃ
う
と
忠
ふ
。
(
一
二
・
三
・
三
一
)


