
坦

温

R

S

置

毎

岡

市

-

局

費

行

事
沼
ヤ
ヶ
噌

Z
一
翼
題
調
十
沼
隼
と
局
司
臼

2
2何

六
五
団
信
事
六
局
ニ
ヤ
『
回
第
三
噂
嶋
彊
智

S
事

含苧渓写経亭大間帯都京

現ー第奉;ぇ+四諦
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(

替

市

簿

載

京
都
一
帝
園
大
串
経
済
皐
部
創
立
二
十
年
記
念
論
集

間
島
・
戸
町
・
神
戸
・
小
川
・
河
上
・
河
町
・
山
本
・
作
川
の
潟
ヘ
致
役
宵
像

記
念
設
理
マ
史
講
演
金
古
川
良

司
支
の
仕
介
的
情
城

完
全
議
見
の
問
週

昨
日
下
に
於
け
る
曲
一
「
一
主
計
芳
生
円

市
川
一
ー
や
す
ζ

川
崎
「
〉

-
J
J

H

J

R
バ
/
E
F

山
一
し
た
の
咋
肝
ぺ
ん
に
は
品
川
崎
か
川
町

十
千
ス
の
経
替
共
同
悼
の
川
弐
一
川
及
び
時
治
に
就
て

徳
川
時
代
の
経
州
統
制

信
用
刻
一
冶
と
汁
ハ
の
続
品
川
的
立
川
礎

金
全
国
制
紫
と
し
て
の
再
保
険

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ

l
の
岡
氏
十
七
議

ロ
パ

1
ト
ソ
ン
の
物
限
切
勤
用
論

中
小
工
式
と
市
場

没
限
値
性
却
論
の
成
立

政
策
事
と
し
て
の
日
本
経
怖
感

i

日
本
経
枠
組
干
の
根
本
原
矧

経
済
製
部
二
十
年
そ
岡
山
側
し
て

経
唱
円
車
部
創
立
二
十
年
記
念
経
済
成
ア
命
日
大
命
日
記
事

A

果

報

外
聞
雑
誌
論
忍

法

準

博

士

文
岡
市
市
市
士

mm
神
間
間
博
士

明
日
清
挙
時
士

沼
市
片
山
手
と

紹

涛

事

士

畑
開
済
同
市
平
士

紹
済
問
晴
子
士

抑
制
併
事
士

澱
済
相
尚
子
士

純
済
問
団
中
土

経

済

翠

士

割
問
済
間
帯
士

締
済
措
博
士

線
持
率
博
士

額
済
同
市
平
博
士

川

湖

郎

古

川

保

民

八

木

芳

之

助

均

一

、

口

什

情

況

に

京

一

日

宇

川

賞

之

助

堀

江

保

古

川

中

谷

賀

佐

波

宣

卒

白

杉

庄

一

郎

青

山

秀

夫

問

杉

競

出

口

勇

蔵

谷

口

吉

彦

石

川

興

二

本

庄

恭

治

郎

i
 

口
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設

債

値

るふ
問問

の

成

立

4性

理

出

勇

蔵

口

ー

蜘
聞
に
寄
々
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ

Z

I
パ
ー
の
初
期
の
研
究
を
フ
ヲ
イ
プ
ル
ヒ
大
事
就
任
講
演
『
図
民
岡
山
系
と
図
民
艇
済
政
策
』
(
一
入
九
五
)
に
代
表
さ
せ

て
、
彼
の
貸
践
的
な
る
研
究
態
度
と
困
民
短
持
政
策
の
債
値
規
準
に
開
ナ
る
彼
み
づ
か
ら
白
、
符
時
の
諸
ミ
の
主
張
と
の
針
決
に
お
け
る
主
張
と
を
詳

細
に
紹
介
ナ
る
こ
と
に
よ
ワ
て
、
そ
の
常
時
の
彼
の
方
法
論
的
見
解
を
窺
ふ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
吾
々
が
抽
出
し
た
二
つ
の
方
法
論
的
命
題
は
い
づ
れ

も
融
持
政
策
論

k
関
係

E
持
叩
て
ゐ
た
U

そ
の
第
一
の
命
題
に
お
い
ド
て
崎
、
経
済
政
策
壌
が
閥
民
的
な
る
特
徴
を
肌
亡
岡
際
的
で
あ
る
と
と
ろ
の
現
論

的
お
よ
び
歴
史
的
部
分
」
封
立
す
べ
き
こ
と
が
一
所
め
さ
れ
、
そ
の
第
二
四
命
題
に
お
い
て
は
、
「
関
民
閥
米
力
権
力
情
位
、
認
仰
の
f
m山

Jur司
ω
五
一
九
士
川
崎
怖

の
却
地
と
し
て
立
言
さ
れ
一
。
経
桝
政
策
且
甲
山
一
日
模
、
ひ
い
て
は
闘
民
程
調
母
会
挫
の
そ
れ
も
ま
た
、
政
治
敬
育
に
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

一
耳
ふ
こ
止
が
結
論
さ
れ
て
ゐ
た
。
す
な
は
ち
経
済
政
策
皐
の
認
識
の
主
挫
の
貨
践
的
目
政
治
的
性
格
が
そ
己
で
高
明
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て

ま
た
、
そ
こ
で
は
政
策
の
主
慢
が
岡
民
府
の
中
か
ら
求
め
能
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
政
策
の
主
捜
探
求
の
と
の
態
度
は
、
へ
1
ゲ
ル
が
『
法
の
管

事
』
に
お
い
て
、
岡
家
四
普
通
的
関
心
を
ば
摺
常
し
う
る
」
普
遍
的
階
級
」
を
市
民
社
合
の
詩
階
紙
の
中
か
ら
選
ぴ
問
さ
う
と
し
た
態
度
に
比
す
る
と
止

が
出
来
る
。
又
へ

1
1の
そ
の
精
神
を
網
承
し
て
同
じ
〈
市
民
社
舎
を
止
揚
す
べ
き
行
動
の
主
鵠

l
l頭
怖
と
心
臓
と
ー
ー
を
現
貨
の
分
析
か
ら
獲

得
し
た
著
者
日
四
マ
ル
ク
ス
の
そ
れ
に
も
較
べ
る
こ
と
も
で
き
る
と
一
苫
は
れ
よ
う
。
け
れ

E
も
ウ
エ

1
パ
ー
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
先
づ
彼
が
市
民

世
舎
を
止
揚
し
よ
う
と
一
再
ふ
根
本
的
な
る
意
闘
を
持
た
ず
に
、
唯
t
市
民
枇
曾
的
に
構
成
せ
ら
れ
て
ゐ
る
闘
民
国
家
の
他
の
闘
民
岡
山
訴
と
の
劉
立
に
お

け
る
権
力
償
値
の
場
大
と
一
再
ふ
目
的
に
布
い
て
、
政
策
の
主
韓
を
迅
求
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
資
本
主
義
を
他
の
岡
民
経
済
組
織
に
置
き
か
へ
よ
う

と
は
考
へ
な
か
っ
た
。
彼
の
生
慌
を
一
貫
し
た
中
心
的
な
問
題
は
、
ャ
ス
パ

1

ス
も
云
っ
て
ゐ
る
辛
う
に
、
「
吾
々
は
欧
洲
に
お
い
て
な
に
ゆ
ゑ
に
資

本
主
義
主
耳
ふ
も
の
e
Z
持
っ
た
か
U

と
云
ふ
だ
け
で
あ
ワ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
突
に
へ

I
F
ル
宇
?
ル
ク
ス
が
積
撤
的
な
る
解
答
に
到
塗
し
た

l
!

被
等
の
解
決
の
そ
れ
ぞ
れ
は
ど
ん
な
に
批
剣
に
曝
さ
れ
う
る
と
は
一
宮
へ

1
1
D
と
異
っ
て
、
彼
が
迭
に
抽
旧
品
棚
的
な
る
解
決
に
辿
り
つ
い
て
「
園
民
の
政

浪
償
値
性
理
論
の
成
立

一
八
五

拙稿，<'ツクス・ウ z ーバーの初期力研究J(本誌本年五月披)。
との一文はその績稿であ星，。
K. ]aspers; Max Weber. S. 6. 2) 



波
債
値
性
理
論
の
成
立

一
八
六

治
敬
育
」
と
一
再
ふ
こ
と
に
解
決
へ
の
道
を
後
見
し
た
こ
と
が
第
二
に
特
徴
的
で
あ
る
。
吾
々
は
こ
こ
で
此
就
任
講
演
が
ド
イ
ツ
の
政
界
に
奥
へ
た
波
紋

と
教
育
界
へ
の
影
響
と
に
づ
い
て
一
言
し
て
お
〈
べ
き
で
あ
る
止
思
ふ
。
元
来
ア
ド
ル
フ
・
ス
ト
エ
ツ
カ
]
の
や
う
な
保
守
的
政
見
を
持
た
止
か
っ
た

プ

P

1
ド
F
ツ
ヒ
・
ナ
ウ
マ
ン
は
民
主
主
義
を
主
援
し
で
彼
と
挟
別
し
て
ゐ
た
が
、
ウ
エ

1
バ
!
の
此
講
演
に
も
深
〈
動
h

附
さ
れ
た
。
困
民
的
な
る
も
の

を
唯
々
倫
理
的
債
値
と
し
て
の
品
考
へ
て
ゐ
た
彼
は
、
こ
れ
に
土
っ
て
そ
れ
を
政
治
的
権
力
的
要
素
と
し
て
見
る
こ
左
を
知
ワ
て
、
某
督
教
枇
合
主
義

よ
り
閥
民
枇
合
主
義
に
特
向
し
た
。
一
八
九
六
年
十
一
刀
の
可
制
民
社
脅
協
合
』
(
む
R
5
2
C
E
r
o
N
E宵
〈
2
E
E
)
の
設
立
は
そ
の
結
果
で
あ
る
。
ゥ

z
I
H
I
は
枇
曾
民
主
謀
の
一
部
を
引
入
れ
よ
う
と
す
る
ナ
咋

7

y
の
と
り
会
闘
を
最
初
か

ι諌
止
し
宮
た
批
判

L
も
し
た
が
、
し
か
し
選
最
運
動
に

肱
慌
の
予
を
さ
し

ι
ベ
た
心
が
諮
卯
中
の
結
果
は
ナ
ウ
マ
〆
の
惨
敗
に
撚
っ
た
の
で
あ
っ

b
D
後
年
(
一
九
一
七
以
後
V

ナ
ウ
マ
ン
が
「
閤
家
公
民
製
品
加
」

「
ド
イ
ツ
政
治
高
等
製
校

ut闘
い
た
こ
と
を
寄
々
は
知
ワ
て
ゐ
る
む
こ
の
敬
育
的
活
動
は
ウ
ェ

l

バ
ー
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
な
く
て
何
で
あ
ら
う
か
。

一一

ウ
エ

ー
バ
ー
が
方
法
論
の
研
究
に
専
心
し
は
じ
め
た
の
は
一
九

O
二
年
で
あ
る
と
僻
へ
ら
れ
て
ゐ
も
紋
を
此
研
究
に
導
い
た
動

機
は
次
の
三
つ
で
あ
っ
た
。
先
づ
彼
が
過
持
か
ら
起
っ
た
神
経
性
の
疾
息
の
た
め
に
放
行
と
静
か
左
書
矯
生
活
と
を
徐
儀
な
く
さ

れ
、
哲
躍
の
毒
物
に
も
近
づ
い
た
こ
と
。
第
二
に
ハ
イ
デ
ル
ペ
ル
ヒ
大
撃
の
哲
製
利
か
ら
同
大
撃
の
記
念
出
版
へ
の
寄
稿
を
求
め
ら

れ
た
こ
と
。
第
三
に
あ
た
か
も
そ
の
営
時
「
方
法
論
論
争
」
が
盛
に
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
。
そ
と
で
彼
は
「
方
法
論
論
争
」
に
謝
す
る
自

ら
の
解
答
を
以
て
求
め
ら
れ
た
寄
稿
の
責
を
旧
市
さ
う
と
決
意
し
た
。
彼
は
狗
創
的
思
惟
に
富
む
思
想
家
で
あ
っ
た
。
彼
が
中
間
中
生
時

代
に
三
つ
の
歴
史
研
究
を
書
い
て
ゐ
て
、
そ
れ
ら
に
沿
い
て
は
少
年
に
も
似
や
考
へ
方
が
非
常
に
狽
創
的
で
あ
っ
た
と
停
記
作
者
は

書
い
て
ゐ
る
♂
さ
う
云
ふ
彼
が
方
法
論
論
争
に
到
す
る
み
づ
か
ら
の
解
答
を
提
出
し
よ
う
と
云
ふ
意
闘
に
ゐ
い
て
も
亦
、
従
来
の
自

ら
の
思
想
を
あ
ひ
た
た
か
は
れ
て
ゐ
る
問
題
と
闘
聯
さ
せ
つ
つ
深
め
碁
礎
づ
け
る
と
云
ふ
方
法
を
取
っ
た
と
と
は
、
極
め
て
営
然
で

あ
る
と
云
は
な
く
て
は
た
ら
た
い
。

そ
の
際
し
か
し
な
が
ら
、

彼
は
営
時
の
哲
事
者
の
文
化
科
撃
の
方
法
論
を
援
用
し
よ
う
と
し

Marianne Weber; Max Weber. SS目 230--236.
Staatsbtirger!:ichule. 
Deutsche flochschule fur Politik. 
Marianne V.ieber， ibid; S. 272 
i!Jid; S5. 49， 50. 
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た
。
彼
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
パ
ン
ト
・
デ
ィ
ル
タ
イ
・
リ
ヅ
ケ
ル
ト
・
ジ
ン
メ
ル
・
ミ
ュ

ン
ス
タ
l
ベ
ル
ヒ
を
渉
猟
し
た
が
、
結
局
彼
に
最
も

叫
臓
の
あ
っ
た
の
は
リ
ァ
ケ
ル
ト
マ
あ
っ
た
。
彼
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
と
少
年
時
代
よ
り
相
識
の
間
柄
で
あ
っ
て
、

と
の
哲
山
学
者
の

『
自
然

科
曲
学
的
概
念
構
成
。
限
界
』
を
ぽ
出
版
さ
れ
る
と
早
蓮
讃
ん
で
、
そ
の
思
想
に
多
大
の
賛
意
を
表
明
し
て
ゐ
る
句
ウ
ェ
ー
パ

1
と
四

南
風
一
・
汲
の
思
想
と
の
聞
に
偶
然
的
以
上
の
内
的
聯
闘
が
あ
っ
た
こ
と
を
、

吾
々
は
注
意
し
友
け
れ
ば
な
ら
左
い
。

ウ
3三

ー
パ

l
は
方
法
論
に
闘
す
る
最
一
初
の
持
作
を
歴
史
磨
汲
の
方
法
論
批
判
と
云
ふ
形
で
行
っ
た
。
何
枚
友
ら
、
彼
自
身
「
歴
史

開
宇
沃
の
門
弟
」
で
あ
り
、
彼
自
ら
の
思
想
の
反
省
は
や
が
て
歴
史
皐
派
の
批
判
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
。
彼
は
奮
歴
史
皐
派

の
豆
匠
建
に
深
い
牟
敬
を
捧
げ
て
ゐ
た
。
初
期
の
研
究
に
沿
い
て
彼
が
次
の
や
う
に
書
い
て
ゐ
る
の
は
そ
の
一
つ
の
表
明
で
あ
る
。

「明
h
h
b
p
t
E
は
々
こ
そ
、

物
投
せ
&
主
た
現
存
の
一
凡
匠
迭
の
か
の
偉
大
な
る
賛
同
政
が
|
|
そ
れ
ら
の
た
障
で
そ
の
人
法
と
利

ctlt 
.l~~ 

j反
問〉

仙
川
イ
ー
ら
は
成
山
市
左
料
た
の
で
あ
る
が

J
 

O
 

五
日
々
の
こ
ど
る
で
紋
黙
に
礎
化
す
め
と
』
の
な
い
や
う
に
心
す
べ
き
で
あ
ら
ろ
己
而
し
で
ま

た
苦
闘
歴
史
事
涙
の
主
張
の
中
に
は
、
方
法
論
論
争
に
ゐ
い
て
争
は
れ
て
ゐ
る
二
つ
の
主
張
が
相
な
ら
ん
で
含
ま
れ
て
ゐ
た
と
云
ふ
乙

と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
左
ら
な
い
。
印
ち
そ
こ
で
は
「
歴
史
的
方
法
」
が
主
張
さ
れ
て
ゐ
る
反
面
に
、
「
園
民
経
済
の
自
然
法
則
」
が
承
認

此
事
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
究
明
す
る
こ
左
が
や
が
て
論
争
の
解
決
K
資
す
る
所
以
ぜ

あ
る
と
ウ
ニ
l
パ
ー
に
同
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
研
究
の
結
果
が
『
ロ
ッ
シ
ヤ
l
の
歴
史
的
方
法
』
で
あ
り
、

町

l
ス
と
非
合
理
性
の
問
骨
」

を
得
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

~司

ク

ー

で
あ
っ
た
。

五H
h

ベ
が
と
の
こ
つ
の
論
文
の
う
ち
か
ら
前
者
を
取
り
出
し
て
方
法
論
へ
の
第
一
歩
を
知
ら

う
と
す
る
に
先
立
っ
て
、

シ
ヤ
I
の
経
済
政
策
の
概
念
に
つ
い
て
一
般
的
左
了
解
を
得
て

ウェ

1
バ
ー
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
ロ
ヅ

た
き
た
い
と
忠
ふ
。

設
債
値
性
理
論
の
成
立

A 
七

22なほ吾々は諌む、「歴史事
(Gesnmmelte Aufsatze ZUT 

ibid. S8. 272， 273. 
M. Weber，-Ges;'~me1te Politisehe Sch:rifh~n S 
扱一一ー吾々自身もその子なのだが ーJ 占。
Wis話en:.chaftslehreS. 208，.) 
M. Weber; Gesammelte Politische Schrif1:en. S. 22. 

8) 
9) 

10) 



設
債
値
性
理
論
の
成
立

丹、

i¥ 

(同
L
E
r
z
E
r
m
z
z
rえ
る
を
御
け
て
専
ら
歴
史
的
あ
る
ひ
は
生
理
的
方
法

3
 

(
F
M
師向。江
m
n
F
0
0
品・同
L
H
3
F
m】
臣
の

rm
豆
Z
Z
Lゆ
)
を
以
て
経
済
阜
の
方
法
と
し
た
こ
と
同
知
ら
れ
て
ゐ
-
h
c
け
れ

E
も
理
想
主
義
的
方
法
の
放
棄
は
必

f

ロ
ツ
シ
ヤ
ー
が
『
グ
ル
シ

r
ラ

l
F
』
に
お
い
て
理
想
主
義
的
方
法

し
も
賃
践
的
強
度
の
喪
失
を
意
味
し
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
庭
史
的
あ
る
ひ
は
生
理
的
闘
民
組
梼
撃
が
貸
践
的
で
も
あ
り
う
る
と
云
ふ
こ
と
を
主
援
す

る
。
国
民
経
済
皐
は
「
早
速
に
一
苫
は
ば
紙
型
に
と
ら
れ
う
る
中
う
な
」
賃
践
的
理
論
を
展
開
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
「
質
践
家
を
育
生
ず
る
」
理

論
を
ぽ
輿
へ
る
も
の
で
あ
針
。
か
〈
去
は
れ
る
口
ツ
シ
ペ

l

b
政
館
前
は
次
の
中
う
日
要
約
す
る
と
と
が
で
き
る
で
や

b
-
3
1
1彼
は
一
京
、
「
岡
民

舵
怖
の
自
然
払
則
が
珠
め
認
識
せ
ら
れ
承
認
さ
れ
て
を
る
な
ら
ば
.
岡
民
解
怖
政
策
内
問
題
に
閥
ナ
る
一
切
の
拡
概
論
争
を
、
町
か
か
ら
が
州
立
サ
品
目
川

船
打
説
い
て
ゐ
る
限
り
に
お
い
て
、
宥
和
す
る
た
め
に
な
ほ
必
要
な
の
は
、
側
々
の
揚
合
に
お
い
て
唯
々
常
該
事
貨
の
正
確
な
信
頼
す
べ
き
統
計
だ
け

で
あ
る
だ
ら
う
」

U
U
o

か
〈
閣
民
経
済
の
自
然
法
則
の
認
識
は
事
貨
回
数
量
的
把
握
と
る
ひ
重
っ
て
自
づ
と
政
策
を
導
来
す
る
と
考
へ
る
回
ヅ
シ
ヤ
l

占
雌
も
・
し
か
し
~
常
に
新
し
い
問
題
に
遭
遇
す
る
此
科
撃
が
政
策
に
聞
し
て
恒
に
と
の
幸
運
に
葱
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
杏
か
を
疑
は
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
築
扱
論
争
は
大
抵
の
場
合
に
、
樹
立
し
た
見
解

(
k
p
E
W
V
H
)

よ
P
も
樹
立
す
る
意
閏
(
と
協
同

nZ)
に
基
い
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な

い
だ
ら
う
か
。
し
か
し
、
彼
は
此
疑
惑
に
向
う
て
次
の
や
う
な
希
望
的
解
決
を
し
た
た
め
て
ゐ
る
。
「
け
れ
ど
も
善
良
な
る
市
民
が
黛
僚
的
に
な
る
こ

と
を
屡
々
強
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
と
と
る
の
非
常
な
動
観
時
代
に
お
い
て
こ
そ
正
に
、
複
雑
な
る
輿
論
の
中
で
齢
〈
と
も
科
畢
的
民
理
と
一
E
ふ
一
つ
の
不
動

の
孤
立
の
場
所

1
Iそ
れ
が
遍
ね
〈
承
認
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
あ
た
か
も
品
細
め
て
様
々
な
主
援
を
持
つ
昏
者
建
で
す
ら
較
準
的
物
理
事
の
理
論
を
ば
一

様
に
法
認
ナ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
だ
ら
う
と
こ
る
の
ー
ー
を
所
有
し
て
ゐ
る
と
一
ま
と
と
が
、
凡
ゆ
る
誠
貨
な
る
諸
根
人
に
と
っ
て
ど
う
し
て
も
望
ま

れ
て
ゐ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
、
b
う
。
」
こ
の
主
援
は
、
ロ
ツ
シ
ヤ
ー
が
階
級
闘
争
の
可
能
性
を
認
め
つ
つ
も
、
「
圏
民
の
人
類
瞳
的
お
よ
び

枇
舎
的
構
成
が
都
合
よ
く
園
民
精
神
が
善
良
で
あ
れ
ば
あ
る
稗
」
枇
曾
改
良
は
幸
編
に
行
は
れ
る
と
考
へ
た
げ
と
あ
た
か
も
照
躍
す
る
で
あ
ら
う
。

他
方
に
布
い
て
、
ロ
ツ
シ
ヤ

l
は
挺
史
的
法
方
が
騎
倣
に
劃
立
ナ
る
も
の
で
あ

p
、
そ
れ
に
陥
ら
ぬ
た
め
に
は
「
民
放
の
溌
展
段
階
へ
の
正
し
い
洞

察
」
が
必
要
で
あ
る
主
一
再
ふ
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
民
族
を
他
の
民
族
と
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
若
し
幸
ひ
に
し
て
人
類
愛
展
の
荷
段
階
白
系

列
を
獲
得
す
る
な
ら
ば
、
そ
白
民
族
の
後
展
段
階
は
正
し
〈
洞
察
せ
ら
れ
、
従
ワ
て
現
段
階
に
廃
す
る
客
観
的
な
る
債
償
却
撃
が
得
ら
れ
る
こ
・
と
に
な

る
だ
ら
う
。
け
れ

E
も
民
族
は
生
物
と
同
ピ
〈
生
長
・
成
熟
・
波
落
の
運
命
を
辿
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
の
必
然
性
は
寄
々
に
は
謹
明
吉
れ

も
せ
ず
、
ま
た
反
駁
さ
れ
も
し
な
い
。
し
か
も
こ
の
不
明
こ
そ
が
貨
に
食
践
的
に
は
非
常
に
有
用
な
の
で
あ
っ
て
、
「
宗
敬
的
に
宮
た
倫
理
的
に
優
秀

な
る
民
族
が
、
そ
れ
の
最
も
隼
い
財
賓
を
保
存
す
る
限

p
は
、
し
か
し
勿
論
ま
た
喉
々
そ
の
限
り
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
が
、
未
だ
に
設
落
し
て
を

ι
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な
い
と
一
再
ふ
こ
と
は
、
人
聞
の
自
由
の
感
情
を
落
ち
着
か
せ
る
た
め
に
、
大
般
に
保
諾
さ
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
」

ロ
ッ
シ
ヤ

l
の
政
策
論
は
以
上
の
や
う
に
展
開
さ
れ
て
ゐ
た
。
之
に
針
し
て
ウ
ェ

l
パ
1
は
如
何
左
る
態
度
を
取
っ
た
で
あ
ら
う

由通

先
づ
彼
は
ロ
ツ
シ
ヤ
ー
に
於
い
て
も
経
済
政
策
の
規
準
が
他
律
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

民
生
活
の
全
儲
か
ら
導
き
出
す
こ
と
を
要
求
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
か
。
又
そ
の
規
準
は
相
封
的
で
も
あ
る
と
考
へ
怠
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ロ
ッ
シ
ヤ
ー
が
政
策
を
絶
え
や
闘

而
し
て
ロ
ザ
シ
ヤ

1
の
乙
の
相
針
主
義
の
も
つ
限
界
は
ウ
ェ

「
彼
(
ロ
ヅ
U

ヤ

l
)
は
経
済
政

ー
バ
ー
か
ら
銃
く
切
り
と
ま
れ
て
ゐ
る
。

策
の
原
理
の
幕
礎
で
あ
る
と
こ
ろ
の
慣
他
評
慣
に
唯
々
主
観
的
在
る
意
味
の
み
を
認
容
し
、
而
し
て
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
範

の
科
躍
的
に
一
義
的
な
る
縫
見
佐
一
般
に
把
寄
ヤ
弓
と
去
ふ
と
と
九
迄
は
決
し
て
逃
ま
た
い

ι印
ち
ロ
ッ

uv
ヤ
]
の
歴
史
的
相
割
主

議叫
ω
不
徹
院
で
庇
る
し
し
抗
引
'
芯
れ
た
の
で
あ
る
。

人
は
と
こ
に
阪
に
決
街
似
性
理
論
の
一
勺
一
の
表
明
を
見
な
い
で
あ
ら
う
か
。

史:
tて

経
済
政
策
が
岡
氏
経
済
の
治
療
術
で
あ
る
と
す
る
絞
上
の
ロ
ψ

シ
ヤ

l
の
見
解
は
自
己
儀
捕
で
-
あ
る
と
都
け
ら
れ
た
。

か
か
る
治
療

術
が
可
能
で
あ
る
の
は
、

「
唯
・
身
愛
展
段
階
に
腹
じ
て
個
性
的
に
異
っ
た
、

だ
が
常
陀
個
性
的
に
異
っ
た
も
の
と
し
て
客
観
的
に
認

識
で
き
る
健
康
の

E
常
欣
態
が
確
立
さ
れ
る
時
に
だ
け
で
あ
る
」
が
、

と
の
や
う
友
俄
定
は
「
純
粋
に
現
償
的
に
志
向
さ
れ
た
人
生

視
の
立
場
」
か
ら
は
自
己
低
硝
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
か
か
る
思
想
は
ロ
ッ
シ
ヤ

1
の
歴
史
哲
墜
に
基
い
で
ゐ
る
の
せ

b
る

が
、
そ
の
歴
史
哲
皐
は
へ
l
ヂ
ル
の
如
く
論
現
主
義
に
徹
底
し
得
ざ
る
有
機
特
設
で
あ
り
、
而
も
ロ
ッ
シ
ヤ
l
の
宗
教
的
た
る
立
場

と
深
く
結
び
つ
い
て
ゐ
る
。
要
之
、
奮
歴
史
事
汲
の
此
宜
匠
の
政
策
論
は
「
彼
の
や
さ
し
い
、
中
府
を
守
る
、
和
解
的
な
る
人
怖
の

盟

表
現
で
あ
っ
て
、
明
瞭
な
、
矛
盾
な
く
貫
徹
さ
れ
た
理
想
の
表
現
で
は
恋
い
」
の
で
あ
る
。
一
方
で
自
然
法
則
を
唱
へ
他
方
で
有
機
鵠

浸
債
値
性
理
論
の
成
立

A 
ブb
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浸
償
値
性
理
論
の
成
立

:fL 
O 

設
を
取
る
ロ
ッ

シ
ヤ

1
は
、
政
策
論
に
隠
し
て
は
後
者
に
重
賄
を
置
い
て
ゐ
る
の
で
る
っ
て
、
彼
の
歴
史
的
相
針
主
義
は
経
済
政
策

旺〉

f賀、
イ直、
言'p
僚
を
猿
;f~主
寸-

~) 

10: 
め
K 
は

「
そ
の
存
立
が
絶
え
や
前
提
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
客
観
的
た
る
規
範
が
聯
闘
を
以
て
展

開
さ
れ
て
ゐ
十
、
あ
る
ひ
は
形
式
化
す
ら
受
け
て
ゐ
な
い
限
り
に
沿
い
て
、
本
質
的
に
否
定
的
な
る
結
果
に
導
く
の
で
あ
る
よ

と
の
や
う
に
斡
敬
す
る
仰
に
叫
制
し
て
批
判
の
況
を
向
け
、
而
し
て
そ
と
で
は
客
観
的
た
り
え
及
い
経
済
政
策
の
債
他
規
準
が
白
己

偽
附
に
か
く
れ
て
客
観
的
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
主
張
さ
れ
て
ゐ
る
と
と
を
見
た
ウ
ェ

1
パ

1
は
、
遂
に
さ
う
い
ふ
僚
値
規
燃
を
如

何
に
し
て
科
製
に
取
り
入
れ
る
べ
き
か
と
云
ふ
方
法
論
的
危
る
線
擦
を
自
ら
建
設
し
左
け
れ
ば
な
ら
危
か
っ
た
ロ

よ
ぴ
粧
台
政
策
的
認
識
の
容
視
性
ロ
と
「
枇
A
M
H

睦
む
よ
び
粧
品
川
県
の
淡
償
値
性
の
意
味
]
と
は
と
の
や
う
に
し
て
成
立
し
が
ん
の
で
あ
る
。

『
枇
曾
科
率
的
沿

吾
L
R

は
以
上
を
以
て
淡
僚
他
性
現
論
の
成
立
の
前
史
を
終
へ
た
い
と
町
山
ふ
。

と
こ
に
「
淡
償
値
性
理
論
」
を
詳
細
に
紹
介
す
る
徐
自
を
吾
却
は
持
た
な
い
、
叉
こ
の
有
名
在
る
理
論
に
勤
し
て
は
そ
の
必
要
も
た

い
で
あ
ら
う
。
唯
k

そ
の
中
核
を
漣
べ
る
こ
と
だ
け
を
以
て
、

ウ
エ

ーパ
l
的
解
決
の
特
徴
を
見
定
め
左
〈
て
は
左
ら
た
い
。

彼
は
『
客
観
性
』
に
於
け
る
問
題
提
出
の
箇
所
に
た
い
て
次
の
や
う
に
書
い
て
ゐ
る
。

コ
』
白
雑
誌
が
そ
の
紙
面
に
-
布
い
て
立
法
お
よ
び
行
政
の
脅
方
策
と
か
そ
れ
、
b

に
劃
す
る
賃
際
的
提
案
と
か
を
評
債
す
る
と
と
を
ゆ
る
ナ
な
ら
ば
|
|

そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
。
之
等
白
河
断
に
封
ず
る
規
範
と
は
何
で
あ
る
か
o

評
償
す
る
そ
の
人
が
自
分
で
述
べ
た
P
、
貨
際
的
提
案
を
な
す
或
論
者

が
そ
の
提
案
の
某
礎
に
置
い
て
ゐ
た
り
す
る
と
こ
ろ
の
償
値
判
断
の
安
常
性
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
科
畢
的
認
識
で
あ
る
と
一
再
ふ
特
徴
は
そ

の
認
識
の
結
果
が
虞
理
と
し
て
『
客
親
的
に
』
安
常
す
る
と
云
ふ
こ
と
の
内
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
白
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
の
人
は
そ
の

際
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
科
事
的
な
る
論
究
白
地
盤
に
立
ワ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
。
吾
々
は
先
っ
と
の
疑
問
に
謝
す
る
吾
々
の
立
場
を
説
明
し
、
し

活の全世を考慮すべきことに慣習づけたい」と (ibia...~"9) 
Gesammelte Aufsatzen zur ¥Vissenschaftslehre S" 38 
ebenda (ibid. 55. 3g， 39). 
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か
る
の
ち
、
こ
れ
に
関
聯
し
て
、
文
化
生
活
一
般
の
科
事
の
地
盤
で
は
如
何
な
る
意
味
で
『
存
極
的
に
安
常
な
真
理
』
が
存
花
す
る
の
で
あ
る
か
と
云
ふ

一
層
抽
出
ん
だ
疑
問
を
論
決
す
る
こ
と
を
期
し
た
い
主
思
-
J

。
ー
ー
と
の
疑
問
は
、
吾
々
の
国
弔
問
の
外
親
上
最
も
初
歩
的
な
る
諸
問
題
ー
ー
ー
そ
の
研
究
方

法
、
そ
の
概
念
構
成
の
仕
方
お
よ
び
そ
の
概
念
構
成
の
妥
常
性
1

1
が
絶
え
ず
慶
更
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
廻
っ
て
激
し
い
論
争
が
存
在
す
る
に
鑑
み
て
、

問
避
す
る
と
と
の
で
き
な
い
疑
問
で
あ
る
。
」

方
法
論
成
立
の
前
史
を
辿
っ
て
来
た
吾
々
は
、
此
引
用
文
か
ら
ウ
ェ

ー
パ
ー
が
方
法
論
に
沿
い
て
提
出
し
た
問
題
と
は
あ
た
か
も

彼
が
初
期
に
於
い
て
表
明
し
た
と
こ
る
の
賢
践
的
認
識
に
針
す
る
自
己
省
察
に
外
な
ら
な
い
と
云
ふ
と
と
を
、
読
み
取
り
確
認
し
う

る
空
白
で
あ
る
。
ま
た
彼
が
自
己
反
省
の
規
準
と
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
が
科
準
的
認
識
の
客
観
性
と
云
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
と
云
ふ
こ
と

を
も
と
と
で
知
る
と
と
が
出
来
る
。
費
践
的
認
識
は
行
動
へ
の
意
慾
に
駆
ら
れ
る
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、
ま
た
貫

理
と
し
て
客
観
性
を
持
つ
科
型
的
認
識
で
も
な
け
い
凡
ば
な
ら
な
い
の
で
め
る
。

こ
の
二
つ
の
要
求
は
如
何
K
じ
て
問
時
に
み
た
さ
れ

'

〉

や

》

i

、.
1

2
σ
~
マ
L
t
F
ぅ・刀

t

ご
と
と

ρ

h
り
目
三
戸
川
町
引
し
ど

Y
H
j
r
i
F
h
J
コ
E
ο

{

t
弘
:
司
E

念品

1
d
'引

/
Y
-
B
i
t
t
J
d
J
7

ウェ

I
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
の
行
ふ
任
務
は
「
経
験
的
賞
在
の
思
惟
的
整
序
」

拘

「
経
験
的
賓
在
を
そ
の
文
化
意
義
ゐ
よ
び
因
山
市
聯
闘
に
沿
い
て
認
識
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
政
策
的
立
言
の
根
祇
に
あ
る
債

経
験
科
事
と
は
如
何
た
る
も
の
か
。

で
あ
り
、

値
規
準
と
云
ふ
も
の
は
、
雷
に
1

1
彼
の
一
初
期
の
研
究
が
明
か
に
一
不
し
で
ゐ
る
や
う
に

l
l「
階
級
利
一
分
」
に
基
く
の
み
た
ら
歩
、
空

間

た
「
世
界
観
」
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
従
っ
て
そ
れ
ら
の
聞
に
は
営
然
に
闘
争
が
起
り
う
る
。
だ
か
ら
か
か
る
債
値
規
準
に
基
い
て
経
験
的

資
在
に
つ
い
て
或
理
想
を
述
べ
経
験
的
責
在
の
債
値
評
債
を
な
す
と
云
ふ
こ
と
は
、
経
験
科
皐
の
限
界
を
踏
み
越
え
る
こ
と
注
し
に

は
行
は
れ
え
友
い
。
そ
れ
は
研
究
者
の
「
個
人
的
た
る
事
件
」
で
あ
り
、
彼
の
「
意
慾
と
良
心
と
の
問
題
」
で
あ
か
。
彼
は
そ
の
場
合
に

は
経
験
科
事
の
認
識
者
の
立
場
を
去
っ
て
、
意
慾
す
る
人
間
に
飛
躍
し
て
ゐ
る
の
で
左
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ー
パ
ー
は
か

そ
こ
で
ウ
ェ

浪
債
値
性
理
論
の
成
立

プむ

ebenda (ibid. S. 41). 
尤もウエーパーがE塾生時代に講L章!tt;.きいたのは、
ーではなかった。
Die Objektivitat sozin.lwissenschaftlicher l.lndぉozialpolitischerErkenntis (1904) 
Der Sinn der Wertfreihe:it der sozioJogtsche 口 und okonomi:;cben Wissen~ 
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浪
債
依
性
理
論
の
成
立

カ」

か
る
立
言
が
一
方
で
は
世
界
観
に
基
い
て
ゐ
る
か
ら
、
祉
舎
哲
撃
の
課
題
で
あ
る
と
た
し
、
他
方
で
は
そ
れ
が
「
思
惟
す
る
研
究
者
」

の
宣
揚
を
捨
て
て
「
意
慾
す
る
人
間
」
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
政
治
の
領
域
に
沿
い
て
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
何

一
方
で
は
枇
舎
青
島
?
と
、
他
方
で
は
政
治
的
責
睦
と

れ
も
経
験
科
撃
の
果
し
う
る
任
務
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
。
か
く
て
、

を
経
験
料
製
か
ら
分
つ
こ
と
に
依
っ
て
、
彼
は
此
科
間
中
の
領
域
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
「
思
惟
す
る
研
究
者
」
と

「
意
懲
す
る
人
間
」
と
を
巌
絡
に
介
っ
と
と
が
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
政
治
家
の
集
観
的
折
衷
主
義
で
あ
る
阿
者
の
保
悶
に
よ

っ
て
途
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
紅
く
、
徹
底
的
な
る
峻
別
で
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
而
し
て
此
峻
別
が
賢
一
際
上
級
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と

し
か
し
そ
れ
だ
け
に
彼
は
此
峻
別
を
要
請
と
し
て
高
く
掲
げ
る
こ
と
を
決

は
、
誰
よ
り
も
ウ
ェ

l
パ
l
自
ら
に
知
ら
れ
て
ゐ
た
。

田

意
し
た
の
で
あ
っ
た
。

併
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
枇
合
科
墜
に
た
い
て
政
策
的
研
究
が
全
然
謝
念
さ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
た
い
。
ウ
ェ

1
パ

ー
は
枇
合
経
済
皐
|
|
五
円
々
は
初
期
に
た
け
る
国
民
経
済
撃
が
こ
の
務
貌
を
遂
げ
て
ゐ
る
乙
と
に
注
目
し
友
け
れ
ば
な
ら
ね

l
iの

認
識
に
四
つ
の
段
階
を
数
へ
、
「
起
り
う
る
将
来
の
様
相
を
評
債
す
る
こ
と
」
ず
友
は
ち
政
策
的
研
究
を
も
そ
の
最
後
の
段
階
と
し
て

掲
げ
て
ゐ
弘
。
け
れ
ど
も
と
と
に
云
ふ
政
策
的
研
究
は
方
法
論
的
に
限
定
さ
れ
た
意
味
を
持
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
意
味
を
限
定
す
る
も

の
が
理
想
型
民
外
た
ら
た
い
の
で
る
る
。

ウェ

1
パ
l
は
理
想
や
僚
値
判
断
に
劃
し
て
「
科
皐
的
取
扱
ひ
」
を
注
す
こ
と
を
要
望
す

る
。
そ
の
科
接
的
取
扱
ひ
方
と
は
、
先
づ

「
意
慾
さ
れ
た
も
の
自
慌
の
意
義
」
を
、
「
意
慾
さ
れ
た
目
的
た
ら
び
に
そ
の
根
抵
に
あ
る

理
念
」
を
理
解
せ
し
め
、
+
引
に
更
に
進
ん
で
そ
れ
ら
を
批
判
的
に
「
評
債
ナ
る
」
こ
と
を
教
へ
る
。
一
言
ひ
換
へ
れ
ば
そ
れ
ら
の
も
の
を

形
式
論
理
的
に
評
債
し
、
内
的
無
矛
盾
性
の
要
請
に
照
ら
し
て
吟
味
し
、
而
し
て
意
慾
す
る
人
が
憤
値
判
断
の
出
費
総
と
し
て
取
り

schaften (1917). 
Max Weber: Gesammelte Aufsatze zur Wessens，ohafl:.;l<:hre 5S. 147. 148. 
ibid. S. 153. 
ibid. S. 150. 
ibid. S. 174・
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も
し
く
は
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
と
ろ
の
「
究
極
の
債
値
規
準
」
を
意
識
せ
し
め
自
省
せ
し
む
る
と
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
而

し
て
正
に
こ
の
憤
値
判
断
の
科
接
的
取
扱
び
方
が
「
科
撃
が
忠
弊
の
領
域
に
踏
み
込
む
こ
と
友
く
し
て
潟
し
う
る
最
後
の
も
の
」
友
の

で
あ
る
。
然
ら
ば
こ
の
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
。

経
験
科
事
は
す
べ
て
「
債
値
迎
念
」
と
「
之
に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
諸
観
駈
」
と
に
基
い
て
ゐ
る
。

と
の
「
債
値
理
念
」
は
経

験
的
に
は
凡
て
意
味
る
る
人
聞
の
行
矯
の
要
素
と
し
て
確
認
せ
ら
れ
鶴
験
せ
ら
れ
は
ず
る
け
れ
ど
も
、
経
験
的
素
材
か
ら
は
受
賞
す

る
も
の
と
し
て
根
採
づ
け
・
ら
れ
得
友
い
の
で
あ
っ
て
、
起
経
験
的
-
恋
愛
常
性
を
持
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
主
観
的
友
る
「
観
知
」
は
叉
科
壌
に
と
っ
て
ア
プ
リ
オ
I
リ
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
科
墜
の
客
観
性
は
・
あ
り
え
・
な
い
。
部
凡

か
ら
「
憤
値
斑
念
」
と
「
飢
貼
」
と
は
行
協
の
理
想
と
し
て
で
は
な
く
、
資
践
的
志
向
性
宮
北
へ
は
し
め
て
「
波
債
依
的
に
」
.
「
到
想
却
亡
と
し

本

て
概
念
構
成
さ
れ
る
の
で
左
凶
り
れ
ば
な
ら
注
い
。
「
鋭
い
概
念
構
成
(
浬
想
製
的
概
念
構
成
の
こ
と

i
1
m
E
O
憎
ん
品
は
、
賢
一
時
的

hn
，叩絞

済
政
策
上
島
よ
び
祉
舎
政
策
上
の
論
及
に
と
っ
て
極
め
て
危
険
な
こ
と
が
る
り
う
る
。

と
の
揚
合
例
へ
ば
『
僚
佑
』
と
云
ふ
術
語

l
l

正
に
理
想

m一
的
に
の
み
何
ら
か
の
一
義
的
在
る
意
味
が
輿
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
王
口
々
の
由
弔
問
の
か
の
薄
倖
児

1
iゃ
、
『
生
産
的
』
と

一
般
に
は
概
念
的
に
明
瞭
な
る
分
析
に
提
へ
左
い
や
う
友
言
葉
が
如
何
友
る
混
飢
を
惹
き
起
し
た

か
は
局
外
者
に
は
全
く
信
ぜ
ら
れ
友
い
。
」
そ
の
混
飢
は
そ
れ
ら
の
言
葉
が
「
理
念
型
」
的
に
で
は
な
〈
、
「
生
の
言
葉
か
ら
取
り
出
さ

れ
た
集
圏
概
念
」
と
し
て
取
扱
は
れ
る
こ
と
か
ら
起
る
。
例
へ
ば
「
農
業
の
利
害
」
と
云
ふ
揚
合

.zZ
は
直
ち
に
種
々
の
経
替
形
態
か

か
『
図
民
経
済
的
立
場
』
と
か
の
、

ら
由
来
す
る
利
害
の
衝
突
に
思
ひ
営
る
が
、
向
こ
の
外
に
、
五
口
々
が
農
業
に
閥
は
ら
し
め
て
ゐ
る
異
質
的
左
る
慣
値
理
念
を
考
へ
ね

ぽ
左
ら
ぬ
。
例
へ
ぽ
人
口
政
策
的
関
心
。

と
の
も
の
も
亦
園
家
の
徳
力
政
策
的
闘
心
・
圏
内
政
策
的
嗣
心
・
文
化
政
策
的
闘
心
の
下
で

渡
債
値
性
理
論
の
成
立

一
九
三

ibid. SS. '50. '51. 

ibid. s. '57. s. 359. 
Vg1. ibid. SS. 163， 164， u. SS. 1T4， 195-. 
ibid. SS. '50， 151. 
いままで「債値規準ー!として述べら lしたものは、「債値理念」が貸践的立言にお
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出
民
債
依
性
理
論
の
成
立

プじ
囚

考
へ
ら
れ
る
の
で
る
り
、

又
そ
の
図
円
余
白
鰐
が
既
に
多
義
的
で
は
な
い
か
。

だ
か
ら
理
想
型
的
概
念
構
成
が
か
か
る
混
侃
を
売
れ
る

唯
一
の
道
で
左
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ーパ
1
の
取
っ
た
「
経
情
的
園
民
主
義
者
」
の
立
揚
も
亦
か
か
る
理
想
担
的
立
揚
の
一

初
期
の
ウ
ェ

っ
と
し
て
初
め
て
科
事
的
に
客
観
的
で
あ
り
う
る
に
過
ぎ
た
い
の
で
あ
る
。
理
想
裂
迎
論
に
於
い
て
「
淡
債
値
佐
」
が
占
め
る
役
割
を
.

五
口
々
は
と
乙
で
明
瞭
に
認
識
し
て
沿
か
な
く
て
は
た
ら
た
い
。

か
か
る
地
想
却
一
的
認
識
り
そ
の
結
論
に
向
勺
て
首
然
波
憤
値
的
で
あ

る
と
ど
架
ポ
ず
る
ロ
即
ち
ウ

ーパ
l
よ
経
験
料
緩
や
そ
れ
の
手
段
ど
以
て
官
一
践
的
一
件
慨
に
闘
し
ζ

一
市
し
つ
み
も
の
は
弐
の
“
一
一
つ
に

、
、
、
、

(
一
一
一
)
若
干
の
可
能
友
る
-
許
債
が
そ
れ

過
ぎ
左
ぃ
、

L
」
云
ふ
。
即
ち
〈
一
)
不
可
避
的
な
る
手
段
、
(
二
)
不
可
域
的
危
る
随
伴
的
結
果
、

ら
の
費
践
的
腕
結
に
沿
い
て
(
一
)
と
(
一
一
)
と
に
」
っ
て
制
約
さ
れ
て
相
手
ふ
こ
と
、
之
で
あ
る
。
而
し
て
と
の
こ
と
を
越
え
て
、
評

債
の
意
義
や
構
治
を
示
し
た
り
、

そ
の
債
値
の
安
山
一
品
範
闘
を
限
定
し
た
り
す
る
と
と
は
哲
撃
の
司
ど
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

「
或
臼

的
が
上
の
不
可
避
的
た
る
手
段
を
い
ど
れ
程
榊
聖
に
す
る
か
」
と
か
、
諸
K

の
目
的
の
問
の
争
闘
は
如
伺
に
し
て
調
停
さ
る
べ
き
で
あ

る
か
と
か
云
ふ
こ
と
は
、
「
全
然
遺
探
る
る
ひ
は
安
協
の
問
題
」
即
ち
政
治
に
闘
す
る
問
題
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
と
の
理
想
型
的
左

る
す
な
は
ち
淡
債
値
的
な
る
立
揚
は
如
何
に
し
て
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
之
に
答
へ
る
も
の
が
「
僚
値
討
論
」
(
者

E
F
E
E
S

と
の
も
の
は
賓
践
の
認
識
を
行
ふ
賞
事
者
間
に
於
い
て
、
殺
等
が
問
題
と
し
て
ゐ
る
領
値
を
把
へ
そ
の
債
値
に
劃

し
て
或
立
揚
一
般
を
可
能
左
ら
し
め
る
も
の
で
る
っ
て
、
次
の
四
つ
の
思
惟
操
作
よ
り
成
っ
て
ゐ
る
。

に
外
た
ら
友
い
。

判
「
相
瓦
に
封
占
ー
す
る
諸
々
の
意
見
の
団
設
勤
と
な
る
と
こ
ろ
白
、
究
極
白
、
内
面
的
に
整
合
し
た
諸
々
の
債
償
原
理
(
巧
2
Z
5
0
5
0
)
を
創
り

出
す
こ
と
。
」
個
々
の
債
値
評
債
か
、
b
出
資
し
て
原
理
的
な
る
評
情
的
態
度
に
高
上
す
る
此
手
踊
聞
き
は
、
経
験
科
畢
の
手
段
を
以
て
行
は
れ
ず
、
ま
た
事

資
認
識
を
も
奥
へ
ず
、
そ
の
安
常
性
は
論
理
事
の
そ
れ
に
等
し
い
。

刑
判
「
若
し
も
一
定
の
究
根
回
債
値
原
理
が
、
而
し
て
そ
れ
だ
け
が
事
賃
上
白
事
態
の
賃
践
的
評
債
の
某
一
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
償
値
原
理
か
ら
腸

結
す
る
で
あ
ら
う
と
こ
ろ
の
、
評
償
的
態
度
に
劃
す
る
『
詰
腸
結
』
を
ば
鼠
副
作
ナ
る
こ
と
に
此
演
料
は
論
置
に
つ
い
て
は
純
論
理
的
で
あ
る
が
、
他
方
賃

。
し

vz
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時
的
評
債
の
劃
象
'
と
な
り
う
る
経
験
的
事
態
へ
の
適
用
に
お
い
て
は
経
験
的
な
確
定
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
。

例
(
一
)
「
一
定
の
不
可
避
的
な
る
手
段
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
こ
と
に
基
き
、

(
二
)
一
定
の
、

中
間
接
に
意
岡
さ
れ
た
の
で
は
な
い
随
伴
的
な
款
呆
が
避

け
え
ら
れ
ぬ
と
と
に
基
い
て
、

事
賃
上
の
蹄
結
を
確
定
す
る
こ
と
。
」
こ
の
純
経
験
的
な
る
確
定
の
結
果
は
就
巾
次
の
三
つ
で
る
り
う
る
。

或
一
定
の
評
債
的
態
度
を
質
問
叫
的
に
途
行
す
る
こ
と
が
或
問
題
に
針
し
て
生
ピ
な
け
れ
ば
な
、
b

な
い
だ
ら
ろ
と
と
ろ
の

(
一
)
そ
の
傾
償
要
請
を
貫
徹
ナ
る
道
が
愛
見

せ
ら
恥
な
い
た
め
に
、

そ
の
債
依
要
請
を
い
〈
ら
わ
づ
か
な
が
ら
に
で
も
貫
徹
す
る
こ
と
が
繕
針
に
不
可
能
で
あ
る
と
止
。
合
一
)
そ
の
貫
徹
が
程
度
目

差
は
あ
れ
非
概
然
的
で
あ
る
こ
と
。

(
一
一
一
)
そ
の
領
値
要
請
の
主
張
者
が
考
慮
に
入
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
宇
う
な
手
段
中
随
伴
的
な
る
結
果
が
必
然
的
で
あ

っ
て
、
そ
の
た
め
に
目
的
・
手
段
・
随
伴
的
結
果
の
聞
の
そ
の
人
の
償
値
決
断
が
そ
の
人
自
身
に
と
っ
て
新
し
い
問
題
と
な
P
、

は
れ
る
に
至
る
こ
と
。

他
人
へ
の
強
制
力
が
失

品
川
「
或
償
値
要
請
の
主
張
者
が
注
意
し
て
ゐ
子
、
従
っ
て
そ
れ
に
針
し
て
態
度
を
取
ら
な
か
っ
た
?
っ
な
新
し
い
償
値
原
理
と
そ
れ
か
ら
蹄
結
ず
る

要
請
と
が
主
張
せ
ら
れ
る
こ
と
。
侭
令
そ
の
人
自
身
の
要
請
を
遂
行
す
る
こ
と
が
先
の
他
の
要
請
と
(
一
)
或
は
原
理
的
に
す
な
は
ち
意
味
的
に
、
(
二
)

或
は
問
際
上
の
箭
防
の
故
に
す
た
は
ち
町
践
的
に
、
街
突
す
る
こ
'
と
が
あ
っ
て
も
。
(
一
)
の
場
合
に
は
同
期
内
問
題
が
、
(
ニ
)
の
場
合
に
は
'
川
到
の

泊
四

(
二
)
が
再
検
討
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

五日
L
X

一
位
と
と
で
よ
打

4ρ、

方ノ?
トフ
~) 
問、
/3)J " 
五命、
(!) 

コ"..U!， 

味

詰ー

a

〆
一
-
;
叩
、

-

C

〉
〉
、
，

に
[
マ
主
く
れ
斗
削
と
て
謹

F
F
J

壬孟上
ラ令

'FI 
3!l.J 感

三の
~'7ij] 

タ EI

土 f;t
:悶

:Jj~. 
ヴ ~I'~I
ン言認

識
で
あ
る
。
而
し
て
因
果
論
と
目
的
論
と
を
混
同
し
て
後
者
を
前
者
の
逝
牌
で
あ
る
と
考
へ
る
シ
ュ

ト
土
、

ウ
コ三

ーパ
1
の
地
判
の
鞭
を
受
け
ね
ば
な
ら
友
か
っ
た
。
蓋
し
此
混
同
は
目
的
の
主
観
性
と

R
的
と
結
果
と
の
聞
の
ギ
ャ
ツ

プ
と
を
忘
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
経
験
科
事
の
客
観
性
を
傷
け
る
か
ら
で
る
る
。
け
れ
ど
も
彼
も
亦
唯
k

一
つ
の
揚
合
に
だ
け

目
的
論
的
忠
惟
を
許
容
す
る
。

そ
れ
は
目
的
が
二
評
判
的
に
典
へ
ら
れ
て
ゐ
て
、
市
も
そ
れ
が
因
果
的
認
識
に
た
け
る
結
旧
滑
に
等
し
い

そ
の
時
は
そ
の
結
果
の
原
閃
が
そ
の
目
的
を
建
成
す
る
手
段
と
考
へ
ら
れ
、
目
的
論
は
凶
旧
三
削
の
皐
た
る
逝
特
に
す

ぎ
な
ぐ
怠
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
技
術
的
目
的
論
の
み
が
経
験
科
墜
に
ゆ
る
さ
れ
る
と
ウ
ヱ

1
バ
1
は
考
へ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の

場
合
で
あ
る
。

一
義
的
に
輿
へ
ら
れ
た
目
的
そ
の
も
の
は
改
め
淡
憤
値
的
に
前
挺
さ
れ
た
目
的
に
外
な
ら
友
い
。
而
し
て
こ
と
に
淡
償
値
性
の
必
然

設
償
値
性
理
論
の
成
立

一
九
五

-methode und 
ihid. SS. 472， 473・
例へば G.Schmoller j Volkswirtsch.afty Volkswirtschaftslehre 
を見よ。
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波
債
値
性
理
論
の
成
立

一
九
六

的
友
る
一
つ
の
腕
結
が
看
取
ら
れ
ね
ば
友
ら
た
い
の
で
る
る
。

要
之
、
経
済
政
策
皐
は
上
述
の
如
く
淡
慎
他
的
に
の
み
成
り
立
つ
。
と
乙
町
内
で
ム
ム
日
泊
使
用
さ
れ
る
と
こ
ら
の
経
済
政
策
論
は
.
経

済
現
象
を
制
約
す
る
枇
命
現
象
一
般
4
1
(
そ
の
中
で
最
も
重
要
注
の
は
岡
家
た
よ
ぴ
法
律
で
あ
る
!
(
の
研
究
を
指
し
て
ゐ
る
。
従

勺
て
か
か
る
研
賞
を
絞
一
所
政
策
論
と
一
五
ふ
名
を
以
て
呼
ぶ
こ
と
は
貫
は
不
油
首
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
此
一
一
一
一
円
葉
が
か
か
る
問
題
陀

叶
/
ど
見
h
t
H
ι
d
b
L
-
f
z
J
5
1
一
二
、
し
一
ー
土
、

1
l
h
l
j
イ

J
q
1
1
1
0
1
F

〈

4

t

r

i

ウ
ェ

J、

lよ
!1〆

Ij' 

タト
(1':1 

凶
E て
II 

(0 

主T
fil!: 
li庁
〈叩

う
に
d
h
h
j
J
t

』

〆

f
J
Z
U
T

格
か
ら
」

J

内
的
に
は
ま
た
粧
済
に
弧
〈
影
響
を
奥
へ
る
こ
と
が
特
に
可
能
た
岡
家
の
強
力
友
る
権
力
手
段
か
ら
、
そ
れ
に
土
っ
て
興

へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
正
に
国
家
を
考
祭
す
る
と
と
が
賀
践
的
に
軍
要
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
か
ら
説
明
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
己
経
済
政

策
論
の
か
か
る
把
握
が
政
策
論
の
結
論
に
向
っ
て
、
「
職
業
と
し

τ
の
皐
問
』
に
於
い
て
要
望
せ
ら
れ
た
ゃ
う
た
「
講
壇
の
評
債
」
の
禁

止
を
粛
す
こ
と
は
営
然
で
る
る
と
一
エ
は
友
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

五

ウ
ェ

l
パ

I
の
初
期
の
研
究
に
必
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
政
策
論
が
彼
み
づ
か
ら
の
自
己
批
判
に
曝
ら
さ
れ
、
而
し
て
到
達
さ
れ

た
方
法
論
的
解
決
の
過
程
は
以
上
に
よ
っ
て
概
説
さ
れ
た
。
そ
の
際
彼
が
持
ち
悩
ん
だ
ア
ポ
リ
ア
は
、
彼
が
一
初
期
の
政
策
的
研
究
を

導
い
て
ゐ
た
憤
値
規
準
が
「
主
観
的
・
個
人
的
」
で
あ
り
ま
た
歴
史
的
に
「
費
動
ず
る
」
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
歩
、
か
か
る
債
値
規
準
に

基
〈
政
策
論
に
は
利
息
一
・
的
客
観
性
を
認
め
得
た
い
と
云
ふ
瓢
に
あ
勺
た
。
而
か
も
政
策
論
は
何
等
か
の
償
他
規
準
或
は
侭
他
迎
念
左

〈
し
て
は
立
言
さ
れ
得
左
い
も
の
左
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
政
策
論
に
封
し
て
科
接
的
客
観
性
が
承
認
さ
る
ぺ
し
と
す
る
た
ら
ば
.
科
墜

者
は
債
値
規
準
を
如
何
に
し
て
概
念
構
成
す
べ
き
で
る
る
か
と
云
ふ
こ
と
が
、
彼
の
問
題
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
到
達
さ
れ
た
解
決

市上舎経済畢の課題D明確な規定については、 ibid.s. 5ClO â~参照。
ebenda. 
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は
、
慎
値
規
準

i
l何
人
の
良
心
・
世
界
観
に
基
き
ま
た
個
人
の
屈
す
る
階
級
の
利
害
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
?
が
そ

れ
の
賞
践
的
性
格
を
剥
奪
さ
れ
て
科
撃
の
ア
プ
り
オ
]
リ
と
し
て
淡
債
値
的
に
前
挺
さ
れ
る
と
と
に
基
い
て
、
理
想
型
と
し
て
概
念

構
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
的
な
る
科
率
的
論
究
の
揚
閣
に
'
持
ち
来
た
さ
れ
る
ム
」
云
ふ
こ
と
、
従
っ
て
か
か
る
研
究
の
結
論

に
針
し
て
賓
践
的
な
る
性
格
を
要
望
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
身
背
理
左
の
で
あ
っ
て
、

か
か
る
賓
践
は
利
率
以
外
の
場
所
に
と
そ
ゆ
だ

ね
ら
る
べ
き
で
る
る
左
云
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
埋
想
型
理
論
と
浸
憤
値
性
理
論
と
の
緊
斡
な
る
聯
闘
は
か
く
し
て
露
は
に
さ
れ
る
空
間

で
る
る
。
「
債
値
判
断
の
主
慌
的
な
る
中
一
核
1

」
の
不
明
瞭
性
の
放
を
以
て
歴
史
曲
学
汲
の
償
値
規
準
を
舗
け
「
自
己
抑
制
」
を
以
て
経
消
単

に
入
っ
た
ウ
ェ
I
ハ
I
、
而
し
て
更
に
一
歩
進
ん
で
自
ら
の
立
場
そ
の
も
の
に
針
し
て
方
法
論
的
な
る
懐
疑
を
い
だ
い
た
ウ
ェ
バ
I

i土

濯
に
科
曜
に
は
M

け
る
宵
躍
的
主
慣
性
L
1
自
ら
放
架
ず
る
こ
と
に
よ
み
江
と
以
外
に
は
、
即
ち
主
慨
性
役
む
な
し
う
す
る
む

A

M
W
ゑ
に
淡
作
曜
特
一

(
J
4
0
H
H
F
O
F
Z
P
)
理
論
は
と
り
も
直
さ
や
淡
主
特
性
(
印
己
す
E
P
-
-
E
こ
理
論
で
あ
る
と
云
は
れ
左
け
れ
ば
友
ら
な
い
の
で
る
ら
う
。
而
し

亡

-ι
コ
ピ
r
J

工
+
ノ
1
V
A

、

w
J
9
h
'
b
E
'
3
W
4
ι
u
 

て
〉
J
T
2
L
-
E
L
E
L
U
-
-
Uレ
モ
;
-
〉
?
〉
〉

2
3

料
品
目
rAM
平
品
化

f
z」
利
引
v
f

る
こ
1
ζ

計
寸

E
M
O
E
Z
A
章
一
一
間
れ
王
詳

L
前

σ一
1
・4ぜ
/
一
元

て
こ
こ
に
放
棄
さ
れ
売
る
主
鱒
性
は
何
庭
に
そ
の
存
在
を
保
っ
た
か
と
問
ふ
な
ら
ば
、
理
論
的
に
は
個
人
の
良
心
・
世
界
観
の
中
に
、

而
し
て
賓
践
的
に
は
政
治
の
領
域
に
、
と
答
へ
ら
れ
ね
ば
た
ら
た
か
っ
た
。

か
〈
て
ア
ポ
リ
ア
は
「
意
慾
す
る
人
間
」
と
「
思
惟
す
る

研
究
者
」
と
の
峻
別
一
式
ひ
か
へ
れ
ば
製
閣
的
人
格
の
分
裂
を
要
請
す
る
と
と
に
よ
っ
て
解
か
れ
た
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
か
か
る
解
決
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
か
。

吾
々
が
前
稿
に
沿
い
て
略
述
し
た
と
こ
ろ
の
ウ
ェ

1
パ

l
の
性
格
を
形
づ
く
っ
た
三
つ
の
契
機

l
l賓
践
的
・
政
治
的
素
質
と
倫

理
的
・
カ
ン
ト
主
義
的
世
界
観
と
郎
事
性
と
ー
ー
ー
が
そ
の
一
つ
の
理
由
で
あ
る
と
と
は
明
か
で
あ
ら
う
。
彼
は
政
治
的
素
質
の
極
め

決
債
値
性
理
論
白
成
立

一
九
七

前掲拙稿。43) 



浅
債
値
性
理
論
の
成
立

九
月、

て
豊
宵
な
人
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
而
し
て
自
己
責
任
の
観
念
が
非
常
に
昨
盛
た
人
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
又
飽
く
ま
で
経
験
的
事
責
に

印
し
て
思
索
し
」
う
と
し
た
人
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
粧
助
、
科
撃
の
一
持
つ
制
限
に
敏
感
で
る
り
、
ま
た
そ
れ
に
針
し
て
中
川
賞
で
る
る
こ

と
を
自
他
に
要
求
す
る
と
共
に
、
世
界
観
に
劃
し
て
は
多
く
の
償
値
理
念
の
闘
争
を
ゆ
る
し
、
行
動
に
劃
し
て
は
自
由
た
る
政
治
的

領
域
営
指
し
示
し
た
の
で
あ
る
。
け
礼
ど
も
そ
れ
と
同
時
に
‘
突
の
こ
と
は
此
解
決
に
対
し
て
決
定
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
債
値
規

準
が
個
人
に
よ
っ
て
尽
な
る
1
主
倒
的
一
な
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
時
代
に
よ
っ
て
臭
た
る
「
常
化
し
う
る
」
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
と
L」

てF

あ
る

】

:

z

-

:

:

ム

J
、・;=、
U

3

》

;

一

:

J

了
、
、
，

IRJ

E
d
t
t
μ
い
そ
れ
プ
け
γ
d
l
一(
H
U
U
4
l
L
t
山
て
ま

E
I乙
一
ヱ
じ
わ
じ
山
川
沿
千
草

h 
:CJ ~: 
h 
E 
{7) 

:e':. 
九

L 

r;， 

ェ
1
パ

l
的
解
決
が
充
分
に
具
慌
的
で
あ
る
と
は
云
へ
な
い
で
る
ら
う
。

い
ま
煩
悩
境
準
の
歴
史
性
に
勺
い
て
述
べ
る
・
な
ら
ば
、
歴

史
性
と
は
車
に
時
代
と
共
に
費
轄
す
る
と
云
ふ
こ
と
、
現
在
は
た
だ
時
の
流
れ
の
中
の
一
勺
の
通
過
黙
に
す
ぎ
た
い
と
云
ふ
だ
け
の

意
味
し
か
持
っ
て
ゐ
な
い
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
現
在
の
欣
況
を
確
乎
E

ど
し
て
把
へ
る
た
め
に
こ
そ
主
張
さ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
り
、

現
在
は
過
去
の
末
端
と
し
て
終
結
す
る
場
所
で
あ
る
と
共
に
叉
未
来
が
そ
と
か
ら
新
し
く
展
開
さ
る
べ
き
場
所
と
し
て
、
費
践
へ
の

決
意
を
う
た
が
す
と
こ
ろ
で
友
け
れ
ば
な
ら
ね
。
だ
か
ら
債
値
規
準
の
歴
史
性
の
主
張
は
、
未
来
に
向
つ
て
は
、
新
し
く
決
意
さ
れ

賓
践
を
指
導
す
べ
き
債
値
規
準
を
認
識
さ
せ
る
所
以
と
な
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
而
し
て
経
験
科
墜
に
就
い
て
も
亦
、
か
く
し
て
殻
見

さ
れ
た
債
値
規
準
が
歴
史
的
に
容
視
的
な
る
も
の
と
し
て
、
歴
史
を
更
に
形
成
す
る
も
の
と
し
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
左
け
れ
ば
友
ら

な
い
で
あ
ら
う
。
ウ
ェ

l
パ

1
の
如
く
債
値
規
準
が
科
撃
に
沿
い
て
客
観
的
に
取
り
上
げ
え
た
い
と
云
ふ
こ
と
は
、
却
っ
て
慣
値
規

準
が
超
歴
史
的
に
把
握
さ
れ
、
従
っ
て
賓
践
的
主
樫
的
危
る
認
識
の
主
視
が
自
ら
の
立
つ
地
盤
を
喪
失
し
て
ゐ
る
時
に
初
め
て
云
は

れ
る
と
と
で
あ
り
、

ウェ

I
バ
I
は
宛
も
か
か
る
カ
ン
ト
的
認
識
論
の
立
場
に
立
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
歴
史
皐
派
一

般
に
つ
い
て
批
判
さ
れ
る
超
歴
史
性
か
ら
ウ
ェ

1
バ
1
自
ら
も
亦
ま
ぬ
が
れ
て
ゐ
な
い
と
云
は
な
く
て
は
な
ら
泣
い
。
雨
者
の
旦
パ
友

る
の
は
た
だ
、
前
者
の
相
針
主
義
に
剥
し
て
後
者
が
そ
れ
に
針
し
て
認
識
批
判
的
で
あ
っ
た
と
云
ふ
と
と
で
あ
る
。
次
に
債
値
規
準



が
「
主
観
的
」
で
あ
る
と
云
ふ
主
張
は
具
鰭
的
友
意
味
を
克
分
に
表
現
し
て
は
ゐ
友
い
。
債
値
規
準
が
恒
に
個
人
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ

る
と
云
ふ
意
味
か
ら
は
そ
れ
は
正
し
い
け
れ
芝
も
.
そ
れ
が
同
時
に
個
人
に
よ
っ
て
恒
に
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
個
人
的
で
あ
る
と

共
に
ま
た
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
と
云
ふ
主
張
を
合
む
限
り
に
於
い
て
、
此
主
張
は
抽
象
的
で
る
る
と
云
は
ね

ぽ
た
ら
泣
い
。
何
故
に
ウ
ェ

I
メ
ー
が
か
か
る
主
張
を
な
し
た
か
と
云
ふ
友
ら
ば
、
吾
々
の
容
は
簡
皐
で
あ
る
、
そ
れ
は
彼
が
時
代

の
子
と
し
て
個
人
主
義
者
で
あ
っ
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
波
慣
値
性
理
論
は
ま
た
個
人
主
義
的
方
法
論
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
〔
註
〕

又
そ
れ
で
あ
る
と
と
に
忠
買
で
あ
ら
う
冒
と
し
た
。
彼
は
資
本
主
義
を
縫
革
し
よ
う
と
云
ふ
煮
闘

を
持
た
一
な
か
っ
た
が
放
に

l
i此
意
味
か
ら
彼
の
方
法
論
は
安
定
期
の
方
法
論
で
あ
る
と
云
は
る
べ
き
で
あ
る

l
lか
か
る
個
人
主

義
的
危
又
徹
底
し
た
相
針
主
義
的
な
る
解
決
に
到
達
し
た
。
彼
に
は
慣
値
規
準
の
共
向
性
従
っ
て
客
観
性
の
可
能
が
覆
は
れ
て
ゐ
た

ウェ

1
パ
l
は
時
代
の
子
で
あ
り
、

の
で
あ
る
o

五
日
々
は
経
時
壌
の
政
策
論
的
研
究
が
行
動
へ
の
指
令
ぞ
時
へ
う
る
も
の
ず
な
け
れ
ば
攻
ら
な
い
と
汚
へ
る
脅
寸
あ
る
。

市

て
L
に
て
れ
が
ト
ワ
法
論
的
に
伺
似
淵
品
川
中
山
共
同
性
。
年
間
性
の
町
内
の
収
減
在
肢
史
的
問
川
山
げ
の
九
人
か
か
ら
制
的
寸
J

心

E
〈
ト

U
L
灼
め

ち
る
ぺ
き
で
あ
る
と
と
そ
確
信
し
、

ー
パ
ー
が
初
期
の
研
究
に
公
い
て
は
行
は
ん
と
し
左
が
ら
、
而
も
事
態

、
、
、
、

の
買
の
腔
史
的
介
、
る
把
握
を
な
し
え
占
な
か
っ
た
が
た
め
に
.
方
法
論
的
研
究
に
沿
い
て
ね
放
棄
し
て
し
ま
勺
た
と
こ
ろ
む
園
民
経
済

さ
う
し
て
そ
れ
は
ウ
ェ

と
一
去
ふ
も
の
の
新
し
い
分
析
と
位
置
づ
け
と
か
ら
獲
得
さ
れ
う
べ
き
も
の
で
-
あ
る
と
と
を
主
張
し
泣
け
れ
ば
左
ら
泣
い
。

さ
う
し
て

か
か
る
把
握
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
従
来
の
認
識
論
と
は
臭
っ
て
歴
史
的
現
賓
に
於
け
る
行
動
の
主
鳴
を
そ
れ
の
具
髄
性
に
た

い
て
把
へ
、
行
動
の
主
位
と
相
即
す
る
と
こ
ろ
の
認
識
の
理
論
を
獲
得
す
る
と
と
が
要
望
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

〔
註
〕
吾
々
は
ウ
エ
1

バ
ー
が
初
期
の
研
究
に
お
い
て
債
値
規
準
を
関
民
岡
家
の
権
力
債
値
に
置
き
、
そ
れ
の
携
常
者
を
階
級
に
求
め
た
こ
と
を
知

ワ
て
ゐ
る
。
併
し
こ
の
こ
と
は
債
値
規
準
の
個
人
性
の
主
張
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
何
故
な
、
b
彼
が
そ
の
時
政
治
教
育
に
最
も
望
み
を
喝

し
た
プ
ル
ヂ
ヨ
ア
ジ
I
は
他
の
階
殺
と
は
違
っ
て

l
lそ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
個
有
な
非
合
理
的
な
る
も
の
を
持
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
で
結
合
し
ま
た
結

合
し
う
る
1
1
j「
合
理
的
な
る
何
人
の
集
合
」
と
一
手
中
特
色
を
持
つ
砲
経
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
又
彼
が
「
図
民
園
家
」
と
一
再
ム
場
合
、
園
民
経
済
が
誇
園

設
債
値
性
理
論
の
成
立

九
九



波
債
値
性
理
論
の
成
立

O 
O 

民
白
文
化
闘
争
白
一
う
の
複
雑
な
る
形
患
と
考
へ

L
れ
て
ゐ
た
が
、

と
は
先
に
述
べ
ら
れ
た
趨
り
で
あ
る
。

か
恥
る
形
態
が
資
本
主
表
的
閥
際
関
係
に
於
け
る
図
民
経
梼
の
在

P
方
で
あ
る
こ

凡
そ
科
堕
の
客
観
性
は
利
用
何
十
が
生
命
の
表
現
で
あ
る
と
云
ふ
と
こ
ろ
か
ら
生
十
る
で
あ
ら
う
。

そ
の
生
命
は
歴
史
的
枇
合
的
世
界

に
主
剛
眼
的
に
生
き
る
生
命
で
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
此
生
命
に
針
し
て
ド
イ
ツ
歴
史
皐
抵
は
経
済
墜
に
於
い
て
は
最
初
の
指
示
を
興

へ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
ヴ
ェ

ーパ
l
は
此
按
一
次
の
停
統
の
下
に
る
っ
て
そ
恥
を
批
判
的
に
高
め
よ
う
と
し
た
c

併
し
な
が
ら
歴
史
的

生
命
(
民
放
)
が
現
貨
に
は
倒
人
に
分
裂
す
る
と
と
に
基
い
て
、

従
っ
て
階
級
的
な
る
構
成
社
搭
ふ
と
と
に
よ
っ
℃
凶
応
椛
消
と
し
て

統
一
さ
れ
て
や
」
る
の
で
あ
り
、
而
し
で
闘
際
的
に
は
、
他
の
圏
民
粧
済
と
敵
視
し
ム
ロ
ふ
も
の
と
し
て
現
れ
て
ゐ
る
の
で
め
る
か
ら
、

彼
は
そ
れ
を
再
び
個
人
か
ら
構
成
し
、
園
民
経
済
を
争
闘
の
形
態
と
し
て
把
握
し
て
、

歴
史
皐
一
次
の
有
機
関
誌
的
一
段
る
ー
万
訟
論
を
科

聞
学
の
客
翻
性
の
た
め
に
カ
ン
ト
主
義
的
に
批
判
し
怠
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

彼
は
現
官
一
に
叫
制
し
て
忠
貨
で
あ
っ
た
が
故
に
、

そ
巨〉

解
決
は
生
命
よ
り
の
一
帯
離
と
し
て
科
墜
を
把
へ
る
と
ふ
に
よ
っ
て
成
し
・
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
此
飾
決
そ
の
も
の
は
現
賓
の
歴
史

的
生
命
の
在
り
方
の
表
現
と
し
て
、
客
観
性
を
持
。
も
の
と
云
は
る
べ
き
で
あ
り
、
拘
ほ
僚
値
性
現
論
の
歴
史
的
必
然
性
は
か
〈
し
て

了
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
c

科
壊
の
，
客
観
性
も
ま
た
歴
史
的
現
寛
の
制
約
か
ら
自
由
で
は
あ
り
え
た
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
吾
々
は
波
債
位
性
理
論
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
人
々
の
注
意
を
う
な
が
し
た
い
。
ウ

Z

I
メ

I
的
解
決
は
、
彼
が
自
然
主
義
的
偏
見
を

樟
度
に
排
斥
し
た
に
も
か
か
は
ら
ず
、
一
見
自
然
主
義
へ
の
復
腸
の
如
き
額
を
呈
し
た
。
だ
か
ら
一
方
に
於
い
て
は
、
ゥ
ェ
I
バ
1
以
後
の
市
民
鯉
済

問
申
は
、
ウ
エ

l
バ
ー
の
持
っ
た
悩
品
を
な
中
む
こ
と
な
〈
し
て
安
易
に
「
設
債
値
性
」
を
取
ら
う
と
し
て
ゐ
る
に
劃
し
、
他
方
に
於
い
で
は
、
そ
れ
ら
の

現
論
に
樹
立
し
よ
う
と
す
る
理
論
が
、
同
じ
〈
「
浪
債
値
性
理
論
』
の
皮
相
な
る
理
解
を
以
て
こ
れ
を
噺
笑
し
、
科
事
の
客
翻
性
を
省
み
る
こ
と
な
〈
し

て
徒
ら
に
司

o
g
r目
耳
目
す
る
こ
と
を
以

τ新
し
い
科
皐
で
で
も
あ
る
か
の
如
〈
考
へ
て
ゐ
る
。
而
も
そ
の
後
者
が
貨
は
市
民
経
祷
畢
の
別
働
除
に
置

す
る
危
険
を
苧
ん
で
ゐ
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
皮
肉
だ
と
一
冨
は
ね
ば
な
、
b
向
。
異
に
ウ
ェ
I
バ
ー
を
越
え
る
遣
が
、
ウ
エ

1
バ
ー
の
悩
与
を
自
ら
な
や
・
0

彼
の
努
力
に
深
甚
な
る
敬
意
を
は
ら
ひ
ヲ
ワ
彼
の
解
決
の
怪
史
性
を
正
し
〈
認
識
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
聞
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
ら
ろ
。

前掲拙稿参照。44) 




